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一
九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

大
革
命
以
後
、
こ
と
に
一
九
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
経
済
史
の
研
究
は
、
中
・
近
世
期
に
お
け
る
そ
れ
が
め
ざ
ま
し
い
発
達
を
と
げ
っ

つ
あ
る
の
に
比
較
し
て
、
い
ち
じ
る
し
く
立
ち
遅
れ
て
い
る
と
云
え
る
。
農
業
史
の
分
野
に
お
け
る
そ
の
遅
れ
は
こ
と
に
は
な
は
だ
し
い
と

云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

（

一

）

ま

レ
オ
ン
・
ド
・
ラ
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
を
始
め
、

オ
ー
ジ
ェ
・
ラ
リ
ベ
や
ア
ン
リ
・
セ
＝
な
ど
の
諸
学
者
や
、

(
i
t
1
)
 

社
会
主
義
的
視
角
か
ら
の
コ
ン
ペ
ー
ル
・
モ
レ
ル
の
著
書
な
ど
い
く
つ
か
の
研
究
書
は
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

で
あ
る
か
公
式
論
の
域
を
脱
し
な
い
。
む
し
ろ
、

え

第
四
号

い
ず
れ
も
き
わ
め
て
概
説
的

そ
の
本
来
め
ざ
す
と
こ
ろ
は
政
治
史
的
な
も
の
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
マ
ル
ク
ス
の
諸
著

作
、
こ
と
に
『
ル
イ
・
ボ
ナ
バ
ル
ト
の
プ
リ
ュ
メ
ー
ル
十
八
日
』
に
み
ら
れ
る
分
析
な
ど
の
ほ
う
が
今
日
な
お
教
え
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
最

（許
2
)

近
よ
う
や
く
産
業
革
命
史
の
研
究
が
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
成
果
に
照
ら
し
て
も
農
業
史
の
分
野
に
お
け
る
研
究
の
遅
れ
が
痛
感

さ
れ
る
。
や
っ
と
本
格
的
な
研
究
の
緒
に
つ
い
た
こ
れ
ら
の
産
業
革
命
史
の
諸
研
究
が
今
後
な
お
一
段
と
深
め
ら
れ
る
た
め
に
も
、
基
盤
と

が

き

ー

北

部

フ

ラ

ン

ス

の

場

合

湯
第
二
十
八
巻 村

九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

武

人



第 1表

M. de Fovilleの推定

1789年頃

1825年

1850年

1875年

1890年

約4,000,000

6,500,000 

7,000,000 

8,000,000 

7,500,000ないし
8,000,000 

第 2 表

耕作地主

不 耕作地主

計

1862年

3,639,759 

1,413,756 

5,093,515 

1882年

3,525,342 

1,309,904 

4,835,246 

り
あ
げ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
調
査
は
さ
ら
に
五
二
年
に
も
試
み
ら
れ
、
以
後
一

0
年
お
き
に
定
期
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

農
民
側
か
ら
の
正
確
な
申
告
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
満
足
な
結
果
が
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
調
査
官
自
身
が
や
っ
と
六
二
年
の
そ
れ
に

（註

8
)

い
た
っ
て
、
「
初
め
て
、
や
や
自
信
を
以
て
観
察
の
信
頼
性
」
を
述
べ
て
い
る
。

し
か
も
、
七
二
年
の
分
は
普
仏
戦
争
の
影
響
で
実
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
八
二
年
以

一
九
世
紀
農
業
史
の
こ
う
し
た
現
状
を
も
た
ら
し
た
最
も
大
き
な
原
因
は
、

そ
の
も
の
に
む
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
充
分
な
分
析
を
行
な
う
に
た
る
統
計
や
資
料
が
著
し
く
峡
け
て
い
た
と
い
う
事
情
に
も

よ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
全
国
的
農
業
統
計
は
一
八
三
六
年
七
月
の
地
方
長
官
通
牒
に
も
と
ず
い
た
も
の
が
最
初
で
あ
る
。

し
、
三
七
、
三

0
0
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
か
ら
の
報
告
に
も
と
ず
い
て
家
畜
数
、

第
二
十
八
巻

お
そ
ら
く
は
歴
史
家
た
ち
の
関
心
が
従
来
主
と
し
て
大
革
命

種
子
な
ど
を
取

降
も
大
体
に
お
い
て
六
二
年
度
と
同
じ
調
査
方
式
で
、
各
種
作
物
別
栽
培
面
積
、

ヘ
ク
ク
ー
ル
当
り
収
量
・
価
格
・
種
子
量
・
賃
金
な
ど
を
教
え
る
に
す
ぎ
な
い
。

土
地
所
有
や
経
営
規
模
別
構
成
に
関
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の

は
一
九
世
紀
末
ま
で
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
土
地
所
有
に
関
し
て
は
、
そ
れ
以
前

は
地
租
課
税
台
帳
の
課
税
対
象
(
c
o
t
e
s
f
o
n
c
i
e
r
e
s
)
を
基
に
し
た
推
定
で
し

か
な
く
、
一
般
に

M
・
ド
・
フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ル
の
第
1
表
の
よ
う
な
数
学
を
援
用
す

（註
4
)

る
こ
と
が
多
い
。
も
っ
と
も
、

E
・
ジ
ュ
ー
ジ
ィ
＝
は
、
農
業
省
に
よ
る
も
の
と

し
て
第
2
表
の
よ
う
な
数
字
を
か
か
げ
て
い
る
の
で
、
何
ら
か
の
別
の
方
式
に
よ

し
て
の
農
業
史
の
研
究
が
進
展
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

一
九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

小
麦
の
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
り
収
量
お
よ
び
価
格
、

第
四
号

こ
れ
は
し
か
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表

1882年

一
九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

土 所

自

自

地

小

有 者

作・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2,150（千人）

作小 作・・．．．．．．．．．． 500

分益小作••………• 147 

日雇•.．．．．．．..．． 727

非土地所有者

小 作・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 468

分益小作・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 194 

日雇•.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 753

定 雇・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1,954

1892年

2,199 

475 

123 

588 

585 

220 

621 

1,832 
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表

1ヘクタール以下

10 11 

40 

100 

100 

9/ 

II 

計” 
以上

1892年

2,235,405 

2,617,558 

711,118 

105,391 

33,280 

1908年

2,087,851 

2,523,713 

745,862 

118,497 

29,541 

第
四
号

わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。 一

九
三
二
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
行
な

し
か
も
、
ピ
ェ
ー
ル

る
調
査
が
行
な
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
ろ
う
が
、

ヴ
ィ
ル
自
身
が
や
は
り
農
業
省
に
よ
る
と
し
て
一
八
八
二

年
の
土
地
所
有
者
数
を
七
、
八
四
五
、
七
二
四
と
し
て
示
し

経
営
者
数
に
関
し
て
も
、

少
く
と
も
一
八
八
二
年
に
な

（註
5
)

る
と
第
3
表
の
よ
う
な
統
計
が
え
ら
れ
る
が
、
経
営
規
模

別
の
統
計
と
な
る
と
コ
ン
ペ
ー
ル
・
モ
レ
ル
の
掲
げ
る
第

4
表
よ
り
古
い
も
の
を
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
モ
レ

ル
も
、
「
経
営
規
模
の
問
題
は
い
ま
だ
か
な
り
曖
昧
で
、

こ
の
問
題
に
関
す
る
充
分
に
明
確
な
資
料
を
わ
れ
わ
れ
は

も
っ
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

（註
7
)

・
カ
ジ
オ
に
よ
る
と
、
農
業
経
営
規
模
に
関
す
る
大
き
な

農
業
調
査
は
一
八
九
ニ
ー
一
九
三
二
年
間
を
通
じ
て
一
度

も
行
な
わ
れ
ず
、

要
す
る
に
作
物
統
計
、

人
口
統
計
に
関
し
て
は
相
当
古

（註
8
)

く
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
構
造
的
な
分
析
、
こ
と

第
二
十
八
巻

て
お
り
、
両
者
の
く
い
ち
が
い
が
大
き
い
。

フ
ォ
ー



（註
2
)

（註
3
)

（註
1
)

県
の
フ
ラ
ン
ス
農
業
に
占
め
る
重
要
性
か
ら
判
断
し
て
も
、

ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
巻

に
経
営
構
造
の
分
析
を
こ
こ
ろ
み
よ
う
と
す
る
と
、
少
く
と
も
フ
ラ
ン
ス
全
国
を
対
象
に
す
る
か
ぎ
り
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
わ
ね

と
こ
ろ
が
、
最
近
と
り
わ
け
地
理
学
者
や
社
会
学
者
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
先
進
農
業
地
帯
、
あ
る
い
は
後
進
農
業
地
帯
に
属

す
る
い
く
つ
か
の
県
や
地
域
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
が
続
々
と
公
け
に
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
こ
と
に
北
部
フ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
も
の
は
、
私
の
知
る

限
り
で
も
、
三
、
四
に
止
ま
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
に
特
殊
な
自
然
と
歴
史
を
も
つ
個
々
の
地
域
の
研
究
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
諸
労
作
を
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
綜
合
し
て
い
く
か
に
は
慎
重
な
態
度
が
要
求
さ
れ
る
。
個
々
の
具
体
的
な
地
域
の
歴

史
が
ど
の
程
度
に
普
遍
的
な
全
体
を
表
現
し
て
い
る
か
を
真
に
決
定
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
多
く
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
が
積
み
上
げ
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
の
『
セ
ー
ヌ
・
＝
・
マ
ル
ヌ
県
の
経
済
と
社
会
学
、
一
八
五
0

|

―
九

五
0
」

(
P
H
I
L
I
P
P
B
E
E
R
N
A
R
D
,
 E
c
o
n
o
m
i
e
 e
t
 
S
o
c
i
o
l
o
g
i
e
 
d
e
 L
a
 S
e
i
n
e
,
e
t
,
マf
a
r
n
e
,
1
8
5
0
1
1
9
5
0
,
 
P
a
r
i
s
,
 1
9
5
3
)

は
、
こ
の

こ
の
労
作
の
も
つ
す
ぐ
れ
た
内
容
か
ら
み
て
も
、
少
く
と
も
北
部
フ
ラ
ン
ス
に

関
す
る
限
り
、
将
来
の
綜
合
の
中
核
の
一
っ
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

中
心
に
北
部
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

L•DE 

L
A
V
E
R
G
N
E
,
 L
'
e
c
o
n
o
m
i
e
 r
u
r
a
l
e
 
d
e
 la 
F
 r
a
n
e
e
 d
e
p
u
i
s
 1
7
8
9
,
 
1
8
6
0
 

A
U
G
E
,
L
A
R
I
B
f
:
`
L
"
?
v
o
l
u
t
i
o
n
 d
e
 la 
F
r
a
n
c
e
 
agricole, 1
9
1
2
 

H. S
E
E
,
 
E
s
q
u
i
s
s
e
 
d
'
u
n
e
 
h
i
s
t
o
i
r
e
 
d
u
 r
e
g
i
m
e
 a
g
r
a
i
r
e
 e
n
 E
u
r
o
p
e
 a
u
x
 X
V
I
I
I
e
 et XIX

•siecles, 

1
9
2
1
 

C
O
M
P
E
R
E
,
M
O
R
E
L、
L
a
q
u
e
s
t
i
o
n
 a
g
r
a
i
r
e
 et 
Je 
s
o
c
i
a
l
i
s
m
e
 
e
n
 F
r
a
n
c
e
 

遠
藤
輝
明
、
「
産
業
革
命
史
研
究
の
問
題
点
」
、
社
会
経
済
史
学
二
七
巻
六
号
。

ウ
ェ
ス
タ
ー
ゴ
ー
ド
著
、
森
谷
喜
一郎
訳
一
統
計
学
史
』
、
二
四
二
頁。

一
九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

以
下
、
現
段
階
で
の
一
応
の
と
り
ま
と
め
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
書
を

第
四
号

四



I 

バンにしうる穀物

面 秘

生 産高

輸

18461 1841 1861 1872 1881 1 1891 1 1901 1 1911 1 1921 1931 1 1936 1 

―------- - - •- -- • --- - ---

I 

9,136 I 9,328 I 9,193 ! 9,387 I 9,192 I 8,832 I 8,6381 7,931 I 6,371 I 6,267 I 6,148 

83,513 ! 93,026 I 91,319 I 98,650 i 97,543 I 103,352 I 101,013 i 104,434 I 11,112 I 83,850 I 89,168 

3,115 I _ 1,436 I 4,367 I 3,659 I 7,419 I 12,207 I 7,670 I 5,352 I 20,245 I 17,950 I 10,157 
I （輸出） （輸出）

ヘクタール当り生
産、キンタル 9.14 I 9.97 I 9.93 j 10.5 I 10.6 I 11.71 12.40 I 13.69 I 12.2 I 13.38 I 14.5 

人口

計 34,402I 35,783 I 37,387 : 36,103 I 37,673 ! 38,343 i 38,9621 39,605 ! 39,209 1 41,835 1 41,906 

都市 1 8,647 I 9,135 I 10,190 I 11,235 I 13,097 I 14,311 I 15,957 J 17,509 I 18,205 I 21,421 I 21,911 

農村 26,755 I 26,648 I 26.597 I 24,868 I 24,576 ! 24,0321 23,0051 22,096 ! 21,004 I 20,414 

農民1人当り生
産、キロ 312 i 349 I 343 I 396 I 396 I 430 I 466 I 472 ! 370 I 410 

アルザス アルザル
備考 の喪失 の獲得大

戦の損失

. I I I 

入

1946 

4,573 

72,210 

7,000 

15.79 

40,519 

21,539 

19,935 I 1s,9so 

447 I 362 

1946年の
収穫に関
するだけ
の数字

Brasse-Brossard, Le destin de !'agriculture francaise, P. 60~65 

l共'll0羊嘉足拌お心ト lト，ヽ KO醍媒掟規 抵II+<痢蕊回曲 H
 



美
事
な
土
地
で
あ
る
と
絶
讚
し
た
と
い
わ
れ
る
。

り
、
と
く
に
前
者
は
、

セ
ー
ヌ
・
＝
・
マ
ル
ヌ
県
は
。
〈
リ
盆
地
の
一
部
を
な
す
。
地
質
学
的
に
み
る
と
殆
ん
ど
全
地
域
が
第
三
紀
層
の
地
磐
か
ら
な
り
、

に
あ
る
い
は
厚
く
あ
る
い
は
薄
く
沖
積
土
が
推
積
し
、
そ
の
厚
さ
が
土
壌
の
肥
沃
度
を
決
定
し
て
い
る
。

河
の
流
域
は
厚
い
沖
積
土
層
か
ら
な
り
、
き
わ
め
て
肥
沃
で
あ
る
。
大
体
の
構
成
と
し
て
束
に
高
く
西
に
低
く
、
し
た
が
っ
て
県
の
北
部
を

う
る
お
す
マ
ル
ヌ
河
と
中
部
を
流
れ
る
セ
ー
ヌ
河
は
、
何
れ
も
流
れ
の
方
向
を
東
か
ら
西
に
向
け
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
ご
く
お
お
ざ
っ
ば

に
分
け
る
と
マ
ル
ヌ
河
以
北
の
地
域
の
西
半
分
を
な
す
ミ
ュ
ル
テ
ィ
ア

ン

(
M
u
l
t
i
e
n
)

地
方
、
東
半
分
の
オ
ル
グ
ゾ
ワ

(
O
r
x
o
i
s
)

地

方、

マ
ル
ヌ
河
と
セ
ー
ヌ
河
に
挟
ま
れ
た
地
域
の
西
半
分
を
な
す
プ
リ
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ

シ
ャ
ン
プ
ノ
ワ
ー
ズ

(
B
r
i
e
c
h
a
m
p
e
n
o
i
s
e
)
、
県
南
の
地
域
の
西
半
分
の
ガ
テ
ィ
ネ

(
G
a
t
i
n
a
i
s
)
、

ネ

(
B
o
c
a
g
e
g
a
t
i
n
a
i
s
)

の
六
部
分
か
ら
な
る
と
考
え
て
よ
い
。

（註
4
)

（註
5
)

（註
6
)

（註
7
)

（註
8
)

一
八
世
紀
末
そ
の
有
名
な
肥
沃
さ
に
ひ
か
れ
て
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
地
を
訪
れ
た
ア
ー
サ
ー
・
ヤ
ン
グ
が
、
世
界
で
最
も

（

二

）

東
半
分
の
ボ
カ
ー
ジ
ュ
・
ガ
テ
ィ

ミ
ュ
ル
テ
ィ
ア
ン
お
よ
び
プ
リ
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
が
最
も
肥
沃
で
あ

こ
れ
に
反
し
て
県
南
の
両
ガ
テ
ィ
ネ
地
方
は
き
わ
め
て
痩
せ
た
土
地
で
あ
り
、
現
在
な
お

セ
ー
ヌ
・
エ
・
マ
ル
ヌ
県
の
自
然
と
歴
史

一
九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

(
B
r
i
e
 f
r
a
n
'
<
a
i
s
e
)

地
方
、
東
半
分
の
プ
リ
・
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E
R
R
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e
x
p
l
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i
t
a
t
i
o
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p
r
o
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r
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e
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p
a
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n
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a
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(
r
e
v
u
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'
e
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n
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i
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プ
ラ
ス
・
プ
ロ
サ
ー
ル

の

『
フ
ラ
ン
ス
農
業
の
運
命
』
所
収
の
表
は
そ
れ
を
よ
く
ま
と
め
て
い
る
の
で
、
か
か
げ
て
お
こ
う
。
（
前
頁
）

そ
の
上

と
く
に
セ
ー
ヌ
お
よ
び
マ
ル
ヌ
両
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四
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必
要
に
し
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。

リ
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
と
ブ
リ
・
シ
ャ
ン
プ
ノ
ワ
ー
ズ
に
分
れ
て
い
る
の
は
そ
の
名
残
り
で
あ
る
。
大
革
命
は
旧
制
度
下
の
行
政
区
劃
で
あ
る

そ
の
県
庁
所
在
地
を
セ
ー
ヌ
河
沿
い
の
ム
ラ
ン

(
M
e
l
u
n
)

に
定
め
た
。
当
時
ム
ラ
ン
よ
り
も
マ
ル
ヌ
河
沿
い
の
モ
オ

(
M
e
a
u
x
)
の
ほ
う
が
大
き
か
っ
た
が
、

ば
れ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
県
の
真
の
首
都
は
ム
ラ
ン
で
も
モ
オ
で
も
な
く
、
実
際
は
す
ぐ
近
接
す
る
。
ハ
リ
で
あ
る
と
云
え
る
。

な
に
し
ろ
、
バ
リ
の
中
心
に
あ
る
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
寺
院
ま
で
県
境
か
ら
僅
か
に
五
里
し
か
距
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
と
も
と
東
か

ら
西
へ
と
。
ハ
リ
に
む
か
っ
て
流
れ
て
い
る
セ
ー
ヌ
お
よ
び
マ
ル
ヌ
の
両
河
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
鉄
道
・
道
路
な
ど
の
一
切
が
バ
リ
に
む
か

っ
て
い
る
。
県
の
南
北
を
結
ぶ
鉄
道
は
な
く
、
僅
か
に
二
級
の
道
路
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

土
壌
の
性
質
は
、
県
南
の
軽
い
土
壌
の
ガ
テ
ィ
ネ
地
方
を
別
に
す
る
と
、

不
滲
透
性
の
た
め
に
こ
の
地
方
の
多
く
を
過
度
に
湿
潤
に
し
、

シ
ャ
ン
バ
ー
―
―
ュ
地
方
の
四
倍
を

一
九
世
紀

司
教
所
在
地
と
し
て
の
ム
ラ
ン
が
選

一
般
に
肥
沃
で
は
あ
る
が
重
い
粘
土
質
で
あ
る
。

そ
れ
は
そ
の

多
大
の
費
用
を
要
す
る
排
水
工
事
に
よ
っ
て
改
良
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
ま
た
、
土
壌
の
重
さ
は
強
力
な
繋
駕
を
必
要
と
し
、
石
灰
分
の
不
足
は
泥
灰
石
の
投
与
を
不
可
峡
に
し
た
。

の
中
頃
、
単
位
面
積
当
り
の
必
要
経
営
資
本
量
に
お
い
て
、
プ
リ
地
方
は
県
南
の
ボ
ー
ス
地
方
の
二
倍
、

こ
れ
が
こ
の
県
の
農
業
を
他
地
方
に
く
ら
べ
て
ョ
リ
早
く
ョ
リ
完
全
に
八
資
本
家
的
＞
に
し
た
大
き
な
理

由
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
大
き
な
資
本
を
投
下
し
て
排
水
工
事
を
す
ま
せ
さ
え
す
れ
ば
土
壌
の
肥
沃
度
そ
の
も
の
は
き
わ
め
て
大
で
あ
り
、

高
い
収
穫
を
持
続
的
に
あ
げ
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
土
地
改
良
事
業
の
有
利
さ
は
そ
の
工
事
費
を
二
、
三
回
の
収
穫
で

七
つ
の
＝
レ
ク
シ
オ
ン
を
合
せ
て
現
在
の
セ
ー
ヌ
・
＝
・
マ
ル
ヌ
県
を
作
り
、

そ
の
た
め
に
、

一
ュ

（
東
）
と
イ
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス

（
西
）
と
い
う
二
つ
の
州
に
分
属
し
て
い
た
。

マ
ル
ヌ
河
と
セ
ー
ヌ
河
に
挟
ま
れ
た
プ
リ
地
方
が
ブ

第
二
十
八
巻

殆
ん
ど
森
に
掩
わ
れ
て
お
り
、
水
に
恵
ま
れ
な
い
砂
質
の
土
壌
で
あ
る
た
め
に
耕
作
に
は
適
し
な
い
。

今
日
セ
ー
ヌ
・
＝
・
マ
ル
ヌ
県
に
属
す
る
こ
う
し
た
諸
地
域
は
、
昔
は
南
北
に
走
る
境
界
線
に
よ
っ
て
東
西
に
分
か
た
れ
、

一
九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造
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一
九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

き
わ
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

充
分
に
取
戻
せ
る
と
云
わ
れ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

工
事
の
や
り
方
は
、
古
く
は
畝
や
溝
を
作
っ
て
余
分
の
水
を
水
溜
や
泥
池
に
導
く
と
い
う
や
り
方
だ
っ
た
が
、

で
に
イ
ギ
リ
ス
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
排
水
管
に
よ
る
方
式
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ル
に
工
事
が
施
さ
れ
た
が
、
そ
の
殆
ん
ど
が
大
経
営
の
土
地
で
あ
っ
た
。
工
事
は
こ
の
後
も
行
な
わ
れ
る
が
、
次
第
に
個
人
の
手
か
ら
組
合

の
事
業
に
移
っ
て
い
っ
た
。
最
初
の
排
水
事
業
組
合
は
一
八
九
七
年
に
で
き
る
。

二
0
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
県
の
農
業
土
木
部
が
協
力
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
る
工
事
面
積
は
一
九
三
七
年
ま
で
に
約
一
万
五
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
。
総
計
、
こ
の
年
ま
で
の
工
事
済
み
面
積
は

約
五
万
ヘ
ク
ク
ー
ル
で
あ
り
、
こ
れ
は
プ
リ
地
方
の
農
地
面
積
の
％
な
い
し
％
に
あ
た
る
。
排
水
工
事
の
最
も
完
成
し
て
い
る
の
は
と
り
わ

け
プ
リ
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
で
あ
り
、
現
在
殆
ん
ど
全
地
域
が
工
事
済
み
で
あ
る
。

大
農
地
域
で
は
完
成
し
、
中
小
農
地
域
で
は
遅
れ
て
い
る
と
云
え
る
。

な
お
、
こ
の
県
が
フ
ラ
ン
ス
の
最
も
八
資
本
家
的
＞
な
県
の
一
っ
と
云
わ
れ
る
根
拠
を
一
、
二
の
指
標
に
よ
っ
て
示
し
て
お
く
と
、

県
の
耕
地
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
り
ト
ラ
グ
タ
ー
お
よ
び
刈
取
・
打
穀
機
台
数
は
全
国
一
で
あ
り
、
耕
地
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
り
肥
料
の
消
費
量
は

(
-
―
-
）
 

農
業
の
歴
史
を
た
ど
る
前
に
工
業
の
そ
れ
を
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
両
者
は
あ
る
い
は
生
産
物
の
面
で
、
あ
る
い
は
労
働
力
の
面
で

工
業
の
歴
史
は
ベ
ル
ナ
ー
ル
の
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
的
工
業
」
と
「
現
代
的
工
業
」
に
わ
か
れ
る
。

工

業

1
0
な
い
し
二

0
番
目
で
あ
る
。

の

歴

史

一
八
七
八
年
ま
で
に
約
一
万
二
千
ヘ
ク
タ
ー

そ
の
他
の
地
域
で
は
ま
だ
ま
だ
不
充
分
で
あ
り
、
総
じ
て

第
二
十
八
巻

第
四
号

九

ま
ず
前
者
に
つ
い
て
み
る
と
、

一
八
世

J

の

一
八
四
六
年
頃
か
ら
、
す



糖
工
場
を
中
心
と
す
る
各
種
農
村
工
業
、

河
谷
地
帯
に
設
け
ら
れ
た
金
属
お
よ
び
化
学
の
大
工
場
群
、

そ
の
他
各
種
の
軽
工
業
が
そ
れ
で

の
大
部
分
が
一
九
世
紀
中
に
没
落
し
て
し
ま
う
。

一
八
一

0
年
に
二
二

0
人
、
四
四
年
に
四
六

け
て
、
あ
る
い
は
四
百
人
、
あ
る
い
は
百
人
の
労
働
者
を
か
か
え
て
い
た
。

第
二
十
八
巻

一
七
九

0
年
と
一
八

0
三
年
に
木
綿
紡
績
お
よ
び

紀
末
か
ら
一
九
世
紀
中
頃
に
か
け
て
栄
え
た
織
物
業
が
あ
る
。
た
と
え
ば
ム
ラ
ン
に
は
、

織
物
の
工
場
が
創
建
さ
れ
、
最
盛
期
の
一
八
一
七
年
に
は
そ
れ
ぞ
れ
六
六

0
人
と
三
三
五
人
の
労
働
者
が
い
た
。
製
品
の
半
分
以
上
が
輸
出

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
隆
盛
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
下
の
特
殊
事
情
に
よ
る
こ
と
大
き
く
、
平
和
の
到
来
と
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
の
競
争
に
敗

れ
、
三
五
年
頃
姿
を
消
す
。
そ
の
他
着
色
亜
麻
布
の
い
く
つ
か
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
が
あ
り
、

ま
た
小
規
模
の
製
糸
工
場
、
綿
や
毛
の
織
物
工
場
も
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
麻
織
物
工
場
の
一
部
が
今
日
ま
で
存
続
し
て
い
る
ほ
か
は
、
そ
の
大
部
分
が
一
九
世
紀
中
に
没
落
し
て
し
ま
う
。
同
じ
事
情
が
帝

政
末
期
に
数
万
の
労
働
者
を
よ
う
し
て
い
た
。
ハ
リ
の
織
物
業
に
も
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
北
フ
ラ
ン
ス
の
他
の
地
方

の
織
物
業
の
場
合
に
は
そ
う
し
た
事
情
は
み
ら
れ
ず
、
当
時
の
人
々
の
理
解
に
よ
る
と
、
パ
リ
に
近
い
た
め
に
お
こ
る
労
働
力
の
高
価
と
不

「
歴
史
的
工
業
」
に
は
、
こ
の
ほ
か
、
原
料
に
恵
ま
れ
た
古
く
か
ら
の
工
業
で
あ
る
製
陶
業
・
製
紙
業
な
ど
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
が

目
立
つ
。
前
者
は
、
た
と
え
ば
一
七
一
九
年
創
立
の
モ
ン
ト
ロ
オ
の
そ
れ
に
つ
い
て
み
る
と
、

二
人
、
九
六
年
に
七
二

0
人
と
一
九
世
紀
を
通
じ
て
規
模
を
拡
大
し
て
い
る
。
今
日
な
お
八
百
人
の
労
働
力
を
も
つ
工
場
が
あ
る
。
水
車
を

利
用
し
て
一
八
世
紀
末
に
お
こ
っ
た
製
紙
工
場
の
多
く
は
労
働
者
百
人
程
度
で
あ
る
が
、
製
陶
業
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
今
日
な
お
存
続
し

て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
ガ
ラ
ス
工
場
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
工
場
、
製
鉄
所
、
な
め
し
皮
工
場
、
石
切
出
し
業
、
粘
土
坑
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
そ

一
九
世
紀
末
、
す
な
わ
ち
一
八
八

0
ー
九

0
年
以
後
に
な
っ
て
急
速
に
発
達
し
た
「
現
代
的
工
業
」

は
三
つ
の
種
類
に
大
別
さ
れ
る
。
製

足
が
そ
の
原
因
で
あ
っ
た
。

一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
め
に
か

一
九
、
二
0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造
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一
九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

び
よ
せ
る
た
め
の
組
織
が
必
要
に
な
っ
た
。

て
お
り
、

0
年
頃
以
後
で
あ
る
。

あ
る
。

ま
た
、

第
四
号

農
村
工
業
と
し
て
は
ほ
か
に
馬
鈴
薯
や
雑
穀
を
原
料
と

（
セ
ー
ヌ
・
ニ
・
マ
ル
ヌ
県
は
フ
ラ
ン
ス
の

こ
の
工
業
の
発
達
は
さ
ら
に
新
ら
し
く

一
部
は
第

こ
う
し
た
繁
忙
時
の
労
働
力
は
、
最
初
は
近
傍
農
村
の

甜
菜
か
ら
砂
糖
を
抽
出
す
る
方
法
の
発
見
は
古
く
第
一
帝
政
下
に
さ
か
の
ぼ
る
が
、
製
糖
業
が
今
日
の
よ
う
に
発
達
し
た
の
は
七
五
ー
八

こ
の
産
業
は
輸
入
糖
の
競
争
に
よ
っ
て
長
く
不
安
定
な
状
態
を
続
け
、
関
税
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
政
治
に
よ
る
影
響
を
強
く
う
け
た
。

そ
の
上
、
操
業
期
間
が

一
般
に
一

0
月
下
旬
か
ら
一
月
下
旬
ま
で
の
三
カ
月
に
限
ら
れ

労
働
力
調
達
の
面
で
特
殊
問
題
を
か
か
え
て
い
る
。

も
、
そ
れ
以
外
の
季
節
に
は
五

0
人
か
ら
一

0
0人
程
度
を
し
か
必
要
と
し
な
い
。

す
な
わ
ち
右
の
三
カ
月
間
に
三
百
人
と
か
六
百
人
と
か
を
一
雇
傭
す
る
工
場

麦
の
収
穫
後
の
閑
暇
労
働
力
で
充
分
で
あ
っ
た
が
、
規
模
の
拡
大
に
つ
れ
て
そ
れ
で
は
充
足
で
き
な
く
な
り
、
遠
く
か
ら
季
節
労
働
者
を
呼

甜
菜
の
汁
を
利
用
す
る
工
業
に
は
こ
の
ほ
か
酒
造
用
ア
ル
コ
ー
ル
の
蒸
溜
が
あ
る
。

二
帝
政
期
に
始
ま
る
が
、
大
部
分
は
第
一
次
大
戦
以
後
、

と
く
に
一
九
三
0
年
以
後
で
あ
る
。

県
の
中
で
甜
菜
栽
培
で
第
五
位
、
甜
菜
ア
ル
コ
ー
ル
の
生
産
で
第
三
位
）
。

す
る
澱
粉
工
場
若
干
、
製
粉
工
場
一
、
チ
ー
ズ
や
乳
製
品
工
場
若
千
が
あ
る
。

金
属
加
工
、
化
学
の
機
械
制
大
工
場
の
出
現
は
最
近
五

0
年
の
こ
と
だ
が
、
金
属
加
工
業
は
そ
れ
だ
け
で
一
万
人
の
労
働
者
を
雇
傭
す
る
。

こ
れ
ら
の
工
場
は
全
部
が
セ
ー
ヌ
河
流
域
に
集
中
し
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
、
そ
の
建
設
以
前
に
は
単
な
る
村
落
に
す
ぎ
な
か
っ
た
村
々

を
急
激
に
都
市
化
し
た
。

そ
の
他
の
工
業
と
は
、
新
ら
し
い
セ
メ
ン
ト
工
業
の
ほ
か
は
、
製
陶
業
・
製
紙
業
・
ガ
ラ
ス
工
業
な
ど
、
古
く
か
ら
の
工
業
で
現
在
な
お

存
続
し
て
い
る
諸
工
業
で
あ
る
。

第
二
十
八
巻
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表

1881 1896 1911 1946 

犀唄 業 78,455 70,304 55,417 

工業および運輸 38,333 56,599 70,260 79,531 
(l.t) 

商自由業（公共サービス業） 

18,241 23,940 

11,349 18,274 

サービス業、家事使用人 10,228 9,451 

計 154,949 180,480 186,613 

註 運輸を含まない。この年の運輸労働者は約4,000人

た
傾
向
は
最
近
他
の
諸
県
で
も
み
ら
れ
る
が
、

と
く
に
こ
の
県
に
お
い
て
、

こ
う
し

成
だ
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
事
実
は
、

か
の
如
く
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

一
九
二
九
年
の
そ
れ
と
一
八
四
一
年
の
そ
れ
は
殆
ん
ど
同
じ
構

土
地
の
配
分
は
、

（
四
）
土
地
の
種
別
と
作
物
の
構
成

紀
初
期
に
約
―
二
、

第
二
十
八
巻

な
お
、
五

0
人
以
上
の
労
働
者
を
雇
傭
す
る
工
場
数
に
つ
い
て
簡
単
に
み
て
お
く
と
、

一
八
八
五
年
に
一
九
で
あ
っ
た
が
、

い
ま
、

統
計
を
う
っ
か
り
読
む
と
一
九
世
紀
の
中
頃
以
後
大
き
く
は
変
っ
て
い
な
い

森
林
・
荒
蕪
地
の
増
加
、

荒
蕪
地
の
増
加
、

一
九
世
紀
の
末
頃
ま
で
の
耕
地
面
積
の
増
加
、

そ
れ

（註
1
)

以
後
の
減
少
と
い
う
、
二
つ
の
相
反
す
る
方
向
の
運
動
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

一
九
世
紀
末
以
後
の
変
化
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
耕
地
面
積
は
一
八
九
―
一
年
の
四
一
三
（
千

ヘ
ク
タ
ー
ル
）
か
ら
一
九
四
四
年
の
三
一
三
と
大
幅
に
減
少
し
、
逆
に
牧
草
地
は
前
者
の
二
九
•
五

か
ら
後
者
の
三
六
と
増
加
し
て
い
る
。
森
林
面
積
お
よ
び
非
耕
作
地
の
増
加
も
著
し
い
。

一
九
世
紀
に
お
け
る
耕
地
の
増
加
、

と
い
う
現
象
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

次
に
作
物
構
成
の
変
化
に
つ
い
て
み
る
と
、

紀
末
頃
か
ら
停
滞
し
、
骰
近
は
む
し
ろ
減
少
傾
向
に
あ
る
。

一
八
世
紀
に
お
け
る

二
0
世
紀
に
な
っ
て
再
び
森
林
・

穀
類
は
一
九
世
紀
を
通
じ
て
増
加
し
て
い
た
が
世

こ
れ
に
対
し
て
製
糖
・
酒
造
・
飼
料

一
九
四
七
年
に
は
八
二
で
あ
る
。

職
業
別
人
口
の
変
化
を
大
観
す
る
と
次
の
第
5
表
の
如
く
で
あ
る
。

一
九
、
二
0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

第
四
号

一
九
世



一
九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

で
平
均
二
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
。

し
く
集
中
し
て
お
り
、
決
し
て
全
県
に
分
布
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

時
に
最
も
多
く
の
労
働
（
鋤
き
返
し
、
間
引
き
、
収
穫
）
、
肥
料
、

深
耕
を
必
要
と
し
、

労
す
る
。
な
に
し
ろ
雨
の
と
き
に
は
ほ
ぼ
同
置
の
土
が
付
着
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ど
で
あ
る
。

第
四
号

な
ぜ
な
ら
、
甜
菜
の
栽
培
は
最
も
高
い
粗
収
入
を
保
証
す
る
と
同

だ
か
ら
で
あ
る
。
他
面
そ
れ
は
、
そ
れ
自
体
が
大
き
な
収
益
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
次
期
作
の
麦
の
収
量
を
も
高
め
、
資
本
家
的
経
営
に

ヘ
ク
タ
ー
ル
当
り
収
穫
が
三

0
な
い
し
四

0
ト
ン
に
も
な
り
、
収
穫
の
時
の
天
気
次
第
で
は
運
搬
に
苦

そ
の
た
め
集
荷
の
た
め
の
狭
軌
鉄
道
が
畑
の
間
に
四
通
八

達
し
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
場
合
に
よ
っ
て
は
製
糖
所
の
周
辺
に
い
く
つ
も
の
甜
菜
擦
砕
工
場
を
設
け
、
そ
こ
か
ら
地
下
。
ハ
イ
プ
で
汁
だ
け

を
輸
送
す
る
設
備
が
必
要
で
あ
る
。
県
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
い
る
ヴ
ィ
ル
ノ
ワ
・
モ
オ
の
製
糖
所
は
擦
砕
所
を
ご
一
カ
所
も
も
っ
て
い
る
ほ

大
麻
・
亜
麻
な
ど
の
繊
維
作
物
、
な
た
ね
・
け
し
・
油
菜
な
ど
の
搾
油
作
物
は
減
少
傾
向
に
あ
る
。
大
麻
は
全
く
姿
を
消
し
、
搾
油
作
物

も
一
九
世
紀
半
ば
に
は
五
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
だ
っ
た
が
今
日
で
は
殆
ん
ど
栽
培
さ
れ
な
い
。
僅
か
に
亜
麻
だ
け
が
一
九
四

O
I
四
四
年
の
数
字

家
畜
の
飼
育
は
こ
の
県
で
は
大
き
な
地
位
を
も
っ
て
い
な
い
。

自
然
お
よ
び
人
工
牧
場
は
土
地
の
約
一
七
％
（
一
九
二
九
年
）
し
か
占
め

て
い
な
い
。
同
じ
年
フ
ラ
ン
ス
全
体
の
平
均
は
二
七
％
で
あ
る
。
家
畜
の
殆
ん
ど
は
牛
と
羊
で
あ
る
が
、
仔
牛
の
殆
ん
ど
が
県
外
（
主
と
し

て
モ
ル
ヴ
ァ
ン
地
方
）
か
ら
の
購
入
に
よ
る
。
そ
れ
を
。
ハ
リ
市
場
向
け
の
食
肉
お
よ
び
牛
乳
用
と
し
て
飼
う
わ
け
で
あ
る
。
羊
は
現
在
な
お

頭
数
と
し
て
は
最
も
多
い
が
、
前
世
紀
に
く
ら
べ
る
と
減
少
が
著
し
い
。
な
お
、
第
二
次
大
戦
後
若
干
家
畜
飼
育
が
増
加
の
傾
向
に
あ
る
。

き
わ
め
て
適
合
し
て
い
る
。

ま
た
、

な
お
、
甜
菜
に
つ
い
て
少
し
立
ち
入
っ
て
述
べ
て
お
く
と

用
の
各
種
甜
菜
、
お
よ
び
馬
鈴
薯
の
増
加
が
著
し
い
。

第
二
十
八
巻

肥
え
た
土
地
に
多
く
の
資
本
を
投
じ
て
の
み
可
能

J

の
作
物
、
こ
と
に
製
糖
お
よ
び
酒
造
用
甜
菜
の
栽
培
は
県
内
の
一
部
に
著



小
土
地
所
有
（
一
ー
一

〇
ヘ

ク
タ
ー
ル
）

旧
制
度
末
期
に
、
こ
の
県
の
土
地
の
か
な
り
重
要
な
部
分
が
教
会
に
属
し
て
い
た
。

土
地
は
約
九
％
で
あ
っ
た
が
フ
ラ
ン
ス
全
体
の
平
均
は
六
％
で
あ
る
。
貴
族
の
所
有
地
は
こ
の
頃
に
な
る
と
あ
ま
り
大
き
く
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
他
方
、
小
土
地
所
有
農
民
の
数
は
す
で
に
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
。

今
日
、
土
地
所
有
は
一
見
す
る
と
き
わ
め
て
細
分
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
う
け
る
。

有
者
数
が
一
三
万
八
千
余
人
、
土
地
面
積
が
五
一
万
八
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
り
、

あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
平
均
で
あ
っ
て
、
云
う
ま
で
も
な
く
大
土
地
所
有
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
．
一
八
七
四
年

（註
1
)

に
は
、
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の

n
ー
ト
八
六
六
だ
け
で
全
体
の
三
分
の
一
近
く
を
占
め
て
い
た
。
土
地
所
有
の
構
造
を
数
量
的
に
つ
か
む
方

法
は
前
に
み
た
よ
う
に
右
の
コ
ー
ト
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
ー
ル
に
よ
る
ほ
か
は
な
い
が
、
そ
の
変
化
は
次
の
よ
う
に
算
出
さ
れ
て
い
る
。

一
八
七
四
年
…
…
…
…
ニ
―
五
、
五
三
九

一
九
二
七
年
•
•
•
…
…
…
一
七
四
、
八
0
0

一
九
四
六
年
…
…
…
…

一
九
九
、
九
四
0

な
お
、
県
の
土
地
台
張
局
は
、
県
内
の
先
進
農
業
地
帯
プ
リ
地
方
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
進
化
を
推
定
し
て
い
る
。

一
九
二
九
年

（註
1
)

（

五

）

土

地

数
字
的
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

[
丸
‘
二
0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
殷
業
構
造

三
五
％

一
八
四
六
年

所

有

一
五
％ 一

人
当
り
―
―
-
•
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
し
か
当
ら
な
い
か
ら
で

第
二
十
八
巻

た
と
え
ば
、

ヌ
ム
ー
ル

・
＝
レ

ク
シ
オ
ン
で
僧
侶
の

一
九
二
九
年
の
調
査
に
よ
る
と
、
土
地
所

第
四
号

一
四



一
九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

も
う

―
つ
の
先
進
地
帯
ミ
ュ
ル
テ
ィ
ア
ン
地
方
に
つ
い
て
も
同
じ
動
向
が
証
明
さ
れ
て
い
る
が
、
南
部
の
後
進
地
帯
ガ
テ
ィ
ネ
の
場
合
に

は
大
小
の
土
地
所
有
を
犠
牲
に
し
て
中
土
地
所
有
の
発
達
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。
ま
た
、
大
土
地
所
有
の
大
部
分
（
六
五
ー
七

0
%
）
が
県

外
、
す
な
わ
ち
。
ハ
リ
の
地
主
た
ち
に
属
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
の
必
要
が
あ
ろ
う
。

（註

2
)

ヌ
・
＝
・
マ
ル
ヌ
県
農
業
史
』
は
、
「
き
わ
め
て
普
及
し
て
い
る
見
解
に
反
し
て
、

配
的
で
あ
っ
た
。
大
土
地
所
有
は
こ
の
小
土
地
所
有
を
犠
牲
に
し
て
少
し
づ
つ
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、

と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
説
明
の
で
き
る
現
象
で
あ
る
、
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
県
に
お
け
る
封
建
制
は
、

前
に
み
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
他
地
方
よ
り
早
期
か
つ
完
全
に
消
滅
し
て
お
り
、

C

託
3
)

「
地
方
的
貴
族
階
級
の
痕
跡
を
殆
ん
ど
見
出
せ
な
い
」
位
で
あ
っ
た
。

大
き
い
。
け
れ
ど
も
、
ド
ー
ー
イ
司
祭
の
云
う
よ
う
に
。
ハ
リ
に
近
い
こ
と
が
大
領
主
や
プ
ル

ジ
ョ
ワ
た
ち
の
土
地
購
買
欲
を
そ
そ
り
、
新
ら
し

い
大
土
地
所
有
の
形
成
を
促
進
し
た
。

す
ま
す
激
化
し
た
。

か
く
し
て
、
他
の
地
方
で
は
次
第
に
衰
退
し
て
い
っ
た
大
土
地
所
有
が
こ
の
県
で
は
新
た
に
構
成
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
あ
く

ま
で
「
封
建
制
の
外
部
」
で
形
成
さ
れ
、
封
建
的
な
性
格
の
薄
い
こ
と
が
特
色
で
あ
る
。

（註
4
)

的
な
諸
地
方
の
貴
族
階
級
と
は
か
な
り
異
っ
て
い
た
」
と
云
わ
れ
る
。
有
名
な
大
地
主
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
の
自
由
主

義
的
傾
向
を
相
続
し
た
オ
ウ
ゾ
ン
ヴ
ィ
ル
家
、
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
の
伝
統
を
誇
る
ラ
フ
ァ
イ
＝

ッ
ト
家
、
古
く
か
ら
の
貴
族
ム

ー
ス
テ
ィ
＝

大

” 

そ
し
て
、
こ
う
し
た
動
き
は
す
で
に
大
革
命
以
前
か
ら
み
ら
れ
た
の
だ
が
、

(
1
0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
）

二
五
％

第
四
号

一
五

こ
の
県
の
土
地
を
所
有
す
る
貴
族
階
級
は
「
伝
統

こ
れ
は
。
ハ
リ
に
近
接
し
て
い
る

一
八
八

0
年
に
公
刊
さ
れ
た
ド
ニ
イ
司
祭
の
『
セ
ー

小
土
地
所
有
は
大
革
命
以
前
の
プ
リ
地
方
に
お
い
て
支

こ
れ
は
こ
の
地
方
が
古
く
か
ら
王
領
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
こ
と
が

第
二
十
八
巻

四
五
％

中

＂ 

(
1
0ー
一

0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

四

0
%

四
0
%

一
八
世
紀
に
な
る
と

一
九
世
紀
に
な
っ
て
ま



（註
1
)

（註
2
)

（註
3
)

（註
4
)

一
九
四
二
年
の
農
業
調
査
に
よ
る
と
、
こ
の
県
は
フ
ラ
ン
ス
の
県
の
中
で
最
も
経
営
の
集
中
の
進
ん
だ
県
で
あ
る
。

(
1
)
 

（

六

）

経

営

規

模

別

構

成

銀
行
家
で
あ
る
オ
ッ
タ
ン
ゲ
ル
家
、

そ
し
て
、
そ
の
所
有
地
は
、
狩
猟
や
娯
楽
の
た
め
の
森
林
や
。
ハ
ー
ク
と
、

に
は
そ
の
所
領
を
自
ら
経
営
す
る
も
の
（
例
え
ば
、

ド
ウ
ド
オ
ヴ
ィ
ル
や
、
そ
の
義
兄
弟
で
同
じ
く
農
場
を
も
っ
て
い
た
マ
ッ
コ
オ
男
爵
）
も
あ
り
、

ベ
ル
ナ
ー
ル
の
引
用
に
よ
る
。

第
二
十
八
巻

小
作
人
に
貸
付
け
た
耕
地
か
ら
な
り
た
っ
て
い
た
。
領
主
の
中

一
八
四
八
年
に
ツ
ー
ル
ナ
ン
の
近
く
に
農
場
を
も
っ
て
い
た
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
ー
コ
オ
1
1

人
の
う
ち
四
人
）
を
占
め
て
い
た
。
当
時
こ
れ
に
比
較
し
う
る
よ
う
な
県
は
僅
か
し
か
な
い
。
け
れ
ど
も
、

代
議
士
の
殆
ん
ど
は
彼
ら
貴
族
層
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
政
治
面
に
お
け
る
彼
ら
の
果
し
た
役
割
は
大
き
く
、
第
二
共
和
国
、
第
二
帝
政
、
お
よ
び
第
三
共
和
国
の

一
八
七
一
年
に
お
い
て
さ
え
、
貴
族
は
こ
の
県
の
代
議
士
の
大
部
分
（
七

一
八
八
五
年
に
急
進
的
階
層
が

勝
利
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、

や
っ
と
情
勢
が
変
っ
て
く
る
。

第
一
章
「
ま
え
が
き
」
の
説
明
を
参
照
の
こ
と
。

L•ABBE 

D
E
N
I
S
,
 
H
i
s
t
o
i
r
e
 
d
e
 !
'
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
e
n
 S
e
i
n
e
,
e
t
 
M
a
r
n
e
,
 M
e
a
u
x
,
 1
8
8
0
.
 

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
前
出
書
一
六
九
頁

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
前
出
書
・
一
七
0
頁

入
者
の
役
割
を
つ
と
め
た
。

＝
シ
ュ
タ
ル
家
な
ど
が
あ
る
。

家
、
セ
ギ
ュ
ー
ル
家
、
金
融
貴
族
で
あ
る
グ
レ
フ
ュ
ー
ル
伯
爵
家
、

一
九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

こ
の
県
の
平
均
経
営

し
ば
し
ば
彼
ら
は
新
し
い
農
業
技
術
の
導

ロ
ス
チ
ァ
イ
ル
ド
家
、
ペ
レ
ー
ル
家
、

第
四
号

カ
ー
ア
ン
・
ダ
ン
ヴ
ェ
ル
家
、

一六



一
九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

-
0年
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

け
で
あ
る
。
同
じ
年
、

こヽ
キ
ー

第
四
号

つ
ま
り
あ
る
程
度
以
上
の
規
模
の
経
営
に
つ
い
て
だ
け
そ
の

一
七

い
ま
基
準
を
一

0
0
ヘ
ク
タ

つ
ま
り
こ
の
県
の
二
大
先
進
地
帯
で
あ
る
ミ
ュ
ル
テ
ィ
ア
ン

規
模
四
八
・
七
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
い
う
数
字
は
隣
り
の
オ
ワ
ズ
県
の
四
四

・
O1

ヘ
ク
タ
ー
ル
を
は
る
か
に
上
廻
っ
て
全
国
一
で
あ
る
。
ま

1
0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
経
営
の
占
め
る
面
積
が
全
耕
地
の
半
分
を
占
め
る
県
は
他
に
は
プ
ー
シ
ュ
・
デ
ュ
・
ノ
ー
ル
県
が
あ
る
だ

フ
ラ
ン
ス
全
体
で
は
、
基
準
点
を
三

0
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
に
ま
で
引
き
下
げ
て
も
四
四
％
で
し
か
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
経
営
の
集
中
は
こ
の
県
の
全
部
に
同
じ
程
度
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
北
部
と
西
部
が
進
み
、
南
部
と
東
部
が

遅
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
て
お
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
北
部
と
西
部
、

地
方
と
プ
リ
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
地
方
の
間
に
も
、
そ
の
集
中
の
性
格
と
時
期
の
点
で
ち
が
い
が
認
め
ら
れ
る
。

ー
ル
以
上
の
経
営
の
占
め
る
面
積
の
％
に
お
く
と
、
両
者
の
中
で
も
プ
リ
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
が
大
き
い
。

カ
ン
ト
ン

プ
リ
・
コ
ン
ト
・
ロ
ベ
ー
ル
と
モ
ル
マ
ン
の
二
小
郡
の
如
き
、
一
九
四
二
年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
八
五
％
と
八
六
％
に
達
し
て
い
た
。
け
れ
ど
も

基
準
を
二

0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
極
大
経
営
に
引
き
上
げ
る
と
、
逆
に
少
し
ば
か
り
ミ
ュ
ル
テ
ィ
ア
ン
地
方
の
ほ
う
が
進
ん
で
い
る
。

経
営
の
変
化
を
歴
史
的
に
あ
と
ず
け
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
が
、
対
象
を
大
農
場
だ
け
に
限
定
す
れ
ば
、
一
九
世
紀
の
初
期
の

（註
1
)

史
料
さ
え
残
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
県
史
料
庫
所
蔵
の
『
革
命
第
十
年
に
お
け
る
農
場
数
お
よ
び
家
畜
数
調
査
』
(
-
八

0
四
ー
一
八

フ
エ
ル
ム

こ
れ
は
「
農
場
」
、

位
な
い
し
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
単
位
で
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
鋤
数
」
と
は
、

こ
と
で
あ
っ
て
、
鋤
そ
の
も
の
の
数
で
は
な
い
。

タ
ー
ル
と
考
え
て
い
る
郡
も
あ
れ
ば
一
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
み
る
郡
も
あ
り
、
現
実
に
は
大
幅
に
ち
が
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
む
し
ろ
平
均

貪
2
)

三

O
I三
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
み
る
ほ
う
が
妥
当
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
三
鋤
の
経
営
が
ほ
ぼ
一

0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
経
営
に
見
合
う
。

そ
こ
で
、
こ
の
一
八
一

0
年
の
調
査
を
基
準
に
、

一
鋤
で
も
っ
て
耕
す
こ
と
の
で
き
る
面
積
の

そ
の
大
き
さ
は
一
応
四
四
ー
四
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
さ
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
三
六
ヘ
ク

そ
れ
と
比
較
で
き
る
よ
う
な
形
で
そ
れ
以
後
の
年
次
の
統
計
を
ま
と
め
て
み
た
の
が
第
6

第
二
十
八
巻

こ
の
地
方
の
中
で
も
、
と
り
わ
け

「
鋤
数
」
を
調
査
し
、
郡
単
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表

1810年の農場数 100ヘクタール以上

郡 名
の経営数

三鋤以上 四鋤以上 1892年 /1929年 1942年

クーロミエル I 109 13 144 162 

フォンテンプロー 44 3 104 102 

モ オ 266 120 272 297 

ム ラ ン 141 51 297 260 

プ ロ ヴァ ン 145 25 292 300 

全 県 705 212 1,026 1,109 1,126 

り
ま
で
一
貫
し
て
き
わ
め
て
低
い
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

大
幅
に
遅
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

南
部
の
フ
ォ
ン
テ
ン
プ
ロ
オ
郡
に
い
た
っ
て
は
、

初
め
か
ら
終

前
二
者
に
そ
れ
ほ
ど
の
差
が
な
い
が
、

現
状
で
は

表
で
あ
る
。
た
だ
、
厳
密
に
共
通
の
基
準
で
並
べ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、

を
比
較
す
る
場
合
、
前
者
を
少
し
水
増
し
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

の
モ
オ
郡
、

ぅ
―
つ
の
先
進
地
帯
で
あ
る
中
西
部
の
ム
ラ
ン
郡
、
す
な
わ
ち
ブ
リ
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
と
、

部
の
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
郡
の
大
農
場
数
は
一
八
一

0
年
に
は
前
者
に
比
較
し
て
相
当
少
い
。
（
そ
れ
ぞ
れ

一
九
―
―
と
一
七

0
)
。
け
れ
ど
も
一
九
二
九
年
に
な
る
と
逆
に
前
者
を
上
廻
る
。

七
二
、
二
九
七
、
二
九
二
）
。

の
問
題
、

第
二
十
八
巻

前
者
が
総
面
積
に
よ
っ
て
後
者
が
利
用
面
積
に
よ
っ
て
経

し
た
が
っ
て
、
四
二
年
の
数
字
と
二
九
年
の
そ
れ

今
日
も
ま
た
先
進
地
帯
で
あ
る
北
西
部

一
八
一

0
年
に
お
い
て
も
最
も
多
く
の
大
膜

（
そ
れ
ぞ
れ
、

こ
こ
で
第
二
章
で
み
た
土
地
改
良
事
業

と
り
わ
け
そ
れ
が
ブ
リ
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
を
中
心
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
い

起
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
、

北
東
部
の
ク
ー
ロ
ミ
エ
ル
郡
の
も
つ
大
農
場
数
は
最
初
は

一
九
世
紀
中
で
の
発
達
が
あ
ま
り
な
い
の
で
、

め
て
大
き
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、

つ
ま
り
、
後
の
二
者
の

一
九
世
紀
中
に
お
け
る
発
達
の
速
度
は
き
わ

中
東

場
を
も
つ
地
方
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
1
0
0
ヘ
ク
ク
ー
ル
以
上
の
農
場
数
三
八
六
）
。
も

す
な
わ
ち
ミ
ュ
ル
テ
ィ
ア
ン
地
方
が
、

さ
て
、
そ
れ
だ
け
の
考
慮
を
は
ら
っ
て
表
を
み
る
と
、

営
を
区
別
し
て
い
る
よ
う
な
ち
が
い
が
あ
る
。

九
年
と
四
二
年
の
両
統
計
の
間
に
は
、

一
九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

第
四
号

一
八

た
と
え
ば
一
九



一
九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

有
者
を
数
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

一
八
九
二
年
の
調
査
は
、

し
か
な
か
っ
た
の
に
、

も
っ
と
も
、
以
上
は
一

0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
経
営
に
基
準
を
お
い
て
の
分
析
で
し
か
な
く
、

あ
が
る
可
能
性
は
あ
る
。

た
と
え
ば
、

第
四
号

こ
の
小
郡
と
ム
ラ
ン
・
ノ
ー
ル
小
郡
と
に
お
け
る
一

0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
経
営
数
は
一
八
二
六
年
に
七
二
、

一
八
一

0
年
に
お
け
る
六
鋤
（
二

0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

一九

基
準
を
か
え
れ
ば
異
っ
た
動
き
が
浮
び

ム
ラ
ン
郡
の
中
で
も
集
中
の
激
し
い
前
出
の
ブ
リ
・
コ
ン
ト
・
ロ
ベ
ー
ル
小
郡
に
つ
い
て
み
る
と
、

以
上
の
農
場
数
は
ム
ラ
ン
郡
全
体
で
僅
か
に
三
で

一
九
二
六
年
に
は
、
右
の
プ
リ
・
コ
ン
ト
・
ロ
ベ
ー
ル
小
郡
と
モ
ル
マ
ン
小
郡
と
で
そ
の
数
六
七
を
か
ぞ
え
た
。

っ

ま
り
、
基
準
を
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
激
し
い
集
中
が
検
証
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
大
な
い
し
極
大
の
経
営
の
動
向
と
は
別
に
中
小
の
経
営
の
動
き
こ
そ
最
も
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ

れ
を
統
計
的
に
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
古
い
統
計
は
た
だ
八
農
場
＞
数
だ
け
し
か
調
査
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ

し
た
が
っ
て
ま
た
経
営
数
が
か
な
り
大
き
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
北

る
。
た
だ
、
小
経
営
の
占
め
る
面
積
が
、

東
部
の
ク
ー
ロ
ミ
＝
ル
郡
で
八
農
場

V
群
の
占
め
る
面
積
が
計
一
、

0
一
六
鋤
に
対
し
て
小
経
営
の
そ
れ
が
三
五

0
鋤
と
示
さ
れ
て
い
る
事

実
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
中
東
部
の
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
郡
で
は
、
八
農
場
＞
群
は
総
面
積
八
四
、

0
0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
中
四
九
・
三
二
〇
ヘ
ク

タ
ー
ル
し
か
占
め
て
い
な
か
っ
た
。
残
り
は
八
マ
ヌ
ー
ブ
リ
＝
＞
と
呼
ば
れ
る
零
細
農
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
。
先
進
地
帯
で
あ
る
モ

才
お
よ
び
ム
ラ
ン
の
両
郡
に
つ
い
て
は
不
幸
に
も
同
種
の
資
料
が
残
っ
て
い
な
い
が
、
ム
ラ
ン
郡
に
含
ま
れ
る
前
出
ブ
リ
・
コ
ン
ト
・
ロ

ベ
ー
ル
小
郡
と
モ
ル
マ
ン
小
郡
に
つ
い
て
は
、
一
八
五
二
年
の
調
査
が
一
、
四
九

0
人
と
い
う
小
農
民
数
を
記
録
し
て
い
る
。
総
じ
て
、
「
農

業
人
口
の
最
も
大
き
な
部
分
は
、
昔
は
、
あ
る
と
き
は
独
立
的
な
、
あ
る
と
き
は
大
借
地
農
業
者
に
雇
わ
れ
る
、
八
マ
ヌ
ー
プ
リ
＝
＞
た
ち

日
雇
と
し
て
働
ら
く
九
、

0
六
三
人
の
小
土
地
所

（註

3
)

一
九
世
紀
の
中
葉
に
お
い
て
は
も
っ
と
多
数
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
」
、
と
ベ
ル
ナ
ー
ル
は
述
べ

ま
り
変
化
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
県
の
場
合
、第

二
十
八
巻

一
九
四
六
年
に
七
六
と
あ
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表

経（ヘ営クタ規ール模） ← ← 1882 — I I 1892 1929 I 1942 I 1946 1948 

1 ~ 10 21,936 22,244 4,410 1,595 1,133 I 1,966 

10 ~ 50 5,715 4,846 3,786 
} 9,970 

50 ~ 100 7,153 780 1,038 1,080 
5,599 } 1,900 

100 ~ 200 731 784 807 

200 以 上 295 325 319 317 

計 29,099 35,480 11,403 7,587 6,732 I 7,636 

（三）
ー
五

0
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
中
経
営
ま
で
が
減
り
始
め
、
し
た
が
っ
て
農
家
総
数
は
激
減
す
る
。

そ
れ
と
は
逆
に
、
こ
の
頃
か
ら
五

0
ヘ
グ
タ
ー
ル
以
上
の
大
き
い
経
営
が
増
加
す
る
。

（＝） 
数
は
増
加
し
て
い
る
。

-
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
小
経
営
は
勿
論
と
し
て
、

(—) 
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
考
慮
の
上
で
表
を
検
討
す
る
と
、

1
0
 

例
え
ば
経
営
面

と
め
た
の
が
第
7
表
で
あ
る
。

数
を
思
い
き
っ
て
除
外
し
て
し
ま
い
、

家

V
の
定
義
が
き
わ
め
て
暖
昧
で
あ
る
の
で
、

調
査
年
次
に
よ
っ
て
大
幅
に
ち
が
っ
て
く
る
。

狭
義
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

―1
0世
紀
に
入
る
と
と
も
に
、

第
二
十
八
巻

古
い
統
計
で
は
広
義
で
あ
り
、

そ
う
し
た
難
点
を
般
も
多
く
含
ん
で
い
る
一
ヘ
ク
ク
ー
ル
以
下
の
経
営

そ
の
上
で
で
き
る
だ
け
共
通
の
比
較
が
で
き
る
よ
う
に
ま

（註
4
)

こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
調
査
主
体
と
調
査
方
法
を
異
に
す
る
諸
統
計
を

拾
い
集
め
た
も
の
で
し
か
な
い
の
で
、
厳
密
な
比
較
は
慎
し
ま
ぬ
ば
な
ら
な
い
。

積
が
年
次
に
よ
っ
て
総
面
積
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
り
利
用
面
積
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
り
し
て

そ
れ
で
も
な
お
大
体
の
動
向
を

つ
か
む
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
そ
れ
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

一
九
世
紀
末
ま
で
は
一

〇

ヘ
ク
タ
ー
ル
ま
で
の
小
経
営
は
増
加
し
、
し
た
が
っ
て
農
家
総

新
し
い
統
計
で
は

と
り
わ
け
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
零
細
経
営
数
は

く
て
い
く
つ
か
の
経
営
規
模
別
に
農
家
を
分
類
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
八
農

第
三
共
和
国
時
代
に
な
る
と
、

て
い
る
。

一
九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

よ
う
や
く
八
農
業
者
＞
と
八
マ
ヌ
ー
プ
リ
ニ
＞
の
区
別
で
は
な

第
四
号

二
0



一
九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

ミ
ュ
ル
テ
ィ
ア
ン
地
方
の
あ
る
村
で
は
、

第
四
号

―
つ
は
二
鋤
、
他
の
―
つ
は
五
鋤
の
二
つ
の
農
場
が
あ
り
、
そ

っ
て
い
る
場
所
に
昔
は
多
く
の
建
物
の
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
る
し
、

（註
1
)

（註
2
)

（註
3
)

（註
4
)

（四）

(II) 

こ
と
に
右
に
お
い
て

た
だ
し
、
二

0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
極
大
経
営
は
殆
ん
ど
変
化
が
な
く
、
む
し
ろ
減
少
傾
向
で
あ
る
。

R
e
c
e
n
s
e
m
e
n
t
 d
e
s
 f
e
r
m
e
s
 e
t
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 e
n
 l'an 
X
 (
1
8
0
4ー

1
8
1
0
)

ベ
ル
ナ
ー
ル
｀
前
出
書
四
三
頁

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
前
出
書
六
六
頁

一
八
八
二
年
と
九
二
年
は

E
n
q
u
~
t
e
d
e
c
e
n
n
a
l
e
.
一
九
二
九
年
は

E
n
q
u
~
t
e
a
g
r
i
c
o
l
e
.

一
九
四
二
年
は

E
n
q
u
~
t
e
I•N. 

S
.
 
E
.
 
E
.
 

一
九
四
六
年
は
不
明
、
一
九
四
九
年
は

F
'
e
d
e
r
a
t
i
o
n
d
e
p
a
r
t
e
m
e
n
t
a
l
e
 d
e
s
 
s
y
n
d
i
c
a
t
s
 
d
'
e
x
p
l
o
i
t
a
n
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
s
.

い
ず
れ
も
ベ
ル

ナ
ー
ル
の
著
書
か
ら
の
引
用
。

以
上
の
全
県
的
な
統
計
分
析
は
、
さ
ら
に
地
方
的
な
諸
統
計
や
資
料
に
よ
っ
て
も
う
少
し
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
全
く
空
白
な
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
た
一
九
世
紀
の
前
・
中
期
の
状
況
を
で
き
る
だ
け
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
ず
大
経
営
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
れ
が
相
当
に
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
ご
く
稀
だ
が
幸
い
に
も
残
さ
れ
た
各
種
の
資
料
に

よ
っ
て
立
証
さ
れ
る
。
集
中
運
動
は
、
少
く
と
も
先
進
地
帯
で
は
、
す
で
に
大
革
命
以
前
に
始
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

在
は
隣
り
の
オ
ワ
ズ
県
に
属
す
る
が
も
と
も
と
ミ
ュ
ル
テ
ィ
ア
ン
地
方
の
一
部
を
な
す
ヴ
ァ
ロ
ワ
地
方
に
お
い
て
、
激
し
い
集
中
運
動
が
一

（註
1
)

八
世
紀
中
に
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
地
方
に
位
置
す
る
ク
レ
ピ
イ
・
ア
ン
・
ヴ
ァ
ロ
ワ
・
エ
レ
ク
シ
オ
ン
で
、
一
七
二
八
年
か
ら
六
ニ

年
に
か
け
て
、
隣
接
す
る
四
三
の
農
場
が
合
体
さ
れ
た
。
ま
た
、
ミ
ュ
ル
テ
ィ
ア
ン
地
方
の
他
の
村
落
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
は
現
在
は
畑
に
な

老
人
た
ち
の
証
言
が
大
経
営
の
古
さ
を
物
語
っ
て
く
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
ミ
ュ
ル
テ
ィ
ア
ン
お
よ
び
ブ
リ
両
地
方
で
は
、
大
農
場
の
建
物
自
体
が
そ
の
古
さ
に
よ
っ
て
歴
史
を
語
っ
て
い
る
と
も
云
え
る
。

一
八
一

0
年
の
調
査
の
と
き
、

第
二
十
八
巻

た
と
え
ば
、
現



な
ぜ
こ
の
よ
う
に
集
中
が
遅
れ
た
か
は
そ
の
地
形
と
土
質
に
よ
る
。

ミ
ュ
ル
テ
ィ
ア
ン
地
方
を
横
切
る
砂
質
の
小
丘
上
に
位
置
す
る
こ
の
村

集
中
が
ず
っ
と
最
近
に
な
っ
て
行
な
わ
れ
た
場
合
も
あ
る
。

の
ほ
か
に
疑
い
も
な
く
多
数
の
独
立
的
な
「
マ
ヌ
ー
プ
リ
＝
耕
作
者
」
が
い
た
。

と
こ
ろ
が
一
九
世
紀
中
に
こ
の
二
つ
の
畏
場
は
合
体
し
た

し、

多
数
の
小
股
民
た
ち
は
姿
を
消
し
て
い
っ
た
。
最
後
の
小
農
民
が
経
営
を
放
棄
し
た
の
は
一
八
九
七
年
で
あ
る
。

こ
の
年
以
後
こ
の
村

の
耕
地
約
四

0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
は
唯
一
っ
の
経
営
に
よ
っ
て
耕
や
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

同
じ
地
方
の
も
う
―
つ
の
村
に
は
、

て
い
た
が
、
こ
の
年
再
び
二
つ
に
戻
っ
た
。
こ
の
仕
か
小
農
民
が
四
人
い
た
が
、

の
場
合
、
農
場
数
は
一
九
世
紀
の
過
程
で
増
加
し
て
い
る
。

第
二
十
八
巻

一
九
―
一
年
以
前
に
は
逆
に
三
つ
に
増
え

そ
の
全
部
が
一
九

0
九
年
ま
で
に
姿
を
消
す
。
こ
の
事
例

こ
の
例
は
や
は
り
ミ
ュ
ル
テ
ィ
ア
ン
地
方
の
あ
る
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
の
場
合
で

あ
り
、
こ
こ
に
は
一
九
一
三
年
以
前
に
一

0
0
ヘ
ク
ク
ー
ル
な
い
し
そ
れ
を
若
干
上
廻
る
二
な
い
し
三
の
農
場
と
約
一

0
の
小
経
営
が
存
在

こ
の
村
の
場
合
、

し
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
五

0
年
に
は

―
つ
の
極
大
経
営
（
五
五

0
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
と
二
0
な
い
し
五
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
六
つ
の
中
小
経
営
し

か
存
在
し
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
中
小
経
営
群
も
一
九
四
五
年
ま
で
に
そ
の
極
大
経
営
に
吸
収
さ
れ
つ
く
す
。

の
土
地
は
平
原
部
に
位
置
す
る
前
出
の
諸
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
よ
り
肥
沃
度
が
劣
り
、
場
所
に
よ
っ
て
は
粘
土
が
露
出
し
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、

新
ら
し
い
耕
作
方
法
が
昔
に
較
べ
て
こ
う
し
た
土
地
を
巧
み
に
利
用
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
た
だ
単
に
集
中
が

始
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
激
し
さ
に
お
い
て
他
の
地
方
を
し
の
ぐ
結
果
を
も
た
ら
し
た
。

プ
リ
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
地
方
で
も
ま
た
集
中
は
優
良
地
で
ま
ず
現
わ
れ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
の
資
料
は
十

九
世
紀
前
半
の
経
営
の
動
き
を
も

っ
と
は
っ
き
り
証
拠
だ
て
る
。
例
え
ば
、
キ
＝
ル
に
は
、

一
八
一

0
年
の
調
査
の
と
き
、
三
鋤
の
膜
場
ニ

つ
を
含
む
六
農
場
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
一
八
五
二
年
の
調
査
で
は
一
三
農
場
に
増
え
、
そ
の
う
ち
五
つ
が
一

0
0
ヘ
ク
ク
ー
ル
以
上
で
あ
っ

一
八
一

0
年
に
四
鋤
と
五
鋤
の
二
つ
の
農
場
が
あ
っ
た
。

一
九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

第
四
号



一
九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

第
四
号

た
。
こ
の
村
に
は
、
当
時
、
自
分
の
土
地
だ
け
を
耕
す
二
五
人
の
自
作
農
と
、
自
分
の
土
地
の
ほ
か
他
人
に
一
雇
わ
れ
も
す
る
三
六
人
の
日
雇

農
が
い
た
。
蒐
集
さ
れ
た
証
言
に
よ
る
と
、
農
場
数
は
一
八
九
六
年
に
は
ご
一
に
減
り
、
さ
ら
に
一
九
四
六
年
に
は
四
経
営
に
、

も
っ
と
も
、

-
O
I五
0
ヘ
ク

タ
ー
ル
の
経
営
四
と
記
録
し
て
い
る
の
で
、
少
く
と
も
一
九
四
六
年
ま
で
は
前
述
の
四
経
営
の
ほ
か
に
四
つ
の
農
民
経
営
が
残
っ
て
い
た
こ

一
八
一

0
年
の
統
計
は
一

0
農
場
と
教
え
て
い
る
が
一
八
五
二
年
に
も
同
じ

<
-
0
で
あ
り
、
そ
の
う

そ
の
ほ
か
に
自
分
の
土
地
を
耕
す
か
た
わ
ら
他
人
に
雇
わ
れ
る
六
五
人
の
旦
屈
農
が
い

た
。
そ
れ
が
一
九
四
六
年
の
統
計
に
な
る
と
も
は
や
七
経
営
し
か
示
さ
れ
ず
、

そ
の
全
部
が
一

0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
あ
り
、
僅
か
に
一

つ
だ
け
が
一
な
い
し
ニ
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
零
細
経
営
で
あ
る
。
七
つ
の
う
ち
四
つ
は
二

0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
大
経
営
で
あ
る
。

マ
ル
ヌ
河
お
よ
び
セ
ー
ヌ
河
の
つ
く
る
平
坦
な
沖
積
土
平
原
で
あ
る
右
の
ミ
ュ
ル
テ
ィ
ア
ン
地
方
お
よ
び
プ
リ
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
二
大

先
進
農
業
地
帯
以
外
で
も
、
集
中
は
や
は
り
進
ん
で
い
る
。
例
え
ば
県
の
北
東
部
に
位
置
す
る
オ
ー
ト
・
プ
リ
地
方
の
丘
陵
地
帯
に
関
す
る

（註
2
)

研
究
の
教
え
る
も
の
が
そ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
沖
積
土
層
が
厚
く
か
つ
平
坦
な
東
部
と
そ
の
層
が
薄
い
上
に
諸
河
谷
に
よ
っ
て
寸
断
さ

れ
て
い
る
西
部
と
の
間
に
、
明
白
な
ち
が
い
が
あ
り
、
前
者
で
は
大
経
営
が
後
者
で
は
小
経
営
が
支
配
的
だ
っ
た
が
、
最
近
数
年
間
の
動
き

は
、
そ
の
後
進
的
な
西
部
に
お
い
て
さ
え
も
経
営
の
集
中
と
農
民
の
離
村
が
激
化
し
た
。
そ
の
他
、
県
の
東
部
地
方
に
関
す
る
研
究
を
み
て

も
、
総
じ
て
肥
沃
度
の
劣
る
地
方
に
お
け
る
経
営
の
集
中
化
現
象
は
、
ご
く
最
近
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
断
片
的
な
証
言
の
集
積
か
ら
こ
の
県
の
農
業
構
造
の
変
化
に
関
す
る
あ
ま
り
に
精
密
な
結
論
は
導
き
出
せ
な
い

し
、
こ
と
に
一
九
世
紀
の
前
・
中
期
に
関
し
て
は
と
り
わ
け
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
一
八
六
一
年
迄
は
県
全
体
と
し
て
明
ら
か
に
農
村
人
口

が
増
加
し
続
け
て
い
る
し
、
農
家
戸
数
も
ま
た
お
そ
ら
く
は
増
加
し
て
い
た
と
は
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
少
く
と
も
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
の
云

ち
六
農
場
が
一

0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
あ
り
、

と
に
な
る
。
ま
た
、

レ
オ
ウ
で
は
、

年
に
は
三
経
営
に
減
る
。

一
九
四
六
年
の
別
の
統
計
は
、

第
二
十
八
巻

1
0
0ー
ニ

0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
経
営
四
四
、

一
九
五
〇



う
よ
う
に
、
増
加
す
る
に
し
て
も
減
少
す
る
に
し
て
も
「
運
動
が
き
わ
め
て
兇
暴
な
形
で
進
行
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
」
。
休
閑
地
の

消
滅
が
耕
作
面
積
、
し
た
が
っ
て
ま
た
農
家
戸
数
の
増
加
を
助
長
し
た
し
、
穀
物
価
格
も
ま
た
高
水
準
を
維
持
し
た
。
要
す
る
に
、
第
二
帝

（註
8
)

政
期
ま
で
は
、
「
全
体
と
し
て
み
る
と
小
経
営
に
好
意
的
な
時
代
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
」
。

こ
れ
に
反
し
て
、

一
九
世
紀
の
殻
後
の
四
半
期
に
な
る
と
、

と
こ
ろ
が
先
進
地
帯
の
ム
ラ
ン
郡

第
二
十
八
巻

る
。
こ
れ
に
は
、
七
五
年
頃
か
ら
明
確
化
す
る
い
わ
ゆ
る
一
九
世
紀
末
農
業
恐
慌
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
機
械

化
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
産
麦
と
飢
餓
販
売
さ
れ
る
ア
ジ
ア
産
麦
が
東
西
か
ら
ョ
ー
ロ
ッ
。
ハ
農
業
を
挟
み
う
ち
に
し
た
の
で
あ
る
。
農
業
恐
慌
の

原
因
調
査
委
員
会
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
セ
ー
ヌ
・
エ
・
マ
ル
ヌ
県
の
農
業
情
勢
報
告
書
(
-
八
八
五
年
）
は
、
八
細
分
化
の
停
止
＞
を
一

つ
の
新
ら
し
い
現
象
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
恐
慌
に
よ
っ
て
土
地
の
賃
貸
価
格
は
激
し
く
下
落
し
て
お
り
、
こ
と
に
そ

れ
は
小
規
模
農
場
に
お
い
て
甚
し
い
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
五

0
％
を
こ
え
て
お
り
、
多
く
の
小
農
民
が
経
営
を
放
棄
し
た
。
要
す
る
に
、
こ

の
報
告
書
に
よ
れ
ば
八
細
分
化
＞
は
こ
こ
に
お
い
て
八
停
止
＞
す
る
わ
け
で
あ
り
、
裏
返
し
て
云
え
ば
こ
の
時
期
ま
で
は
進
行
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、

一
方
に
お
い
て
前
に
み
た
よ
う
に
経
営
の
集
中
化
が
立
証
さ
れ
て
い
る
そ
の
同
じ
時
期
に
、
他

方
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
全
体
と
し
て
の
八
細
分
化
＞
が
進
行
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
集
中
化
と
細
分
化
と
い
う
こ
の
相
反
す
る

二
つ
の
現
象
の
し
ず
れ
も
が
否
定
し
え
な
い
以
上
、
そ
れ
を
矛
盾
な
く
説
明
す
る
た
め
の
努
力
が
つ
く
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
統
計
の
上
で
同
じ
よ
う
に
一

0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
大
経
営
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
新
旧
異
な
っ
た
型
の
経

営
を
想
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
節
の
最
初
に
み
た
北
束
部
の
ク
ー
ロ
ミ
エ
ル
郡
の
事
例
な
ど
は
そ
う
し
た
想
定
に

ふ
さ
わ
し
い
動
き
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
郡
の
大
農
場
数
は
一
八
一

0
年
に
す
で
に
―
ニ
ニ
を
教
え
た
が
一
九

一
九
四
二
年
に
な
っ
て
や
っ
と
一
六
二
を
し
か
数
え
な
い
。

二
九
年
の
そ
の
数
は
一
四
四
で
し
か
な
く
、

一
九
、
二
〇
枇
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

県
内
の
す
べ
て
の
地
方
に
お
い
て
集
中
化
現
象
が
明
白
に
感
じ
ら
れ
て
く

第
四
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あ
る
。

一
九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

セ
ー
ヌ
・
＝
・
マ
ル
ヌ
県
で
は
今
日
で
は
小
作
制
が
支
配
的
で
あ
る
。

場
合
に
は
自
作
農
の
占
め
る
比
重
が
小
さ
く
な
い
し
、
こ
と
に
一
九
世
紀
末
ま
で
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
分
益
小
作
制
や
管
理
人
に
よ
る
経
営

は
あ
ま
り
発
達
し
て
い
な
い
。
自
小
作
別
農
家
戸
数
お
よ
び
耕
地
面
積
の
変
化
は
、

と
こ
ろ
が
、
こ
の
表
も
ま
た
各
年
次
の
間
に
調
査
方
法
の
ち
が
い
が
あ
り
、
厳
密
な
比
較
を
許
さ
な
い
。

は
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
零
細
経
営
が
含
ま
れ
て
い
る
が
他
の
も
の
で
は
除
外
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

（註
1
)

（註
2
)

（註
3
)

（

七

）

自

小

作

別

構

成

が
生
じ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

が
存
在
し
た
と
仮
定
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
、

七
も
の
多
数
を
記
録
し
て
い
る
。

の
場
合
に
は
、

「
農
業
統
計
」

第
二
十
八
巻

第
四
号

二
五

一
八
九
二
年
の
場
合
、
自
作
と
小
作

に
よ
っ
た
場
合
次
の
第
8
表
の
如
く
で

た
と
え
ば
一
八
九
二
年
の
分
に

J

と
に
大
経
営
の
場
合
に
そ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
小
経
営
の

一
八
一

0
年
の
そ
れ
が
右
の
ク
ー
ロ
ミ
ェ
ル
郡
と
大
し
た
距
た
り
の
な
い
一
九
二
で
あ
っ
た
の
に
、

こ
の
場
合
、
後
進
地
帯
で
あ
る
ク
ー
ロ
ミ
ェ
ル
郡
の
一
九
世
紀
初
期
の
大
農
場
の
中
に
古
い
型
の
大
農
場

一
方
に
お
け
る
こ
う
し
た
型
の
大
農
場
の
解
体
、

そ
の
結
果
と
し
て
の
多
数
の
小
農

民
経
営
の
形
成
、
他
方
に
お
け
る
資
本
家
的
農
場
の
漸
次
的
成
長
、
両
者
の
相
殺
に
よ
る
大
農
場
数
の
不
変
、
総
戸
数
の
増
加
と
い
う
現
象

ま
た
、
同
じ
よ
う
な
相
殺
を
先
進
地
帯
と
後
進
地
帯
と
の
間
に
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
仮
定
の
域
を
脱
せ
ず
、
そ
れ
を
統
計
や
資
料
に
よ
っ
て
立
証
す
る
こ
と
は
現
在
の
と
こ
ろ
望
み
え
な
い
。

P
R
I
E
U
R
 o
'
A
N
D
R
E
S
Y
,
 H
i
s
t
o
i
r
e
 
d
u
 V
a
l
o
i
s
,
 1
7
6
4
 

M
E
 Pr
n
o
A
u
D
,
 
E
t
u
d
e
 a
g
r
i
c
o
l
e
 
d
u
 p
l
a
t
e
a
u
 
d
e
 la 
H
a
u
t
e
,
B
r
i
e
 
d
e
 l
'
O
u
e
s
t
,
 1
9
5
0
 

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
前
出
書
六
一
頁

一
九
二
九
年
に
は
二
九
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表

年

次

1892 

1929 

1946 

農 家戸数 面 稜 平均経営

実教 形， 彩 1（へ面クタ団ル）

I 自作 小作 自作 i小作 1ー自作 1 小作 1 自作 i小作

141,863112.7331 76 I 24 i 43 I 57 ! 4.7 I 20.4 | 
11,3931 5,6921 67 I 33 i 30 1 70 I 13.9 I 65.2 

I 
2,7131 3,7721 43 I 57 I 

| | | 
- l - I -

帯
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
、
バ
ス
・
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
地
方
、

け
れ
ど
も
、

ア
キ
テ
ー
ヌ
地
方
、

フ
ラ
ン
ス
の
他
の
地
方
、
た
と
え
ば
東
部
地
方
、

等
々
、

総
じ
て

ア
ル
プ
ス
地
方
、

中
部
丘
陵
地

な
ど
が
そ
の
主
要
な
点
で
あ
ろ
う

C

著
し
い
、

＠
そ
う
し
た
割
合
は
二

0
世
紀
に
お
い
て
は
逆
転
す
る
し
、

こ
と
に
最
近
に
お
け
る
変
化
が

自
作
で
あ
っ
た
、

（イ）

経
営
面
積
に
お
い
て
も
四
割
近
く
が

第 9 表

大
体
の
動
向
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
ー
1

一
九
世
紀
末
ま
で
は
、
戸
数
に
お
い
て
七
割
近
く
、

1876 

1881 

1946 

自 作
， 

14,481 

14,572 

6,133 

小 作

4,663 

4,347 

1,670 

その他

10,772 

9,801 

1,572 

働
者
を
中
心
に
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
。

の
「
そ
の
他
」
が
ま
た
各
年
次
に
よ
っ
て
ち
が
う
。
大
体
は
農
業
労

た
説
明
を
省
く
が
、
こ
の
「
人
口
統
計
」
が
ま
た
厄
介
で
、
第
9
表

と
も
大
幅
に
喰
い
ち
が
っ
て
い
る
。
わ
ず
ら
わ
し
い
の
で
立
ち
入
っ

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
九
、
二

0
棋
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

第
二
十
八
巻

の
分
類
基
準
が
暖
味
で
あ
り
、
自
作
兼
小
作
を
自
作
お
よ
び
小
作
の

双
方
に
加
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
両
者
の
合
計
が
総
戸
数
を
上
廻

さ
ら
に
、
「
人
口
統
計
」
に
よ
る
第
9
表

こ
の
よ
う
に
統
計
そ
の
も
の
が
著
し
く
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
か

ら
、
年
次
別
の
変
化
を
云
々
す
る
こ
と
は
精
密
に
は
で
き
な
い
が
、

第
四
号

二
六



一
九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
恒
常
的
労
働
者
、
す
な
わ
ち
言
葉
通
り
の
農
業
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
形
成
以
前
に
、

し
て
そ
の
労
働
力
を
調
達
し
て
い
た
か
。
右
の
表
に
い
わ
ゆ
る
「
日
一
歴
い
」
階
層
の
実
態
は
ど
う
で
あ
り
、

い
わ
ば
当
然
に
予
測
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、

一
九
世
紀
末
ま
で
は
後
者
の
ほ
う
が
や
や
多
か
っ
た
の
に
今
日
で
は
逆
に
前
者
の
六
分
の
一
程
度
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
こ
れ

は
全
く
、
す
で
に
み
た
一
九
世
紀
末
に
お
け
る
小
規
模
経
営
の
没
落
、
資
本
家
的
経
営
の
増
加
と
い
う
現
象
に
相
通
ず
る
現
象
で
あ
っ
て
、

以
上
の
二
表
に
共
通
し
て
、

「
人
口
調
査
」
に
よ
る
も
の
が
第
11
表
で
あ
る
。

山
間
部
の
後
進
地
方
で
は
自
作
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
結
論
を
性
急
に
一
般
化
す
る
こ
と
は
厳
重
に
慎
し

む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
前
章
で
設
定
し
た
仮
定
が
こ
こ
で
も
ま
た
可
能
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
後
進
地
域
に
お

け
る
古
い
型
の
大
土
地
所
有
の
崩
壊
、
小
規
模
の
自
作
お
よ
び
小
作
の
増
加
、

（
八
）
大
規
模
経
営
の
周
辺

農
業
労
働
者
数
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
著
し
く
困
難
で
あ
る
。

れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

第
四
号

二
七

そ
の
資
本
主
義
的
分
解
、
資
本
家
的
借
地
農
業
者
と
農
業
労

工
業
労
働
者
の
場
合
の
よ
う
に
定
期
的
か
つ
詳
細
な
調
査
が
行
な
わ

け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
も
ま
た
二
種
類
の
資
料
、
す
な
わ
ち
「
農
業
調
査
」
と
「
人
口
調
査
」
を
利
用
し
て
大
ま

か
な
把
握
は
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
農
業
調
査
」
に
よ
る
農
業
賃
金
労
働
者
（
季
節
労
働
者
は
除
外
）
を
み
れ
ば
第
10
表
の
如
く
で
あ
り
、

一
九
世
紀
末
を
境
界
に
恒
常
的
な
労
働
者
の
増
加
と
不
規
則
就
業
の
日
雇
労
働
者
の
減
少
が
明
白
で
あ
る
。

働
者
階
級
の
形
成
が
そ
の
基
本
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

第
二
十
八
巻

大
中
の
経
営
群
は
い
か
に

そ
の
大
経
営
と
の
結
び
つ
き
は
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| 
| 

労働者および常屈い＇

し‘雇

1892 

15,148 

17,591 

表

i 
1929 

， 
j 1929 ! 1946 
| _ l -

| 
19,095 I 19,674 

i 10,899 

第 11 

表

I 労働者および常雇 l日 雇 し、 1 計

1876 21,653 23,919 45,572 

1881 43,167 

1891 46,105 

1906 27,887 16,042 44,329 

1911 37,032 

1921 28,184 14,540 42,774 

1931 27,439 2,242 29,677 

1936 24,729 6,958 31,687 

1946 | 31,645 5,019 36,664 

一
九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
漿
業
構
造

註） 1881年と1891年の間に調査方法の変更がある。

1846年の数字は戦時下の食料配給のために水増しあり。

な
い
し
小
作
す
る
農
民
で
あ
り
、
先
進
地
帯
で
は
今
日
で

が
い
た
。
こ
れ
は
精
々
数
十
ヘ
ク
ク
ー
ル
の
土
地
を
自
作

地
方
の
用
語
で
「
プ
リ
コ
リ
＝
」
と
呼
ば
れ
る
農
民
た
ち

一
般
に
少
く
と
も
そ
の
家
を
所
有
し
て
お
り
、
そ
の
時
間

＝
ー
ワ
ト
リ
の
番
を
す
る
子
供
、

た
り
す
る
。

と
し
て
大
農
場
に
＿雇
わ
れ

て
、
県
内
の
土
地
の
四
分
の
一
以
上
が
彼
ら
に
よ
っ
て
占

（
註
1
)

有
さ
れ
て
い
た
と
見
積
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
「
マ
ヌ
ー
プ
リ
＝
」
階
層
の
や
や
上
位
に
、
こ
の

最
も
多
か
っ
た
。
大
規
模
経
営
の
支
配
的
な
地
方
を
含
め

一
九
世
紀
に
は
、
数
の
上
で
は
こ
の
階
級
が

し
た
り
、
工
場
で
働
い
た
り
、
そ
の
他
雑
仕
事
に
従
事
し

る
」
農
民
た
ち
の
こ
と
で
あ
り
、
冬
期
に
は
、
木
樵
り
を

の
全
部
な
い
し
一
部
を
、
牧
夫
、
鋤
夫
、
農
場
娘
、
牛
や

い
は
し
ば
し
ば
そ
れ
以
下
の
土
地
し
か
所
有
し
な
い
が
、

に
よ
れ
ば
、

「
殆
ん
ど
常
に
精
々
数
ヘ
ク
タ
ー
ル、

あ
る

＝
」
で
あ
る
。

「
マ
ヌ
ー
プ
リ
＝

」
と
は
、
ベ
ル
ナ
ー
ル

J

れ
は
、

具
体
的
に
は
、

第
二
十
八
巻

第
四
号

前
に
み
た

ニ
八

「マ

ヌ
ー
プ
リ



一
九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

は
僅
か
な
数
し
か
存
在
し
な
い
が
、
か
っ
て
は
相
当
に
多
数
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
プ
リ
コ
リ
ニ
」

(bricoliers)

と
い
う
言
葉
の
も
と
に
な

っ
て
い
る
ブ
リ
コ
ロ
ル

(
b
r
i
c
o
l
o
r
s
)

と
い
う
言
葉
は
、
「
脇
馬
」
、
「
追
加
さ
れ
た
曳
馬
」
、
あ
る
い
は
「
あ
ら
ゆ
る
仕
事
に
手
を
出
す
人
」

の
意
味
で
あ
り
、
彼
ら
「
脇
馬
」
た
ち
の
協
力
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
大
経
営
の
運
営
は
可
能
で
あ
っ
た
。

一
八
三
六
年
か
ら
一
九
三
六
年
に
か
け
て
の
ピ
カ
ル
デ
ィ
農
村
を
対
象
と
す
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
パ

ン
シ
ュ
メ
ル
の
労
作

(
P
H
I
L
I
P
P
E

P
J
N
C
H
E
M
E
L
,
 
S
t
r
u
c
t
u
r
e
s
 s
o
c
i
a
l
e
s
 
e
t
 
d
e
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
r
u
r
a
l
e
 
d
a
n
s
 
les 
c
a
m
p
a
g
n
e
s
 

p
i
c
a
r
d
e
s
 
d
e
 1
8
3
6
 
a
 19
3
6
,
 
1
9
5
4
)

の
蜘
が
え
る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。

や
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
の
「
マ
ヌ
ー
プ
リ
＝
」
お
よ
び
「
ブ
リ
コ
リ
エ
」
に
相
当
す
る
。

メ
ナ
ジ
ェ
と
は
総
計
一
な
い
し
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
し
か
な
ら
な
い
数
片
の
土
地
を
耕
作
す
る
零
細
農
民
の
呼

称
で
あ
る
。
彼
ら
は
馬
を
も
た
ず
、
大
経
営
の
仕
事
を
手
伝
う
代
り
に
土
地
の
耕
起
を
し
て
も
ら
っ
た
り
馬
を
貸
し
て
も
ら
っ
た
り
す
る
。

力
交
換
の
方
式
は
、

一
九
世
紀
の
ピ
カ
ル
デ
ィ
農
村
に
お
け
る
そ
の
比
重
は
大
き
く
、
若
干
の
村
落
で
は
農
業
者
数
を
上
廻
っ
た
。
そ
の
農
業
者
と
の
間
の
労
働

メ
ナ
ジ
ェ
の
畑
で
の
農
業
者
の
鋤
き
起
し
労
働
一
日
が
、
農
業
者
の
畑
で
の
メ
ナ
ジ
ェ
の
四
日
の
労
働
と
い
う
割
合
で

行
な
わ
れ
た
。
メ

ナ
ジ
ェ
自
身
が
馬
を
御
す
る
場
合
は
三
日
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
穀
物
に
代
る
甜
菜
や
牧
畜
の
発
達
、

。
ハ
ン
シ
ュ
メ
ル
に
よ
る
と
、

こ
の
階
層
の
農
民
群
に
関
し
て
は
、

「
メ
ナ
ジ
ェ
」
、

そ
し
て
メ
ナ
ジ
ェ
は
、
農
業
者
の
求
め
る
時
は
季
節
の
如
何
を
問
わ

ず
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
メ
ナ
ジ
ェ
の
与
え
る
超
過
労
働
分
は
穀
物
で
支
払
わ
れ
る
。

と
り
わ
け
工
業
の
発
達
が
、
や
が
て
両
者
の
こ
う
し
た
結
び
つ
き
を
破
壊
し
て
い
き
、

彼
ら
メ
ナ
ジ
ェ
は
次
第
に
工
場
労
働
者
化
し
た
り
、
専
門
の
農
業
労
働
者
に
な
っ
て
い
っ
た
。
だ
が
、
す
べ
て
の
メ
ナ
ジ
ェ
が
そ
う
し
た
農

業
離
脱
の
道
を
辿
る
の
か
。
バ
ン
シ
ュ
メ
ル
に
よ
れ
ば
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
メ
ナ
ジ
ェ
と
は
、
む
し
ろ
、
「
村
落
に
根
を
お
ろ
し
た
農

芥サ
2
)

業
労
働
者
で
あ
り
、
そ
の
社
会
的
上
昇
の
第
一
歩
」
で
あ
る
と
も
云
え
る
。
次
の
段
階
は
小
規
模
の
小
作
農
業
者
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
農
業

こ
こ
で
は

第
二
十
八
巻

第
四
号

二
九

す
な
わ
ち

「
節
約
家
」
、
「
し
ま
り



労
働
者
か
ら
出
発
し
て
小
規
模
の
小
作
農
に
、
さ
ら
に
は
ヨ
リ
大
規
模
の
耕
作
者
へ
と
上
昇
す
る
農
民
的
進
化
の
一
階
梯
で
も
あ
る
。
そ
し

て
パ
ン

シ
ユ

メ
｝レ

は
ヽ

「
こ
う
し
た
メ
ナ
ジ
ェ
の
進
化
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
し
、

一
九
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
構
造

第
二
十
八
巻

そ
れ
だ
け
で
も
っ
て
モ
ッ
ト
完
全
な
研
究
を
行
な
う
価

値
が
あ
る
」
、
と
強
調
す
る
。

メ
ナ
ジ
ェ
の
あ
る
者
は
、
「
死
に
物
狂
い
の
働
き
に
よ
っ
て
そ
の
経
営
を
絶
え
ず
拡
大
し
、
次
に
は
一
頭
の
馬
、
一
頭
の
牛
を
買
入
れ
、

や
が
て
は
小
規
模
の
経
営
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
過
程
は
、
明
ら
か
に
ョ
リ
大
き
な
経
営
者
を
犠
牲
に
し
て
行
な

わ
れ
る
。
」
だ
が
、
こ
う
し
た
上
昇
は
い
か
に
し
て
可
能
に
な
る
か
。
パ
ン
シ
ュ
メ
ル
は
こ
こ
で
、
『
ピ
カ
ル
デ
ィ
農
村
の
人
口
減
退
』
に
関

す
る
ガ
レ
氏
と
ビ
イ
ヤ
ー
ル
氏
の
共
同
研
究

(
G
A
R
E
T
E
T
 B
I
L
L
A
R
D
,
 
L
a
 d
e
p
o
p
u
l
a
t
r
o
n
 d
e
s
 c
a
m
p
a
g
n
e
s
 p
i
c
a
r
d
e
s
)
の
成
果

を
援
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
五
五
年
頃
、
メ
ナ
ジ
ェ
家
庭
の
年
支
出
は
普
通
一

0
0
フ
ラ
ン
、
稀
に
一
五

0
フ
ラ
ン
で
あ
る
に
す
ぎ
な

い
の
に
、
彼
ら
の
年
収
入
は
、
家
族
員
の
多
い
場
合
一
、

0
0
0
フ
ラ
ン
に
の
ぼ
り
、
そ
の
「
余
剰
分
は
一
片
の
土
地
の
買
入
れ
に
充
分
に

な
る
ま
で
隠
さ
れ
て
い
た
」
、
と
。
つ
ま
り
、
「
し
ま
り
や
」
一
家
は
生
活
費
の
極
度
の
切
り
つ
め
と
人
一
倍
の
努
力
に
よ
っ
て
社
会
的
階
梯

を
上
っ
て
い
く
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
。
ハ
ン
シ
ュ
メ
ル
の
考
え
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
充
分
な
実
証
を
伴
っ
た
理
論
で
は
な
く
、
今
の
と
こ
ろ
―
つ
の
単
な
る
仮
定
で

し
か
な
い
。
け
れ
ど
も
、
少
く
と
も
一
九
世
紀
末
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
農
村
を
対
象
と
す
る
場
合
に
は
、
多
分
に
尊
重
さ
れ
て
よ
い
仮
定
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
二

0
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
資
本
家
的
農
業
の
社
会
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
は
あ
ま
り
現
実
性
の
な
い
考
え
で
あ

る
よ
う
に
思
え
る
。
甜
菜
の
栽
培
が
い
か
に
多
く
の
資
本
と
い
か
に
す
ぐ
れ
た
土
地
を
必
要
と
す
る
か
を
考
え
る
と
き
、
資
本
家
と
し
て
成

功
す
る
た
め
の
要
件
が
ど
ん
な
も
の
か
を
考
え
る
だ
け
で
、
そ
れ
は
自
明
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（註
1
)

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
一
七
三
頁

（註
2
)
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ハ
ン
シ
ュ
メ
ル
・
八
八
頁

（
註
3
)

パ
ン
シ
ュ
メ
ル
・
八
九
頁
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