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源
を
獲
得
し
て
、
組
合
員
內
の
農
業
電
氣
需
要
に
や
す
く
供
給
し
よ
う
と
計
画
を
た
て
て
い
る
。

三
、
明
治
用
水
は
ど
の
よ
う
な
恩
惠
を
與
え
て
い
る
か

　
1.
ど
の
よ
う
に
開
拓
は
す
す
ん
で
い
つ
た
か

（一）
開
こ
ん
と
土
地
改
良

い
ま
こ
の
地
方
を
步
い
て
み
る
と
、
ゆ
る
や
か
な
起
伏
を
も
つ
た
洪
積
層
台
地
は
、
見
渡
す
か
ぎ
り
稻
穗
の
波
う
つ
水

田
で
、
そ
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
、
松
の
木
の
立
並
ん
だ
小
さ
な
草
地
が
点
在
し
て
、
田
に
働
く
人
々
の
休
み
場
に
な
つ

て
い
る
の
に
氣
が
つ
く
だ
ろ
う
。
今
は
昔
、
用
水
開
発
以
前
の
小
松
林
、
す
ゝ
き
野
原
を
物
語
る
わ
ず
か
な
名
残
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
用
水
の
力
は
、
地
表
の
景
観
を
す
つ
か
り
改
め
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
変
化
は
一
日
に
し
て
で
き
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
働
く
人
逹
の
、
文
字
通
り
汗
と
血
の
に
じ
む

開
拓
の
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。

開
拓
の
步
み
は
、
用
水
が
開
通
し
た
年
か
ら
は
じ
ま
つ
た
。
開
こ
ん
に
も
つ
と
も
苦
心
を
し
た
の
は
、
い
ま
ま
で
の
山

林
原
野
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
土
地
は
、
封
建
時
代
に
は
村
人
の
共
有
で
、
草
刈
や
薪
と
り
の
場
に
な
つ
て
い
た
。

生
產
の
低
い
土
地
で
、
維
新
後
多
く
は
官
有
地
と
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。
民
有
地
に
な
つ
た
も
の
も
、
山
林
の
売
買
価
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格
が
平
均
一
反
步
五
十
銭
だ
つ
た
と
い
わ
れ
る
。
人
々
は
年
期
を
き
め
て
、
開
こ
ん
試
作
を
役
所
に
願
い
で
て
、
努
力

し
て
水
田
と
し
て
、
払
下
を
う
け
て
自
分
の
所
有
に
し
て
い
つ
た
。
ま
た
以
前
は
、
天
水
灌
漑
の
た
め
無
数
の
溜
池
が

あ
り
、
中
に
は
面
積
数
十
町
步
に
及
ぶ
も
の
も
あ
つ
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
不
用
と
な
り
、
こ
と
ご
と
く
開
拓
さ
れ

て
水
田
と
な
つ
た
。
そ
の
う
ち
、
敷
地
反
別
四
八
八
町
步
は
、
用
水
工
費
を
出
し
た
五
人
の
人
々
に
そ
の
功
績
に
報
い

て
無
償
で
交
附
さ
れ
た
。
ま
た
い
ま
ま
で
あ
つ
た
や
せ
た
畑
は
、
水
を
入
れ
て
た
ゞ
ち
に
水
田
に
転
換
し
た
、
溜
池
の

水
を
引
き
井
戶
水
を
汲
み
あ
げ
て
灌
漑
し
て
い
た
い
ま
ま
で
の
田
は
、
用
水
に
よ
つ
て
か
ん
ば
つ
の
心
配
が
な
く
な
つ

た
。
用
水
開
通
四
年
後
の
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
年
）
来
の
灌
漑
面
積
表
に
よ
つ
て
、
当
初
の
開
拓
狀
况
が
ほ
ゞ
想

像
で
き
る
。

そ
の
後
現
在
に
至
る
ま
で
の
灌
漑
総
面
積
の
增
加
の
模
樣
は
グ
ラ
フ
に
よ
つ
て
ほ
ぼ
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
初
期

に
お
い
て
は
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
年
）
ま
で
に
古
田
配
水
が
ほ
ゞ
終
り
、
二
十
年
（
一
八
八
七
年
）
ご
ろ
ま
で

は
、
山
林
原
野
の
容
易
な
も
の
が
多
く
開
墾
さ
れ
、
以
後
そ
れ
が
困
難
と
な
つ
て
畑
地
の
水
田
転
換
が
多
く
な
つ
た
。

十
七
年
（
一
八
八
四
年
）
に
は
矢
作
川
に
架
橋
し
て
水
を
渡
し
、
対
岸
幡
豆
郡
に
灌
漑
し
た
た
め
前
年
よ
り
五
五
〇
町

步
余
も
ふ
え
た
。
ま
た
日
淸
戰
爭
後
の
開
墾
に
た
い
す
る
需
要
も
ふ
え
た
の
で
、
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
年
）
に
用
水

取
入
口
に
堤
堰
が
築
造
さ
れ
て
水
量
が
增
加
し
た
た
め
、
開
拓
も
進
ん
だ
。
こ
の
間
幹
線
水
路
か
ら
支
流
小
水
路
が
開
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か
れ
、
全
配
水
地
域
に
わ
た
つ
て
網
の
目
の
よ
う
に
水
路
が
普
及
し
て
い
つ

た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
年
）
ご
ろ
ま
で
每
年
百

町
步
內
外
の
增
加
を
見
て
い
る
が
、
そ
れ
以
後
は
增
加
が
少
く
な
つ
て
い
る
。

大
正
十
五
年
の
急
激
な
增
加
は
旧
枝
下
用
水
と
合
併
し
た
た
め
で
あ
る
。
そ

の
最
高
は
今
次
大
戰
直
前
で
面
積
約
一
〇
、
四
〇
〇
町
步
に
逹
し
、
区
域
は

三
郡
十
六
町
村
一
一
七
大
字
に
わ
た
り
、
開
発
当
時
の
三
倍
近
く
に
ま
で
発

展
し
た
。

昭
和
十
七
・
八
・
九
年
に
減
少
し
た
の
は
、
戰
爭
に
よ
つ
て
広
大
な
田
畑
が

軍
用
地
に
な
り
、
ま
た
勞
力
不
足
で
耕
作
者
が
減
少
し
た
た
め
で
あ
る
。
こ

の
傾
向
は
二
十
年
を
最
低
と
し
て
戰
後
軍
用
地
が
再
開
墾
さ
れ
、
し
だ
い
に

增
加
し
て
戦
前
の
狀
態
に
も
ど
り
つ
ゝ
あ
る
。
し
か
し
二
十
三
年
を
境
と
し

て
ま
た
減
少
し
て
い
る
が
こ
れ
は
い
ま
ま
で
用
水
路
・
道
路
・
畑
宅
地
変
換
に
よ
つ
て
、
実
際
の
耕
地
面
積
よ
り
は
減

少
し
て
い
た
が
、
そ
の
ま
ゝ
配
水
台
帳
が
訂
正
さ
れ
ず
に
放
置
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
が
、
二
十
三
年
度
か
ら
地
主
に
代

つ
て
直
接
耕
作
者
が
配
水
料
を
納
め
る
よ
う
に
な
つ
た
た
め
、
正
確
な
配
水
面
積
を
出
し
て
訂
正
し
た
の
で
あ
る
。
こ

古田で灌水の利を受けたもの ………… 19.331.8

從来の畑が水田に転換したもの …………8.137.4

山林原野を開こんしたもの …………… 11.298.6

從来池・井戶で灌漑していたもの ………… 967

溜池の床地を開拓していつたもの ………4.585.7

合　計 …………………………………… 4.3450.4

明治 16年（1883年）配水反別
反
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れ
は
一
面
日
本
農
業
の
新
し
い
転
換
の
方
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
と

見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

灌
漑
面
積
の
增
減
は
、
そ
の
時
代
の
社
会
狀
態
と
密
接
な
関
係
が
あ

り
、
ま
た
農
業
経
営
の
形
式
と
発
展
の
方
向
が
意
味
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
用
水
の
開
発
に
よ
つ
て
耕
地
は
增
加
し
て
行
つ
た
が
、

し
か
し
た
ゞ
開
こ
ん
し
て
水
を
通
し
た
だ
け
で
は
米
は
で
き
な
い
。

こ
と
に
配
水
地
の
地
質
は
ほ
と
ん
ど
洪
積
層
で
、
重
粘
な
有
機
質
に

乏
し
い
や
せ
地
で
あ
つ
た
。
こ
の
た
め
開
こ
ん
の
初
め
ご
ろ
は
、
田
の
草
取
を
す
る
と
指
先
か
ら
血
が
流
れ
、
秋
の
收

獲
に
入
つ
て
も
稻
刈
を
す
る
価
値
も
な
い
よ
う
な
苦
し
み
と
歎
き
が
続
い
た
。
土
地
を
た
ゞ
で
貰
つ
て
も
、
開
こ
ん
を

す
る
と
、
家
產
を
潰
す
と
い
わ
れ
た
所
も
あ
つ
た
。
開
こ
ん
に
続
く
仕
事
は
地
味
の
改
良
で
あ
る
。
そ
の
た
め
農
閑
期

に
岡
崎
な
ど
の
市
街
地
か
ら
塵
芥
を
車
で
運
ん
で
堆
肥
と
し
、
あ
る
い
は
矢
作
川
冲
積
地
の
土
を
運
ん
で
客
土
と
し
、

牛
豚
を
飼
つ
て
廐
肥
を
作
り
、
そ
の
外
各
種
の
肥
料
に
人
知
れ
ぬ
研
究
と
努
力
が
続
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
骨
の
折
れ
る

長
い
仕
事
で
あ
つ
て
、
人
が
一
代
二
代
と
つ
づ
い
て
行
わ
れ
、
そ
し
て
現
在
な
お
つ
づ
け
ら
れ
、
改
良
と
工
夫
が
考
え

（ 

明
治
十
三
年
―
昭
和
二
十
五
年
）

灌
漑
面
積
の
增
加
グ
ラ
フ
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ら
れ
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
開
拓
地
と
古
田
を
比
較
す
る
と
、
大
正
初
年
ご
ろ
に
は
つ
ぎ
の
表
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
開
拓
地
の
方
が

肥
料
を
多
く
要
す
る
が
、
地
租
が
安
く
、
收
獲
量
は
や
ゝ
少
い
が
二
毛
作
が
簡
単
に
で
き
る
た
め
に
、
所
得
は
ほ
と
ん

ど
同
じ
に
な
る
ま
で
に
向
上
し
た
。

こ
の
開
拓
地
の
地
租
負
擔
の
軽
か
つ
た
こ
と
は
、
大
き
な
强
み
で
、
土
地
の
改
良
と
以
後
の
農
業
発
展
の
た
め
の
、
有

利
な
原
因
の
ひ
と
つ
と
な
つ
て
い
つ
た
。

古
田
と
新
田
の
比
較
大
正

3
年

― 9
年
（

1914― 1920）
7
ヵ
年
郡
內
平
均

―
反
步
当
自
作
所
得

收
　
　
入

支
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出

差
引
所
得

收
獲
高

收
入
金

公
　
課

配
水
料

種
苗
料

肥
　
料

傭
人
給

食
　
料

農
具
其
他

計

古
　
田

合
錢

錢
錢

錢
錢

錢
錢

錢
錢

2.326
57.65

3.16
0.55

0.57
13.93　

9.61
1.95

29.77
27.88

新
　
田

2.269
56.34

1.47
0.69

0.58
15.29

9.64
1.92

29.59
26.76

新
　
田

二
毛
作

3.096
55.63

1.54
0.69

1.59
24.59

16.36
2.70

47.47
28.16

（
愛
知
県
三
大
用
水
地
価
修
正
沿
革
史
　

P.142）
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（二）
農
村
社
會
の
う
つ
り
か
わ
り

小
作
料
・
肥
料
の
重
い
負
擔
の
た
め
、
村
の
行
詰
り
は
し
だ
い
に
深
刻
と
な
つ
て
来
た
。
こ
と
に
第
一
次
世
界
大
戦
以

後
は
、
農
產
物
の
価
格
が
下
落
し
て
、
こ
の
地
方
の
農
業
経
営
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
。

統
計
に
よ
つ
て
も
明
ら
か
の
よ
う
に
、
大
正
十
年
（
一
九
二
一
年
）
は
非
常
な
豊
作
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
に
、
九
月

に
入
つ
て
こ
の
地
方
に
、
突
然
は
げ

し
い
雹ひ
ょ
うが

降
つ
た
。
そ
の
た
め
收
獲

は
例
年
の
半
分
、
価
格
は
前
年
の
約

三
分
の
一
と
い
う
ひ
ど
い
凶
作
と
な

つ
た
。
そ
の
上
続
い
て
翌
十
一
年（
一

九
二
二
年
）
は
全
国
的
に
ま
れ
な
豊

作
の
年
で
あ
つ
た
。

稻
穗
に
喜
び
の
声
が
あ
が
り
、
村
に

祭
の
は
じ
ま
る
こ
ろ
、
農
民
は
昨
年
に
ま
し
て
悲
嘆
の
涙
に
く
れ
た
。

豊
作
饉
飢
―

七
月
に
は
東
京
米
相
場
が
石
当
り
四
〇
・
六
四
円
で
あ
つ
た
が
、
收
獲
販
売
期
の
一
二
月
に
は
、
二
七
・

碧海郡米作統計

年 度 作付反別 收 獲 高 価 格

大正 9
（1920）

反 千石 千円
15.659 329. 14.239

10
（1921） 15.759 180. 5.214

11
（1922） 15.685 365. 9.817

13
（1924） 15.714 344. 11.033

15
（1926） 15.631 290. 9.622

昭和 3
（1928） 15.578 310. 8.322

5
（1930） 14.829 371. 6.441

7
（1932） 14.977 321. 7.284

（靑 木 氏 著）
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三
三
円
に
ま
で
暴
落
し
て
し
ま
つ
た
。
農
家
收
入
は
、
そ
の
年
の
三
十
六
万
石
余
の
米
価
格
を
大
正
九
年
（
一
九
二
〇

年
）
度
の
価
格
と
比
較
す
れ
ば
想
像
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
一
般
的
農
村
不
况
に
加
え
て
、
凶
作
と
豊
作
饉
飢
の
二
つ
の
苦
難
を
経
験
し
て
、
こ
の
地
方
の
人
々
は
わ

が
国
の
農
村
の
步
ん
で
き
た
米
単
一
作
（
米
ば
か
り
を
つ
く
る
）
の
弊
害
を
し
み
〴
〵
と
反
省
し
、
今
後
新
し
い
農
業

経
営
に
対
す
る
自
覚
を
深
め
た
の
で
あ
る
。

で
は
い
ま
ま
で
の
農
業
の
弊
害
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
將
来
の
農
業
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
米
作
中
心
の
農
業
の
弊
害
を
ま
と
め
て
み
る
と
、

（
1
）
小
規
模
な
農
業
で
は
、家
族
の
労
働
を
利
用
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、そ
れ
は
老
若
男
女
と
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
か
ら
、

単
一
作
だ
け
で
は
こ
れ
を
う
ま
く
利
用
で
き
な
い
。

（
2
）
農
作
物
は
季
節
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
単
一
作
は
、
農
繁
期
・
農
閑
期
の
差
が
あ
り
す
ぎ
、
農
閑
期
は
す
る
こ

と
も
な
い
失
業
の
狀
態
で
、
一
年
を
通
じ
て
労
力
を
十
分
利
用
で
き
な
い
。

（
3
）
凶
作
、
価
格
の
暴
落
の
よ
う
に
、
一
度
水
害
・
旱
ば
つ
な
ど
の
自
然
的
打
撃
に
あ
う
と
、
農
家
の
経
済
は
致
命

的
と
な
る
。
経
営
規
模
は
、
他
の
地
方
と
比
較
す
れ
ば
す
こ
し
広
い
が
、
耕
地
面
積
を
こ
れ
以
上
ふ
や
す
こ
と
は
で
き

ず
、
小
農
の
経
営
で
は
人
を
や
と
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
い
き
お
い
少
人
数
の
家
族
の
力
で
小
面
積
の
耕
地
か
ら
最
大
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の
効
果
を
生
み
だ
す
た
め
の
合
理
的
な
農
業
経
営
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
碧
海
郡
農
会
は
、
大
正
十
二
年
（
一
九

二
三
年
）、
十
三
年
（
一
九
二
四
年
）
の
二
ヵ
年
に
、
郡
內
六
十
戶
の
農
家
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
農
家
経
営
講
習
会
を

開
い
て
つ
ぎ
の
結
論
を
得
た
。

（
1
）
小
面
積
で
多
く
の
收
益
を
あ
げ
る
に
は
、
園
芸
の
作
物
を
主
と
し
、
こ
れ
に
小
動
物
（
豚
・
雞
）
を
適
当
に
配

合
す
れ
ば
よ
い
。

（
2
）
少
人
数
で
、
多
く
の
收
益
を
あ
げ
る
に
は
、
稻
作
を
な
る
べ
く
多
く
し
、
養
雞
ま
た
は
養
蚕
を
適
当
に
加
え
、

こ
れ
に
大
動
物
（
牛
・
馬
）
を
加
え
、
さ
ら
に
園
芸
作
物
ま
た
は
農
閑
期
に
適
当
な
副
業
を
配
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
多
角
形
農
業
」
と
呼
ば
れ
た
新
し
い
農
業
経
営
で
、
こ
れ
よ
り
計
画
は
着
々
と
効
を
奏
し

て
実
現
し
て
い
つ
た
。

し
か
し
そ
れ
が
実
現
す
る
た
め
に
は
い
ろ
〳
〵
な
条
件
が
揃
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
地
方
に
お
い
て
新
し
い
農

業
経
営
が
と
く
に
大
き
な
成
功
を
お
さ
め
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
以
下
そ
の
原
因
を
考
え
て
見
よ
う
。

（二）
明
治
用
水
と
開
拓
精
神

そ
れ
に
は
ま
ず
、
こ
の
土
地
の
人
々
の
、
伝
統
と
環
境
に
よ
つ
て
養
わ
れ
た
独
特
の
開
拓
精
神
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来

る
。
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そ
の
第
一
は
勤
勞
精
神
で
あ
る
。
用
水
開
発
以
前
の
遠
く
は
る
か
な
昔
か
ら
、
人
々
は
不
毛
の
荒
地
と
水
の
不
足
と

い
う
自
然
の
惡
い
条
件
と
た
ゝ
か
つ
て
、
言
葉
に
あ
ら
わ
す
こ
と
の
で
き
な
い
苦
労
を
な
め
て
、
不
屈
の
勤
労
精
神
を

養
つ
て
き
た
。
そ
し
て
用
水
開
発
後
開
こ
ん
と
地
味
改
良
の
た
め
に
長
い
忍
苦
が
続
い
た
。
二
代
目
・
三
代
目
に
な
つ

て
実
を
結
ん
だ
と
人
々
は
回
顧
す
る
。
こ
の
勤
勞
精
神
に
よ
つ
て
、人
々
は
さ
ら
に
あ
ら
ゆ
る
余
暇
と
余
力
を
善
用
し
、

一
年
を
通
じ
て
農
閑
期
の
な
い
よ
う
に
、
新
し
い
農
業
経
営
を
推
進
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
二
は
自
然
の
利
用
で
あ
る
。
困
難
な
自
然
の
環
境
の
中
で
、
人
々
は
自
然
を
ど
の
よ
う
に
開
発
し
て
人
間
の
生

活
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
、
人
間
の
福
祉
增
進
に
役
立
た
せ
る
か
と
い
う
経
験
と
態
度
を
養
つ
て
き
た
。
そ
れ
が
古
く

は
彌
厚
翁
以
来
、い
く
た
の
先
人
の
努
力
と
な
つ
て
あ
ら
わ
れ
、実
現
し
て
明
治
用
水
と
な
つ
た
。
こ
の
こ
と
は
、人
々

に
さ
ら
に
大
き
な
勇
氣
と
激
励
を
与
え
た
。
人
々
は
朝
に
夕
に
、
そ
の
恩
惠
に
感
謝
し
な
が
ら
、
そ
の
敎
訓
に
学
ん
だ
。

土
地
の
高
低
に
応
じ
て
巧
妙
な
水
路
網
を
作
つ
て
灌
漑
し
、
地
味
を
改
良
し
、
地
質
に
あ
つ
た
作
物
を
選
び
、
水
路
の

落
差
を
利
用
し
て
発
電
を
行
つ
た
。
新
し
い
農
業
経
営
は
自
然
を
高
度
に
利
用
し
た
賜
で
あ
る
。

　

そ
の
三
は
進
步
主
義
・
合
理
主
義
で
あ
る
。
一
般
農
村
は
伝
統
的
保
守
的
な
傾
向
が
多
い
、
開
拓
者
の
人
々
に
は
、

い
た
ず
ら
に
慣
習
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
合
理
的
・
進
步
的
な
す
す
ん
で
や
る
一
面
が
あ
つ
た
。
科
学
の
成
果
を
と
り
入

れ
る
点
で
は
常
に
他
に
一
步
を
先
ん
じ
て
、
学
界
で
発
表
さ
れ
て
い
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
す
べ
て
実
際
に
試
み
る
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と
い
う
態
度
が
あ
つ
た
。
試
験
場
や
学
校
の
指
導
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
、
新
し
い
農
作
物
を
試
作
し
、
品
種
を
改
良

し
、
農
具
を
改
善
し
、
機
械
力
の
利
用
も
い
ち
早
く
普
及
し
た
。
そ
れ
は
今
も
こ
の
地
域
の
人
々
の
誇
で
あ
る
。

　

そ
の
四
は
協
同
主
義
で
あ
る
。こ
の
土
地
で
は
用
水
な
く
し
て
農
業
が
な
り
た
た
な
い
。用
水
は
動
脈
の
よ
う
に
人
々

の
生
活
を
統
一
支
配
す
る
。
こ
ゝ
に
人
々
は
共
存
共
栄
の
道
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
新
し
い
農
業
経
営
で
あ
る
產
業
組

合
活
動
が
こ
の
地
方
に
こ
と
に
発
逹
し
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。人
々
は
個
人
の
対
立
を
す
て
ゝ
村
々
に
組
合
を
作
り
、

さ
ら
に
村
々
の
地
域
的
対
立
を
す
て
ゝ
組
合
の
連
合
会
を
作
つ
た
。
網
の
目
の
よ
う
に
広
が
つ
て
い
る
が
、
も
と
は
一

本
の
明
治
用
水
に
よ
つ
て
生
き
る
こ
の
地
方
の
人
々
に
は
、
よ
り
大
き
く
協
同
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
態
度
が

あ
つ
た
。
以
上
見
た
よ
う
に
、
こ
の
地
方
の
人
々
の
思
想
や
態
度
に
、
用
水
の
及
ぼ
し
た
感
化
の
力
が
感
ぜ
ら
れ
る
。

用
水
は
こ
の
地
域
に
住
む
人
々
の
精
神
を
陶
治
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
以
後
の
農
業

の
発
展
に
も
、
有
力
な
精
神
的
基
盤
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

（三）
明
治
用
水
と
作
業
の
合
理
化

一
般
に
稻
作
は
耕
土
・
植
付
・
收
獲
・
手
入
と
、
細
か
い
そ
し
て
激
し
い
労
力
が
い
る
の
で
あ
り
、
機
械
化
が
困
難
で

あ
る
。
そ
の
た
め
農
繁
・
農
閑
の
差
が
極
端
で
、
農
繁
期
に
は
猫
の
手
も
か
り
た
い
と
い
わ
れ
る
ぐ
ら
い
忙
し
い
。
わ

が
国
農
業
の
欠
点
の
一
は
こ
ゝ
に
あ
る
。
こ
の
点
こ
の
地
方
で
は
、用
水
を
利
用
す
る
た
め
に
作
業
が
比
較
的
容
易
で
、
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無
駄
な
労
力
を
節
約
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
こ
そ
多
方
面
の
合
理
的
経
營
が
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
た
主
な
原
因
の

一
で
あ
る
。

ま
ず
こ
の
地
方
一
帶
が
ほ
と
ん
ど
平
坦
地
で
あ
る
た
め
に
、
利
点
の
大
き
い
こ
と
は
三
河
北
設
樂
郡
の
山
間
部
農
村
と

較
べ
れ
ば
よ
く
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。

每
年
、
田
に
苗
が
成
長
す
る
こ
ろ
、
水
源
の
樋
門
は
開
か
れ
て
一
万
町
步
に
近
い
田
に
一
斉
の
水
が
や
つ
て
来
る
。

人
は
必
要
な
時
に
、
必
要
量
の
水
を
簡
単
に
得
ら
れ
る
。
水
車
・
つ
る
べ
等
の
灌
漑
の
た
め
の
労
力
は
ま
つ
た
く
省
か

れ
旱
ば
つ
に
た
い
し
て
は
も
つ
と
も
安
全
で
あ
る
。
ま
た
冲
積
平
地
に
よ
く
あ
る
冠

水
の
被
害
も
ほ
と
ん
ど
無
い
。
こ
の
こ
と
は
水
田
ば
か
り
で
な
く
、
畑
作
に
つ
い
て

も
可
能
で
、
果
樹
園
に
灌
水
す
る
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。

ま
た
排
水
の
便
が
あ
る
。
稻
穗
が
色
づ
く
こ
ろ
水
門
が
閉
さ
れ
る
と
、
台
地
で
あ
る

た
め
、
田
面
は
す
べ
て
乾
上
つ
て
畑
と
変
ら
な
く
な
る
。
春
の
耕
土
・
秋
の
收
獲
に

は
泥
に
膝
を
沒
す
る
苦
労
は
な
く
、
田
の
中
に
機
械
を
据
え
て
脫

し
車
を
入
れ
て

運
搬
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
田
は
裏
作
に
も
つ
と
も
よ
く
、
麦
・
菜
種
・
れ
ん
げ
等

が
栽
培
さ
れ
、
冬
季
遊
ん
で
い
る
田
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
碧
海
郡
の
耕
地
利
用
率
が

昭和 22年度　碧海郡耕地利用率
（1947年度）
（作付延面積÷経営面積）

田 畑 合計
愛知県
平　均 144 176 156

碧海郡
平　均 152 195 162

（愛知県統計書）



九
九

高
い
の
は
こ
の
お
か
げ
で
あ
る
。

ま
た
灌
排
水
の
便
利
の
た
め
に
、
田
を
畑
に
変
え
、
畑
を
田
に
変
え
る
こ
と
が
簡
単
に
で
き
る
。
明
治
後
期
綿
作
が
行

き
つ
ま
る
と
、
多
量
の
面
積
の
綿
畑
は
、
こ
と
ご
と
く
水
田
と
な
つ
た
。
養
蚕
が
有
利
に
な
る
と
水
田
が
桑
畑
に
な
つ

た
。
水
田
が
果
樹
園
、
西
瓜
畑
と
な
つ
た
の
も
多
い
。

ま
た
開
拓
地
で
あ
る
た
め
、
一
枚
当
の
耕
地
に
通
ず
る
道
巾
も
広
く
、
人
車
・
畜
車
を
入
れ
る
に
便
利
で
、
耕
作
・
運

搬
の
能
率
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
と
に
新
し
く
で
き
た
開
拓
村
の
特
色
は
、
耕
地
が
住
居
の
周
囲
に
集
中
し
て
い
る
こ
と

で
、
農
耕
を
行
う
の
に
も
つ
と
も
理
想
的
な
狀
態
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
よ
い
点
を
さ
ら
に
推
進
す
る
の
は
、
耕
地
整
理
事
業
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
年
）

に
郡
內
六
ッ
美
村
で
県
下
最
初
に
行
わ
れ
、
以
来
各
地
に
組
合
が
で
き
て
、
農
民
の
共
同
事
業
と
し
て
し
だ
い
に
盛
ん

に
な
つ
た
。
事
業
の
內
容
に
つ
い
て
は
、
耕
地
の
交
換
分
合
を
行
つ
て
区
画
を
整
理
し
、
水
路
を
よ
く
し
、
道
路
を
改

修
し
て
車
の
便
を
よ
く
し
、
水
の
と
ゞ
か
な
い
高
地
に
は
蒸
氣
力
、
後
に
電
力
の
揚
水
機
を
お
い
て
開
こ
ん
を
す
ゝ
め

水
の
多
過
ぎ
る
低
い
地
に
は
水
路
を
つ
く
つ
て
惡
水
で
排
除
し
た
。
開
拓
が
お
く
れ
、
土
地
の
高
低
の
大
き
い
高
岡
村

な
ど
の
よ
う
に
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
年
）
開
こ
ん
助
成
法
が
定
め
ら
れ
て
か
ら
、
補
助
金
を
得
て
、
開
こ
ん
の
進

ん
だ
所
も
あ
る
。
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た
ゞ
し
、配
水
中
心
部
で
は
開
拓
地
で
当
初
そ
の
必
要
が
少
か
つ
た
た
め
か
、耕
地
整
理
が
進
ま
ず
、現
在
耕
地
が
区
々

で
水
路
も
ま
が
り
く
ね
つ
て
い
て
相
当
の
不
利
を
感
じ
て
い
る
こ
と
は
、
用
水
に
と
つ
て
將
来
に
残
さ
れ
た
問
題
で
あ

る
。

2.
農
業
の
敎
育
と
研
究
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か

明
治
維
新
後
、
新
し
い
日
本
の
発
展
に
か
ゝ
わ
ら
ず
、
立
遅
れ
に
よ
つ
て
行
き
つ
ま
つ
た
農
業
を
近
代
化
し
、
新
し
い

農
村
を
興
す
た
め
に
は
、
敎
育
と
研
究
と
指
導
の
力
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
用
水
開
発
後
こ
の
地
方
が
有

望
な
発
展
性
を
し
め
し
た
た
め
、
愛
知
県
下
に
お
け
る
農
業
研
究
と
農
業
研
究
中
心
機
関
が
、
い
ち
早
く
安
城
に
設
置

さ
れ
、
地
域
社
会
に
感
化
と
指
導
の
力
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
用
水
の
開
さ
く
と
共
に
何
と
い
つ
て
も
こ
の
地
域
に
と
つ

て
大
き
な
幸
福
で
あ
つ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
そ
の
指
導
の
任
に
当
つ
た
人
々
の
中
に
は
、
日
本
農
業
の
歷
史
に
記
念
す

べ
き
偉
大
な
人
物
が
あ
ら
わ
れ
、碧
海
農
業
の
恩
人
と
し
て
民
衆
か
ら
敬
慕
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（一）
愛
知
縣
立
農
事
試
驗
場
と
岩い
わ

槻つ
き

信
治
氏

安
城
に
は
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
年
）
に
農
商
務
省
の
農
事
試
験
場
東
海
支
部
が
設
置
さ
れ
た
が
、三
十
六
年
（
一

九
〇
三
年
）
に
こ
れ
が
廃
止
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
後
に
当
時
淸
洲
に
あ
つ
た
愛
知
県
農
事
試
験
場
の
種
芸
部
が
移
さ
れ

て
分
場
と
な
り
、
米
作
地
帶
中
心
部
の
特
色
を
生
か
し
て
米
・
麦
の
品
種
改
良
を
研
究
の
中
心
と
し
て
、
以
来
愛
知
県
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農
業
研
究
の
中
樞
機
関
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。

事
業
の
內
容
は
大
正
二
年
（
一
九
一
三
年
）
養
蚕
部
を
県
立
養
蚕
試
験
場
に
、
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
年
）
畜
產
部
を
県

立
種
畜
場
に
移
し
た
が
、
そ
の
外
は
品
種
の
改
良
・
土
壤
肥
料
の
分
析
・
病
虫
害
・
各
種
器
具
の
改
良
・
果
樹
・
農
畜
產
加
工
・

山
村
開
発
・
不
良
土
改
良
・
促
生
栽
培
等
、
あ
ら
ゆ
る
農
事
に
関
す
る
研
究
を
擔
当
し
て
い
る
。

ま
た
農
業
技
術
員
養
成
所
や
農
事
講
習
所
を
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
年
）
か
ら
設
け
、
学
校
卒
業
者
に
実
際
的
な
專
門
研

究
を
授
け
、
地
方
農
村
に
優
秀
な
中
堅
指
導
者
を
送
り
出
し
て
い
る
。

そ
の
事
業
は
全
県
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
地
許
の
農
会
・
組
合
・

学
校
と
も
密
接
な
関
係
を
保
ち
、
郡
內
農
民
は
、
そ
の
試
験
研
究

の
結
果
を
直
ち
に
地
許
の
耕
地
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
た

め
、こ
の
地
方
の
農
業
の
科
学
的
進
步
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

試
験
場
の
存
在
と
共
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
人
に
、
岩
槻
信
治
技

師
が
あ
る
。
氏
は
山
崎
校
長
の
高
弟
と
し
て
明
治
三
十
九
年
（
一

九
〇
六
年
）
安
城
農
林
学
校
を
卒
業
し
、
直
ち
に
こ
の
試
験
場
へ

奉
職
し
て
以
来
、
四
十
余
年
の
一
生
を
米
・
麦
の
品
種
の
改
良
に

愛知県立農事試験場
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捧
げ
、
一
身
の
栄
逹
を
求
め
ず
、
地
味
な
、
し
か
も
農
民
の
生
活
に
も
つ
と
も
大
切
な
こ
の
農
事
の
研
究
を
默
々
と
続

け
た
。
そ
の
努
力
は
報
い
ら
れ
て
、
全
国
農
家
が
切
望
し
て
止
ま
な
か
つ
た
多
收
品
種
〝
千
本
旭
〞〝
愛
知
旭
〞
等
の

旭
系
を
は
じ
め
、
外
国
種
と
の
交
配
で
イ
モ
チ
病
に
最
も
强
い
と
い
わ
れ
る
〝
双
葉
〞
酒
造
米
麦
で
は
〝
横
綱
〞・〝
白

梅
〞
な
ど
、
ビ
ー
ル
麦
に
至
る
ま
で
、
五
十
余
種
の
優
良
品
種
が
作
り
出
さ
れ
、
現
在
県
下
は
も
と
よ
り
全
国
的
に
奬

励
品
種
と
し
て
拡
ま
つ
て
い
る
。
ま
た
研
究
の
か
た
わ
ら
技
術
員
の
養
成
や
農
民
の
直
接
指
導
に
も
熱
心
に
当
り
、
農

業
の
恩
人
と
し
て
敬
愛
さ
れ
た
。
最
近
氏
の
功
績
を
記
念
し
て
、
各
方
面
の
農
業
関
係
の
人
々
の
手
で
、
立
派
な
農
業

博
物
館
が
試
験
場
內
に
建
設
さ
れ
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
心
ゆ
か
し
い
限
り
で
あ
る
。

（2）
安
城
農
林
學
校
と
山
崎
延
吉
氏

明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
年
）、
安
城
に
愛
知
県
安
城
農
林
学
校
が
開
設
さ
れ
た
。
も
と
よ
り
愛
知
県
最
初
の
農
林

学
校
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
全
国
で
も
最
も
す
ぐ
れ
た
伝
統
を
持
つ
農
学
校
の
一
と
し
て
、
わ
が
国
の
農
業
敎
育
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
地
方
の
農
業
を
発
逹
さ
せ
た
力
は
、
最
初
は
明
治
用
水
で
あ
り
、
そ
の
つ
ぎ
が
安
城
農

林
学
校
で
あ
る
と
ま
で
い
わ
れ
た
。
そ
れ
は
本
校
に
独
特
の
敎
育
方
針
と
活
動
が
あ
り
、
学
校
敎
育
が
た
ゞ
校
內
だ
け

に
留
ま
ら
ず
、
広
く
地
域
社
会
を
敎
育
す
る
原
動
力
と
な
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
初
代
校
長
と
し
て
こ
の
学
校
の

創
立
以
来
二
十
年
に
わ
た
つ
て
も
り
立
て
る
と
共
に
、
こ
の
地
方
の
農
業
を
導
き
、
や
が
て
は
日
本
農
業
の
指
導
者
と



一
〇
三

し
て
大
き
な
功
績
を
残
し
た
山
崎
延
吉
先
生
の
存
在
が
、
永
久
に
記
念
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

先
生
は
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
年
）
本
校
創
立
と
共
に
校
長
と
し
て
赴
任
し
、
以
後
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
年
）

に
至
る
ま
で
二
十
年
間
、
引
続
き
在
職
し
、
そ
の
間
固
い
信
念
と
熱
烈
な
人
格
と
を
以
て
、
数
多
の
生
徒
に
大
き
な
感

化
を
及
ぼ
し
た
。

先
生
は
、〝
敎
育
〞
と
は
敎
え
る
ば
か
り

で
な
く
、
生
活
の
才
能
を
育
て
る
に
在

る
と
し
て
、
自
学
自
治
の
精
神
を
敎
育

方
針
の
第
一
に
掲
げ
、
勤
労
精
神
を
養

つ
て
個
人
主
義
の
弊
害
を
戒
め
、
共
同

一
致
が
成
功
の
基
で
あ
る
こ
と
を
本
校

敎
育
の
基
準
と
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
本

校
に
は
独
特
の
剛
健
な
自
治
精
神
が
み

な
ぎ
り
、
敎
育
內
容
も
主
知
主
義
の
弊
を
改
め
て
、
学
科
と
と
も
に
勤
労
実
習
を
重
ん
じ
、
地
域
と
時
代
の
要
求
に
応

じ
て
米
麦
・
畜
產
、
と
く
に
養
雞
・
多
角
的
合
理
的
農
業
経
営
・
治
水
治
山
事
業
等
の
研
究
実
習
に
特
色
を
発
揮
し
た
。

山 崎 延 吉 氏
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本
校
を
巢
立
つ
た
生
徒
は
、
や
が
て
碧
海
郡
は
も
と
よ
り
愛
知
県
の
農
業
指
導
の
中
心
と
な
つ
て
活
躍
し
た
。

ま
た
先
生
の
信
念
は
、
敎
育
活
動
は
単
に
校
內
に
と
ゞ
ま
ら
ず
、
広
く
社
会
全
般
を
対
象
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

し
て
、
学
校
を
地
域
社
会
に
開
放
し
た
。
こ
れ
は
当
時
に
あ
つ
て
は
ま
つ
た
く
革
新
的
な
敎
育
方
針
で
あ
つ
た
。
こ
の

た
め
先
生
の
敎
育
活
動
は
多
方
面
に
わ
た
つ
た
こ
と
は
驚
く
ば
か
り
で
、
自
ら
農
村
を
巡
回
し
て
講
演
や
実
地
指
導
を

行
い
、
学
校
職
員
も
で
き
る
限
り
校
外
敎
育
に
関
係
さ
せ
、
校
內
に
し
ば
し
ば
農
村
靑
年
の
会
合
を
開
き
、
ま
た
簡
単

な
養
蚕
実
習
科
制
度
を
設
け
て
一
般
農
民
を
入
学
さ
せ
、
義
務
敎
育
を
卒
え
た
靑
年
の
た
め
、
靑
年
團
の
組
織
・
実
業

補
習
敎
育
の
重
要
性
を
强
調
し
て
、
小
学
校
の
先
生
に
長
期
の
農
業
講
習
会
を
開
き
、
そ
の
結
果
安
城
に
県
立
補
習
学

校
が
で
き
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
年
）
に
は
全
国
最
初
の
実
業
敎
員
養
成
所
（
後
の
靑
年
師
範
学
校
・
現
在
の
学
芸

大
学
安
城
分
校
）
も
設
立
さ
れ
た
。
ま
た
農
会
・
県
農
務
課
と
も
緊
密
に
提
携
し
て
、
先
生
が
学
校
に
は
じ
め
た
篤
農

家
懇
談
会
は
有
名
な
当
地
方
の
行
事
と
な
り
、
す
ぐ
れ
た
学
者
・
農
政
家
が
本
校
を
訪
れ
、
こ
の
地
方
に
新
し
い
刺
げ

き
と
感
化
を
与
え
た
。
こ
の
よ
う
に
行
届
い
た
職
業
敎
育
・
社
会
敎
育
は
全
国
農
業
敎
育
の
模
範
と
な
り
、
碧
海
農
業

の
と
も
し
火
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

先
生
が
碧
海
郡
農
業
の
慈
父
と
し
て
仰
が
れ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
先
生
は
さ
ら
に
大
正
九
年
（
一
九
〇
〇
年
）

校
長
の
職
を
退
い
て
か
ら
は
、
帝
国
農
会
幹
事
と
な
り
、
後
、
辞
し
て
全
国
の
農
村
を
行
脚
し
て
農
村
更
生
を
說
き
、
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新
聞
雜
誌
に
そ
の
主
張
を
発
表
し
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
年
）
に
は
碧
海
郡
を
中
心
と
す
る
農
民
か
ら
推
さ
れ
て
代

議
士
と
な
り
、
そ
の
活
躍
ぶ
り
は
全
国
的
な
も
の
と
な
つ
て
い
つ
た
。
こ
う
し
て
明
治
用
水
か
ん
が
い
地
域
は
自
然
と

よ
き
人
を
得
て
他
の
地
方
よ
り
と
く
べ
つ
に
す
す
ん
だ
発
展
を
し
て
い
つ
た
。

3.
日
本
デ
ン
マ
ー
ク
と
い
わ
れ
る
新
ら
し
い
農
業
經
營
は
い
か
に
し
て
う
ま
れ
た
か

（一）
協
同
經
營

碧
海
郡
を
中
心
と
し
農
業
が
全
体
と
し
て
め
ざ
ま
し
い
成
果
を
收
め
た
原
因
は
、
明
治
用
水
に
よ
つ
て
培
わ
れ
た
協
同

の
精
神
、
新
し
い
創
造
に
努
力
す
る
精
神
に
よ
つ
て
い
ち
早
く
こ
の
〝
組
合
主
義
〞
の
経
営
を
と
り
入
れ
、
そ
れ
に
よ

つ
て
〝
多
角
形
経
営
〞
を
具
体
的
に
推
し
進
め
、
多
方
面
に
活
潑
な
組
合
事
業
を
行
つ
た
た
め
で
あ
る
。

農
民
の
組
織
し
た
團
体
は
、
戦
時
中
農
業
会
に
統
制
さ
れ
る
ま
で
、
だ
い
た
い
〝
農
会
〞
と
〝
產
業
組
合
〞
の
二
系
統

に
分
れ
て
発
逹
し
た
。
農
会
は
主
と
し
て
指
導
機
関
で
あ
り
、
產
業
組
合
は
主
と
し
て
事
業
活
動
の
機
関
で
あ
る
。
最

初
は
農
会
お
よ
び
そ
の
系
統
下
の
生
產
指
導
の
諸
組
合
が
つ
く
ら
れ
、
や
が
て
農
村
不
况
の
打
開
策
と
し
て
購
売
販
売

事
業
に
着
手
し
て
、
こ
れ
を
產
業
組
合
に
移
し
育
成
し
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。
一
般
に
他
所
で
は
や
ゝ
も
す
る
と
利
害

相
反
し
て
対
立
し
た
こ
の
二
つ
が
、
こ
の
方
で
は
よ
く
提
携
し
て
農
家
の
福
利
增
進
に
努
力
し
た
こ
と
も
、
成
功
の
原

因
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
当
時
碧
海
郡
だ
け
で
な
く
、
愛
知
県
の
農
業
指
導
者
の
大
部
分
が
安
城
農
林
学
校
卒
業
生
で
あ
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る
た
め
で
も
あ
つ
た
。
い
ま
両
者
の
関
係
を
図
で
示
す
と
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

（二）
多
角
形
經
營

昭
和
六
年
（
一
九
三
一
年
）
の
郡
內
農
業
生
産
額
を
種
類
別
に
見
る
と
、
主
要
な
も
の
は
、
や
は
り
米
麦
で
あ
る
が
、

そ
の
外
に
も
な
お
生
産
物
は
か
な
り
多
方
面
に
わ
た
つ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
碧
海
郡
農
業
は
、
だ
い
た
い
米
作
を
中
心
と
し
て
、

養
蚕
・
養
雞
・
蔬
菜
・
果
樹
を
配
す
る
五
角
形
農
業
と
い
わ
れ

る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
組
合
せ
は
、
後
に
見
る
よ
う
に

郡
內
各
地
に
そ
れ
ぞ
れ
の
特
産
物
が
あ
つ
て
か
な
ら
ず
し
も
一

樣
で
は
な
い
。

生
產
物
の
有
利
な
販
売

農　
　

会

養

雞

組

合

養

蚕

組

合

園

芸

組

合

｝

｝

農
業
経
営
の
指
導

生
産
技
術
の
指
導

｝
｝

資
金
の
貯
蓄
・
融
通

安
価
・
良
質
の
原
料
の
供

給
優
良
設
備
の
利
用

｝
｝

連
絡

產
業
組
合

農 事 改 良
小 組 合

多
角
形
経
営

碧海郡農產物年產額
昭和 6年
（1931年）

種　　類 価　　格 ％

米　　　麦 5.084 52.1千円

食用農產物 193 2.0

園芸農產物 1.312 13.5

養　　　雞 2.319 23.7

養　　　蚕 842 8.6

桑　　　苗 14 0.1

合　　計 9.764 100
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八

米　

麦

米
作
は
前
に
見
た
よ
う
に
大
正
十
年
（
一
九
二
一
年
）
ご

ろ
を
最
高
と
し
て
、
以
後
徐
々
で
は
あ
る
が
作
付
面
積
が

減
少
し
て
い
る
。
麦
作
は
畑
作
及
び
水
田
の
裏
作
と
し
て

も
つ
と
も
多
く
栽
培
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
表
に
よ
つ
て
明

ら
か
な
よ
う
に
し
だ
い
に
減
少
の
傾
向
を
た
ど
つ
て
い

る
。
そ
こ
に
も
多
角
形
経
営
へ
の
転
換
が
あ
ら
わ
れ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
県
下
の
米
作
に
お
け
る
碧
海
郡
の
位
置
は
断
然
他
を
圧
し
て
第
一
位
で
、
依
然
と
し
て
穀
倉
地
帶
の
名
に
背
か

ず
、
農
家
收
入
の
大
部
分
を
な
し
て
い
る
。

園
藝
果
樹

表
の
果
菜
類
総
額
の
中
に
は
、
西
瓜
の
外
、
か
ぼ
ち
や
・
な
す
・
き
う
り
・
い
ち
ご
・
し
ろ
う
り
等
を
含
み
、
果
実
類
に

は
な
し
の
外
に
、
み
か
ん
・
も
も
・
か
き
・
ぶ
ど
う
等
を
含
ん
で
い
る
。
米
麦
の
減
少
す
る
に
反
し
て
、
西
瓜
、
梨
等
の

作
付
面
積
・
收
獲
髙
等
增
加
の
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
、
と
く
に
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
年
）
ご
ろ
か
ら
の
增
加
が
著
し
い
。

麦作付面積及び收獲高

年　次 作付反別 收獲高 価　格

大正 9
（1920） 4.858町 73.695石 1.306

千
円

11
（1922） 4.391 56.136 1.707

13
（1924） 3.586 47.704 855

15
（1926） 3.842 59.463 743

昭和 3
（1928） 3.415 51.588 764

5
（1930） 3.365 51.718 601

7
（1932） 3.778 57.970 525



一
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い
ま
ま
で
郡
內
の
園
芸
は
見
る
べ
き
も
の
が
な
く
、
と
く
に
蔬
菜
類
な
ど
は
大
正
初
年
ご
ろ
ま
で
農
家
は
ほ
と
ん
ど
販

売
を
知
ら
ぬ
有
樣
で
あ
つ
た
。た
ゞ

試
験
場
の
指
導
で
、
南
部
地
方
に

柑
橘
類
の
栽
培
が
普
及
し
て
い
た

が
、
大
正
十
二
年
（
一
九
三
三
年
）

一
月
一
日
大
雪
が
あ
つ
て
大
打
撃

を
蒙
つ
た
。

こ
の
こ
ろ
か
ら
柑
橘
に
代
つ
て
、

な
し
・
も
も
の
栽
培
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
た
郡
の
中
部
以
北

に
は
西
瓜
の
栽
培
が
盛
ん
に
な
つ

た
。

果
樹
・
蔬
菜
の
発
逹
は
、
交
通
の

便
が
よ
く
近
く
に
都
市
消
費
地
が
新
に
興
つ
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
栽
培
者
が
小
組
合
を
組
織
し
て
、
苗
の
購
入
・
栽

果菜類累年生產額
大正 12
（1923）

14
（1925）

昭和 2
（1927）

4
（1929）

6
（1931）

総　額 千円 ？ 897千貫 1.096 564

西　

瓜

作付面積 115町 352 303 427 591

数　量 683千貫 2.711 2.852 4.643 3.492

価　格 160千貫 494 687 842 432

ト
マ
ト

作付面積 0.3町 5 6 26 43

数　量 1.4千貫 31 46 261 372

価　格 0.2千貫 3 6 32 25

果菜類累年生產額
大正 12
（1923）

14
（1925）

昭和 2
（1927）

4
（1929）

6
（1931）

総　額 308千貫 245 329 280 299

日
本
梨

收獲高 310千貫 518 911 887 1157

価　格 111千貫 137 170 182 227
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培
・
防
虫
・
販
売
等
の
事
業
を
共
同
で
行
つ
た
た
め
で
も
あ
る
。

こ
と
に
西
瓜
は
、
碧
海
郡
の
乾
田
に
適
し
て
い
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
、
郡
農
会
は
栽
培
販
売
方
法
を
改
善
し
、
特
産
地

の
大
和
を
視
察
し
て
品
種
を
改
良
し
、
水
田
を
転
換
し
て
作
付
面
積
が
增
加
し
、
大
都
市
に
共
同
出
荷
し
て
三
河
西
瓜

の
名
を
高
め
た
。
も
つ
と
も
盛
ん
な
の
は
安
城
町
で
郡
內
生
産
の
七
割
を
占
め
た
。

〝
な
し
〞は
台
地
で
、用
水
に
よ
つ
て
自
由
に
灌
漑
で
き
る
こ
の
地
方
に
適
し
安
城
町
を
中
心
に
し
て
各
地
に
栽
培
さ
れ
、

二
十
世
紀
種
も
普
及
し
て
安
城
梨
と
し
て
有
名
に
な
つ
た
。
專
門
園
芸
と
し
て
農
園
を
営
み
、
成
功
し
た
人
も
少
く
な

い
。
も
も
・
ぶ
ど
う
は
南
部
の
明
治
村
に
多
い
。
ま
た
れ
ん
げ
を
家
畜
飼
料
、
窒
素
肥
料
と
し
て
、
水
田
裏
作
に
栽
培

す
る
こ
と
が
普
及
し
、
上
海
か
ら
中
国
種
を
と
り
入
れ
て
品
種
を
改
良
し
、
種
子
は
農
会
・
組
合
連
合
会
で
共
同
販
売

し
て
県
下
一
の
生
産
を
上
げ
た
。
こ
の
外
知
立
で
は
藺
草
が
栽
培
さ
れ
、
ご
ざ
・
疊
表
・
花
莚
の
製
造
が
行
わ
れ
高
岡

村
な
ど
の
台
地
で
は
茶
園
が
多
く
、
組
合
事
業
で
製
茶
が
行
わ
れ
た
。

（二）
畜　

産

耕
地
面
積
が
比
較
的
広
い
当
地
方
で
は
耕
作
に
畜
力
を
利
用
し
て
労
力
を
節
約
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
廐
肥
を
利
用

し
て
金
肥
代
金
を
節
約
す
る
こ
と
が
農
家
経
済
の
上
か
ら
も
必
要
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
経
営
合
理
化
の
た
め
有
畜
農
業
の

重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
農
林
学
校
や
試
験
場
、
農
会
等
は
早
く
か
ら
そ
の
重
要
性
を
强
調
し
大
正
十



一
一
一

二
年
（
一
九
三
三
年
）
に
は
岡
崎
に
県
立
種
畜
場
が
設
置
さ
れ
、
経
営
方
法
・
品
種
改
良
・
畜
力
利
用
の
農
具
・
技
術

の
改
善
を
指
導
し
普
及
に
努
力
し
た
。
表
に
よ
つ
て
み
る
と
、
馬
は
減
少
の
傾
向
に
あ
る
が
、
牛
は
大
正
十
年
（
一
九

二
一
年
）、
豚
は
八
年
（
一
九
一
九
年
）
か
ら
增
加
が
著
し
く
な
り
、
有
畜
農
業
の
実
現
に
向
つ
て
い
る
。
畜
耕
も
年
々

普
及
し
て
き
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
外
、
養
蜂
も
、
れ
ん
げ
・
菜
種
・
果
樹
等
の
花
を
利
用
し
て
安
城
附
近
を
中
心
に
行
わ
れ
る
。

畜類頭数　累年表
年　次 牛 豚 馬
大正 2
（1913） 1.730 227 420

4
（1915） 1.825 428 418

6
（1917） 1.280 579 367

8
（1919） 1.315 1.385 330

10
（1921） 1.433 1.160 286

12
（1923） 1.858 1.915 316

14
（1925） 1.961 2.143 360

昭和 2
（1927） 2.016 2.332 309

4
（1929） 2.349 3.212 327

6
（1931） 2.491 4.460 313

牛馬耕面積累年表

年　次 耕田面積 牛　馬
耕面積 ％

大正 12
（1923）

16.039町 2.791 17

14
（1925） 16.030 3.900 24

昭和 2
（1927） 16.027 4.170 26

4
（1929） 16.025 4.391 27

6
（1931） 15.964 6.236 39



一
一
二

養　
　
　

雞

碧
海
郡
は
日
本
一
の
養
雞
地
と
い
わ
れ
た
。

し
か
し
、
そ
の
発
逹
は
統
計
に
よ
つ
て
も
明
ら
か
な
よ

う
に
大
正
十
年
（
一
九
二
一
年
）
の
米
の
大
凶
作
以
後

で
あ
る
。
そ
し
て
以
後
年
々
目
ざ
ま
し
い
発
展
を
と
げ

農
産
物
統
計
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
農
家
收
入
の
重

要
部
門
を
占
め
る
に
至
つ
た
。
こ
の
発
達
は
、
前
述
の

通
り
農
会
の
指
導
と
、
産
業
組
合
の
巧
妙
な
経
営
の
賜

で
あ
つ
た
。

養
雞
事
業
の
勃
興
に
よ
つ
て
大
量
の
雛
の
需
要
が
起

り
、
こ
ゝ
に
個
人
ま
た
は
組
合
経
営
で
、
專
門
的
な
人

工
孵
化
事
業
も
発
逹
し
た
。
昭
和
七
年（
一
九
三
二
年
）

ご
ろ
事
業
場
二
十
五
ヵ
所
、
孵
卵
機
九
百
台
、
一
ヵ
年

の
初
生
雛
の
孵
化
数
は
百
五
十
万
羽
を
越
え
、
年
五
十
万
羽
乃
至
七
十
万
羽
は
県
外
に
移
出
販
売
さ
れ
た
。

養　雞　累　年　統　計

年　

次

雞 羽 数 雞 卵 飼 育 戶 数

成禽数 雞　数 產卵個数 価　格 総　数
内

100
羽以上

大正 1
（1912） 75千

羽
24千
羽

6.559千
羽

131千
羽

6.825
戶

42戶
4

（1915） 131 79 14.455 272 9.546 191

8
（1919） 142 54 13.264 784 7.449 183

10
（1921） 245 124 20.798 988 10.098 303

11
（1922） 329 120 34.997 1676 10.249 424

12
（1923） 322 98 35.374 1492 10.249 426

昭和 2
（1927） 536 398 58.495 2455 10.901 1.966

6
（1931） 908 246 95.577 2219 7.841 1.502



一
一
三

わ
が
国
独
特
の
初
生
雛
雌
雄
鑑
別
法
も
当
地
方
に
発
逹
し
、
多
く
の
熟
練
技
術
者
を
出
し
た
。
ま
た
養
雞
業
者
の
う
ち

に
は
專
門
的
研
究
を
す
る
者
も
多
く
、
多
産
雞
種
の
作
り
出
し
に
努
力
し
た
。
粗
食
・
多
濕
に
耐
え
る
三
河
種
は
こ
う

し
て
生
れ
た
の
で
あ
る
。

專
業
養
雞
と
し
て
は
高
浜
町
吉
浜
が
と
く
に
有
名
で
、
部
落
戶
数
約
二
百
戶
の
う
ち
養
雞
を
行
う
者
百
八
十
八
戶
、
そ

の
う
ち
で
千
羽
以
上
を
飼
育
す
る
者
が
二
十
余
戶
、
年
産
額
三
十
余
万
円
と
言
わ
れ
た
。

養　
　
　

蚕

養
蚕
は
明
治
初
年
以
来
、
輸
出
の
增
加
に
伴

つ
て
発
逹
を
と
げ
て
来
た
。
明
治
二
十
二
年

（
一
八
八
九
年
）
の
大
つ
な
み
・
二
十
四
年

の
（
一
八
九
一
年
）
の
地
震
に
よ
つ
て
、
桑

園
が
荒
廃
し
て
打
撃
を
受
け
た
こ
と
も
あ
つ

た
が
、海
外
の
需
要
に
よ
つ
て
糸
価
が
上
り
、

農
林
学
校
・
農
事
講
習
所
の
設
置
に
よ
つ
て
、

蚕
種
改
良
・
蚕
病
予
防
等
も
す
ゝ
み
農
家
に

養蚕に関する碧海郡累年統計

年　次 桑園反別 收繭量 価　格 飼育戶数

大正 2
（1913） 1.400 町 31 千石1.420 千円 7.458 戶

4
（1915） 1.491 29 1.017 7.492

6
（1917） 1.863 36 2.517 8.186

8
（1919） 1.971 36 3.681 7.872

10
（1921） 1.491 46 2.276 7.357

12
（1923） 1.829 231 2.362 6.991

14
（1925） 1.875 305 3.015 6.640

昭和 2
（1927） 1.925 317 1.916 7.361

4
（1929） 2.635 447 3.076 7.827

6
（1931） 2.163 321 842 6.763

（大正 12年迄の飼育戶数・養蚕のみ）



一
一
四

と
つ
て
、
米
以
外
で
は
最
も
重
要
な
商
品
産
物
と
な
つ
て
い
た
統
計
に
よ
る
と
、
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
年
）・
十

二
年
（
一
九
二
三
年
）
ご
ろ
か
ら
增
加
の
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
、
と
く
に
夏
・
秋
蚕
を
飼
う
家
が
多
く
な
つ
て
、
生
産
が

上
つ
た
。
昭
和
五
年
度
（
一
九
三
〇
年
）
に
は
、
養
蚕
戶
数
は
農
家
総
戶
数
の
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
桑
畑
面
積
は
耕
地
面

積
の
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
た
ゞ
し
、
養
蚕
県
と
し
て
全
国
的
に
有
名
な
愛
知
県
下
に
お
け
る
碧
海
郡
の

位
置
は
中
位
で
、
副
業
養
蚕
と
し
て
、
一
戶
の
出
繭
も
あ
ま
り
多
く
な
か
つ
た
。

養
蚕
の
発
逹
に
伴
つ
て
製
糸
業
が
発
逹
し
、
昭
和
五
年
度
（
一
九
一
六
年
）
で
、
工
場
数
三
四
九
、
工
員
数
約
七
千
人

を
数
え
た
。
ま
た
刈
谷
を
中
心
に
蚕
種
の
製
造
が
行
わ
れ
、
桑
苗
生
產
も
多
か
つ
た
。

た
ゞ
当
時
わ
が
国
輸
出
の
一
位
を
占
め
る
生
糸
は
、
海
外
の
市
価
に
左
右
さ
れ
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
〇
年
）
以
後
は

ア
メ
リ
カ
の
不
况
の
影
響
を
受
け
て
し
だ
い
に
衰
え
て
い
る
。

以
上
五
種
類
に
分
け
て
碧
海
郡
農
業
の
多
角
経
営
を
の
べ
た
が
、
な
お
こ
の
外
米
作
に
よ
つ
て
で
き
る
お
お
く
の
わ
ら

を
利
用
し
て
、
繩
・
む
し
ろ
・
か
ま
す
等
の
加
工
が
一
般
に
行
わ
れ
、
わ
ら
箒
を
特
產
す
る
村
も
あ
り
、
ま
た
牛
乳
・

か
ん
詰
・
調
味
料
等
、
農
產
物
・
畜
產
物
加
工
の
食
品
工
業
も
行
わ
れ
、
さ
ら
に
種
々
の
小
規
模
な
副
業
が
あ
つ
た
。

日
本
デ
ン
マ
ー
ク

安
城
野
の
一
角
、
沃
野
に
注
ぐ
水
路
の
ほ
と
り
に
立
つ
て
過
去
を
振
返
る
と
、
し
み
〴
〵
と
人
間
の
な
し
と
げ
た
業
績



一
一
五

の
偉
大
さ
が
偲
ば
れ
る
。
彌
厚
翁
以
来
一
世
紀
半
の
歷
史
が
そ
こ
に
あ
る
。
自
然
―

水
と
土
地
を
利
用
し
て
い
か
に
人

間
の
福
祉
增
進
に
役
立
た
せ
る
か
と
い
う
問
題
に
向
つ
て
、
数
知
れ
ぬ
人
々
の
努
力
が
捧
げ
ら
れ
た
。
荒
地
に
水
が
注

ぎ
、
稻
が
実
り
新
し
い
村
が
建
設
さ
れ
た
。
さ
ら
に
用
水
の
恩
惠
、
能
率
的
な
条
件
と
不
屈
の
開
拓
協
同
の
精
神
を
基

礎
に
し
て
近
代
的
な
敎
育
と
指
導
に
よ
り
、
人
々
の
協
同
の
力
で
、
新
な
繁
栄
が
築
か
れ
、
人
間
の
福
祉
は
よ
り
一
步

と
前
進
し
た
。

こ
の
地
に
は
開
拓
の
恩
人
を
祀
る
明
治
川
神
社
を
は
じ
め
、
用
水
組
合
・
農
会
・
產
業
組
合
連
合
会
・
農
業
図
書
館
・

農
林
学
校
・
組
合
病
院
等
の
農
業
関
係
の
施
設
が
立
並
び
、
さ
ら
に
ど
の
村
を
訪
れ
て
も
田
舎
に
は
珍
ら
し
い
立
派
な

施
設
で
農
会
や
產
業
組
合
が
活
潑
に
運
営
さ
れ
、
村
独
特
の
農
產
物
が
あ
り
、
先
覚
者
を
讃
え
た
記
念
碑
・
銅
像
が
路

傍
に
過
去
の
努
力
を
物
語
つ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
伝
え
聞
い
て
多
く
の
人
々
が
全
国
各
地
か
ら
訪
れ
、〝
碧
海
郡
〞

の
名
は
全
国
的
な
も
の
と
な
り
、〝
日
本
デ
ン
マ
ー
ク
〞
と
い
う
名
称
が
い
つ
と
は
な
く
高
ま
つ
て
い
つ
た
。
そ
の
昔
、

デ
ン
マ
ー
ク
の
国
は
、
数
度
の
戦
爭
に
国
土
が
荒
廃
し
世
相
が
行
詰
つ
た
中
か
ら
、
新
し
い
敎
育
と
研
究
を
お
こ
し
、

そ
の
力
に
よ
つ
て
、
產
業
組
合
経
営
と
主
畜
農
業
経
営
を
発
逹
さ
せ
て
、
理
想
的
農
業
王
国
を
建
設
し
、
世
界
農
業
の

模
範
と
な
つ
た
。
ま
こ
と
に
〝
日
本
デ
ン
マ
ー
ク
〞
の
名
は
こ
の
土
地
に
ふ
さ
わ
し
い
。
わ
れ
〳
〵
は
デ
ン
マ
ー
ク
の

歷
史
の
步
み
と
幾
多
共
通
す
る
も
の
を
、
明
治
用
水
の
注
ぐ
こ
の
農
村
の
一
世
紀
半
に
わ
た
る
歷
史
の
発
展
の
中
に
見



一
一
六

出
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

四
、
明
治
用
水
は
今
後
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
か

　
1.
戰
時
中
か
ら
戰
後
、
配
水
地
域
の
農
業
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
う
け
た
か

こ
の
よ
う
に
地
域
社
会
に
非
常
な
恩
惠
を
与
え
、
西
三
河
一
帶
を
近
代
的
農
業
王
国
に
し
た
明
治
用
水
の
灌
漑
地
域
は

太
平
洋
戦
爭
を
め
ぐ
つ
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
う
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
第
一
に
は
農
業
に
從
事
す
る
人
口
の
五

〇
％
余
を
占
め
る
靑
壯
年
層
の
男
子
を
戦
場
に
工
場
に
、
女
子
靑
年
層
の
多
く
を
勤
労
報
国
の
名
の
も
と
に
、
軍
需
工

場
へ
送
り
、
農
業
は
村
に
残
つ
て
い
る
老
人
婦
女
子
の
仕
事
と
な
り
、
人
手
が
す
く
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
そ
の
た

め
、
作
付
の
で
き
な
い
水
田
さ
え
で
き
、
昭
和
二
十
年
の
統
計
で
は
、
碧
海
郡
だ
け
で
も
約
三
町
に
及
ん
で
い
る
の
は
、

こ
の
こ
と
を
物
語
つ
て
い
る
。

　
　

農
業
労
働
力
不
足
に
よ
る
植
村
不
能
水
田　
（
昭
和
二
十
年
）

　

依
佐
美
村
〇
・
一
〇
町
步　

桜
井
村
〇
・
八
五
町
步　

矢
作
町
〇
・
三
六
町
步　

刈
谷
町
一
・
二
〇
町
步

 

計
（
碧
海
郡
全
体
）
二
・
五
一
町
步

つ
ぎ
に
戦
時
国
策
の
線
に
沿
つ
て
国
民
の
食
糧
の
確
保
、
国
民
経
済
の
安
定
を
は
か
る
た
め
、
水
田
に
は
稻
・
麦
畑
地


