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1

、
離
陸
期
に
お
け
る
開
発
政
策 

:

ニ
、
課
税
に
ょ
る
開
発
資
金
の
調
達——

モ
デ
ル
分
析

.

三離陸期の財政構造

-
明
治
期
の
パ
■タ一

ン

.

四
、
わ
が
国
の
地
租——

一
つ
の
評
価

ま
え
が
き

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
経
済
的
後
進
性
.に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
多
数
の
診
断
が
下
さ
れ
て
き
た
。
低
.い
一
人
当

り

の

実

質

所

 

得
、
天
然
資
源
の
不
足
、
.
資
本
設
備
の
不
十
分
、
技
術
的
後
進
性
、
構
造
的
低
雇
用
、
極
端
な
所
得
不
均
等
、
対
外
負
債
の
累
積
、
爆
発
的
な
人 

ロ
增
大
な
ど
の
諸
^
l/v
\
に
つ
レ
て
.
診
断
の
触
指
ガ
主
と
し
て
集
中
し
て
い
た
こ
と
は
ょ
'く
知
ら
れ
て
.い
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
診
断
、̂

;ー
卞 

で
下
さ
れ
る
と
と
も
に
■他
方
で
は
処
方
^

が
た
だ

ち

に
書
か
れ
、
種
々
の
対
症
療
法
的
薬
剤
.の
配
合
が
指
示
さ
れ
た

り

、

な
い
し
は
成
育
•
発 

展
へ
の
戦
略
が
大
胆
か
.つ
綿
密
な
議
の
も
と
で
う
ち
だ
さ
.れ
た
り
し
.た
。
す
な
わ
ち
開
発
政
策
の
理
論
的
観
点
は
、
そ
の
.問
題
領
域
の
多
様
生

に
応
じ
て
そ
れ
.ぞ
れ
に
定
着
さ
れ
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
理
論
構
成
そ
れ
自
体
は
、
' 
未
だ
一
つ
.の
中
核
を
え
て
体
系
化
さ
れ
定
説
と
い
う
形
を
と 

と
の
え
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
小
論
で
は
、
開
発
政
策
の
主
要
課
題
で
あ
る
資
源
転
換
に
た
い
し
政
府
の
果
し
う
る(

な
い
し
は
果
す
べ
き)

機
能
の
う
ち
、
主
と
し
て
租 

税
政
策
に
論
占
m
.を
限
定
し
と
り
わ
け
離
陸
期
に
お
け
る
地
租
の
果
し
う
.る
役
割
と
そ
の
限
界
に
^
い
て
再
評
価
し
て

み

る
こ
.と
を
姐
い
と
し
て 

い
る
。
そ
の
さ
い
の
考
察
の
範
囲
と
順
序
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
節
に
お
レ
て
、
離
陸
期
に
お
け
る
開
発
政
策——

と
く
に
租
税 

政
策
の
追
求
す
べ
き
目
標
そ
の
も
の
に
つ
い
て
一
定
の
限
定
を
加
え
る
こ
^

に
し
よ
う
。
、こ
れ
.に
よ
り
わ
れ
わ
れ
の
議
論
の
対
象
は
、
か
な
り
狭 

い
領
域
に
：

1

定
の
枠
組
み
を
も
っ
て
収
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
第
二
節
で
は
、
さ
ら
に
開
発
政
策
の
た
め
.の
産
業
別
課
税
方
式
の
モ
デ
ル
分
析 

に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
.っ
て
開
発
政
策
の
一
環
と
し
て
の
粗
税
政
策
は
、
政
府
資
金
の
蓄
積
の
た
め
の
一
方
式
と
し
て
の
評
価
を 

こ
こ
'で
う
る
こ
と
が
で
き
.よ
う
。

つ
い
で
第
.三
節
で
は
、
離
陸
期
め
財
政
構
造
の
一
例
と
し
て
明
治
期
の
そ
れ
を
と
り
あ
げ
、
簡
単
に
そ
の
特
徴 

を
列
挙
し
て
今
日
の
開
発
政
策
へ
の
示
唆
を
汲
み
と
る
こ
と
に
あ
て
ら
れ
る
。
支
出
構
造
^
対
応
し
て
収
入
構
造
が
ど
の
よ
う
に
変
容
を
と
げ
う 

.る

.か
が
ご
こ
で
の
課
題
で
あ
る
。
最
後
の
節
で
ば
、
前
節
ま
で
の
議
論
に
よ
り
導
き
だ
さ
れ
た
地
祖
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
離
陸
期(

主
と
し
て
明 

治
中
期)

に
.お
け
る
経
済
発
展
の
一
原
動
力
と
し
て
、
い
か
な
る
観
点
か
ら
再
評
価
で
き
る
が
に
つ
い
て
と
り
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
。
'

問
題
の
性
質
上
、
こ
こ
で
選
ば
れ
た
論
点
は
、
経
済
開
発
と
租
税
政
策
を
扱
う
さ
い
に
論
及
す
べ
き
問
題
点
の
う
ち
、
僅
少
の
部
分
を
ヵ
バ
ー 

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
え
ら
れ
た
結
論
も
そ
れ
な
り
の
限
定
を
う
け
る
べ
き
こ
と
も
あ
ら
か
じ
め
お
断
わ
り
し
て
お
き
た
い
。

一
、
離
陸
期
に
お
け
る
開
発
政
策

近
年
、
開
発
.政
策
：に
.か
ん
す
る
理
論
的
関
心
の
増
大
と
と
も
.に
、
.新
し

.い

.ア
プ

：尸

丨

チ

自

体

も

い

く

つ

か

：

「

開

発」

さ

れ

.る

に

い

た
っ

た

。

け 

,

れ
ど
も
、
い
か
な
る
.ア
ブ
ロ
！
チ
も

、
.経
済
の
成
長
率
と
そ
の
将
来
：の
構
造AJ

を
対
象
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
す
べ
て
同
じ
で
あ
る
。
-「

成
長」 

資
源
転
換
の
租
税
政
策 
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八(
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ニ
：四)

に
.対
象
身
し
ぼ
れ
ば
、：'開
発
政
策
は
価
格
、.雇
用
、
貧
易
な
'ど
.の
短
期
的
変
動
の
阻
：止
を
自
的
と
す
る
安
定
化
政
策
と
は『

応
区
別
で
き
る
で
あ 

ろ
う
。
i
ち
ろ
ん
短
期
的
安
定
化
政
策
が
I

れ
i

.
ら
ば
、，

経
済
成
長
率
や
資
源
の
利
用
構
造
.に
も
変
化
が
生
ず
る
か
ら
、
' 短
期
と
長
期
の
区 

別
は
、
開
発
政
策
に
利
用
し
う
る
手
段
の
選
釈
、ぶ
そ
れ
に
よ
り
制
約
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
着
目
し
な
け
^
ば
な
ら
な

、
。
そ
う
、、こ

と
す
れ 

ば
、
開
発
政
策
の
目
的
は
、
種
々
の
長
期
的
目
標——

と
り
わ
け
実
質
総
所
得
の
成
長
の
達
成
を
企
図
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た 

こ
0
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
チ
ェ
ネ
リー

に
し
た
が
っ
て
、「

開
発
政
策
と
は
.投
資
資
金(

つ
ま
り
公
共
•
民
間
貯
蓄
プ
ラ
ス
外
資)

”、
外
貨
、

そ
の
•也
の 

資
源
の
供
給
と
利
用
方
法
と
を
決
め
る
決
定
.で
あ
る」

と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
P
.

開
発
政
策
の
定
義
、つ
け
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
そ
の
性
格
規
定
を
行
う
上
な
れ
.ば
、
開
発
政
策
の
目
標
に
つ
い
て
一
定
の

制
約

を

課
す
る
こ
と 

が
必
要
で
あ
る
。
そ

の

县

が

.た
と
え
実
霧
所
得Q

成
長
の
達
成
に
：お
：か
れ
る
と
し
.て
も
、
.副
次
的
目
標
と
の
あ
い
だ
に
生
ず
べ
き
な
ん
ら
か 

の
テ
ィ
レ
ン
マ
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
し
か
る
べ
.き
置
を
加
え
て
お
か
：ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
デ
イ
レ
.ン
マ
と
：は
、

た
と
え
ば
ミ\

ト
に
よ 

れ

ば

、

つ
ぎ
の
四
つ
，で
あ
る
：。

(1
高
所
得
を
'選
ぶ
か
、
そ
れ
と
.も
経
済
的
安
定
性
を
選
ぶ
か
、
ii
)

将
来
の
高
い
成
長
率
を
選
ぶ
か
、
現
在
の 

高
し
消
費
水
準
を
選
ぶ
か

(i
i

i.馨
成
長
を
選
ぶ
か
、
'
.経
済
的
平
等
を
選
ぶ
か
、
(̂
低
開
発
諸
国
の一

般
大
衆
は
、
物
質
的
な
所
得
を
高
め 

.成
長
率
を
速
め
る
こ
と
を
選
ぶ
か
、
自
分
た
ち
の
伝
統
的
な
社
会
的
、
文
化
的
、
宗
教
的
価
値
お
よ
：び
生
活
様
式
を
維
持
す
る
こ
と
を
選
ぶ
か
。
 

目
標
の
：樹
立
に
あ
：た
っ
て
、
こ
こ
に
例
挙
し
た
よ
う
な
選
択
は(
も
ち
ろ
ん
そ
の
他
の
選
択
も
あ
り
う
る
と
し
，て)

避

け

る

こ
と
は
で
き
k

、
。
 

こ
の
種
の
選
択
を
定
式
化
す
る
一
方
法
と
し
て
、
政
策
決
定
者(policy maker).

を
置
き
、
か
れ
の
目
標
間
の
限
界
代
替
率
均
等
に
よ
り
、

一
定 

の
主
目
標
と
副
次
的
目
標
の
組
合
せ
が
決
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の

方

式

は

、
.
開

発

政

策

の

論

理

と

し
て
形
式
化
さ
れ
た
も
の
で
あ 

っ
て
、
真
の
問
題
は
、
ミ
ン
ト
が
た
と
え
ば
、
ci
v
)に
つ
い
て
.指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
低

麗

国

の

乂

々

が「

よ
り
高
い
物
質
的
所
得
水
準
を
享 

受
す
る
た
.め

に

.そ
の
生
活
様
式

.価
値
観
な
ら
び
に
労
働
、
貯
蓄
、
家
族
の
大
き
さ
な
ど
の
問
題
に
対
す
る
態
度
を
、
ど
の
震
進
ん
で
変 

え
よ
ケ
と
し
て
い
る
か」

に
か
か
っ
て
ぃ
る
と
ぃ
ぅ
こ
と
が
で
き
ょ
ぅ
。

こ
こ
.で

は

開

発

政

策

の

性

格

を
よ
り

一
層
狭
く
規
定
す
る
必
要
か
ら
、

「

離
.陸
期」

に
あ
る
開
発
政
策
と
い
う
限
定
を
加
え
て
い
る
。

こ
こ 

で
の
離
陸
期
と
は
、
_ ロ
ス
ト
ウ
の
経
済
成
長
段
階
説
に
お
け
^

一
 
仮
説
で
あ
り
、
こ
の
仮
説
を
採
用
す
る
理
凼
は
、
経
済
発
展
の
.多
様
性
を
、

一
 

回
限
り
の
、n

ュ
丨
ク
な
も
の
の
特
鐘
解
と
い
う
か
れ
の
狙
い
に
，メ
リ
ッ
ト
を

認
め
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
段
階
と
い
う
形 

で
各
国
近
代
化
の
共
通
性
を
つ
か
み
、

そ
れ
を
と
お
し
.て
近
代
化
の
特
性
を
各
国
別
に
バ
タ

I

ン
と
し
て
と
ら
え
る
と

い
う
手
法
が
、

こ
こ
で
の 

課
題
の
解
明
に
脊
カ
な
役
割
を
果
し
て
く
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

齓
陸
^
に
お
け
る
成
長
.に
か
ん
し
て
、

口
ス
ト
ウ
の
挙
げ
た
.含
意(

な
い
し
定
義)

は
三
つ
に
要
約
さ
れ
て
.い
る
。

一
つ
は
、
規
模
の
拡
大
と
し 

て
貯
蓄
率

.
投
資
率
が
10
^
以
上
に
な
る(

こ
れ
に
よ
り
ー
人
当
り
所
得
の
継
続
的
拡
大
が
ぇ
ら
れ
る
6
第
二
は
、
構
造
の
高
度
匕
と

し
て
、
tl
-i
t
い 

製
造
業
商
門
が
主
導
部
門
と
し
て
伸
び
る
。
第
三
は
、
主
体
的
態
度
の
変
化
と
し
て
、
.成
長
促
進
的
な
政
治
的
.
社
会
的
枠
組
が
確
立
さ
れ
る
。
 

以
上
.の
三
点
は
、
離
陸
に
あ
た
っ
て
一
社
会
が
互
い
に
関
速
す
る
条
件
と
し
て
、
す
べ
て
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
定
義
さ
丫 

て
い
る
。
.こ
こ
で
は
ロ
ス
ト
ウ
が
こ
の
定
義
に
よ
り
目
指
し
た
.よ
う
に
、「

生
産
的
経
済
^
動
の
規
模
が
臨
界
点
に
達
し
て
変
化
を
ラ
み
だ
し
、
 

そ
3^
に
よ
っ
て
経
済
と
、
経
済
が
そ
の
一
部
I

す
社
会
と
に
お
い
て
、
巨
大
な
.進
歩
的
構
造
変
形
が
も
た
ら
さ
れ
る
.よ
う
な
時
期
を
分
離
す
る 

こ
と」

に
こ
こ
で
は
成
功
し
た
之
み
な
す
こ
ど
に
し
よ
う
。
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
：

g
r
o
w
t
h

 
1
1±
1<1^
な

目

標

が

と

の

時

期

に

お

い

て

^
追
求
さ 

れ
る
と
い
う
仮
説
の
重
視
で
あ
る
。

,

.
果

し

て「

離
陸
期」

と
い
う
時
期
.の
分
離
が
、
こ
こ
で
成
功
し
た
か
、ど
う
か
.は
当
面
の
問
題
と
ば
な
ら
な
い
。
.わ
れ
わ
れ
の
目
的
尤
も
っ
と
哏 

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
す
な
わ
ち

.
離

陸

期

，
の

定

義

か

ら

し
て
、
こ
の

時
期
に
と
ら
れ
る
べ
き

開
発
政
策
の
性
格
、
し
た
が
っ
て
ま
た

目
標 

も

，
V
ち
じ
る
し
く
狹
い
範
囲
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
±-
う0

さ
き
：に
ミ
シ
ト

が
あ
げ
た
開
発
政
策
の
デ
ィ
レ
ン

マ
に
つ
い
て
も
、

離
陸
期
の
開 

発
政
策
の
特
質
が
も
し
も

g
r
o
l

 m
l
d
:

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
.選
択
の
ウH

ィ
ト
は
一
義
的
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
経
済
的
安
定
性 

よ
り
.も
高
所
得
が
選
ば
れ
、
現
在
の
高
い
消
費
水
準
よ
り
も
将
来
の
高
い
所
得
成
長
率
が
選
ば
れ
•る
で
あ
ろ
う
。：
ま
た
経
済
的
平
等
と
経
済
成
長 

.

資
源
転
換
の
租
税
政
策 
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九
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と
が
衝
突
す
る
ば
あ
い
に
は
、
後
者
の
追
求
が
傻
先
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く

、
.伝
統
的
な
価
値
お
よ
び
.生
活
様
式
よ
り
も
、
物
質
的
な
所
得 

を
高
め
成
長
率
を
速
め
る
こ
と
に
選
択
が
傾
む
く
こ
と
に
な
..る
で
あ
ろ
う
。

.關
発
政
策
の
目
標
を
こ
の
よ
う
に
単
純
化
す
る
こ
と
に
.は
数
多
の
異
論
が
予
想
で
き
る
。
開
発
政
策
の
目
標
は
一
般
に
多
岐
に
わ
た
り
、
た
と 

え
ば
高
い
所
得
成
長
率
と
い
っ
た
量
的
目
標
と
、
.地
域
間
の
所
得
分
布
の
是
正
と
い
っ
た
よ
う
な
質
的
目
標
と
を
同
時
に
追
求
す
る
と
い
う
ヶ
ー 

ス
が
ま
れ
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
開
発
政
策
の
経
済
モ
デ
ル
は
そ
れ
だ
け
複
雑
化
さ
れ
や
す
い
こ
と
に
な
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
.経
済
モ
デ 

ル
.の
選
択
は
、
政
策
の
目
標
、
考
慮
す
べ
き
手
段
、
お
よ
び
利
用
で
き
る
情
報
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
開
発
政
策
の一

環
と
し
て
考 

慮
さ
れ
て
し
る
租
税
政
策==

手
段
の
適
用
可
能
性
を
検
討
す
る
た
め
、
.政
策
目
標
も
そ
れ 

1
■
に
，..と
^
な
い
き
び
し
い
限
定
を
^

"N

け
.な
け
れ
ば
■な
ら
な 

い
。
す
な
わ
ち
、
次
節
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
単
純
な
経
済
モ
デ
ル
で
は
、
以
上
の
観
点
か
ら
質
的
目
標
は
除
外
さ
れ
、
離
陸
期
に
お
.け
る
経
済
成 

長
と
租
税
政
策
と
の
関
速
が
.、
.
.一
定
の
量
的
目
標
の
追
求
と
い
う
点
に
し
ぼ
ら
れ
ざ
る
：を
え
な
い
の
で
あ
る
。
.

注
，1)

H.B.ohenery. Development Policy and wrogr&mmes, JSconomic Mulletin /or Latin 

America, 

Mar
c
h 

1
9
500
.
チ
エ
ネ
リ 

I 
の
定
養 

し
た
開
発
政
策
の
理
論
は
'
か
れ
自
身
が
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
、「

経
済
政
策
に
.か
ん
す
る
テ
ィ
ン
バ
，丨
ゲ
ン
の
先
駆
的
業
績
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
も
の」 

で
あ
り
、
小
論
に
お
い
て
も
テ
ィ
ン
バ
ー
ゲ
ン
を
基
点
と
し
て
展
開
さ
れ
た
分
析
の
論
理
構
造
に
し
た
が
う
こ
と
に
す
る
。.
た
と
え
ば
、K

.
A
.

 Fox, J. K.

Sengupta, E. Thorbecke, 

The 

Theory of Quantitative 'Economic policy,, .with Applications to Econ&mic. Growth 

and, 

stabilization. 

1
9
6
6
.

を
参
照
さ
れ
た
：い
。

(

2

.

) 

H
,
M
y
i
n
t
,

 

The Econtmics of the Developing countries. 

1965. 

p. 

100
1〜2

，
〔

邦
訳 p. 

100
6 〜

00〕

、「

開
発
理
論
も
開
発
政
策
も
、
つ
ま
る
と 

こ
ろ
、
困
難
な
選
択
の
問
題
に
真
正
面
か
ら
立
ち
向
う
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る」
と
い
う
ミ
ン
ト
の
結
論
は
、
開
発
理
論
や
政
策
に
関
心
あ
る
ひ
と
び
と
の 

共
感
を
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
結
論
で
は
な
く
て
む
し
ろ
出
発
点
と
し
て
受
け
と
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
か
れ
の
例
挙
し
た
五
つ
の
選 

.

択
は
、
そ
れ
ぞ
れ
_
迹
を
も
っ
た
別
箇
の
主
題
を
構
成
す
る
と
考
え
.る
.か
ら
で
あ
.る
。

(

3) 

W
.
W
. 

Rosto'w, 

The Stages of Economic 

Growth, 

>. N
o
n
-
c
<
m
m
_
i
s
t

 

Manifesto 
1960. 

p. 40
.

.

〔

邦
訳 p. 55

〕

な
お
、
発
展
段
階
分
析 

(development stage analysis)

に
た
い
す
る
批
判
と
し
て
、
段
階
理
論
が
あ
ら
ゆ
る
国
の
経
済
発
展
の
過
程
が
多
か
れ
少
な
か
れ
同
一
で
あ
る
と
主
張
す 

る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
、
ま
た
各
段
階
が
順
序
を
も
つ
，て
現
わ
れ
跳
び
越
し
が
た
い
と
す
る
主
張
が
容
認
で
き
な
い
こ
と
を
も
ら
て
、
た
と
ぇ
ば
局
面
分
昕

Cphase analysis)

に
よ
り
代
置
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ど
ち
ら
の
分
析
も「

経
済
発
展
法
則」

を
公
式
化
し
よ
う
と
す
る
企
図
を
も
た 

な
い
分
析
手
法
で
あ
る
と
み
な
し
、
そ
の
優
位
性
に
つ
い
て
立
ち
入
る
こ
と
は
し
な
い
。

二
、.
課
税
に
よ
る
開
発
資
金
の
調
達——

モ
デ
ル
分
析 

、

離
陸
期
に
お
い
て
は
、

I

定
の
貯
蓄
率
と
投
資
.率
が
開
発
の
.必

要

条

件
と
し
て
要
請
さ
れ
、
成
長
の
鍵
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
'
政
府
部
門
と
民 

倡
剖
門
と
を
問
わ
ず
、
開
発
資
金
の
調
達
な
い
し
は
増
大
策
が
'つ
ね
.に
開
発
：の
焦
点
と
な
る
が

、
.，
こ

こ

で

は

政

府

部

門

の
開
発
資
金
調
達

^

——
と 

り
わ
け
課
税
に
し
ぼ
っ
て
問
題
点
を
整
理
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
^;
。

i
税
が
と
く
に
選
ば
れ
た
理
凼
は
、.端
的
に
い
え
ば
、：
そ
，の
重
要
性
が
広
く
認
識
ざ
れ
て
.い
る
.こ
と
に
よ
る
。
た
と
え
ば
、

一
九
五
四
年
九
月 

に
バ
ン
コ
ッ
ク
で
開
催
さ
れ
たH

ヵ
フH

開
発
資
本
調
達
の
第
一
回
専
門
会
議
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
決
議
さ
れ
た
。
⑴

各
国
と
も
租
税
制
度
を 

経
済
開
発
政
策
と
結
び
つ
け
る
.考
慮
が
た
り
な
い
。
⑵

経
済
発
展
に
必
要
な
資
本
の
所
要
額
か
ら
み
て
、

一
般
に
国
民
所
得
に
た
い
す
る
租
税 

負
担
率
が
低
す
ぎ
る
。
⑶

ァ
ジ
ァ
に
お
い
て
は
、

一
般
に
土
地
お
よ
び
農
業
に
た
い
す
る
課
税
が
低
す
ぎ
る
。
⑷

所
得
課
税
に
つ
い
て
は
、

田
ノ
在
の
税
率
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
徴
税
効
率
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
⑶

各
国
政
府
は
こ
の
際
、
租
税
制
度
に
全
^
ぬ
検
5t 

を
如
え
る
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
決
議
内
容
が
現
在
も
す
ベ
て
妥
当
す
る
と
は
主
張
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
.し
か
し
そ
の
す
ベ
て
を
棄
却
す
る
こ 

と
も
で
き
な

I

と
り
わ
け
離
陸
诹
に
お
け
る
政
府
部
門
の
役
割
を
、
民
間
部
門
に
お
け
る
近
代
的
部
門(

と
く
に
ロ
ス
ト
ゥ
の
指
摘
し
た
製
造
業
部 

門)

と
並
ん
で
、
強
力
な
主
導
部
門
と
し
て
認
め
る
な
ら
ば
、
政
府
部
門
の
•ィ

ンノ
べ
ー

タ

ー
と
し
て
の
役
割
を
支
え
る
開
発
資
金
の
調
達
方
式 

I

と
り
わ
け
そ
の
重
要
な
手
段
で
あ
る
課
税
は
、
む
し
ろ
積
極
的
に
再
検
討
^
る
べ
き
で
あ
る
。

.

は
じ
.め
に
経
済
成
長
と
烟
政
政
策
と
の
関
連
を
単
純
な
モ
デ
ル
で
明
示
し
て
お
こ
う
。
分
析
の
中
心
は
成
長
促
進
の
.た
め
.の
■課
税
の
役
割
に
お 

か
れ
、.
利
用
さ
れ
る
モ
デ
ル
は
ハ
ロ
ッ
ド

.*
ド
ー
マ
ー
型
の
成
長
.モ
デ
ル
で
あ(

が)

。
 

•
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ハ
〒
.ッ
ド
•
ド

I

マ
ー

•

モ
デ
ル
に
財
政
変
数
を
導
入
す
る
ば
あ
い
、
.，通
常
は
政
府
部
門
と
民
間
部
門
の
二
部
門
に
分
割
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で 

は
尻
間
部
門
を
さ
ら
に
近
代
的
部
門
と
在
来
的
部
門
の
二
部
門
に
分
割
し
よ
う
。
近
代
的
部
門
と
呼
ば
れ
る
部
門
は
さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
.、
 

製
造
業
部
門
を
中
心
と
し
た
経
済
の
主
導
部
門
で
あ
っ
て
、；
主
と
し
て
輸
入
さ
れ
た
技
術
、
機
械
、
工
場
、
株
式
会
社
組
織
な
ど
を
そ
の
内
容
と 

し
て
.い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
在
来
的
部
門
と
は
、
主
と
し
て
前
近
代
的
な
技
術
や
生
産
組
織
を
そ
の
.ま
ま
維
持
す
る
こ
と
が
多
い
部
門
で
あ
り
、
 

.あ
ら
ゆ
る
観
点
か
ら
み
て
農
業
は
在
来
的
|
|
.
門
で
も
.っ
と
も
重
要
な
地
泣
を
占
め
る
。
以
下
の
分
析
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
農
業
部
門
こ
そ
在
来
的 

部
門
を
意
味
す
る
と
考
え
て
よ
い
。

ハ
ロ
ッ
ド
.,ド
ー

マー

，
モ
デ
ル
に
し
た
が
.っ
て
、
ま
ず
つ
ぎ
の
•よ
う
な
需
要
な
い
し

+ 又
出
©
の
関
数
型
を
き
め
よ
う
。

s 

Y、
H
P
+
I
, 

+ 

P 

.

(
2
)

p
=

(

l
l
5
R
S
I
T
r
+

(

l
l
5

(

Y

/

r

T

o

:

(
3
)

尸
=

X

YI-
I

T
Z-) 

.

⑴
式
は
t
期
の
所
得
水
準
が
、
消

費

§
、
投

資g
お
よ
び
政
府
の
財
•
用
役
購
入g

を
ふ
く
む
同
期
の
支
出
.に
ひ
と
し
い
こ
と
を
示 

す

(

封
鎖
体
係
を
仮
定)

。
⑵
式
で
は
、
消
費
支
出
は
在
来
的
部
門
と
近
代
的
部
門
の
そ
れ
ぞ
れ
の
可
処
分
所
得
の
消
費
性
向
に
依
存
す
る
と
仮
定 

さ
れ
て
い
る
。
3
^
/ノ
1

は̂
そ
れ
ぞ
れ
在
来
的
部
門
の
貯
蓄
性
向
、

6
期」

の
所
得
お
よ
び
税
額
を
あ
ら
わ
し
、
％
,
Y:§
T
/

は
近
代
的
部
門 

で
め
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
⑶
式
は
投
資
関
数
を
特
定
化
し
、
'近
代
的
部
門
に
主
導
部
門
と
し
て
の
役
割
を
あ
た
'え
た
も
の
で
あ 

る
。
同
様
に
し
て
租
税
、
各
部
門
別
所
得
、
政
府
支
出
に
か
ん
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
関
係
式
を
定
義
し
よ
う
。

(4
) 

T

:

(5
) 

T
'

=
、

Y
、
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Y
s
=
(
l
l
y
?
)
Y
〜

(7) 

Y
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■
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00) 

p

=
tc
>
Y
»

こ
こ
で

f

ド
は
在
来
的
部
門
と
近
代
的
部
門
に
適
用
さ
れ
る
税
率
で
あ
る
。ま

た
，：，

は
近
代
的
部
門
に
む
け
ら
れ
る

所
得
の
比
率
で
あ
り
、

(

一
丨
色
.ほ
在
来
的
部
門
に
む
け
ら
れ
る
比
率
で
あ
る
。

はI
I

民
所
得
に
占
め
る
政
府
支
出(

財

.
•用
役
購
入)

.
の

比

率(

政
府
支
出
率)

を
あ
ら

わ

i

こ

の

体

系

か

ら

マ

ス

グ

レ

ィ

ヴ

に

な

ら

っ

て

所

得

成

長

率

な

い

し

畜

成

長

率g

と

よ

ば

れ

る

も

の

を

導

き

だ

せ

ば

次

式

'い

え

ら
 

れ
る
。 

( 

:

(9
) 

T
R
。
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A

l

l

^

+
§
+
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b

x

l

 

js!
i
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l 1

5—

a

財
政
政
策
の
仰
か
ら
こ
の
支
出
成
長
率
に
影
響
を
あ
た
え
る
政
策
手
段

#
、
在
来
的
部
門
に
た
い
す
る
税
率g

と

近
代
的
部
門
に
た

い

す

る

税

率

y

お

よ

び

政

府

畜

率，3

の
三
つ
で
あ
る
。
よ
っ
て
⑶
式
を
こ
，れ
ら
に
つ
い
て
偏
微
分
す
る
と
、

財
政
政
策
手
段
の
変
化
が
も
た
ら
す 

.効
果
が
次
の
諸
式
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
る
。
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1
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^
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v
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、

す

.
わ̂

ち

在

来

が部
！！！-

に
た
V

す
る
税
率
お
よ
び
近
代
的
部
門
に
た
い
す
；る
税
率
の
引

上

げ

は

と

も

に

支

出

成

長

率

を

低

下

さ

せ

る

が

、

政

 

府

畜

率

の

，弓

券

は

逆

に

：こ

れ

を

蒙
t

•と

に

な

る

。

こ
れ
ら
.の
点
は
、
財
政
を
ふ
く
ん
だ
短
期
の
所
得
決
定
モ
デ
ル
に
よ
る
分
析
の
結
果
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f
比
較
ず
れ
ば
.容
易
S

T解
さ
れ
石
と
お
り
で
あ
る
。
.

' 

.

.

.

.し
■，か
じ
わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
、
各
.種
■.の
：支

出

関

数

，に
よ..つ
て
決
定
さ
れ
る
現
実
の
支
出
成
長
率
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
実
の
支
出
成 

長

率

を

財

政

；。ハ
ラ
メ
ー
タ
1

よ̂

-0
て
操
作
む
う
:̂
と
こ
る
.の
均
■
fe
員
率
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
通
常
導
入
さ
れ
る
の
が
完
全
利 

用
成
長
率
で
お
る
。
こ
れ
は
周
知
の
と
お
4
、.'安
定
価
格
に
お
い
て
成
長
し
て
ゆ
く
生
産
能
力
所
得
の
水
準
を
確
保
す
る
と
い
う
考
え
方
に
も
と 

づ
き
、
ィ
シ
：.フ
レ
-
ツ
ョ
少
お
よ
&
^
フ
气
丨
ゾ
ョ
シ
を
と
も
な
わ
ず
に
資
源
の
完
全
利
用
を
維
持
し
て
ゆ
く
た
め
に
必
要
な
成
長
率
と
し
て
定 

義
さ
れ
る
°,
完
全
荆
用
成
長
率
を
導
出
す
る
允
め
、：
つ
ぎ
に
新
し
い
方
程
式
を
加
え
る
。
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z
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^
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Q
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こ
の
式
の

0*
は
、
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
増
加
額
に
た
い
す
る
生
産
能
力
所
得
の
増
加
額
の
比
率
で
あ
り
、

一
般
に
産
出
係
数
な
い
し
は
投
資
の
生 

産
効
率
"と
.呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
.あ
る

.0
係
数

y
は
、
生
産
能
カ
を
增
加
さ
せ
る
投
資
に
む
け
レ
れ
る
政
府
支
岀
0
の
比
率(

政
府
投
資
率)

で
あ 

る
:0
こ
こ
で
は
問
題
を
岸
純
化
す
る
た
め
、
政
府
投
資
と
民
間
投
資
は
と
も
に
同
一
の
産
出
係
数
0*
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
仮
定
し
よ
う
。
こ
の 

仮
定
は
わ
れ
わ
れ
の
結
論
に
は
直
接
影
響
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
さ
ら
に
消
費
関
数
は
、
；
⑷
、
⑶
式
を
⑵
式
に
代
入
し
て
次
の
ご
と
く
新
し
く
書 

き
か
え
た
ほ
.う
说
J;
:
い
で
あ
ろ
う
。
.

(
1
4
)

p

=(

l

l
§

4

x

l

lt?
>)

Y

'

+

(

l—

5

(

l—

§
Y

'

わ
れ
わ
れ
が
求
め
よ
う
と
す
る
完
全
利
用
成
長
率
は
、
労
働
供
給
面
に
ボ
ト
ル
：
不
ッ
ク
が
存
在
し
な
い
か
ぎ
り
、
.
経
済
が
長
期
的
に
維
持
す 

る
.
.こ
と
が
で
き
る
最
大
成
長
率
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ぢ
ゝ
ド
ー
■マ
ー
が
指
摘
し■た
投
資
の
二
重
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
資
源
が
完
全
利
用
さ 

れ
る
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
成
長
経
済
の
も
と
で
は
、
安
出
面
か
ら
決
定
さ
れ
る
所
得
変
化( 」

Y
V
O

は
、
生
産
能
力
面
か
ら
決
定
さ
れ
る
所
得
変 

化

( 」
Y

じ
と
ひ
と
’し
く
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
、

資
源
の
完
全
利
用
に
と
つ

て

必
要
と
さ
れ

る

所

得

増

加

額

を

と

す

れ

ば

、
 

経
済
の
均
衡
成
長
を
達
成
す
る
た
め
に
は
次
の
ご
と
き
条
件
が
満
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

バ
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:
，

.

.い
ま
完
翕
用
成
長
率
を&

と
す
れ
ば
、
⑵
式
と
⑶
ふ
式
を
の
ぞ
い
て
、
⑴
式
か
ら
g

l

の
方
程
式
体
系
か
ら
、
&

は
つ
ぎ
の
ご
と

.
.
V
y

 

1 

.

.

H 

^

H

L

^

^

r

h

H

q

3

T

%

X

T

^

+

t
o
A

T

^

+

5

T

t
o
0

+

^

%

I

X

T

^

.'.わ
れ
わ
れ
の
モ
デ
ル
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る

財
政
政
策
手
段
と
し

て

は

、

政
府
支
出
率
众
、
在
来
的
部
門
に
た
い
す
る

税
率
ぐ
近
代
的
部
門
に

た
い
す
る
税
率
が
、
政
府
I

率

X
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
政
策
手
段
の
変
化
が
完
全
利
用
成
長
率
に
.お
よ
ぼ
す
効
果
を
み

る

た

め

、

そ
れ
ぞ
れ
を 

偏
微
分
し
て
み
る
と
つ
ぎ
の
諸
式
が
え
ら
れ
る
。
 

'

.

S

,

=
又
1丨
5(

1丨
；5)

>
0 

. 

、

.

.ブ
运

-

^

=

0

^

(

1

I

SV3
V

O

. 

, 

. 

■

(

s) 

'
^
T
H
I

CJ(

H-
>
I
7

)

A
0

拿 

^
-

=
S

〉
Q

•

.者
か

ら

あ

I

s

よ
う
に
、
両
部
門
に
た
い
す
る
税
率
の
変
化
と
政
府
投
資
率
の
変
化
は
、
い
ず
れ
も
完
全
利
I

I

と
同
I

に
変 

化
せ
し
.め
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
政
府
支
出
率
の
変
化
は
逆
方
向
に
作
用
す
る
。
 

.

Z

完

翕

m

い

す

る

財

擎

段

ぎ

の

よ

う

な

重

を

み

る

と

、
そ

れ

ら

が

畜

I

s

た
い
す
る
効

f

逆
方
向
に
働
く
と
い

う
こ
.と
は

さ

き

の

的

⑴

故
式
と
比
較
.す
れ
-ば
あ
き
ら
か
で
あ
る
。：
と
く
に
こ
こ
で
は
.、
在
来
的
部
門
と
近
代
的
部
門
に
た
い
す
る
税
率 

一
 

資
源
転
換
の
租
税
政
策

三

五(

六
三一

)



r 

, 

三
六
.(

六
三 
ニ)

.

は

，:
完
全
.利
用
成
長
率
と
同
方
向
に
..変化
^:
る
が
> 

.

.

支
出
成
長
率
と
.は
：逆
方
向
に
変
化
す
る
こ
と
に
注
.目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
 

い
ま
、.
.：.支
掛
成
長
率
が(

完
全
利
用
庇
長
.率
を
±:
廻
る
潜
在
的

<;
:ジ
ネ
^

ョ
ン
を
想
定
し
て
み
よ
う
。
支
出
成
長
率
は
、：

い
ず
れ
か(

ま
た
は 

両
方)

.の
税

率

引

上

げ'に
よ
り
低
下
す
'る
.で
あ
ろ
5
.。':
,逆
.に
完
全
利
用
成
長
率
，は
高
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
ニ
つ
.の
成
長
率
は
両
方 

の
侧
か
ら
歩
み
よ
.る
こ
と
に
な
る
が
、.:-
'
.
3
か
し
均
衡
成
長
が
靣
復
さ
れ
る
水
準
は
、
一
一
つ
の
成
長
率
が
税
率
引
上
げ
に
よ
り
調
整
さ
れ
る
程
度
に 

依
存
す
る
で
.あ
ろ
:5
;。

-.

い
ま
か
り
に
、
部
門
別
の
所
得
構
成
比
が
在
来
的
部
門
と
近
代
的
部
門
と
丁
度
あ
い
ひ
と
し
い
P

"
ご
で
あ
る
よ
う

な
経
済
を
考
え
て
み
よ 

う

。

し
た
が
：っ
，
て
、

/
?
=
1
丨
/
?

で
あ
る
。
ま
た
両
部
門
の
所
得
に
お
け
る
消
費
性
向
も
あ
い
ひ
と
し
い
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
'
、

I
I

 

置

4

1

る
。
.：
こ
の
二
つ
の
仮
定
の
も
と
で
は
、g

式
と
裳
と
に
よ
り
、
在
来
I

門
と
近
代
的
部
門
と
に
た
い
す
る
税
率
の
引
上
げ 

は
、
と
も
に
び
と
し
く
完
全
利
用
成
長
率
を
高
め
.る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
1
式
お
よ
び
(1
1
)式
か
ら
み
れ
ば
、
支
出
成
長
率
が
ひ
と
し
く
低
め 

ら
れ
る
た
め
に
は
、
、次
の
よ
う
な
条
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

m

(

l—

e

=只
1
1
^
X
1
1
3

(

1
1
、

)

.
し
た
が
っ
て
、'
.も
し
左
辺
の(

1
1
ぬ)

が
右
辺
の
2
a
l
5

(

l
丨
3(

1—

/
?

)

よ
り
も
高
い
値
を
示
す
な
ら
ば
、
支
出
成
長
率
の
低
下
は
在
来
的
部

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

門
に
.た
い
す
る
税
率
が
引
上
げ
ら
れ
た
ほ
う
が
小
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
均
衡
成
長
率
は
在
来
的
部
門
に
た
い
す
る
税
率
引
上
げ
に
よ
り
、
よ
り 

高
い
水
準
に
お
い
て
回
復
が
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。，

.
こ
こ
で
後
進
諸
国
の
両
部
門
に
お
け
る
所
得
構
成
比
を
考
え
て
み
よ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
在
来
的
部
門
の
所
得
は
、
近
代
的
部
門
の
所
得
よ 

り
一
層
大
き
な
比
率
を
占
め
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、/

?
<
1
丨
/
?

で
あ
る
。
こ
の
仮
定
の
も
と
で
は
、(

1
1

5

=(

1
1

5

と
い
う
さ
き
の
仮
定 

を
そ
の
ま
.ま
に
し
て
も
、
在
来
的
部
門
に
た
い
す
る
税
率
の
引
上
げ
.は
、
近
代
的
部
門
に
た
い
す
る
税
率
の
引
上
げ
よ
り
も
、
完
全
利
用
成
長
率 

を
高
め
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
帰
結
は
、(

1

丨
气)

>(

1—

％)

と
い
う
よ
り
現
実
的
な
仮
定
の
も
と
で
は
、
い
っ
そ
う
強
化
さ
れ
る
で

あ

ろ

う

す

，
わ

ち

.後

著

国

に

お

レ

て

■離
陸

に

と

も

な

い

よ

り

高

い

成

長

率

の

.も

と

で

均

衡

成

長

を

回

復

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

文

あ 

I

租
t
政

策

の

方

向

と

し

て

近

代

^
:荀
門
に
た

I
す
る
税
率
引
上
げ
よ
り
も
、
棄

的

部

門

に

た

い

す

■

率
引
上
げ
に
よ
り
、.
経
宵
太
よ 

り
高
し
水

^
で
の
均
资
成
長
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
結
論
し
て
よ
い
の
で
あ
る
。

注
バ)

フ

し

、
ては
、⑴民間
退蔵
資金
の活
用、
⑵：
貯蓄
機関
の整
備、
⑶
税制
の改
正、
⑷

.遊休
労働
力の
動員
、幻

ィ 

f

し
て
、
、
大
別
し
て
次
の
“

段

、、
ゝ

と

が) #
え
ら
&
る
)0
し
か
し
特
定
の
政
策
手
段
と
結
び
つ
け
る
な
ら
ば
、
政
府
開
発
資
金
の
国
内
調
達
手 

靠

業

の

！

5

大
、J

け
J

s

’
n

wれ

、
)(
1
U

税

^

民
間
か
ら
の
借
入(

公
債
発
行
を
ふ
く
む)

、
⑶

變
発
行
量
の
増
大
、
⑷

国

. 

た
0:
一
 

I
 

ノ

政

f

l
出

の

肖

減3

質
易
の
増
大
、
た
だ
.し
こ
こ
で
は
、
拿

段

の

..優
位
性
の
検
討
は
除
外
し
、
，
租
税
の

み
に
限
定
し

(

I :
T

: r
•
ド
っ
丨
ゝ
了

 

U
デ
ル
に
財
政
を
導
入
し
た
分
析
は
、
ガ

|
リ—
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f
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、
ス
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ピ—

コ
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 く
つ
ヵ
あ
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31c

三
、
離

陸

期

の

財

政

構

造——

明

治

期

の

パ

.タ
ー
シ

本
節
で
は
、
翦

で

え

ら

れ

た

結

論

を

華

。ハ
ラ
フ

レ
ィ
ズ
し
て
み

よ

う

。

例
証
の
た
め
.の
素
材
は
、
わ
が
国
の
離
陸
期

に

相

当

す

る 

の
経
済
成
長
と
収
入
構
造
の
パ
タ
丨
ン
で
あ
る
。
し
か

し
_そ
の
ま
え
に
、
.明
治
期
に
お
け
る
政
府
_

|

構
造

)

の

馨

徴
に
つ

い

て

ふ

“

周

タ

の

^

明
^
-艰」

お
卜
る
政
府
は
偉
大
な
革
新
者
で
あ
り
か
つ
讓
の
先
駆
者
で
も
あ
っ
た
。
わ

れ

わ

れ

の

謹

と

の

麗

で

そ

の 

役
割
を
特
徴
づ
け
I

ら
ば
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
四
点
s

f

れ
る
で
I

U
。

a

経
済
発
展
の
た
め
の
基
礎
構
築
こ
の
内
容
は
第一

に
、対
外
的
お
よ
び
対
内
的
な
政
治
的
統

一
と
社
会
的
秩
序
の
保
証
で
あ
り
、
そ
れ 

資
源
転
換
の
租
税
政
策

ニ
ニ
七(

六
三
三)

.



た
。⑵

政
府
_

の
證
明
治
政
府
の
設
立
し
た
い
わ
ゆ
る
官
営
企
霞
き
わ
め
て

多
方
面
に
わ
た
り

、
.い
ず
れ
も
財
政
投
資
支

出

の

襲
 

を
拡
大
せ
し
め
た
。
政
府
企
業
の
性
格
は
種
々
の
側
面
を
も
っ
て
い
た
が
、
整
理
す
れ
ば
つ
ぎ
の
五
つ
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑷

醫

軍
 

工
廠
の
ご
と
く
軍
事
的
性
格
を
も
つ
企
業
。
W

鉄
道
.
•馨
の
ご
と
く
社
会
的
間
接
資
本
の
.役
割
を
担
う
企
業
。
w
. 

S
•
鉱
山
の
よ
う
に 

政
府
の
財
政
：̂
理
祖
に
も
と
つ
く
企
業
。
⑷

紛

績

•
製

糸

*
セ
メ
ン
ト
•
農
業
の
分
野
に
お
け
る
企
業
。
こ
れ
は
西
欧
の
先
進
技
術
の
導
入
を 

目
的
と
し
、
こ

れ

に

よ

り

靈

變

と

輸

人

Q

i

を

證

し

て

い

る

。

&)
北
_

麗

、
こ
れ
は
低
開
発
地
繁
變
策
と
し
て
経
費
面
で

は
か
な
り
の
ゥ
ェ
ィ
ト
を
も
っ
て
い
た
。

M

W政
府
企
業
の
民
ぁ
へ
の
移
植
明
治
政
府
の
経
済
政
策
が
官
業
中
心
か
ら
民
間
企
業
の
直
接
的
保
護
政
策
に
移
行
す
る
と
と
も
に
、
い 

わ
ゆ
る
官
I

払
下
げ
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
裏

の

重

|

_

的
部
&

|

し
、
I

に
財
政
緊
縮
と
民
間
企

f

Q

_
排
除
の
方
針

、
^
; 

払
下
げ
の
盛
行
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

•

^

民

間

企

業

へ

の

投

馨

財

政

資

金

は

さ

ら

に

/
補
助
金
、
出
資
金
、
貸
付
金
な
ど
の
形
で
民
間
企
業
に
投
融
資
さ
れ
た
0.
補
助
金
太
、
 

た
と
え
は
三
菱
会
対
日
本
鉄
道
会
社
に
た
い
す
る
助
成
金
と
い
う
形
を
と
っ
た
。
ま
た
貸
付
金
、
出
資
金
は
そ
の
_

と
し
て
太
政
官
札
、■
準 

備
金
、
起
業
迤
金
と
い
う
形
を
と
っ
た
が
、
な
か
で
も
準
備
金
は「

勧
業
資
本
貸」

、
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
運
用
さ
れ
、
貸
付
範
囲
も
ひ
ろ
く
お
よ 

び

た

と

え

は

直

輸

入

*
直
輸
出
の
振
興
に
役
だ
つ
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
^
て
い
る
。
第
一
表
と
第
二
表
は

、
，‘明
治
政
府
が
と
っ
た
殖 

産
興
業
政
策
が
、
財
政
畜
面
で
ど
の
程
度
ま
で
実
質
的
な
裏
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
.る
か
を
物
語
っ
て
い
る
も
り
で
あ
る
。

'明
治
期
の
.財
政
政
策
が
、，
た

I

ば
運
輸
，
通
信
施
設
の
近
代
化
、，
.教
育
の
普
及
お
よ
び
繊
維
工
業
や
少
数
I
 

の
面
で
：̂
ざ
ま
し
I
成
果
を
あ
げ
た
こ
と
は

疑
い
な
い
。
当
時
の
よ
う
な
低
：̂

産
|
水
準
の
後
進
国
に
あ
っ

て
、
.明
治
政

府

'が
経
済
の
発
展
と
近

代
化
の
た
め
に
先
導
者
と
し
て
働
い
'た
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
す
く
な
く
と
も
先
導
者
と
し
て
の
政
府
が
、
さ
き
に
述
べ
、たg

r
o
l

 m
i
n
d
e
d

資
源
転
換
の
租
税
政
策 

■

I
F

萍 

I 

(

六
三
五)

第 1 表 一 般 会 計 歳 出 目 的 別 分 類 （明 治 1 2 年 〜 4 3 年 )

項 目

年

へ、、

度
明 治  

1 2 年 度
2 3 2 8 3 3 3 8

- : : . : 

4 3

_ •
般 行 政 費 2 4 . 9 1 9 . 5 2 2 . 3 9 . 6 8 . 9 7 . 8

地 方 財 政 費 — . ■ — — 0 . 2 0 0

軍 事 費 1 8 . 0 3 1 . 5 2 7 . 8 4 5 . 6 6 3 . 3 3 4 . 5

国 土 保 全 開 発 費 5 . 6 2 . 4 2 . 1 1 . 1 0 . 2 1 . 5

産 業 経 済 費 5 . 0 1 0 . 3 1 0 . 7 2 0 . 7 1 0 . 7 1 2 . 1

教 育 文 化 費 2 . 1 1 . 5 1 . 4 2 . 0 1 . 4 1 . 6

社 会 保 障 費 0 0 0 . 5 0 . 2 0 . 2 0 . 3

年 金 1 . 0 0 . 9 1 . 7 1 . 5 2 . 6 5 . 0

国 債 费 3 6 . 1 2 4 . 7 2 8 . 7 1 1 . 9 1 2 . 4 3 0 . 2

予 備 費
---- . "~ — ■ — —— — -

そ の 他 7 . 4 9 . 0 4 . 7 7 . 3 \ 0 . 2 7 . 1

計 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0

資 料 経 済 審 議 会 「日 本 経 済 の 長 期 展 望 j 昭 和 3 5 年 。

第 2 表 産 業 補 助 金 の 構 成 （明 治 1 3 年 〜 昭 和 1 5 年 )

項 百

農 林 水 産 建 設 鉱 工 業

f i . 気 •

ガ ス

上 下 水 道

運 輸 通 信 そ の 他 計

m 治 1 3 年 — 7 1 . 8 — — 1 2 . 2 1 6 . 0 1 0 0 . 0

1 8 0 . 8 5 5 . 8 — — . 3 0 . 6 1 2 . 8 1 0 0 , 0

2 3 2 . 7 4 3 . 9 — — 5 0 , 2 3 . 2 1 0 0 . 0

2 8 1 . 4 6 1 . 6 — — 3 5 . 9 1 . 1 1 0 0 . 0

3 3 4 . 6 2 . 0 — 2 . 7 8 3 . 4 7 . 4 1 0 0 . 0

3 8 4 . 0 2 . 3 0 . 0 0 . 1 5 2 . 3 4 1 . 3 1 0 0 . 0

4 3 4 . 2 一 —— — 9 2 . 7 3 . 1 1 0 0 . 0

大 正 4 年 1 4 . 3 2 . 1 2 . 5 一 8 0 . 0 1 . 1 1 0 0 . 0

昭 和 5 年 2 8 . 9 3 6 . 7 6 . 0 2 . 0 1 7 , 5 8 . 9 1 0 0 . 0

1 5 年 . 5 8 . 4 4 . 9 1 8 . 0 3 . 7 5 . 3 9 . 4 1 0 0 . 0

資 料 江 見 康 ー • 塩 野 谷 裕 ー 「長 期 経 済 統 計 7 財 政 支 出 』 昭 和 4 1 年 。

三
八
.(

六
三
四)

,
は
健
全
な
経
済
活
動
の
S
盤
を 

提
供
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
第 

1
1

は
、
旧
来
の
封
建
制
度
の
撤 

廃

■

(

交
通
制
限
の
撤
廃
、
商
品
流

.
 

通
の
地
域
的
拘
束
の
除
去
等)

に
.
 

ょ
る
全
国
的
な
商
品
生
産•

流 

'通
体
制
の
整
備
で
あ
る
。
こ
れ 

は
土
地
に
か
ん
す
る
身
分
的
関 

係
の
解
体
も
ふ
く
み
、
秩
禄
処 

分
費
の
負
担
は
膨
大
な
経
費
支 

出
を
必
虱
と
し
た
。
第
三
は
、
 

運

輸

•
通
信
な
ど
の
産
業
基
盤 

の
建
設
と
整
備
、
貨
幣
金
融
制 

度
の
設
立
、
新
教
育
制
度
の
確 

立
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
わ 

ゆ
る
殖
産
興
業
政
策
と
ょ
ば
れ 

る
も
の
で
あ
り
、

V
ず
れ
も
経
.
 

費
の
膨
脹
要
因
と
な
っ
て
い



第 3 表 明 治 12〜44年における中央•地方政府総合財政収入（百万円）

資 料 ハ リ ー • T  • オ オ シ マ r 明治の財政政策と農業の発展」。

注 1 ) 明治42〜44年は3 ケ年平均。

2) 個人所得税，住民税, 法人所得税，相続税，家屋税をふくむ。 *
3 ) 酒，タバコ， L ょう油，薬品，秤衡器，砂糖，衣類，飲料，各種税おょび通 

行，関税をふくむ•

第 4 表租税および印紙収入の構成比（明治13年〜大正13年)

資料鈴 木 武 雄 「財政史」付録財政蜇要統計表昭和37年。

. 1) 
5 ヶ年平均 地 祖

2)
そ の 他  
直 接 税

物 品 税 事 業 税 そ の 他  
間 按 税

非 租 税  
収 入 合 計

明治
•12*̂ rl6 年 60.7 8.0 17.1 2.7 0.7 5.1 94.6
17〜21年 57.4 9.6 20.7 3.8 0.1 8.3 100.1
22,26 年 53.4 12.1 27.5 4.3 0 4 18.7 116.5
27〜31年 .59.2 20.2 38.2 9.0 , 2.3 40.8 169. 9
32〜36年 84.9 50.1 76.5 18.4 6.1 ' 86.2 322.1
37〜41年 114.7 86.2 140.9 36.9 8.5 231.0 618.4
42~44 年 126.2 127. 8 185. 1 49.5 6.9 338.0 841.9
12〜44年
(年平均） 79. 5 44. 8 72.2 17.8 3.5 104.0 323.4

度 明治  
13年 18 23 28 33 38 43 大正  

6 年 13

地

得

租 76.7 81.9 60. 6 51.8 30.5 25.5 I 18.8 13.1 6.4
PA 税 — 1.7 2.0 4.1 7.4 7.8 16.9 18. 6
法 人 税 — — — — 1.5 2.5 .1.9 10.6 5.9
営 業 税 ~ ： — 一 — 3.9 6.0 6.3 4.7 5.5
相 続 税 . . -- — — — — 0.2 0. 8 0.8 1.3

税 10. 0 2.0 21.0 23.8 32.8 18.8 ’ 21,3 19.0 19. 6
砂 糖 消 費 税 — — 一 ---- — 3.6 4.4 5.3 7.1
織 物 消 辑 税 — — — — — 1.7 4.5 3.4 5. 7
関 税 4.9 4.1 6. 6 9.1 11.1 11.7

' ' 
9.8 8.1 10.6

印 紙 収 入 — — ' —— — 8.0 9,6 6.7 9.4 8.2
売 益 金 0.5 1.7 2.7 3.7 4.7 10.7 15.3 13.8 13.1

そ の 他 7.9 10.3 7.4 9.6 0.4 0.3 0.4 ---- ____

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1 100.0 100.0 100.0 100.0

資
源
転
換
の
租
税
政
策 

•四

一

(

六
三
七)

四
〇

(

六
三
六)

な
目
標
を
か
か
げ
、
.そ
の
た
め
の
政
策
手
段
の
選
択
も
ほ
、ぽ
一
義
的
に
決
定
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
社
会
保
障
費
、
年
金
.お
よ
び
教
育 

文
化
費
の
占
め
る
ゥ
エ
'イ
ト
は
僅
小
で
あ
り
、
経
済
的
平
等
よ
り
も
成
長
促
進
が
選
ば
れ
た
こ
と
：は
明
白
で
あ
^

:

産
業
経
済
費
の
比
重
の
増
大 

は
、
離
陸
期
：に
お
か
れ
た
政
府
が
、
' 伝
統
的
な
価
値
お
よ
び
生
活
様
式
よ
り
も
、
物
質
的
な
所
得
を
高
め
成
長
率
を
引
き
あ
げ
る
こ
と
に
選
択
が 

傾
む
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
 

.■

し
か
し
予
算
の
な
か
で
、：
か
な
り
の
ゥ
工
イ
ト
を
占
め
る
軍
靡
費
は
例
外
で
あ
る
。：
わ
れ
わ
れ
は
、

C
こ
か
ら
今
日
の
開
発
政
策
に
つ
い
て
な 

ん
ら
.の
積
極
的
教
訓
も
ひ
き
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
か
り
に
軍
^
産
業
が
、，
近
代
的
技
術
と
知
識
を
導
入
す
る
チ
ャ
ネ
ル
と
じ
て
重
要
な
役
割 

を
果
し
た
と
し
て
も
、
政
府
の
投
融
資
は
今
日
の
平
和
産
業
に
つ
い
て
同
様
の
効
果
を
期
待
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
総
需
要
に
お
よ
ぼ
す
効
果
丨 

に
つ
い
て
も
、
む
し
ろ
明
治
期
の
持
続
的
な
イ

ゾ
フ
レ
傾
向
は
主
と
し
て
巨
額
の
軍
^
支
出
に
負
う
も
の
で
あ
り
、
適
度
の
有
効
需
要
を
創
出
す 

る
手
段
と
し
て
は
不
適
格
で
あ
る
。
琪
実
、
明
治
期
全
般
を
つ
う
じ
て
、
軍
翦
支
出
は
短
期
的
な
経
済
の
安
定
性
を
攪
乱
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
 

長
期
的
な
成
長
を
か
な
り
阻
害
し
た
と
み
て
よ
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
点
は
地
租
重
課
と
の
関
連
で
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

..

.
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
：直
接
の
課
題
は
、
以
上
.の
よ
う
な
膨
大
な
資
金
需
要
を
抱
え
た
明
治
政
府
が
、
.そ
.れ

に

対

応

し

て

ど

の

よ

う

な

資

金

調 

達
方
式
を
と
っ
た
か
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
経
済
成
長
と
と
も
に
資
金
調
達
の
パ
タ
ー
ン
は
変
遷
を
重
ね
て
い
く
が
、
そ
こ
に
わ
が
国
特
有
の
方
式 

を
み
つ
け
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
.そ
れ
は
お
そ
ら
く「
過
去
か
ら
の
教
訓」

と

し

て

、

今
日
の
開
発
政
策
に
な
ん
ら
か
の
示
唆
を 

与
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

ニ

.

：

.

.

.

.

.

収
入
面
に
つ
い
て
は
、
第
三
表
と
第
四
表
が
参
考
と
な
る
。
ま
ず
財
政
収
入
を
中
央
•
地
方
.の
総
合
で
と
ら
え
た
第
三
表
で
み
る
と
、
各
収
入 

項
目
の
絶
対
額
は
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
着
実
に
増
大
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
収
入
項
目
の
所
^
:
弾
性
値
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
た
め
、
伸 

び
率
は
か
な
り
の
格
差
を
示
し
て
い
る
。
と
く
に
租
税
収
入
に
つ
い
て
み
る
と
、
第
四
表
の
示
す
ご
と
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
税
目
が
税
収
の
所
得
弾 

力
性
の
格
差
に
応
じ
て
、
税
収
入
総
額
に
占
め
る
ゥH

イ
ト
が
一
様
に
減
退
を
重
ね
た
り
、
ま
た
ほ
ぼ
コ
ン
ス
タ
ン
ト
を
睬
っ
た
り
、
ま
た
は
着



. 

四
ニ 

(

六
.三
八)

実
に
増
大
を
重
ね
て
■い
る
。

：
：

な
か
で
も
最
も
勝
著
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
示
し
て
い
る
も
の
は
、
減
退
の
一
途
を
た
ど

る

地
租
と
着
増
を
重
ね
る
所
得
税
で
あ
る
。
後
述
す
る 

よ
う
に
、
地
租
は
明
治
六
年
に
地
租
改
正
条
令
が
公
布
さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
も
以
後
に
お
い
て
も
、
明
治
財
政
を
支
え
る
根
幹
と
な
っ
た
税
目 

で
あ
る
。
し
か
し
、
.明
治
期
に
お
け
る
離
陸
が
、
第

二

次

.*

.第
三
次
産
業
の
生
産
力
の
増
大
と
い
う
形
で
成
功
を
収
め
る
と
と
も
に
、
税
収
入
が 

地
租
に
依
存
す
る
度
合
は
急
速
に
低
下
し
、.
負
担
も
し
だ
い
に
軽
減
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
れ
に
代
っ
て
、
明
治
ニ
〇
年
に
創
設
さ
れ
た
所
得 

税
は
、
第

一

種(

法
人)

、
第

二

種(
資
本
利
子)

、
第
三
種 <

個
人)

の
三
種
に
わ
か
れ
、
明
治
三
一
年
に
い
た
っ
て
第
二
種
、
第
三
種
が
課
税
さ 

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
事
情
も
あ
る
が
、
税
収
入
中
の
比
重
が
f
大
し
て
、
大
正
六
年
に
は
地
租
を
罾
^
す
る
に
い
た
っ
た
。
興
味
あ
るS

実
は
、
 

こ
の
地
租
と
所
得
税
と
の
逆
転
の
時
点
が
、
ま
さ
に
ロ
ス
ト
ゥ
の
指
摘
し
た
日
本
の
離
陸
期
の
完
了
の
時
点
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
で
あ
る
。
近 

代
的
税
制
の
確
立
が「

成
熟
へ
の
前
進
期」

を
意
味
す
る
一
つ
の
指
標
と
と
れ
ば
別
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
偶
然
の
一
致
と
考
え
ら
れ
る
べ 

き
で
あ
ろ
う
。

(

2)

：

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
想
起
す
る
の
は
、
グ
ー
ド
の
指
摘
し
た「

後
進
諸
国
に
.お
い
て
所
得
税
利
用
に
成
功
す
る
条
件」

で
あ
る
。
か
れ
は
所
得 

税
i
最
良
の
近
代
的
租
税
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
進
諸
国
に
お
い
て
所
得
税
収
入
が
低
位
に
あ
る
理
由
と
.し
て
、
⑴

低
所
得
水 

準
、
⑵

間
接
税
の
補
完
的
役
割
、
⑶

徴
税
機
構
の
未
整
備
の
三
点
を
あ
げ
た
。
そ
し
て
、
所
得
税
利
用
に
成
功
す
る
条
件
と
し
て
、
⑴

支 

配
的
な
貨
幣
経
済
の
存
在
、
⑵

納
税
者
の
教
育
度
の
向
上
、
⑶

会

計

•
記
録
の
信
頼
し
う
る
整
備
、
⑷

納
税
者
側
の
納
税
に
た
い
す
る
責 

任
感
、
⑶

富
者
の
政
治
的
発
言
力
が
後
進
諸
国
で
強
力
な
た
め
、
累
進
税
制
が
実
現
し
に
く
い
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
発
言
力
の
排
除
、
⑶

公 

正
か
つ
効
率
的
な
徴
税
機
構
の
確
立
。
以
上
の
六
点
が
指
摘
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
指
摘
に
照
ら
し
て
わ
が
国
所
得
税
創
設
の
経
緯
を
み
る
と
、
そ
の
目
的
は
基
本
的
に
は
海
軍
費
を
中
心
と
し
た
経
費
増
大
に
応
ず 

る
た
め
.の
.収
:A
目
.的
と
同
時
に
、
非
農
業
部
門
の
発
展
に
応
じ
た
税
制
の
近
代
化
を
.意
図
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
い
わ
ば
離
陸

が
進
行
す
る
中
途
の
時
点
で
と
ら
れ
た
緊
急
措
置
で
あ
る
た
め
、
所
得
税
構
造
自
体
は
不
完
全
な
形
で
出
発
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
証

左

.
 

と
し
て
、
た
と
え
ば
、
納
税
者
の
個
人
的
事
情
の
考
慮(

扶
養
控
除
等>:

に
欠
け
、
勤
労
所
得
控
除
も
な
く
、
ま
た
税
率
も
最
低
.一
％
か
ら
最
高
三 

%
に
い
た
る
比
例
税
率
で
あ
り
、
さ
ら
に
建
前
と
し
て
申
告
納
税
方
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
所
得
税
調
查
委
員
会
を
つ
う
ず
る
所
得 

調
查
が
行
わ
れ
る
ょ
う
な
賦
課
課
税
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
当
時
の
蔵
相
松
方
正
義
ば
.>「

所
得
税
法
之
議」

の
末
尾
で
、「

一
ハ
以
テ
国
庫 

ノ
収
入
ヲ
増
シ
テ
前
記
ノ
経
費
ヲ
補
充
シ
、

一
ハ
以
テ
税
法
改
良
ノ
目
的
ヲ
漸
行
セ
ン
ト
欲
ス
ル
チ(

>;
3」

：

と
所
得
税
の
目
的
を
明
ら
か
に
し
た
。
 

し
か
し
、
か
れ
の
主
目
的
で
あ
っ
た
海
軍
費
の
.補
充
に
と
っ
て
、
rr
.得
税
収
入
は
あ
ま
り
に
も
僅
小
で
あ
り
挫
折
に
終
っ
た
と
判
定
せ
ざ
る
を
え 

な
い
。
む
し
ろ
か
れ
が
、
副
次
的
目
的
と
し
た
税
制
の
.近
代
化
の
面
で
重
要
な
礎
石
が
築
か
れ
た
点
を
わ
れ
わ
れ
は
獱
極
的
に
評
価
す
べ
き
で
あ 

ろ
.う
。
'免
税
点
三
〇
〇
円
は
、
‘創
設
当
時
の
所
得
税
納
税
人
員
の
全
人
ロ
に
対
す
る
比
率
が
〇

.
三
％ 

(

約
一
ニ
万
人)

を
力
、パ
；

—

す
る
と
い
わ
れ 

て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
.ダ
ー

ド

の

指

摘

し

た

条

件
.が
満
た
さ
れ
る
最
小
範
囲
か
ら
、
わ
が
国
の
所
得
税
制
は
創
設
に
着
手
さ
れ
成
功
へ
の
.
 

道
を
拓
い
た
と
判
断
^
て
ょ
い
で
あ
ろ
う
。

.
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四
、

わ
が
国
の
地
租——

一
つ
の
評
価 

.

- 

' 

•
'

.近
年
、.
海
外
に
お
い
て
わ
が
国
の
経
済
発
展
に
巣
し
た
地
租
の
役
割
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
そ
の

a

由
は
、
後
進
諸
国 

に
お
け
る
富
が
主
と
し
て
.農
地
で
あ
り
、
地
租
が
徴
税
し
や
す
く
脱
税
し
が
た
.い
租
税
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
発
展
の
.槓
杆
と
し
て
充 

資
源
転
換
の
租
税
政
策 

.
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分
に
利
用
ざ
れ
て
い
な
い
現
状
に
.
_、つ
.い
て
い
る
。

ー
般
に
後
進
諸
国
の
袓
税
収
入
は
、
所
得
税
、
地
租
を
ふ
く
む
直
接
税
：よ
り

:%
、'
.関
税
、
輸 

出
入
税
：、
消

費

税

を

ふ

く

む

風

接

税

の

比

重

'が
高
。い
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
’
後
進
諸
国
の
所
得
水
準
が
.低
け

れ

ば

低

い

だ

け

明

確

，に
あ
ら
わ
れ 

て
き
て
い
る
。

：

わ
が
国
の
地
租
の
歴
史
に
注
目
が
集
ま
っ
た
主
た
る
理
由
は
、
今
日
の
後
進
諸
国
と
異
な
り
、
離
陸
に
あ
た
っ
て
も
っ
ぱ
ら
農
業(

在
来
的) 

部
門
に
蜇
課
し
、
し
か
も
農
業
の
健
全
な
成
長
を
妨
げ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
た
と
え
ば
国
連
食
糧
農
業
機
構 

(

F
A
O

)

の
報
告
書
で
ば
.
'明
啟
の
教
訓
と
じ
て
、■ 
' .「

⑴ 
'
離
陸
期
に
あ
た
っ

て
農
業
が
経
済
発
展
の
た
め
の
資
金
を
提
供
す
べ
き
で
あ
る
、
⑵ 

各
国
は
独
自
の
農
業
機
構
を
固
め
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
り
経
済
说
展
.の
た
め
の
：余
■
を
つ
べ
り
だ
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

」

と
し
て
い
る
%°
 

し
か
し
、
1
人̂

0
の
見
解
に
賛
同
せ
ず
反
論
を
加
え
る
も
の
も
あ
る
。，
こ
0
で
ば
、
：
-
れ
ま
で
の
讓
論
を
前
提
に
し
て
、
わ
が
国
地
租
の
意
義
を 

簡
単
に
ス
ケ
ッ
チ
し
、
あ
り
う
べ
き
い
ま
一
つ
の
見
解
を
提
出
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
明
治
六
年
に
‘お
け
る
わ
が
国
地
租
改
正
の
特
質
を
、
経
済
発
展
め
.見
地
か
.̂
ま
と
め
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
地
租
の
果
し
た
役
割 

.は
、
離
陸
期
に
.お
け
る
単
な
.る
収
入
目
的
め
充
足
ば
か
'り
で

は

な

い

か

ら

、で
あ
る
。

あ

る

場

合

に

，は
、
，
地

租

改

正

の

副

次

的

効

果

に

一

層

の

注

目 

を
払
う
べ
き
必
要
さ
え
.あ
る
。
そ
の
特
質
を
要
約
す
れ
ば
つ
ぎ
の
と
お
り
と
な
ろ
う
。

⑴

.

課
税
標
準
.

幕
末
期
の
封
建
的
税
制
で
は
、
旧
地
租
の
檩
準
は
収
穫
高
で
あ
ら
た
が
？
改
正
に
よ
.り
地

価

に

応

じ

て

課

税

.さ
れ
る
こ
と 

と
な
っ
た
。
こ
の
地
価
の
算
出
は
、.
田
地
.一
段
歩
の
収
穫
を
見
積
り
、
収
益
価
格
と
し
，て
の
地
価
に
還
元
す
る
と
：い
う
方
法
に
よ
っ
た
。
そ
の 

結
果
、
旧
地
租
で
顕
著
で
，あ
っ
た
各
地
域
の
負
担
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
は
、
新
地
粗
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
平
準
化
さ
れ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
す
な 

わ
ち
、
地
価
課
税
に
よ
る
統
一
税
制
の
確
立
で
あ
る
。

⑵

税
率
旧
地
租
で
.は五
公
五
民
な
い

し
四
公
六
民
で
.あ
り
各
藩
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
が
、
新

地

租

.で

は

全

国

的

に

地

価

の

一

〇 

〇
分
の
三
の
定
率
と
し
、
豊
凶
に
よ
る
増
減
.は
原
則
と
し
て
お
こ
な
わ
な
い
こ
と
と
し
た
。
.こ
れ
に
よ
り
定
額
課
税
の
た
め
生
産
者
の
意
欲
を
刺

戟
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
新
政
府
は
恒
常
的
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
'が
可
能
と
な
り
、
財

政

制

度

.の

安

定

化

が

え

ら

れ

る

こ
と
と
な
っ
た
。

3

収
納
物
^

:
従
来
の
物
納
に
代
っ
て
一
律
に
金
納
と
し
た
。
こ
の
改
正
は
物
納
の
ば
あ
い
の
運
送
、
保
管
に
ま
つ
わ
る
諸
損
失
を
な
く 

し
た
ば
か
り
で
な
く
、
財
政
収
入
の
貨
幣
化
に
と
も
な
う
貨
幣
経
済
の
発
達
を
促
が
し
、
.
.ま
.た
貨
幣
経
済
の
発
展
に
応
じ
て
貨
幣
財
政
と
い
う
近 

代
的
体
制
が
と
と
の
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

k

納
税
義
務
者
旧
地
租
は
直
接
耕
作
者
に
賦
課
さ
れ
て

.い
た
が
、
改
正
に
よ
り
地
券
の
交
付
で
謹
さ
れ
た
地
主
が
納
税
義
務
者
と
な 

っ

た

こ
の
改
正
に
あ
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
土
地
に
か
ん
す
る
種
々
め
封
建
的
制
限
の
撤
廃(

田
畑
勝
手
作
の
許
可
、
田
畑
永

代

売

買

の

解

禁) 

お
よ
び
近
代
的
土
地
所
有
の
法
的
確
認(

地
主
へ
の
地
券
の
交
付
、
.
.地
券
台
帳
の
作
製)

'が
実
施
さ
れ
て
い
た
。
：い
.わ
ば
わ
が
国
で
は
、
地
租
の
負

扫一 

と
ひ
き
か
え
に
近
代
的
所
有
権
の
確
認
、
し
た
が
っ
て
近
代
的
土
地
制
度
の
確
立
が
な
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
。
と
の
よ
う
な
土
地
保
有
の
安
全
性 

が
あ
っ
て
は
じ
め
て

#
作
者
に
よ
る
.長
期
的
な
土
地
改
良
の
た
め
の
投
資
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
地
租
改
正
の
副
次
的
効 

果
の
ー
つ
を
こ
こ
に
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
•

要
す
る
に
、
地
租
改
正
の
内
容
は
離
陸
に
と
も
な
う
収
入
確
保
に
主
眼
が
.お
.か
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
整

に

よ

り全
！
！

的
に
統
一
さ
れ
た
五 

代
が
税
沏
の
基
礎
が
は
じ
め
て
確
立
さ
れ
た
事
実
を
.無
視

す

る

こ

と

：は

で

き

な

い

。

国
家
収
入
の
統
一
.
と

確

定

が

あ

っ

て

こ

そ

、

予
算
制
度
に
寒 

づ
く
近
代
的
な
財
政
運
営
が
は
じ
め
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
：る
。
：ま
た
そ
の
上
に
立
：っ
て
、；

明
治
政
府
は
長
期
的
目
標
と
し
.て
.の
経
済

®
長
を 

可
能
と
す
る
た
め
の
諸
条
件
の
整
備
、
す
な
わ
ち
短
期
的

-@
標
を
實
ぬ
く
こ
と
'が
で
き
た
.の
.で
あ
る
。

さ
き
に
第
二
節
で
、
高
い
成
長
率
の
も
と
で
均
衡
成
長
を
と
げ
る
ば
'あ
.い
:>
租

税

政

策

の

方

向

と

し

て

近

代

的

部

門

よ

り

も

在

来

的

部

門

に

た 

い
す
る
税
率
引
上
げ
が
重
要
な
一
施
策
と
し
て
示
唆
さ
れ
た
。
.も
ち
ろ
ん
地
租
そ
れ
自
体
は
、
.
農

地

税

：の
；
み

で

.な
く
宅

地

課
税
も

ふ

く

み

、
.
在

来 

的

部

門

プ

ロ

パー
の
課
税
と
は
い
い
が
た
い
が
、
.
.九
六
％
ま
で
は
農
地
：税
と
推
定
さ
れ
て
い
る

:0
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
明
治
期
に
お
.け
る
在
来
的 

部
門
に
た
い
す
る
課
税
は
、
離
陸
に
あ
た
っ
て
政
府
が
経
済
成
長
を
軌
道
に
乗
せ
る
有
効
か
つ
強
力
な
手
段
と
し
て
働

い

た

と
い
う
こ
と
が
で
き 

資
源
転
換
の
I

I
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i 第 5表土地坐産物の分配比率（政府，地主，小作人)

政 府 地 主 小作人 合 計

封建時代(平均分配率五公五民，貢租物納） 50% 18% 32% : 100% .

地租改正の検査例（明治6 年） 34 34 32 100

明治7 • 8 • 9 年の平均米価による割合 13 55 32 100

明治10年減租および同11年による割合 . 12 56 32 100
明治11年より20年}こいたる10年間の平均米 
価に，よる割合 11.5 56.5 32. 0 100

資 料 E . H, ノーマン「日本における近代国家の成立」昭和25年。
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地
租
を
.つ
う
じ
て
在
来
的
部
門
か
ら
近
代
的
部
門
へ
の
資
金
供
給
が
、
明
治
期
に
お
：い
て
成
功
を 

.
収
め
た
こ
と
は
あ
き
ら
.か
で
.あ
る
。
し
か
し
メ
.
ダ」

ル
の
裏
側
も
見
落
す
'こ
と
ほ
で
き
な
い
。
地
租
の 

重
税
負
担
、
そ
の
.逆
進
的
性
格
、
金
納
の
要
求
な
ど
は
、
す
べ
て
在
来
的
部
門
の
生
産
性
を
阻
害
し
. 

.
た
こ
と
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
小
作
料
は
依
然
と
.し
て
物
納
、
地
租
は
金
納
と
い
う
関
係
は
、
納
税 

が
収
獲
期
に
お
こ
な
わ
れ
た
た
め
、
：米
価
の
低
落
を
つ
う
じ
て
零
細
農
民
を
極
度
に
庄
迫
し
、
逆
に 

當
裕
農
民
や
地
主
が
米
価
の
回
復
ま
ヤ
も
ち
こ
‘た
え
る
<
:と
.い
う
形
で
農
村
社
会
.を
ゆ
さ
ぶ
っ
て
い 

た
。
農
村
は
か
く
て
勃
興
す
る
近
代
的
部
門
の
労
働
力
供
給
源
と
し
て
変
貌
を
重
ね
て
い
く
。
こ
の 

プ
ロ
セ
ス
は
、
旧

来

の「

日
本
資
本
主
義
分
析」

が
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
を
提
示
し
て
い
る
ご
と
く
周 

知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
.地
租
が
在
来
部
門
に
も
た
ら
し
た
衝
撃
と
波
及
効
果
そ
の
も
の
を
主
題
と
す
る
も
の
.で 

は
な
い
。
し
か
1.
次

：の

ニ

点

に

つ

い

て

蝕

れ

.て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
つ
は
、
第
五
表
に
み
る
ご 

と
く
、
明
治
期
の
地
租
負
担
ば
封
建
時
代
に
く
ら
べ
る
な
ら
ば
な
お
軽
課
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
点 

で
あ
る
。
む
し
ろ
相
対
的
分
前
の
増
大
し
た
地
主
が
、
明
治
期
の
農
業
発
展
に
あ
た
っ
て
ど
の
程
度 

の
役
割
を
担
っ
た
か
が
問
題
と
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
っ

と
も
現
在
の
と
こ
ろ
、
地
主
の
投
資
活
動 

を
高
く
評
価
す
る
論
者
と
低
く
評
価
す
る
論
者
が
共
存
し
て
い
る
の
が
実
情
で
.あ
.る
。
こ
こ
で
は
早 

急
な
結
論
を
び
き
だ
す
こ
と
は
避
け
た
い
。
い
ま
.一
つ
は
•、
日
清
•
日
露
両
戦
役
に
お
い
て
費
や
さ 

れ
た
軍
事
費
が
か
り
に
存
在
し
.な
か
.つ
た
と
す
れ
ば
、
地
租
負
担
も
か
な
り
軽
減
さ
れ
た
と
い
う
想

定
は
成
り
た
ち
う
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
想
定
は
、
明
治
期
の
地
租
に
つ
い
て
は
完
全
に
無
意
味
で
あ
る
が
、
今
日
の
後
進
国
の
経
済
発
展
に
と 

っ
て
は
畫
な
教
訓
と
し
て
完
全
に
有
意
義
で
あ
ろ
う
。
ド
-
ァ
が
論
じ
た
よ
う
に
、
農
村
の
貧
困
と
海
外
侵
略
と
を
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
な
ら
ば
か
れ
の
主
張
は
明
治
诹
の
理
解
の
た
め
で
は
な
い
が
、
や
は
り
地
租
-
-
農
村
の
貧
困
-
-
海
外
侵
略
と
い
う
一
つ
3
連

鎖
は
断
ち
き
れ
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ(

k
。
 

• 

.

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
今
日
の
後
進
諸
国
に
お
い
て
地
租
を
原
動
力
と
し
て
離
陸
を
試
み
よ
う
と
す
る
国
は
す
く
な
い
。
い
ず
れ
も
下
安
定 

な
間
接
税
制
に
依
存
し
て
離
陸
へ
の
努
力
を
積
み
重
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
間
接
税
収
入(

主
と
し
て
酒
税
、
専
売
益
金
、
関 

税)

が
、

離
陸
期
の
末
期
に
な
る
や
地
租
に
代
っ
て
税
制
の
中
心
に
位
置
し
、「

成
熟
へ
の
前
進
期」

に
移
行
し
て
い
く
新
た
な
原
動
カ
と
な
っ 

た
と
い
う
経
験
を
か
え
り
み
る
と(

第
四
表)

、
わ
れ
わ
れ
は
今
日
の
後
進
諸
屆
が
地
租
の
高
度
利
用
に
よ
る
成
長
促
進
を
こ
ん
ご
と
も
考
慮
す
べ 

き
余
地
が
充
分
に
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た(

Q
。
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Development, 
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Readings 
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Taxation in Devel

最

ng countries. 

1964, 
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(

2) 

ノ
リ
ー
.
T
•オ
オ
シ
マ「

明
治
の
財
政
政
策
と
農
業
の
発
展」

、
W
.
W
•ロ
ッ
ク
ゥ
ッ
ド
、
大
来
訳「

日
本
経
済
近
代
化
の
百
年」

昭
和
四
一
年
^H

。
(

3)

福
鳥
正
夫「

地
租
改
正
の
研
究」

昭
和
三
七
年
。
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(

4) 

K
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P
. 

D
i
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L
a
n
d

 w
e
f
o
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in Japan, 

1959 

(

並
木
他
訳「

日
本
の
農
地
改
革」

昭
和
三
六
年
。

(

5)

後
議
国
と
農
業
課
税
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
次
の
書
を
参
考
に
さ
れ
た
い
。H.P. 

W
a
l
d

 

e
r
A
g
r
f 

Taxation and Economic 
I

f

(

追
記)

小
論
は
昭
和
四
一
年
度
文
部
省
科
学
研
究
補
助
に
よ
る
.

「

総
合
研
究」

=
「

近
代
化
研
響」

の
作
業
過
程
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ゥ 

ム

(

昭
和
四
一
年 
一
二
月

一

八〜

一
九
日
，
、
於
箱
根
花

月

園

)

の

た
め

の

リ

ポ
ー
ト
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
リ
ポ
ー
ト
に
も
と
づ
く 

報
ル
ロ
にた
し
し
訂
對
に
わ
た
り
建
設
的
な
コ
メ
ン
ト
の
労
を
と
ら
れ
た
矢
内
原
勝
、.田
.村
茂
両
氏
、
な
ら
び
に
シ
，.ン
ポ
ジ
ゥ
ム
に
出

%
さ
れ
、
^
發
な 

討
議
と
嵇
々
有
益
な
批
判
を
提
供
さ
れ
た
諸
氏
に
厚
く
感
謝
い
た
じ
た
い
。
な
お
小
論
に
た
い
す
る
批
判
の
.ほ
と
ん
ど
.す

べて
が
筆
者
の
こ
ん
ご
の研

資
源
転
換
の
租
税
政
策 

.

.

四

七

(

六
四
三)



,
四

八(

六
四
四)

究
に
ま
つ
べ
き
別
個
の
論
題
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
.小
論
で
は
批
判
を
と
り
い
れ
修
正
す
る
こ
と
を
：や
め
：他
日
を
期
す
る
こ
と
と
し
た
。
 

ま
た
シ
ゾ

ポ

ジ

ゥ
.ム
開
催
の
た
め
の
み
な
ら
ず
、
常
日
頃
い
.ろ
い
ろ
と
研
究
の
便
宜
を
寄
せ
ら
れ
た
慶
應
義
塾
大
学
產
業
研
究
所
の
諸
兄
姉
に
深
く
感 

謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

1 +*/^) 2o

V-

(1 ニ/ T )

下服点 中

研究ノー 卜

単
調
発
飲

1

乗
数
理
,
と
如
速
度
原
理
の
総
合
に
蓮
づ
く
優
れ
た
景
気

循
環
理
論 

に 

J
w
. 

Hicks, 

> Contribution to the 

T
h
e
o
r
y

 of the 

Trade Cycle, 

.(Oxford; 

Oxfcrd University Press; 

1950) 、

古
谷
弘
訳『

景
気
循
環
論』

.

(

岩
波
書
店)

が
あ
る
。
最
近
、
雪

は

本

書

を

読

み

直

し

、.
そ
の
数
学
的
な
取 

り
极
い
の
中
に
一
筒
所
不
適
切
と
思
わ
れ
る
点
を
見
出
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て 

興
味
あ
る
方
の
御
教
示
を
仰
ぎ
た
い
と
®
う
。

産
出
量(

財
の
総
供
給
8

を
Y
、
消

霊

を

C
、
露
投
資
量
を

I
、
独

立

第

丨

1

; 

投
資
量
を
A
で
表
せ
ば
、
財

の

馨

要

置

はC
+
I
+
A

で
あ
り
、
ま
た
添
字 

f

の
れ
で
期
間
を
表
せ
ば
、
第

？

i

期
に
於
け
る
財
市
場
の
均
衡
条
件
は

 

-
-
-
-
-
-

.
B
:
Y
3
=
p
+
r
+
A
n

.で
あ
る
。
こ
れ
に
乘
数
理
論 

一
 

単
調
収
傲

(2). 

p
=
(
l
—

s

y

y

s
-i,
 

O
A
S
A
l

 

:

\

及
び
加
速
度
原
理
. 

-

l

i

l

!

ヒ
ッ
ク
ス『

景
気
循
環
論』

の
一
問
題
点

. 

発
散
振
勅 

ニ
論
点
を
述
べ
る
前
に
、
先
ず
、
匕
ッ
ク
ス
理
論
の
最
小
限
必
要
な
要
約
図 

を
し
て
お
こ
ぅ
。
 

-

-

--

ヒックス

『

景気循
環論

』

の

一

問

題

点

'

市
石
達
郎
，

-
y
v
o

を
代
入
す
る
こ
と
に
ょ
り
、「

a -
礎
的
方
程 

式」

‘

s 

Y
w
l

 (

1
103
+
t
o
 •Y3-1+VYS-2

"
A
3 

を
得
る
。

こ
こ
で
A
が
時
間
を
通
じ
て
一
定
の
場
合 

に
は
、

定
差
方
程
式
⑷
の
特
解(

均
衡
産
出
量) 

は
定
数P

 =

 A
/
S

で
表
さ
れ
，

E
aから
の 

絶
対
的
乖
離
加
に
つ
い
て
は

(5 )

穿 

I 

(

1
i
s
+
c5)

2
/
3
_
1
+
_
s
-
2 

= 

0 

の
式
が
成
立
す
る
。
そ
の
一
般
解
は
、

V
の 

値
に
従
い
、
第
I
図
の
ょ
ぅ
に
図
式
的
に
耍 

約
さ
れ
る
。
こ
の
図
式
を
莲
準
と
し
、
且
つ 

ハ
上
昇
限
界
線」

( 「

天
并J

)

の
存
在
、

加
速 

.度
原
理
の
非
対
称
性
へ

「

床」)

等
の
要
因
を
考

四

九(

六
四
五)
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