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日本資本主義と農業構造

常

盤

政

治

.

まえ.おき
 

一
日
本
資
本
主
義
と
地
主
制 

.
ニ
戦
後
日
本
資
本
主
義
の
農
業
構
造 

.

〔

A〕

戦
後
経
済
の
再
編
成
と
農
地
改
革

〔

B〕
「

高
度
経
济
成
長」

下

の

農

業

構

造
.

三
西
生
産
構
造
に
お
け
る
農
業
部
門
の
役
割
.
.

む

す

び
 

.

ま

え

お

き

本
論
題
の
ね
ら
い
は
日
本
資
本
主
義
の
苒
生
產
構
造
に
お
い
て
も
つ
農
業
構
造
の
意
義
と
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
日
本
資
本
主
義
と
農
業
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
歴
史
的
考
察
を
必
要
と
す
る
。
け

だ

し「

日
本
資
本
主
義
の
苒
生
産
構
造
に
お 

い
て
も
つ
農
業
構
造
の
意
義
と
役
割」

は
、
日
本
資
本
主
義
の
成
立
.*発
展
の
過
程
に
照
応
し
て
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
て
き
た
も
の
に
ほ
か
な
ら 

ず
、
そ
れ
は
か
か
る
歴
史
的
規
定
性
.
に
お
い
て
.

こ
そ
理
解
さ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
日
本
資
本
主
義
の
西
生
産
構
造
に
お
い
て
戦
前
の
い
わ
ゆ
る「

地
主
制」

と
い
わ
れ
る
農
業
構
造
が
ど
の
よ
う
な

意
義
と
役
割
を
も
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
概
観
し
、
そ
れ
が
戦
後
日
本
経
済
の
#
編
過
程
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
農
地
改
革
に
よ
っ
て
い
か 

に
职
壞
.
し
ど
の
よ
う
に
継
眾
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
さ

ら

に「

高
度
経
済
成
長」

下
に
い
か
な
る
変
化
を
示
し
ど
の
よ
う
な
問
題
を
な
げ
か 

け
て
い
る
か
を
論
じ
た
後
に
、
現
段
階
、.
つ
ま
り
農
業
蕋
本
法
農
政
下
の
日
本
資
本
主
義
の
西
生
産
構
造
に
お
い
て
農
部
門
の
果
し
て
い
る
役

割
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
言
及
し
、
も
っ
て
農
業
部
門
の
も
つ
日
本
资
本
主
，義
に
お
け
る
構
造
論
的
意
_
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た

、0 
V

一
日
本
資
本
主
義
と
地
主
制

_ 

•

.

戦
前
に
お
け
る
日
本
資
本
主
義
の
構
造
的
基
®-

と
い
わ
れ
て
き
た
地
主
制
も
、
そ
の
明
治
、
大
正
、
昭
和
に
わ
た
っ
て
の
歴
史
的
変
遷
に
つ
い 

て
キ
メ
細
く
み
る
と
一
概
に
は
い
え
な
い
か
な
り
重
要
な
変
化
を
示
し
て
い
る
が
、
す
く
な
く
と
も
農
地
改
革
に
.い
た
る
ま
で
の
日
本
資
本
主
義 

の
農
業
構
造
は
地
主
的
土
地
所
有
関
係
に
そ
の
基
礎
を
置
く
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
地
主
的
土
地
所
有
関
係
の
確
立
に
と
っ
て
の
劃
期
は
周
知
の
よ
う
に
明
治
六
年
の「

地
租
改
正」

に
求
め
ら
れ
る
。
地
租
改
正
は
徳
川
中 

期
以
降
に
お
け
る
幕
藩
体
制
下
の「

純
粋
封
建
的
土
地
所
有」

の
解
体
過
程
に
お
い
て
成
立
し
て
き
た
.「

近
世
的
地
主
小
作
関
係」

を
法
認
す
る 

か
た
ち
で
土
地
所
有
権
の
法
的
確
認
を
行
い
、
地
主
が
小
作
人
か
ら
収
得
す
る
小
作
料
は
物
納
の
ま
ま
地
租
を
金
納
化
し
た
の
で
あ
る
。
地
租
改 

正
に
お
け
を
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
っ
て
、
土
地
売
買
の
，目
曲
と
米
穀
市
場
に
.
お
け
る
商
業
•
高
利
貸
的
地
主
の
有
利
性
が
保
障
さ
れ
て
寄
生
地
主 

的
土
地
所
有
の
本
格
的
展
開
の
た
め
の
途
が
開
か
れ
た
。

か
く
て
地
主
的
土
地
所
有
の
一
指
標
た
る
小
作
地
の
総
耕
地
中
に
占
め
る
割
合
は
明
治
一
六
年(

一
八
県)

の
三
四
•

ニ
％
か
ら
明
治
ニ
〇
年
の 

三
八
•

九
％
に

増

加

し

(

一
六
県
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
別
の
調
赉
に
よ
れ
ば
明
治
一
七
年
の
.三
九
•

八
％
か
ら
ニ
〇
年
に
は
四
ニ 

•

四
％
に
塯
加)

、

明
治
ニ 

〇
年
の
全
国
統
計
で
は
三
九

•

三
四
％
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
明
治
四
一
年
の
農
事
統
計
で
は
小
作
地
率
は
実
に
四
四
•

九
％
を
示
し
、
農
地 

日
本
資
本
主
義
と
農
業
構
造 

• 

. 

ニ

七

(

ニ
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改
革
前
ま
で
ほ
ぼ
こ
の
水
準
が
持
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
は
地
主
制
が
ほ
ぼ
頂
点
に
達
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
全
国 

の
耕
地
所
有
規
液
別
農
家
戸
数
の
点
か
ら
み
る
と
ー
〇〜

五
〇
町
歩
地
主
及
ぴ
五
〇
町
歩
以
上
地
主
は
大
正
 

一
二
年
ま
で
増
加
し
た(

大
正 

一
ニ 

年
、
一
〇〜

五
〇
町
歩
地
主
四
八
、
七
〇
四
戸
、
五
〇
町
歩
地
丰
五
、
〇
八
ニ
戸)

が
、

そ
れ
以
後
は
減
少
に
転
じ
て
い
る
か
ら
、

農
地
改
帘
ま
で
を
一 

拙
し
て
し
ま
う
こ
と
は
場
合
に
よ
っ
て
は
必
ず
し
.

も
正
し
い
と
は
い
え
な
い
と
し
て
も
、
と
も
か
く
、
地
租
改
正
後
明
治
四
〇
年
代
ま
で
に
は
地 

主
制
が
確
立
し
た
と
み
て
い
い
。
こ
の
地
主
制
の
確
立
の
過
程
は
、，
と
り
も
な
お
さ
ず
日
本
資
本
主
義
の
再
生
産
軌
道
確
立
の
過
程
で
も
あ
る
。
 

す
な
わ
ち
、
松
方
紙
幣
整
理
の
時
期
二
八
八
一
ー
八
五
年
".明
治
一
四—

一
八
ハ
ヰ)

に
、
デ
フ
レ
過
程
を
通
じ
て
農
民
層
分
解
が
急
速
に
す
す
み
，、
 

そ
の
過
程
で
土
地
集
中
に
よ
っ
て
地
虫
to

土
地
所
有
が
一
般
化
し
、
日
本
資
本
主
義
の
西
生
産
軌
道
が
体
制
的
に
確
立
す
る
日
淸
•
日
露
の
時
期 

に
照
応
し
て
地
主
的
土
地
所
有
が
ほ
ぼ
そ
の
頂
点
に
達
す
る
の
で
あ
る
。

一
八
八
九
年
砑
ぬ
ー
三
£

秋
か
ら
一
八
九
〇
年
に
か
け
て
、

日
本 

は
最
初
の
资
本
主
義
的
恐
慌
に
.

み
.

ま
わ
れ
て
い
る
'
が
.、
こ
れ
は
日
本
资
本
主
義
の
洱
生
産
軌
道
の
確
立
を
示
す
指
標
と
し
て
の
恐
慌
と
い
う
よ
り 

は
、
よ
う
や
く
资
本
主
義
的
砰
生
産
軌
道
の
確
立
を
指
向
し
て
お
こ
っ
た「

企
業
勃
興」

が
前
期
的
な
投
機
性
の
著
し
い
泡
沫
会
社
的
性
格
と
相 

ま
っ
て
帝
国
生
義
的
先
進
国
か
ら
の
輸
出
^

^

勢

(

と
く
に
綿
糸)
に
よ
っ
て
、
' 

い
わ
ば
そ
の
出
ば
な
を
く
じ
か
れ
、
.確
固
た
る
资
本
主
義
的
西
生 

産
軌
道
敷
設
へ
の
基
礎
固
め
の
契
機
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
点
、
ィ
ギ
リ
ス
国
民
経
済
の
资
本
主
義
的
西
生
産
軌
道
確
立
を
示 

す
メ
ル
ク
マ
ー
ル
た
る
一
八
ニ
五
年
恐
慌
と
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
。

地
租
改
正
当
初
に
お
い
て
.

地
租
は
租
税
収
入
の
八
〇
•

五
％ 

(

明
治
八—

一
二

年
の
五
力
年
平
均)

を

占
め
、

中
田
一
反
当
り
公
租
諸
掛
の
収
獲 

米
’

に
対
す
る
割
合
が
三
四
％ 

(

地
狃
改
正
検
拖
例
、
徳
川
末
期
は
三
七
％)

で
、
徳
川
末
期
.

に
お
け
る
と
た
い
し
て
変
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
封
逮
的
贯 

租
の
継
填
と
い
わ
れ
、

こ
れ
が
日
本
に
お
け
る
資
本
の
本
源
的
蓄
積
め
一
大
槓
杆
と
な
'っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る

(

国

家

に

よ-^
官

営

企

業 

の
設
立
.

そ
の
政
商
へ
の
払
下
げ
等
>

こ
の
本
源
的
蓄
積
過
程
が
地
主
的
土
地
所

有

一
般
化
の
過
程
で
あ
っ
た
こ
と
は
さ
き
に
指
摘
し
た
ご
と
X

で 

あ
り
、
松
方
デ
フ
レ
期
の
激
し
ぃ
煨
圾
爝
分
解
期
を
経
た
明
治
.
ー
八
年
に
は
、
.

地

租

(

公
課
諸
掛)
：
の
収
獲
米
に
対
す
る
割
合
は
一
六
％
に
減
つ

、た
が
、
地
主
徳
米
が
地
租
改
正
時
の
三
四
％
か
ら
四
ニ 
％
に
増
加
し
た
の
で
、
種

籾
•

肥
料
代
を
含
む
耕
作
者
n

小
作
人
の
取
米
は
四
ニ
％
に
ど 

ど
ま
り
、
こ
こ
に
、
徳
川
封
建
.
時
代
に
お
い
て
：

J

般
的
と
い
わ
れ
た「

艽
公
五
民」

な
る
分
配
、率
が
ま
さ
に
地
主
•
小
作
間
に
お
い
て
成
立
す
る 

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
を
基
礎
と
し
て
自
由
民
権
運
動
.
の
勢
力
が
分
裂
し
、
地
主
的
勢
力
は
明
治
一
一
一
一
年
の
憲
法
発
布
、
二
三 

年
の
国
会
開
設
を
通
じ
て
国
家
権
力
の
な
が
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。.

こ
の
よ
う
な
地
主
的
土
地
所
有
の
一
般
化
が
明
治
ニ
〇〜

三
〇 

年
代
を
通
じ
て
い
っ
そ
う
進
み
、■
日
本
資
本
主
義
の
西
生
産
軌
道
確
立
期
と
時
を
同
じ
く
し
て
地
主
制
が
確
立
し
た
わ
け
で
あ
る
。

地
主
制
の
確
立
が
日
本
資
本
主
義
の
苒
生
産
軌
道
の
確
立
と
時
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、.
地
主
的
土
地
所
有
を
莶
礎
と
す
る
寄
生 

地
主
制
と
い
わ
れ
る
農
業
構
造
が
日
*
資
本
主
義
の
再
生
産
軌
道
の
構
造
的
菡
柢
と
し
て
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は 

い
か
な
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
か
。
_

本
的
に
ニ
つ
の
点
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。.

そ
の
.

一.
つ
は
、
，半
封
建
的
.な
高
額
現
物
小
作
料
の
収
取
に
.よ
っ 

て
、
こ
れ
を
な
お
脆
弱
な
民
間
資
本
形
成
の
た
め
の
.

一
源
泉
た
ら
し
め
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
ニ
は
、.
多
く
.の
農
民
を
こ
の
高
額
現
物
小
作
料
の 

も
と
に
隸
属
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
劣
恶
な
生
活
状
態
に
お
き
、
.

農
村
に
潜
在
的
過
剰
人
口
を
滞
留
せ
し
め
る
こ
.と
に
よ
っ
て
地
主

•

•

小
作
関 

係
を
西
生
産
せ
し
め
な
が
ら
、
家
計
補
充
的
な
-

•

低
廉
な
労
働
力
の
た
え
ざ
る
給
源
た
ら
し
め
た
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
後
者
の
も
つ
意
義
は
日 

本
資
本
主
義
の
発
達
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
日
本
資
本
主
義
に
と
づ
て
特
徴
的
な
低
賃
金
菡
盤
が
構
造
的
に
与
え
ら
れ
、
こ
の
低 

賃
金
構
造
を
蕋
礎
と
し
て
日
本
資
本
主
義
の
.
急
速
.
な
展
開
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
低
賃
金
蓮
盤
た
る
地
主
制
は
直
接
耕
作
者 

の
経
営
的
発
展
を
阻
害
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
資
本
主
義
の
国
内
市
場
を
狭
^

化
し
、
日
本
資
本
主
義
を
帝
国
主
^
的
進
出
の
方
向
に
急
速
に 

む
か
わ
し
め
る
性
格
を
与
え
ざ
る
を
え
な
い
こ

，
と
と
，な
っ
た
の
で
あ
る
。
敗
戦
時
、
速
合
軍
が
日
本
軍
国
主
義
の
経
済
的
蕋
盤
と
し
て
地
龙
制
を 

指
摘
し
、
こ
れ
を
と
り
除
く
た
め
の「

農
民
解
放
指
令」

を
だ
し
て
農
地
改
革
を
せ
ま

っ
た
こ
と
は
そ
の
意
味
に
お
い
て
正
鴿
を
え
た
も
の
で
あ 

っ
た
。
 

、
 

•

日
本
資
本
主
義
と
農
業
構
造 

ニ

九

(

ニ
九)



三
〇

(

三
〇

)

1

一
戦
後
日
本
資
本
主
義
の
農
業
構
造

.
〔

A

〕

戦
後
経
済
の
西
編
と
農
地
改
革

周
知
の
よ
う
に
、
敗
戦
後
占
領
軍
の
指
導
と
要
講
に
よ
っ
て
、
財
閥
解
体
、
独
占
禁
止
、
経
済
力
集
中
排
除
に
関
す
る
一
速
の
法
的
措
置
が
行 

わ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る「

日
本
経
済
の
民
主
化」

が
展
開
さ
れ
た
。
こ
れ
は
一
九
四
六
年
の
ア
メ
リ
ヵ
調
靈
使
節
団
の
報
告
で「

財
閥
が
日
本
経
済 

に
及
ぼ
し
て
い
た
支
配
力
が
他
の
い
か
な
る
資
本
主
義
国
に
も
類
例
を
み
な
い
ほ
ど
広
大」

で

そ

の「

財
閥
組
織
が
軍
琪
的
侵
略
に
好
都
合
な
機 

構
的
配
置
.
を
提
供
し
た」

と
指
摘
し
た
こ
と
に
蕋
づ
い
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
農
地
改
革
も
こ
の
経
済
民
主
化
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た 

も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

「

財
閥
解
体」

に
よ
っ
て
持
株
会
社
は
解
体
し
、

財
閥
家
族
の
財
産
は
凍
結
さ
れ
、

有
価
証
券
と
議
決
権
は
持
株
会
社
整
理
委
員
会
に
譲
渡
さ 

れ
た
の
で
、
た
し
か
に
旧
来
の
財
閥
は
解
体
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
た
だ
旧
来
の
ま
ま
の
財
閥
が
解
体
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
独
占 

资
本
そ
の
も
の
が
排
除
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
過
度
経
済
力
集
中
排
除
法
の
決
定
指
令
に
^

づ
く
企
業
西
建
整
備
計
画
に
よ
っ
て
、
た
と 

え
ば
日
本
製
鉄
が
八
幡
製
鉄
と
富
士
製
鉄
と
に
分
裂
し
た
り
、
ま
た
旧
王
子
製
紙
が
王
子
、
十
条
、
本
州
に
分
裂
す
る
と
い
っ
た
事
態
は
あ
っ
た 

が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
独
占
資
本
間
の
競
命
を
刺
激
す
る
構
造
的
契
機
を
な
し

(

勢
力
伯
仲
し
た
巨
大
独
占
的
企
業
の
オ
リ
ゴ
ポ
リ
的
状
態)

、
独
占
資
本 

に
い
っ
そ
う
.

の
.
発
展
を
な
さ
し
め
る
た
め
の
出
発
点
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

.

農
地
改
革
に
つ
い
て
も
'
 

こ
れ
が
決
し
て
地
主
的
土
地
所
有
を
崩
壊
せ
し
め
る
も
の
で
な
く「

ゴ
マ
力
、ゾ
の
農
地
改
革」

で
あ
る
と
い
う
評
肺 

の
与
え
ら
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
と
も
か
く
地
主
保
有
地
は
内
地
平
均
一
町
歩
、
北
海
道
四
町
歩
に
お
さ
え
ら
れ
、
他
は
す
べ
て
耕
作
農
民
に 

解
放
さ
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
地
主
的
土
地
所
有
の
解
放
が
行
わ
れ
、
寄
生
地
主
制
は
、
昭
和
ニ
四〜
ニ
五
年
に
は
そ
の
根
榦
に
お
い
て
解
体
さ

れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
今
日
で
は
す
で
に
定
説
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
農
地
®

^

に
よ
っ
て
、改
革
前
に
総
耕
地
而
秸
の
四
六
％
に 

も
及
ん
で
い
た
小
作
地
.
が
改
革
後
の
昭
和
ニ
五
年
八
月
一
日
に
は
僅
か
九

•

三
％
に
減
少
し
国
有
小
作
地
を
入
れ
て
も
九
•

九
％
で
一
〇
％
足
ら 

ず
に
な
っ
た

(

農
地
等
開
放
実
績
調
査)

。
そ
の
結
果
、
農
地
改
革
後
は
総
耕
地
の
九
八
％
近
く
ま
で
が
三
町
歩
以
下
の
小
規
模
経
営
農
家
の
所
有
と 

な
り
、
経
営
の
分
散
と
所
有
の
分
散
が
照
応
す
る
生
産
関
係
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
基
本
的
に
直
接
耕
作
者
が
農
地
を
所
有
す
る
か
た
ち
と
な 

ったので去る昭和

1

|

七
年
に
带
定
さ
れ
た
農
地
法
は
力
力
る
農
地
改
革
の
成
果
を
維
持
.
す
べ
く
こ
.れ
を
法
的
に
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の 

に
ほ
か
な
ら
ず
、

し
た
が
っ
て
そ
の
原
理
は
商
作
農
主
義
に
よ
っ
て
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
。

「

こ
の
法
律
の
目
的」

と
し
て
農
地
法
第
一
条
に「

こ 

の
法
律
は
、
農
地
は
そ
の
耕
作
者
み
ず
か
ら
が
所
有
す
る
こ
と
を
最
も
適
当
で
あ
る
と
認
め
て
、
耕
作
者
の
農
地
の
取
得
を
促
進
し
、
そ
の
権
利 

を
保
護
し
、
そ
の
他
土
地
の
農
業
上
の
利
用
関
係
を
調
整
し
、
も
っ
て
耕
作
者
の
地
位
の
安
定
と
農
業
生
産
力
の
増
進
と
を
図
る
こ
と
を
目
的
と 

す
る」

と
謳
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
後
、
い
わ
ゆ
る「

農
業
法
人
問
題」

が
起
り
，
昭
和
三
七
年
法
律
第
一
ニ
六
号
に 

よ
る
改
正
で
農
業
生
産
法
人
に
よ
る
農
地
等
の
1

の
取
得
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
場
合
農
業
生
産
法
人
は
そ
の
必
要
労
働
力 

中
過
半
を
法
人
構
成
員
の
労
働
力
に
よ
っ
て
占
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
厳
格
な
条
件
が
要
請
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
決
し
て
自
作
農
主
義 

と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
農
業
生
産
法
人
に
つ
い
て
も
自
作
農
主
義
が
貫
ぬ
か
れ
て
.

い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
、
戦
後
経
済
の
；#

編
.
過
程
の
一
環
と
し
て
の
農
地
改
革
に
よ
っ
て
農
地
の
経
営
と
所
有
の
統
一
が
な
さ
れ
、
.残
稃
小
作
地
に
つ
い 

て
は
小
作
料
統
制
と
金
納
化
が
実
施
さ
れ
、
農
地
法
の
回
作
農
主
義
に
よ
っ
て
農
地
改
革
の
成
果
が
保
障
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
は
、
改
革
前 

の
高
額
現
物
小
作
料
の
寄
生
地
主
制
を
そ
の
根
幹
に
お
い
て
解
体
せ
し
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
.全
剰
余
労
働
収
取
を
意 

味
す
る
高
額
現
物
小
作
料
部
分
が
そ
の
全
部
で
は
な
い
と
し
て
も
直
接
生
産
者
の
手
中
に
残
る
関
係
と
な
り
、
農
業
に
お
け
る「

資
本」

蓄
積
が
そ 

の
か
ぎ
り
に
お
い
て
進
行
し
農
業
生
産
力
を
展
開
せ
し
め
た
。

「

千
町
歩
地
主」

地
帯
と
い
わ
れ
た
、
新
潟
を
含
む
東
北
地
方
の
水
田
取
作
地
带 

に
お
け
る
.
稲
作
生
産
力
の
改
革
後
に
お
け
る
西
南
暖
地
水
準
へ
の
上
昇
は
そ
の
具
体
的
表
現
で
あ
り
、
昭
和
三
〇
年

の

「

豊
作」

を
契
機
と
す
る 

P

本
資
本
主
義
と
農
業
構
造 

三

一

(

三
一)



, 

三
ニ 

(

三
ニ 

)
—

米
生
産
力
水
準
の「

戦
後
段
階
的」

.

発
展
は
ま
さ
に
そ
の
一
般
的
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
農
村
に
お
け
る
有
効
需
要
が
増
大
し
、
財
閥
解
体
を
は
じ
め
一
連
の
経
済
民
主
化
政
策
と
相
俟
っ
て
、
日
本
資
本
主
義
の 

国
内
市
場
の
拡
大
‘
に
少
な
か
ら
ず
寄
与
し
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
昭
和
三
〇
年
代
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
日
本
経
済
の「

高
度
成 

長」

：が
海
外
市
場
よ
り
も
む
し
ろ
国
内
市
場
の
拡
大
に
よ
り
多
く
依
茌
し
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
農
地
改
革
に
よ
る「

経
営
と
所
有
の
統
一」 

な

る
-|

自
作
農」

的
農
業
構
造
の
戦
後
日
本
資
本
虫
義
発
展
に
対
し
.

て
果
し
た
意
義
と
役
割
は
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
に
お 

い
て
も
農
地
改
#

に
よ
る
地
虫
的
土
地
所
有
の
排
除
は
劃
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、.
農
地
改
革
は
土
地
の
所
有
を
経
営
に
統
一
せ
し
め 

た
だ
け
で
、
小
経
営
的
生
産
様
式
、
す
な
わ
ち
日
本
農
業
に
と
っ
て
伝
統
的
な
い
わ
ゆ
る
零
細
農
耕
制
そ
の
も
の
を
揚
棄
す
る
も
の
で
は
な
か

っ
 

た
。
そ
こ
にV

農
地
改
革
の
行
わ
れ
方
、
そ
の
方
法
と
規
模
か
ら
く
る
限
界
だ
け
で
，な
く
、
農
地
改
革
そ
の
も
の
•の
も
つ
限
界
が
あ
づ
た
の
で
あ 

る
。
か
く
て
、
昭
和
三
〇
年
代
に
お
け
る
0-

本
砠
.
罾

の
「

高
度
成
長」

下
に
お
い
て
、
そ
の
，零
細
農
耕
制
が
、',
現
象
的
に
は
農
工
間
所
得
格
差
の 

根
源
と
し
て
改
め
て
問
題
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
A

〔

B

〕
「

高
度
経
済
成
長」

下
の
農
業
構
造

朝
鮮
動
乱
の
終
結
に
よ
る
不
況
の
後
に
日
本
経
済
は
旺
盛
な
設
備
投
资
に
支
え
ら
れ
て
い
わ
ゆ
る「

高
度
成
長」

期
に
入
っ
た
。
昭
和
ご
ー
ニ〜

 

三
三
年
の
一
時
的
な
景
気
後
退
局
而
も
み
ら
れ
た
が
、
昭
和
三
〇
年
以
後
急
速
な
チ
'

ム
ポ
で
発
展
し
た
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
こ
で 

昭
和
三
〇
年
代

(

と
く
に
そ
の
前
半
> 

は
.「

高
度
成
長」

期
と
い
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
.

こ

の

「

高
度
成
長」

期
の
劃
期
た
る
昭
和
三
〇
年
に 

■

は
、•
米
の
生
産
が
空
前
の
大
豊
作
と
な
り
，「

速
年
豊
作」

の
劃
期
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
ぅ
に
、
3

本
経
済
が「

高
度
成
長」

期
に
入
っ
た
の
と 

時
を
同
じ
く
し
て
農
業
も
ま
た
新
し
い
展
開
を
み
せ
る
に
い
た
？
た
。
か

く

て「

高
度
成
長
.

」
の
過
程
を
通
じ
て
農
業
所
得
も
増
加
し
た
が
そ
の 

増
加
率
は
第
二
次
産
業
•

第
三
次
産
業
に
お
け
る
そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
は
る
か
に
低
い
。
そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
昭
和
三
〇
年
か
ら
三
五
年
ま

で
の
五
年
間
.

に
国
民
所
得
総
額
は
七
六
_

%

も
増
加
じ
た
の
に
、
同
じ
期
間
に
農
業
所
得
は
僅
か
に
九
％
し
か
増
加
し
な
か
っ
た
こ
と
の
う
ち
に
明 

白
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
民
所
得
総
額
中
に
占
め
る
農
業
所
得
の
比
重
は
昭
和
三
〇
年
に
は
な
お
一
八
％
で
あ
っ
た
が
^

々
減
少
し
て
三
五 

年
に
は
一
〇
％

を
割
っ
て
僅
か
に
九

•

八
％

に
す
ぎ
な
く
な
づ
て
い
る(

そ
の
後
三
六〜

三
七
年
に
は
九
％
、三
八
年
以
降
最
近
で
は
更
に
低
下
し
て
八
％ 

程
度
に
減
じ
て
い
る)

。
こ
の
ょ
う
に
国
民
所
得
中
に
占
め
る
農
業
所
得
の
割
合
の
低
下
は
、

む
ろ
ん
ニ
方
で
は
農
業
就
業
人
_ロ
比
率
の
低
下
の
結 

果
で
も
あ
る
。
ち
な
み
に
総
就
業
人
口
中
農
業
就
業
人
口
の
比
率
は
昭
和
三
一
年
に
は
な
お
三
五•

五
％
を
占
め
て
い
た
が
年
々
低
下
し
三
五
年 

に
は
ニ
九

•

九
％
と
兰
〇
％
を
割
っ
て

い

る

(

三
六
年
以
降
も
年
々
低
下
.
し
、
四
〇
年
に
は
二
三• 

ニ
％
に
ま
で
低
下
し
て
い
る)

。
' 

.

し
か
し
、
問
題
は
か
か
る
農
業
就
業
人
口
比
率
の
低
下
や
農
業
就
業
人
口
の
絶
対
的
減
少
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
農
業
就
業
人
口
比
率
の
低
下 

や
農
業
就
業
人
|:
1

の
絶
対
的
減
少
が
純
粋
に
経
済
的
合
法
則
性
に
お
い
て
、

つ
ま
り
、
社
会
的
総
労
働
.の
可
除
部
分
と
し
て
の
農
業
労
働
の
社
会 

的
必
要
贵
の
減
少
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
の
な
ら
ば
何
ら
問
題
で
は
な
い
。
け
だ
し
、
農
業
生
産
力
の
発
展
が
農 

業
労
働
の
社
会
的
必
要
量
を
減
少
せ
し
め
る
こ
と
は
理
の
当
然
だ
か
ら
で
あ
る
。

だ

が

「

高
度
成
長」

下
の
農
業
就
業
人
口
の
減
少
は
必
ず
し
も
そ
の
ょ
う
な
も
の
と
い
い
き
れ
な
い
と
こ
ろ
に
構
造
論
的
意
味
が
ひ
そ
ん
で 

い
る
の
で
あ
る
。

農
業
迤
本
法
を
う
み
だ
し
て
く
る
名
目
的
契
機
た
る
農
工
間
所
得
格
差
の
拡
大
現
象
も
根
底
的
に
は
そ
こ
に
由
来
す
る
。

農

業

就

業

人|:
|

一
 

人
当
り
の
物
的
生
産
性
指
数
は
昭
和
三
〇
|
三
五
年
に
ニ
ニ 
％
.
増
大
し
た
が
、
そ
の
実
質
国
民
所
得
は 

一
ニ 
％
し
か
_

*[
|

し 

て

な
I

。
た
が
、
同
じ
期
間
に
製
造
業
で
は
就
業
人
口
一 

人
当
り
物
的
生
産
性
指
数
は
八
七
％
増
加
し
、
実
質
国
民
所
得
も
六
ニ 
％
の
増
加
を 

示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

昭
和
三
〇
年
に
す
で
に
、
' 

農
業
就
業
者
の
実
質
国
民
所
得
は
製
造
業
従
事
者
の
そ
れ
の
三
四
•

五
％ 

(

非
農
業
従 

琪
者
の
三
四
％)

で
し
か
な
か
っ
た
が
、
三
五
年
に
は
更
に
減
じ
て
二
三
•

八
％ 

(

非
農
業
従
.事
者
の
ニ
六
•

五
％

)

で
し
か
な
く
な
っ

た

の

で

あ
る
。
 

農
工
間
所
得
格
差
の
拡
大
が
麗

と

さ
れ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
か

く

て「

農
髪
び
農
業
従
事
者
が
讓

、
経
済
及
び
社
会
に
お
い
て
果
た
す
ベ

日
本
資
本
主
義
と
農
業
3

$
造 

.
 

.

三

三
■

{

三
三
ノ



三

四

(

三
四)

き
蜇
喪
な
使
命
に
か
ん
，が
.

み
て
、'
国
民
経
済
の
成
長
発
展
及
び
社
会
生
活
の
進
歩
向
上
に
即
応
し
、
'農
業
の
自
然
的
経
済
的
社
会
的
制
約
に
よ
る 

不
利
を
補
正
し
、
他
産
業
と
の
生
^

性
の
格
差
が
是
正
さ
れ
る
よ
う
に
農
業
の
生
産
性
が
向
上
す
る
こ
と
、
及
び
農
業
従
亊
者
が
所
得
を
増
大
し 

て
他
産
業
従
布
者
と
均
衡
す
る
生
活
を
営
む
こ
と
を
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
目
途」

と
す
る
農
業
基
本
法
が
成
立

(

昭
和
三
六
年
六
S

す 

る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。.
こ

の「

自
的」

か
ら
も
明
ら
か
九
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
農
工
間
の
所
得
格
差
の
拡
大
は
農
工
間
の
生
産
性
格
差
の
拡 

大
の
結
果
と
さ
れ
て
き
た
。
 

.

だ
が
、
農
工
間
の
所
得
格
差
の
拡
大
を
農
工
間
の
生
産
性
格
差
の
拡
大
の
結
果
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
け
だ
し
、
.生
産
性
な
る
も
の
は 

本
来
生
産
力
的
概
念
で
あ
っ
て
、
物
的
生
産
性
に
ほ
か
な
ら
ず
、
農
業
と
工
業
と
い
っ
た
異
部
門
間
の
生
産
性
を
比
較
し
う
る
も
の
で
は
な
い
か 

ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
し
ば
し
ば「

農
工
間
の
比
較
生
産
性」

な
る
名
称
の
も
と
に
.、
就
業
人
口
一
人
当
り
農
工
間
実
質
国
民
所
得
の
比
較
を
も 

っ
て
農
工
間
の
生
産
性
の
比
較
を
行
お
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
か
か
る
生
産
性
の
比
較
は
、
い
わ
ば
現
象
形
態
と
し
て
の
付
加
価
値
生 

産
性
の
比
較
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
す
で
に
農
工
間
生
産
物
の
不
等
価
交
換
関
係
を
内
包
し
て
.
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た 

が
っ
て
、
か
か
る
付
加
価
値
生
産
性
の
比
較
か
ら
農
工
間
の
所
得
格
差
の
拡
大
、
農
業
の
付
加
価
値
生
産
性
が
工
業
ま
た
は
他
産
業
に
比
し
て
低 

い
か
ら
と
い
っ
て
農
業
所
得
の
低
い
の
が
恰
も
本
来
的
意
味
で
の
農
業
の
生
産
性
の
低
さ
に
基
因
す
る
か
の
よ
う
に
い
う
の
は
重
大
な
ス
リ

ヵ

エ 

で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
い
い
う
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
農
業
所
得
が
他
産
業
に
比
較
し
て
低
い
の
は
現
象
形
態
と
し 

て
の
付
加
価
値
生
産
性
が
低
い
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
現
象
形
態
と
し
て
の
付
加
価
値
生
産
性」

.な
る
も
の
の
う
ち 

に
不
等
価
交
換
関
係
が
内
包
さ
れ
て
い
る
七
す
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
命
題
は
ま
さ
し
く
ト
ー
ト
P

ギ
ー
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
明
ら 

か
で
あ
る
0 

•

ま
た
、
農
業
所
得
の
低
い
の
は
農
業
生
産
力
が
低
い
.

か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
農
業
生
産
力
の
増
大
に
よ
っ
て
の
み
、
農
業
所
得
を
増
加
せ 

し
め
う
る
、
と
い
う
考
え
方
は
、
個
別
的
農
家
の
農
業
所
得
増
大
の
メ
ヵ
-1

ズ
ム
に
お
い
て
一
時
的
経
過
的
に
現
わ
れ
る
現
象
を
固
定
化
し
て
こ

細

れ
を
社
会
的
普
遍
性
に
ス
リ
ヵ

H

た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
乙
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
個
別
農
家
に
と
っ
て
の
農
業
所
得 

の
増
加
は
た
と
え
ば
例
外
的
に
高
い
生
産
力
を
生
み
だ
す
農
業
技
術
の
導
入
な
ど
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
そ
の
具
体
的
担
い
手
は
一
般
に
上
層
農
家 

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
技
術
が
上
層
農
に
一
般
化
す
れ
ば
社
会
的
に
は
同
時
に
農
産
物
の
供
給
量
を
増
加
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
農
産
物
価 

格
を
低
落
せ
し
め
る
方
向
に
作
用
す
る
パ
か
く
し
て
、

農
家
の
一
部

(

ま
た
は
大
部
分
、
と
く
に
下
層
、
中
層)

の
生
産
物
は
過
剰
化
し
、

か
か
る 

「

過
剰」

農
産
物
供
給
農
家
に
は
農
産
物
価
格
の
低
落
に
よ
っ
て
充
分
な
農
業
所
得
は
補
償
さ
れ
な
く
な
り
、

農
外
所
得
に
よ
っ
て
農
家
所
得
を 

補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
農
業
経
営
費
及
び
家
計
費
の
増
加
は
農
外
所
得
獲
得
へ
の
方
向
に
い
っ
そ
う
の
拍
車
を
か
け
る
。
こ
れ
が
農 

業
か
ら
の
労
働
力
の
流
出
、

兼
業
化
進
展
の
内
的
論
理
で
あ
り
、

「

高
度
成
長」

下
に
お
け
る
は
げ
し
い
労
働
力
流
出
、
兼
業
農
家
の
激
増
及
び 

農
民
層
の
分
解
蕋
軸
上
昇
化
傾
向
は
そ
の
具
体
的
な
現
象
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
専
兼
別
農
家
構
成
に
つ
い
て
み
る
と
昭 

和
ニ
五
年
に
は
全
農
家
戸
数
の
五
〇
％
が
専
業
農
家
で
あ
っ
た
が
、
三
〇
年
に
は
三
五
％
に
減
少
し
、，.
兼
業
農
家
戸
数
が
六
五
％
に
増
加
し
た
。
 

こ
の
よ
う
に
農
家
の
兼
業
化
は
昭
和
ニ
五
I

三
〇
年
と
い
う「

高
度
成
長」

期
以
前
に
既
に
相
当
進
ん
だ
が
、
こ
の
段
階
で
は
兼
業
農
家
化
と
い 

っ
て
も
^

一
 

種
兼
業
農
家
化
の
方
が
主
力
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
三
〇
丨

三
五
年
に
は
兼
業
農
家
率
は
六
五
％
か
ら
六
六
%
に
増
加
し
た
に
す 

ぎ
な
い
が
、

そ
の
内
容
を
み
る
と
第
一
‘

種
兼
業
農
家
が
減
っ
て
第
二
種
兼
業
農
家
が
激
増
し
て
い
る

(

三
五—

四
〇
年
に
.は
兼
業
農
家
率
が
実
に
七 

八

•

五
％
に
急
増
し
、
第
二
種
兼
業
農
家〔

四
一」

八
％〕

が
第
一
種
兼
業
農
家〔

三
六

•

八
％〕

よ
り
も
大
き
く
な
っ
て
い
る)

。し
た
が
っ
て
農
家
人
口
の
減
少 

率
は
昭
和
ニ
五—

三
〇
年
に
は
三

•

六
％
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
、
三
〇—

三
五
年
に
は
五
•

九
％
と
い
う
大
き
な
減
少
率
を
示
し
て
い
る
。
 

(

更
に
三
五—

四
〇
年
に
は
：い
っ
そ
う
激
化
し
て 

一
二
.
八
％
と
い
う
は
げ
し
い
減
少
率
を
示
し
て
い
る)

。
都
府
県
に
つ
い
..て
耕
地
規
模
別
農
家
構
成
を
み 

る
と
、
昭
和
ニ
五
丨
四
〇
年
の
一
五
年
間
に
、
五
年
ご
と
に
そ
の
増
減
分
岐
点
が
五
反
か
ら
一
町
、

一
町
か
ら
一
町
五
反
へ
と
次
第
に
上
昇
化
し 

て
，̂

て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
階
層
別
農
家
戸
数
の
増
減
分
岐
線
の
上
昇
化
は
北
海
道
に
つ
、い
て
も
み
ら
れ
、
専
業
農
家
の
増
減
分
岐
線
も
ほ
ぼ
こ 

れ
に
照
応
し
て
い
て
、三
〇—

三
五
年
に
は 

一
•

五
町
に
見
出
さ
れ
た
が
、
三
五
丨
四
0

年
に
は
こ
.れ
が
消
失
し
て
し
ま
っ
て
専
業
農
家
は
各
階
層 

日
本
資
本
主
義
と
農
業
構
造 

三

五

f

三
五)



. 

三

六

(

三
六

)

 

す
べ
て
に
お
い
て
減
少
し
て
い
る
ノ
ま
さ
に
兼
業
農
家
化
の
は
げ
し
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
.

そ

し

て「

高
度
成
長」

下
に
お
け
る
農
業
及
び
農 

村
か
ら
め
労
働
力
流
出
の
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
た
ん
に
次
三
男
や
娘
と
い
っ
た
傍
系
労
働
力
だ
け
で
な
く
、
世 

带

主
.

あ
と
つ
ぎ
と
い
う
嫡
系
労
働
力
ま
で
が
流
出
し
.

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

一•
九
六
〇
年
セ
ン
サ
ス
が
す
で
に
、
兼
業
農
家
の
八
割
以
上
九
割 

近
く
ま
で
が
世
帯
主
や
あ
と
つ
ぎ
が
兼
業
に
従
琪
し
て
い
る
農
家
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、

一
九
六
五
.

年
の
中
間
農
業
セ
ン
.サ
ス 

は
、
新
区
分
の
一
種
農
家
中
の
兼
業
農
家
め
<

;

四
％
が
や
と
わ
れ
兼
業
農
家
で
あ
り
そ
の
全
て
が
世
帯
主
ま
た
は
，あ
と
つ
ぎ
の
兼
業
農
家
で
あ
る 

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

1

種
農
家
と
は
都
府
県
で
経
営
耕
地
五
反
以
上
、
北
海
道
で
は
一
町
以
上
の
も
の
、
ま
た
は
そ
れ
に
相
当
す
る
と
考
え
ら 

れ
る
農
家
で
、
い
わ

ば「

農
家
ら
し
い
農
家」

と
い
わ
れ
る
農
家
で
あ
る
が
、
こ
の
.「

農
家
ら
し
い
農
家」

の
兼
業
農
家
に
お
い
て
し
か
り
で
あ 

る
か
ら
、
二
種
農
家
の
や
と
わ
れ
兼
業
農
家
に
お
い
て
は
こ
れ
が
す
べ
て
世
帯
主
ま
た
は
あ
と
.

つ
ぎ
兼
業
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ち
な 

み
に
二
種
農
家
の
六
七

•

六
％
が
や
と
わ
れ
兼
業
で
、

一
九•

四
％
が
自
営
兼
業
農
家
、
.

他
は
定
舭
入
の
な
い
世
帯
と
財
産
利
用
世
帯
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

農
家
の
大
半
が

(

三
五
年
で
は
全
農
家
の
約
六
六
％
、
四
〇
年
で
は
約
八
〇
％)

兼
業
農
家
で
あ
り
、

し
か
も
そ
の
な
か
で
も
枇
帯 

主
や
あ
と
つ
ぎ
の
行
っ
て
い
る「

や
と
わ
れ
兼
業」

農
家
が
圧
倒
的
に
多
く
'
ま
た
一
兼
よ
り
ニ
兼
の
方
が
多
く
な

っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と 

は
、「

高
度
成
長」

下
で
、「

農
家
経
済
の
広
範
な
解
体
過
程」

が
い
か
に
進
行
し
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
り
、「

高
度
成
長」

下
の
農
業
構
造
が
.、
 

雄
に
農
地
改
革
に
よ
っ
て
広
範
に
う
ち
だ
さ
れ
た
自
作
農
的
零
細
農
耕
と
い
っ
た
特
徴
だ
け
で
な
く
、

「

農
家
が
農
家
で
あ
り
な
が
ら
農
家
で
な 

く
な
っ
て
ゆ
く
メ
ヵ
ニ
ズ
ム」

を
も
っ
た
、
い
わ
ば
兼
業
農
家
滞
留
構
造
.(

と
く
に
都
府
県
で
の 

一
•

五
町
未
満
層)

た
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い 

-

え
よ
う
。

三
再
生
産
構
造
に
お
け
る
農
業
部
門
の
役
割

■ 

- 

.
-
-
V 

' 

.

以
上
、
歴
史
的
に
概
観
し
た
よ
う
に
、

日
本
資
本
主
義
の
再
生
産
構
造
に
お
け
る
農
業
部
M

の
役
割
は
歴
史
的
に
異
っ
た
内
容
を
も
っ
.て
い

農
業
部
門
は
本
源
的
蓄
積
期
に
は
貢
租
、.
産
業
資
本
主
義
確
立
期
に
は
地
主
制
に
よ
っ
て
吸
い
上
げ
ら
れ
る
剰
余
価
値

(
高
額
現
物
小
作
料)

生 

産
の
源
泉
で
あ
り
、
ま
た
地
主
制
確
立
卩
日
本
资
本
主
義
の
洱
生
産
軌
道
確
立
以
後
に
お
い
て
は
地
主
制
の
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
資
本
の
た
め 

の
低
賃
金
迤
盤
と
な
っ
て
、
急
速
な
日
本
資
本
主
義
発
展
の
蕋
柢
と
な
っ
て
い
た
。

戦
後
は
農
地
改
革
に
よ
る
地
主
制
の
崩
壊
に
よ
っ
て
重
要
な
国
内
市
場
拡
大
部
門
と
し
て
の
役
割
を
演
ず
る
と
と
も
に
、
農
業
生
産
力
の「
戦 

後
段
階」

的
増
進
を
通
じ
て
労
磡
カ
流
出
の
生
産
カ
的
基
盤
を
つ
く
り
、

「

高
度
成
長」

す
る
日
本
資
本
主
義
に
対
す
る
労
働
力
給
源
た
る
の
役 

割
を
演
じ
、
今
R

な
お
、
や
と
わ
れ
兼
業
農
家
化
の
進
展
を
通
じ
て
低
賃
金
労
働
力
給
源
た
る
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
。

.

こ
の
よ
う
に
農
業
部
門
の
日
本
資
本
主
義
に
対
し
て
果
し
て
き
た
役
割
の
具
体
的
内
容
と
そ
の
メ
力
ニ
ズ
ム
は
歴
史
的
変
遷
を
た
ど
っ
て
き
て 

は
い
る
が
、
そ
こ
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
き
、
そ
し
て
今
日
も
演
じ
ら
れ
て
い
る
日
本
資
本
主
義
の
再
生
産
構
造
に
お
け
石
農
業
部
門
の
役
割
は
、
ニ 

つ
の
点
に
整
理
さ
れ
る
。

一
つ
は
農
業
部
門
の
生
産
物
は
そ
の
菡
本
的
部
分
に
お
い
て
食
糧
生
産
部
門
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
ニ
は 

農
外
部
門
に
対
す
る
低
賃
金
労
働
力
の
給
源
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
こ
れ
で
あ
る
。

農
業
部
門
が
食
糧
生
産
部
門
で
あ
る
と
い
.う
こ
と
は
労
働
者
大
衆
の
た
め
の
賃
金
財
生
産
部
門
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
い
わ
ば 

社
会
的
総
资
本
の
可
変
資
本
た
る
労
働
力
；得
生
産
の
た
め
の
素
材
補
填
部
門
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
食
糧
生
産
部
門
た
.る
農
業 

部
門
の
生
産
カ
は
労
働
者
大
衆
の
洱
生
産
費
を
規
定
し
、
賃
金
の
規
定
的
要
.因
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

R

本
経
済
の「

高
度
成
長」

は
昭
和
三
〇
年
頃
ま
で
は
な
お
相
当
存
在
し
た
と
推
定
さ
れ
る
農
村
の
潜
在
的
過
剰
人
口
を
そ
の
低
賃
金
的
給
源 

と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、

「

高
度
成
長」

，■

に
よ
る
農
外

エ
ム
プ
ロ
ィ
メ
ン
ト
の
増
大
に
よ
.
っ
て
賃
金
水
準
の
上
昇(

農
工 

間
所
得
格
差
現
象)

が

み

ら

れ
る

や

、

従
来
も
っ
ぱ
ら
豊
富
な
農
村
過
剰
人
口
に
の
み
そ
の
低
賃
金
労
働
力
給
源
を
も
と
め
て
き
た
日
本
資
本
主
義 

は
、
農
エ
間
所
得
格
差
是
正
の
名
の
も
と
に
農
業
生
産
カ
を
上
昇
せ
し
め
て
賃
金
財
の
伽
値
水
準
を
引
き
下
げ
る
と
い
う
か
た
ち
で
の
新
た
な
る
.

日
本
資
本
主
義
と
農
業
構
造 

三
七
.

(

.三
七
ノ



「

合
理
^

I
低
賃
金
^

盤
を
酿
成
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る(

財
界
が
農
業
問
題
に
著
し
I

関
心
を
ー
刀
し
て
.
，^
る
ゆ
え
ん)

.

こ
れ
が
農
^
生
産
力
の
向
上 

に
よ
っ
て
農

工
間
所
得
格
差
の
是
正
を
標
榜
す
る
農
業
基
本
法
の
出
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
戦
中
戦
後
の
食
糧
難
時
代
か
ら
と
ら
れ
て
い
た
農
家 

丸
抱
え
的
農
政
か
ら
い
わ
ゆ
る「

三
割
農
政」

を

「

合
理
的」

に
徹
底
化
し
て
向
う
一
〇
年
間
に
一
〇
〇
万

戸

の「

自
立
経
営」

農
家
を
育
成
し 

よ
う
と
す
る
農
業
構
造
改
善
政
策
が
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
打
ち
だ
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
一
〇
年
計
画
の
半
ば
を
経
過
し
た
今
日
、
農
業 

構
造
改
善
政
策
は
決
し
て
成
功
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
要
因
に
は
農
基
法
農
政
自
体
の
な
か
に
も
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
 

な
に
よ
り
も
ま
ず
問
題
な
の
は
、
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
定
在
と
し
て
の
農
業
構
造
が
一
片
の
思
い
付
き
的
か
政
策
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
る
か
の 

よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
政
策
は
経
済
構
造
と
そ
の
法
則
性
の
上
に
の
み
、
そ
れ
に
合
致
し
受
入
れ
ら
れ
る
か
ぎ
り
で
の
み
実 

現
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
政
策
の
有
効
性
と
そ
の
実
現
は
構
造
的
に
制
約
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

「

自
立
経
営」

農
家
成
立
の
た
め
に
は
耕
地
規
模
の
拡
張
が
不
可
欠
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
農
耕
地
の
価
格
は
、
農
基
法
が
だ
さ
れ
た
昭 

和
三
六
年
に
は
日
本
不
動
産
研
究
所
調
べ
に
よ
れ
ば
、
中
田
反
当
一
九
万
四
〇
〇
〇
円
で
あ
り
四
〇
年
で
は
ニ
〇
万
四
〇
〇
〇
円
と
な
っ
て
い
る 

が
、
通
常
一
一
〇〜

三
.
〇
万
円
す
る
と
い
わ
れ
.
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
最
近
で
は
た
と
え
ば
新
渴
な
ど
で
は
反
当
六
〇
万
円
以
下
の
水
田
は
な
く
、
 

反
当
一
〇
〇
万
円
と
い
わ
れ
て
い
る
。
六
0 ;

万
円
，、

一
〇
〇
万
円
で
は
い
わ
ず
も
が
な
で
、
反
当
ニ
〇〜

三
〇
万
円
で
さ
え
農
地
価
格
と
し
て
は 

高
地
価
と
い
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
か
か
る
高
地
価
が
農
家
の
経
営
規
模
拡
大
の
阻
止
要
因
と
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
こ
こ
で
分
析
を 

や
め
各
の
は
皮
相
的
で
あ
る
。
け
だ
し
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
高
地
価
が
形
成
さ
れ
る
の
か
の
要
因
分
析
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
反
当
ニ
〇
~
三
〇 

万
円
と
い
う
の
は
決
し
て「

呼
び
値」

^

は
な
い
。
実
際
そ
れ
で
売
買
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
反
当
ニ
〇
.丄
ー
ー
〇
万
円
で
購 

入
す
る
農
家
に
と
っ
て
は
そ
れ
な
り
の
採
算
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
採
算
価
格
と
は
い
か
に
し
て
算
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
追
加
耕
地
に
よ
る
農
家
所
得
増
加
額
の
資
本
還
元
額
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
昭
和
四
〇
年
の
水
田
平
均
反
収
は
ニ
•
六
石
で
あ 

る
が
、
反
当
ニ
•

六
石
と
れ
る
水
田
で
あ
れ
ば
、
石
当
り
一
万
五
〇
〇
〇
円
と
す
れ
ば
反
当
三
万
九
〇
〇
〇
円
の
粗
収
入
と
な
る
。
所
得
率
六
〇

%

と
す
れ
ば
ニ
万
三
四
〇
〇
円
の
所
得
と
な
る
。
こ
れ
を
七
％

の
利
子
率
.
で
資
本
還
元
す
れ
ば
三
三
万
四〜

五
〇
〇
0

円
の
地
価
と
な
る
。
し
か 

k

>-
1
-

」

が
は
家
族
労
働
カ
に
余
剰
が
あ
っ
で
1

反
歩
の
追
加
耕
地
に
よ
っ
て
そ
の
余
剰
労
働
力
が
対
象
化
さ
れ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
家
族 

労
働
力
が
完
全
燃
焼
さ
れ
て
い
て
追
加
耕
地
を
経
営
す
る
た
め
に
雇
用
労
働
力
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
追
加
耕
地
に
よ
っ
て
も
た 

ら
さ
れ
る
農
業
所
得
の
増
加
分
は
雇
用
労
賃
部
分
に
よ
っ
て
差
引
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
か
り
に

一

日

--
:

〇
〇
〇
円
と
し
て
ノ
べ 

一
五
人
で
あ
る
と
す
れ
ば
一
万
五
、
〇
〇
〇
円
の
雇
用
労
賃
で
あ
り
、
追
加
耕
地
一
反
歩
の
所
得
増
加
は
八
、
四
〇
〇
円
と
な
る
。
こ
れ
を
七
％ 

の
利
子
率
で
資
本
還
元
す
れ
ば 

一
二
万
で
あ
り
、
か
か
る
農
家
に
と
っ
て
は
地
価
は 

一
ニ
万
円
程
度
で
な
け
れ
ば
採
算
が
合
わ
な
い
こ
と
に
な 

る
.
。.
し
た
が
っ
て
ニ
〇〜

三
〇
万
円
も
の
地
価
は
採
算
に
合
わ
な
い
高
地
価
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
家
族
労
働
力
が
完
全
燃
焼
さ
れ
て
い
る 

上
層
農
家
に
と
っ
て
は
ニ
〇〜

三
〇
万
円
以
上
も
す
る
地
価
の
下
で
は
耕
地
規
模
拡
大
の
欲
求
は
弱
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
こ
に
、
現
段
階
の 

日
本
農
業
に
お
け
る
耕
地
規
模
拡
の
限
界
が
あ
り
、
規
模
拡
大
の
家
族
^

働
力
的
限
界
が
置
か
れ
て
い
る
。

現
在
の
小
農
技
術
の
も
と
で
は
農
業
労
働
力
一
人
当
り
の
耕
作
能
力
は
せ
い
ぜ
い
一
町
歩
で
あ
る
か
ら
ニ
世
代
型
家
族
労
働
力(

ニ
夫
婦
と
い 

う
意
味
か
ら
計
四
人)

の
専
従
を
想
定
し
て
も
四
町
歩
が
最
高
限
界
、
傍
系
家
族
の
労
働
力
を
考
慮
し
て
も
せ
い
ぜ
い
五
町
歩
程
度
で
し
か
あ
り
え 

な
い
。
通
常
三
人
の
家
族
労
働
力
と
考
え
れ
ば
三
町
歩
程
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
九
六
五
年
の
中
間
セ
ン
サ
ス
に
あ
ら
わ
れ
た 

一
•
五
町
以 

上
層
の
経
営
規
模
拡
大
と
い
っ
て
も

.
こ
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
と
は
い
え
四
ニ
年
三
月
の
新
潟
県
西
蒲
原
郡
卷
町
へ
の
踏 

渣
に
際
し
、
土
地
改
良
に
，よ
る
団
地
化
と
三
〇
馬
力
程
度
の
中
型
ト
ラ
ク
タ
ー
の
導
入
に
よ
っ
て
労
働
力
一
人
当
り
耕
作
能
力
規
模
が
倍
増
し
、
 

三
人
の
専
従
家
族
労
働
力
で
も
六
町
歩
ぐ
ら
い
ま
で
は
耕
作
で
き
る
技
術
段
階
に
達
し
て
い
る
の
を
感
じ
た
。
あ
る
農
家
は
実
際
は
四
町
歩
余
程 

度
の
耕
作
規
模
で
あ
る
が
、
三
五
年
か
ら
四
〇
年
ま
で
の
五
ヶ
年
間
に
一
町
歩
以
上
を
購
入
拡
大
し
て
い
る
。
家
族
労
作
経
営
で
六
町
歩
ま
で
や 

.

れ
る
技
術
的
基
礎
を
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、.
今
後
い
っ
そ
う
規
模
拡
大
を
続
け
て
ゆ
く
か
？
と
尋
ね
た
^

こ
ろ
、
そ
れ
は
で
き
な
い
、
と
の
答 

.

で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
次
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
三
五〜

四
〇
年

に
一

町
歩
余

も

耕
地
を
購
入
拡
張
で
き
た
の
は
地
価 

日
本
資
本
主
義
と
農
業
構
造 

三

九

(

三
九

)



I

四
〇

(

四
〇

)

が
反
当
三
〇
万
円
未
満
の
.

時
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。，：
と
こ
ろ
が
.

現
在
で
，は
：反
当
ー
〇
〇
方
円
も
す
る
。：：

こ
れ
で
'

は
も
は
や
と
.
う
て
•.い
購
入
で
き
な 

い
、
と

。

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
地
価
.
の
上
昇
が
，起
っ
た
の
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
市
街
地
に
お
け
る
農
外
用
地
価
格
の
'
影
響
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

. 

市
街
地
周
辺
の
.

農
地
が
農
外
用
地
と
し
て
反
当
六
〇
〇
万
円
も
で
売
れ
る
の
で
、：

そ
の
代
替
地
を
純
農
村
地
帯
に
求
め
て
へ
自
動
車
，
ォ
I

ト
バ
ィ 

な
ど
.
の
機
動
力
が
こ
れ
を
.可
能
な
ら
し
めV

い
る)

価
格
が
吊
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
、か
く
て
昔
か
ら
の
"

反
当
五
〇
俵
な
ら
買
え
"
と
の
言
い
伝 

え
.

に
従
っ
て
農
地
を
購
入
し
規
模
を
拡
大
し
て
き
た
が
、
反
当
.

ー.
〇
〇
万
円
も
の
地
価
で
は
も
は
や
拡
張
で
き
な
い
>

い
う
こ
と
な
.

の
で
あ
る
。

.

か
つ
て
の
檩
準
的
家
族
労
作
経
営
規
模
を
団
地
化
と
ト
ラ
ク
タ
ー
の
導
入
に
よ
っ
て
技
術
的
に
克
服
す
る
条
件
が
.
芽
ば
え
な
が
ら
、
農
外
用
高 

地
価
の
農
地
価
格
へ
の
支
配
的
影
響
に
よ
っ
て
規
模
拡
大
化
の
芽
が
つ
み
と
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
か
か
る
意
味
で
の
高
地
偭
は
も
は
や
農
業 

構
造
自
体
の
な
か
か
ら
は
解
明
し
え
な
い
日
木
資
本
主
義
全
体
の
問
題
で
あ
る
。
.

，

.

と
も
あ
れ
、以
上
.

の
よ
う
な
辦
情
で
、地
価
問
題
に
集
中
的
に
表
現
さ
れ
る
土
地
問
題
を
根
底
と
し
て
農
業
生
産
力
の
充
分
な
展
開
が
限
界
づ
け 

ら
れ
、
賃
金
財
価
値
水
準
の
引
下
げ
、に
よ
る「

合
理
的」
低
賃
金
基
盤
の
，醸
成
は
農
基
法
農
政
が
期
待
す
る
ほ
ど
し
か
く
容
易
で
な
い
こ
と
が
実
証 

さ
れ
つ
つ
あ
る

(

そ
こ
で
財
界
の
一
部
及
び
そ
の
理
論
的
ィ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
..中
に
は
安
い
農
産
物
を
輸
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
達
成
を
唱
え
る
者
も
で 

て
来
る
わ
け
で
，あ
る
が
、
こ
れ
は
日
本
資
本
主
義
の
西
生
產
構
造
に
と
っ
て
必
要
な
貿
易
構
造
要
因
に
規
定
さ
れ
たJ

定
の
食
糧
自
給
率
確
保
の
要
請
か
ら
も
限 

界
づ
け
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い)

。
 

,

か
く
て
、「

合
理
的」

低
賃
金
迤
盤
を
強
力
に
お
し
す
す
め
る
こ
と
も
で
き
ず
、

零
細
農
耕
を
広
範
に
残
存
•
滞
留
せ
し
め
な
が
ら
そ
の
農
外 

兼
業
労
働
力
を
流
出
せ
し
め
る
と
い
う
，か
た
ち
で
の
、
い
わ
ば
伝
統
的
低
賃
金
基
盤
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
農
業
部
門
の
低
賃
金
労
働
力
の
給
源
た
る

.

の
役
割
は
一
貫
し
て
お
り
、
ま
え
に
も
増
し
て
滲
透
し
て
い

る

と

い
わ
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、

一
般
的
に
は
、.
既
に
述
べ
た
よ
う
に
総
農
家
の
約
八
〇
％
が
兼
業
農
家
で
あ

る

と

い

う

こ

と

の

う

ち
に
端
的
に 

示
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
、
戦
前
と
の
比
較
に
お
い
て
い
え
ば
、
戦
前
に
は
農
業
部
門
が
労
働
力
の
給
源
で
あ

る

と

い
っ
て
も
そ
れ
は
い
わ
ば

地
主
制
下
で
の
貧
農
の
ロ
べ
ら
し
の
た
め
の
労
働
力
流
出
、
家
計
補
充
的
な
女
子
労
働
力
の
流
出
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
次
三
男
、
娘
な
ど
の
傍 

系
労
働
力
流
出
に
主
力
が
あ

っ
た
の
に

対
し
、
今
日
で
は
世
帯
主

.

あ
と
つ
ぎ
ま
で
を
も
含
め
て
農
家
及
び
農
村
が
全
体
と
し
て
.資
本
の
た
め
の 

労
働
力
給
源
と
な
っ
て
い
る
点
で
決
定
的
で
あ
る
，

戦
前
の
日
本
資
本
主
義
に
お
け
る
労
働
力
が
農
村
か
ら
の「

出
稼
ぎ
型」

賃
労
働
.
と
し
て
.じ
ば
し
ば
特
微
づ
け
ら
れ
た
の
に
対
し
、
今
日
で
は 

す
で
に
都
市
に
レ
ッ
キ
と
し
た
プ
ロ
レ
タ

リ

ア

ー
ト
が
成
立
し
再
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
年
々
新
た
に
追
加
さ
れ
る
農
外
労
働
力
の
中
で
農 

家
出
身
者
の
占
め
る
割
合
が
戦
前

(

昭
和
初
年)

'

の
五
割
に
対
し
、

戦
後
は
三
割
に
低
下
し
て
い
る
、

と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、

農
業
部
門
の
低
賃 

金
労
働
力
の
給
源
と
し
て
の
意
義
を
低
く
評
価
す
る
論
者
が
あ
る
。
し
か
し
.、
こ
れ
は
量
的
な
側
面
だ
け
を
み
て
質
的
な
側
面
を
見
落
し
た
も
の 

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
量
的
変
化
が
質
的
変
化
と
な
る
こ
と
を

わ
れ
わ
れ
は
否
定
し
よ

う

と

す

る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
量
的 

変
化
が
い
つ
で
も
そ
の
ま
ま
質
的
変
化
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と

を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

‘

都
市
に
お
け
る
プ
F3

レ
タ
リ
ア
I

ト
の
増
加
と
追
加
労
働
力
に
お
け
る
農
村
出
身
者
の
割
合
の
減
少
は
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
日
本
の
産
業 

構
造
の
特
質
、
す
な
わ
ち
、
巨
大
な
独
占
的
企
業
の
外
註
、
下
請
系
列
と
し
て
広
範
に
存
在
す
る
中
小
企
業
及
び
零
細
企
業
を
存
続
せ
し
め
て
い 

る
基
盤
が
農
村
及
び
農
家
を
そ
の
給
源
と
す
る
低
賃
金
労
働
力
.で
あ
る
こ
と
は
明
白
な
事
実
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
や 

と
わ
れ
兼
業
農
家
の
激
増
を
指
摘
す
る
こ
と
.
が
で
き
る
が
、
と
く
に
人
夫
•

日
雇
、
出
稼
ぎ
の
著
し
い
増
加
現
象
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
.こ 

の
人
夫
.
•

日
雇
と
出
稼
ぎ
の
就
業
先
業
種
は
そ
の
大
半
が「

土

木
•

建
築
業」

で
あ
り
、

ほ
と
ん
ど
が
農
林
漁
業
以
外
の
産
業
に
従
^

し
て
い 

る
。
土
建
業
に
お
け
る
タ
コ
部
屋
問
題
、
'賃
金
不
払
問
題
が
報
ぜ
ら
れ
て
社
会
問
題
化
し
た
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
詔
憶
に
ま
だ
新
し
い
と
こ
ろ
で 

あ
り
'

'

最
近
で
は「

明
治
を
思
わ
せ
る『

農
村
工
場』

(

昭
和
四
ニ
年
六
月
.
四
日
、『

朝
日
新
聞』

朝
刊)

、「

ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
農
村
の
'

一
断
面」

(

同

『

海 

日
新
聞』

朝
刊)

と
し
て
、

山
形
県
長
井
市
周
辺
.

に
進
出
し
た
弱
電
気
メ
ー
ヵ
ー
の
下
工
場
の
低
賃
金
実
態
が
N

H

K

の
テ
レ
ビ
•
ル
ポ
を
と 

り
上
げ
る
か
た
、ち
で
報
ぜ
ら
れ
、

一
：！！

八
時
間
労
働
で
四
〇
〇
円
、
農
業
日
雇
労
賃
の
7 2

以
.
下
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
し
か
‘ 
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し
、
決
し
で
例
外
的
な
事
例
で
は
な
く
、
多
か
れ
少
な
か
れ
下
請
零
細
企
業
の
滲
透
し
た
農
村
で
は
め
ず
ら
し
く
な
い
現
象
と
な
っ
て
い
る
と
い 

わ
れ
て
い
る
。

零
細
農
家
で
は
世
帯
主
や
あ
と
つ
ぎ
労
働
力
の
在
宅
通
勤
、

出
稼
形
態
で
の
農
外
へ
の
流
出
に
よ
っ
■
て
、

三
ち
ゃ
ん
農
業
と
か 

ヵ
ァ
ち
ゃ
ん
農
業
と
か
い
わ
れ
る
農
業
の
担
い
手
た
る
農
家
の
主
婦
ま
で
が
一
方
で
零
細
農
耕
に
片
足
を
入
れ
な
が
ら
賃
労
働
者
に
な
り
つ
つ
あ 

る
と
い
ぅ
意
味
で
も
、
ま
さ
し
く
農
家
労
働
力
総
ぐ
る
み
で
資
本
の
た
め
の
低
賃
金
労
働
力
の
給
源
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
都
府
県
に 

つ
い
て
一
般
的
に
い
え
ば
、

一
•

五
町
未
満
の
零
細
農
家
は
、
農
業
所
得
だ
け
で
は
生
活
し
え
な
い
零
細
地
片
の
農
地
を
家
計
補
充
的
•
社
会
保 

障

的

•

財
産
的
に
所
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
自
ら
の
労
働
力
販
売
に
際
し
て
の
低
賃
金
を
ヵ
ヴ
ァ
ー
し
な
が
ら
日
本
資
本
主
義
の
底
辺
的 

労
働
力
の
給
源
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
日
本
資
本
主
義
の
再
生
産
構
造
に
.お
け
る
農
業
構
造
の
基
抵
的
意
義
ガ
あ
る

む

.す

び

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
ぅ
に
、
日
本
の
農
業
構
造
の
一
般
的
特
質
た
る
零
細
農
耕
制
は
、
日
本
資
本
主
義
の
本
源
的
蓄
積
期
及
び 

西
生
産
軌
道
の
敷
設
期
に
そ
の
必
要
不
可
欠
の
構
造
的
要
因
と
し
て
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
資
本
主
義
の
再
生
産
構
造
の
枠
内
で
こ 

れ
を
揚
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
メ
力
ニ
ズ
ム
と
な
っ
て
い
る
。

再
版
原
蓄
期
と
い
わ
れ
た
戦
後
の
農
地
改
革
に
よ
っ
て
零
細
農
耕
が
揚
棄
さ
れ 

な
か
っ
た
の
も
、
ま
さ
に
戦
後
日
本
経
済
の
西
建
が
資
本
主
義
的
再
建
と
し
て
行
わ
れ
た
か
ぎ
り
当
然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
'。

一
国
の
資
本
主
義
的
国
民
経
済
に
お
け
る
農
業
構
造
は
、-
少
く
と
も
そ
の
資
本
主
義
的
再
生
産
軌
道
の
敷
設
期
ま
で
に
そ
の
構
築
の
仕
方
、
従 

っ
て
ま
た
本
源
的
蓄
積
の
行
わ
れ
方
に
よ

っ
て
決
定
的
に
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
資
本
主
義
的
西
生
産
構
造
の
歴
史
的
存
続
の
中
で
一
定
の 

発
展
段
階
ま
た
は
景
気
局
面
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
農
業
構
造
上
の
欠
陥
を
、
そ
れ
だ
け
き
り
は
な
し
て
本
質
的
に
改
変
す
る
こ
と
は
で
き
な 

い
。
け
だ
し
、
そ
の
農
業
構
造
そ
れ
自
体
が
良
か
れ
惡
し
か
れ
当
該
資
本
主
義
の
再
生
産
構
造
の
•一
 

構
成
部
分
に
ほ
か
な
ら
な
ら
ず
、
し
た
が
っ 

て
良
か
れ
惡
し
か
れ
そ
の
発
展
と
方
向
づ
け
に
規
定
的
に
入
り
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
資
本
主
義
の
歴
史
的
展
開
も
ま
た
、
ま
さ
に
そ

の
こ
と
を
も
の
の
み
ご
と
に
実
証
し
て
.

い
る
。
農
業
構
造
が
つ
ね
に
日
本
資
本
主
義
の
苒
生
産
構
造
と
の
関
連
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

‘

,

(

一
九
六
七
年
六
月
八
日
、
教
授
就
任
記
念
講
演)

日
本
資
本
主
義
と
農
業
構
造 

.
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