
　

現
代
中
国
の
経
済
社
会
に
と
っ
て

「
土
地
」
は
、
農
村
の
生
活
を
保
障
す

る
手
段
と
し
て
、
ま
た
都
市
開
発
を
通

じ
た
地
方
政
府
の
資
金
獲
得
の
手
段
と

し
て
、
あ
る
い
は
投
機
の
対
象
と
な
る

「
資
産
」
と
し
て
、
近
年
ま
す
ま
す
重

要
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
日
本
に
お
い
て
も
、
近
年
の
中
国

の
不
動
産
価
格
の
高
騰
お
よ
び
金
融
引

き
締
め
に
よ
る
「
バ
ブ
ル
崩
壊
」
の
可

能
性
に
対
し
て
、
高
い
関
心
が
寄
せ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
中
国
の
土
地
制
度

は
日
本
な
ど
と
異
な
り
公
有
制
を
基
本

と
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

都
市
と
農
村
と
で
は
異
な
っ
た
制
度
が

適
用
さ
れ
、
し
か
も
関
連
す
る
法
律
や

税
制
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い
る

た
め
、
た
と
え
専
門
家
で
あ
っ
て
も
把

握
す
る
の
が
非
常
に
困
難
だ
と
い
う
の

が
実
情
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
状
況
の

中
で
、
あ
く
ま
で
農
業
用
地
と
し
て
土

地
の
使
用
権
が
賃
貸
・
転
売
さ
れ
た
り

す
る
動
き
に
つ
い
て
は
、
近
年
に
現
地

調
査
に
基
づ
い
た
実
証
研
究
が
比
較
的

進
ん
で
い
る
。
一
方
で
、
農
村
都
市
化

に
と
も
な
っ
て
地
方
政
府
が
農
地
を
収

用
し
、
業
者
を
介
し
て
住
宅
地
や
工
業

用
地
と
し
て
の
開
発
が
行
わ
れ
る
農
地

の
非
農
業
転
用
が
、
ど
の
よ
う
に
制
度

化
さ
れ
、
ま
た
開
発
の
利
益
が
ど
の
よ

う
に
分
配
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う

点
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
分
析
が
な
さ

れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。

　

本
稿
で
は
、
筆
者
ら
が
行
っ
た
浙
江

省
の
農
村
に
お
け
る
調
査
の
結
果
、
お

よ
び
省
内
の
い
く
つ
か
の
都
市
に
お
け

る
土
地
使
用
権
の
払
い
下
げ
デ
ー
タ
な

ど
を
手
が
か
り
に
、
非
農
業
転
用
を
通

じ
た
土
地
の
利
用
方
法
や
収
益
性
の
変

化
に
つ
い
て
整
理
す
る
と
共
に
、
そ
れ

が
近
年
の
「
農
村
都
市
化
」
の
動
き
の

中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る

の
か
を
考
察
す
る
。

● 

農
地
の
非
農
業
転
用
を
め
ぐ
る
制

度
的
変
化
と「
土
地
備
蓄
モ
デ
ル
」

　

ま
ず
、
農
地
の
非
農
業
転
用
が
行
わ

れ
る
際
の
基
本
的
な
制
度
的
な
枠
組
み

に
つ
い
て
、
関
連
す
る
法
制
面
で
の
整

備
を
中
心
に
近
年
の
動
き
を
ま
と
め
て

お
こ
う
。

　

な
が
ら
く
社
会
主
義
体
制
の
下
で
土

地
公
有
制
を
堅
持
し
て
き
た
中
国
に
お

い
て
、
土
地
取
引
、
お
よ
び
そ
れ
に
関

す
る
法
律
の
整
備
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
そ
れ
ほ
ど
昔
の
こ
と
で
は

な
い
。
ま
ず
、
一
九
八
六
年
に
「
中
華

人
民
共
和
国
土
地
管
理
法
（
以
下
「
土

地
管
理
法
」）
が
施
行
さ
れ
、
公
有
制

を
前
提
と
し
た
土
地
管
理
の
法
体
系
が

整
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
翌
一
九
八
七
年

に
は
、
深
圳
市
に
お
い
て
、
都
市
に
お

け
る
国
有
地
使
用
権
の
有
償
譲
渡
を
通

じ
た
都
市
開
発
が
初
め
て
行
わ
れ
た
。

こ
こ
か
ら
、
地
方
政
府
が
土
地
の
使
用

権
を
民
間
の
開
発
業
者
に
払
い
下
げ
、

そ
の
資
金
を
イ
ン
フ
ラ
な
ど
の
都
市
建

設
に
投
じ
る
、
と
い
う
形
を
取
っ
た
都

市
開
発
の
手
法
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ

る
。

　

一
方
、
都
市
以
外
に
お
い
て
農
地
な

ど
の
集
団
所
有
地
を
政
府
が
収
用
し
開

発
す
る
た
め
の
制
度
は
、
そ
れ
よ
り
か

な
り
遅
れ
て
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま

ず
、
一
九
九
二
年
の
「
不
動
産
業
の
発

展
に
関
す
る
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
の

通
知
」
に
よ
り
、
農
村
な
ど
の
集
団
所

有
地
に
つ
い
て
も
政
府
が
い
っ
た
ん
収

用
し
、
国
有
地
に
転
換
し
て
か
ら
譲
渡

可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
明
記
さ
れ

た
。
そ
し
て
一
九
九
六
年
に
深
圳
と
上

海
で
国
立
の
土
地
投
資
会
社
が
設
立
さ

れ
、
こ
れ
ら
の
機
関
（
土
地
備
蓄
セ
ン

タ
ー
）
が
、
地
方
政
府
か
ら
委
嘱
さ
れ

る
形
で
開
発
用
地
を
収
用
す
る
と
共
に

整
地
や
イ
ン
フ
ラ
整
備
な
ど
そ
の
管
理

も
一
括
し
て
行
う
と
い
う
「
土
地
備
蓄

制
度
」
が
導
入
さ
れ
、
次
第
に
全
国
に

広
が
っ
て
い
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
一
九
九
八
年
に
改
訂
さ
れ

た
新
し
い
「
土
地
管
理
法
」
で
は
、
農

村
に
お
け
る
集
団
所
有
地
の
非
農
業
用

地
へ
の
開
発
に
あ
た
っ
て
は
一
旦
政
府

が
収
用
し
「
国
有
化
」
す
る
こ
と
を
義

務
付
け
た
ほ
か
、
土
地
の
全
体
的
な
利

用
計
画
（「
土
地
利
用
総
体
規
画
」）
の

作
成
に
あ
た
っ
て
は
国
務
院
あ
る
い
は

省
級
政
府
の
認
可
が
必
要
で
あ
る
こ
と

を
明
記
す
る
な
ど
（
第
二
一
条
）、
土

地
開
発
に
対
す
る
政
府
の
管
理
は
む
し

ろ
強
化
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
「
土
地
備
蓄
制
度
」
を

中
心
と
し
た
一
連
の
土
地
開
発
へ
の
管

理
強
化
の
動
き
の
背
景
に
は
、
本
来
、

農
村
都
市
化
の
政
治
経
済
学

　
　
―
農
地
の
非
農
業
転
用
を
め
ぐ
る
問
題
点
―

梶
谷　
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破
産
し
た
り
リ
ス
ト
ラ
の
対
象
と
な
っ

た
り
し
た
国
有
企
業
の
資
産
が
不
正
に

流
出
す
る
の
を
防
い
だ
り
、
減
少
が
懸

念
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
耕
地
を
乱
脈
開
発

か
ら
保
護
し
た
り
す
る
と
い
う
目
的
が

あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
土

地
備
蓄
制
度
」
の
広
ま
り
に
よ
り
、
以

下
の
よ
う
な
必
ず
し
も
中
央
政
府
が
意

図
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
結
果
も
同

時
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
ま
ず
、
政
府
か

ら
民
間
へ
の
土
地
の
払
い
下
げ
が
、
中

央
・
省
政
府
の
認
可
を
通
じ
て
一
元
化

さ
れ
た
た
め
に
、
一
種
の
独
占
に
よ
る

供
給
不
足
の
状
態
が
生
じ
、
地
価
の
上

昇
を
招
く
よ
う
に
な
っ
た
。
次
に
、
そ

れ
ま
で
都
市
の
国
有
地
を
主
な
対
象
と

し
て
い
た
土
地
の
「
有
償
使
用
制
度
」

が
、
農
地
な
ど
の
集
団
所
有
地
に
対
し

て
本
格
的
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
第
三
に
、
地
方
に
備
蓄
さ
れ
た
土

地
の
う
ち
市
場
価
格
で
譲
渡
さ
れ
る
も

の
の
比
率
が
増
え
た
一
方
、
農
地
な
ど

の
収
用
に
際
し
て
支
払
わ
れ
る
補
償
費

は
低
く
抑
え
ら
れ
た
た
め
、
そ
の
差
額

で
あ
る
地
方
政
府
の
収
入
は
大
き
く
増

加
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
地
方
政
府
が
土
地
の

供
給
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
莫
大
な
土
地
有
償
譲
渡
収
入
を

手
に
入
れ
、
そ
の
資
金
を
開
発
資
金
と

し
て
再
投
資
す
る
と
い
う
農
村
都
市
化

の
プ
ロ
セ
ス
の
こ
と
を
、こ
こ
で
は「
土

地
備
蓄
モ
デ
ル
」
と
呼
ん
で
お
く
こ
と

に
し
た
い
。

　

こ
の
よ
う
な
、「
土
地
備
蓄
モ
デ
ル
」

の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
⑴
都
市
開
発

資
金
が
ス
ム
ー
ス
に
入
手
で
き
る
、
⑵

工
業
用
地
に
つ
い
て
は
地
域
間
で
競
争

が
働
く
た
め
、
低
く
抑
え
る
こ
と
が
で

き
る
、
⑶
農
家
間
お
よ
び
村
ご
と
の
利

害
調
整
を
行
う
必
要
が
な
く
、
ト
ッ
プ

ダ
ウ
ン
で
開
発
事
業
を
進
め
ら
れ
る
、

な
ど
の
点
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
一

部
の
専
門
家
も
、
地
方
政
府
が
地
域
の

経
済
発
展
に
お
い
て
主
導
的
な
役
割
を

発
揮
す
る
に
あ
た
っ
て
、
一
九
八
〇
年

代
に
お
い
て
は
、
郷
鎮
企
業
の
経
営
な

ど
に
末
端
の
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
た
「
企

業
経
営
型
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、
九
〇

年
代
後
半
以
降
は
土
地
開
発
と
イ
ン
フ

ラ
整
備
を
中
心
と
し
た「
都
市
経
営
型
」

に
変
化
し
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
役
割

を
改
め
て
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。

　

し
か
し
一
方
で
、
政
府
か
ら
民
間
へ

の
土
地
の
払
い
下
げ
の
市
場
（
土
地
の

「
一
次
市
場
」）
が
、
中
央
・
省
政
府
の

認
可
を
通
じ
て
一
元
化
さ
れ
た
た
め

に
、
以
下
の
よ
う
な
デ
メ
リ
ッ
ト
が
生

じ
た
こ
と
も
ま
た
指
摘
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
⑴
土
地
払
い
下

げ
市
場
が
独
占
的
で
あ
る
た
め
、
特
に

住
宅
地
や
商
業
地
の
供
給
が
過
小
に
な

る
、
⑵
土
地
市
場
に
お
け
る
厚
生
の
損

失
が
生
じ
る
、
⑶
供
給
不
足
に
な
り
が

ち
な
住
宅
や
商
業
地
に
お
い
て
投
機
的

な
取
引
に
よ
る
価
格
の
高
騰（
バ
ブ
ル
）

が
生
じ
や
す
い
、
⑷
土
地
譲
渡
収
益
の

分
配
に
関
す
る
ル
ー
ル
が
形
成
さ
れ
て

い
な
い
た
め
地
域
内
外
で
の
不
満
や
争

議
が
生
じ
や
す
い
、
と
い
っ
た
点
で
あ

る
。

●
政
府
に
よ
る
土
地
使
用
権
の

　

払
い
下
げ
と
価
格
差
別
化

　

以
下
、
こ
の
よ
う
な
地
方
政
府
を
主

体
と
し
た
、
農
地
の
非
農
業
転
用
に
関

す
る
用
途
別
、
地
域
別
の
取
引
価
格
な

ど
の
状
況
を
概
観
す
る
た
め
、
浙
江
省

の
主
要
都
市
（
杭
州
、
寧
波
、
台
州
）

に
お
け
る
土
地
使
用
権
の
有
償
譲
渡
に

関
す
る
デ
ー
タ
を
整
理
す
る
こ
と
で
、

初
歩
的
な
考
察
を
行
っ
て
み
た
い
。

　

表
1
は
、
杭
州
、
寧
波
、
台
州
の
三

都
市
に
お
け
る
土
地
使
用
権
の
払
い
下

げ
用
途
別
の
平
均
単
価
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
い
ず
れ
の
都
市
に
お
い
て
も

住
宅
用
地
お
よ
び
商
業
用
地
の
払
い
下

げ
単
価
は
工
業
用
地
の
そ
れ
を
大
幅
に

上
回
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。ま
た
、

興
味
深
い
の
は
、
各
地
方
政
府
が
定
め

る
国
有
地
払
い
下
げ
の
際
の
基
準
価
格

で
は
、
い
ず
れ
も
商
業
用
地
の
払
い
下

げ
価
格
が
住
宅
用
地
の
そ
れ
を
上
回
っ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
の
払

い
下
げ
価
格
を
見
る
と
む
し
ろ
住
宅
用

地
の
価
格
水
準
の
方
が
圧
倒
的
に
高
く

な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
一
〇

年
末
に
お
け
る
商
業
用
地
、住
宅
用
地
、

工
業
用
地
の
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り

平
均
払
い
下
げ
価
格
の
全
国
平
均
が
、

そ
れ
ぞ
れ
五
一
八
五
元
、四
二
四
五
元
、

六
二
九
元
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
も
、

表
1
に
示
さ
れ
た
浙
江
省
の
状
況
か
ら

は
、
他
の
地
域
に
比
べ
、
住
宅
用
地
の

高
騰
が
目
立
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
は
、
同
省
が
二
〇
〇
八
年
の
リ
ー

マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
の
政
府
の
景
気
緩

和
策
の
影
響
を
受
け
、
全
国
の
中
で
も

住
宅
市
場
に
お
け
る
投
機
的
な
動
き
が

顕
著
な
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
表
1
に
示
さ
れ
た
用
途
別
の

払
下
げ
単
価
、
特
に
住
宅
用
地
と
工
業

用
地
の
払
い
下
げ
単
価
の
間
の
大
き
な

格
差
は
、
土
地
の
使
用
権
払
い
下
げ
の

権
利
を
独
占
的
に
所
有
す
る
地
方
政
府

表1　土地使用権払い下げ用途別平均単価（大分類）
（元/m2）

杭州 寧波 台州

住宅用 8,019 4,996 4,211

工業用 338 385 369

商業用 4,962 2,970 2,109

その他 249 1,530 609

平均 3,667 2,753 2,435

（出所）浙江省国土資源庁ウェブサイトhttp://www.zjdlr.gov.cn/index.htmlより。
（注）1）期間は杭州が2007年1月から2011年8月まで、寧波、台州が2011年5月まで。

2） 数字は、各都市における期間中の用途別払い下げ金額を、払い下げ面積
で除したもの。
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が
、
一
種
の
価
格
差
別
化
を
行
っ
た
も

の
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
価
格
差
別

化
と
は
、
市
場
に
お
い
て
価
格
決
定
力

を
持
つ
独
占
企
業
が
需
要
の
価
格
弾
力

性
が
大
き
く
異
な
る
二
種
類
の
買
い
手

に
直
面
し
た
と
き
、
価
格
弾
力
性
の
大

き
な
買
い
手
に
対
し
て
製
品
に
よ
り
低

い
価
格
を
つ
け
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。

　

た
と
え
ば
、
工
場
立
地
は
、
あ
る
特

定
の
地
域
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
必
ず
し

も
な
く
、
地
価
や
人
件
費
な
ど
の
コ
ス

ト
が
少
し
で
も
安
い
と
こ
ろ
に
立
地
す

る
誘
引
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
工
場
建
設
用
地
に
対
す
る
需
要

は
、
地
価
に
対
す
る
弾
力
性
が
非
常
に

高
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に

対
し
、
住
宅
地
・
商
業
施
設
は
も
と
も

と
立
地
が
地
元
の
住
民
に
よ
る
需
要
に

大
き
く
制
約
さ
れ
る
た
め
、
他
の
地
域

と
の
代
替
性
が
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
工
場
建
設
用
地
に
比
べ
、
住

宅
地
な
ど
の
需
要
の
価
格
弾
力
性
は
か

な
り
小
さ
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

と
き
、
地
方
政
府
は
、
価
格
弾
力
性
の

大
き
な
工
業
用
地
の
供
給
価
格
を
低
く

設
定
し
、
商
業
地
や
住
宅
地
の
価
格
を

高
く
供
給
す
る
。
こ
の
と
き
、
市
場
が

競
争
的
な
場
合
よ
り
も
後
者
の
供
給
は

低
く
抑
え
ら
れ
、
地
方
政
府
は
独
占
レ

ン
ト
を
得
る
が
、
一
方
で
市
場
に
は
厚

生
の
損
失
が
生
じ
る
。

　

表
1
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
工
業
地
価

格
の
、
住
宅
地
・
商
業
地
価
格
に
対
す

る
目
立
っ
た
低
さ
は
、
こ
の
よ
う
な
地

方
政
府
の
土
地
使
用
権
独
占
供
給
と
価

格
差
別
化
に
根
ざ
し
た
「
土
地
備
蓄
モ

デ
ル
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
。

●
非
農
業
転
用
に
よ
る
収
益
の

　

農
民
へ
の
分
配

　

す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
農
地
が

収
用
さ
れ
て
非
農
業
転
用
さ
れ
る
際

は
、
い
っ
た
ん
地
方
政
府
が
そ
れ
ら
の

土
地
を
収
用
し
た
後
に
、
国
有
地
と
し

て
払
い
下
げ
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
特
に
住
宅
用
地
あ
る
い
は
商
業
用

地
と
し
て
払
い
下
げ
ら
れ
る
場
合
に

は
、
農
地
と
し
て
の
地
代
に
基
づ
い
た

資
産
価
値
よ
り
も
、
は
る
か
に
高
い
価

格
で
払
い
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
農
地
の
非
農
業
転

用
が
行
わ
れ
る
際
、
土
地
売
却
の
収
益

は
、
も
と
も
と
土
地
請
負
権
を
保
有
し

て
い
た
農
家
に
ど
の
程
度
分
配
さ
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
土
地
収
用
の
際
の
補
償
費
の

基
準
額
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た

い
。
一
九
九
八
年
に
改
訂
さ
れ
た
「
土

地
管
理
法
」
第
四
七
条
に
よ
っ
て
、
農

地
収
用
の
際
の
補
償
費
は
、
土
地
補
償

費
、
生
活
安
定
補
助
金
、
作
物
・
青
苗

補
償
費
の
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
分
け
て

定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
土
地

収
用
補
償
費
の
基
準
は
、
過
去
三
年
間

の
平
均
産
出
額
の
六
〜
一
〇
倍
、
生
活

安
定
補
助
金
は
、
収
用
さ
れ
る
農
地
の

過
去
三
年
間
に
お
け
る
一
人
当
た
り
平

均
産
出
額
の
四
〜
六
倍
と
定
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
あ
く
ま
で

も
「
農
地
」
と
し
て
の
生
産
性
が
補
償

の
基
準
と
な
っ
て
お
り
、
土
地
使
用
権

の
売
却
に
よ
る
「
レ
ン
ト
」
の
分
配
が

農
民
に
支
払
わ
れ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム

に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
う
か
が
え

る
。

　

こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
浙
江
省
で

行
っ
た
農
地
の
各
利
用
方
法
と
土
地
収

益
性
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
⑴

を
簡
単

に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
調
査
地

に
お
い
て
穀
物
な
ど
を
栽
培
し
た
場
合

の
平
均
的
な
地
代
は
お
よ
そ
一
ム
ー

（
＝
六
・
六
七
ア
ー
ル
）
当
た
り
（
以

下
同
じ
）
三
〇
〇
〜
五
〇
〇
元
で
あ
っ

た
。
一
方
、
専
業
合
作
社
な
ど
が
果
物

な
ど
の
ブ
ラ
ン
ド
商
品
作
物
を
栽
培
し

た
際
の
利
益
分
配
は
一
〜
一
・
五
万
元
、

さ
ら
に
農
地
の
ま
ま
集
合
住
宅
建
設
を

行
っ
た
場
合
の
家
賃
収
入
が
三
万
元
程

度
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
商
品
作
物
の
栽
培
や

住
宅
建
設
を
行
っ
た
際
の
平
均
収
益
性

は
穀
物
生
産
を
行
っ
た
と
き
の
一
般
的

な
地
代
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。
一

方
、
前
述
の
よ
う
に
、
政
府
に
よ
る
土

地
収
用
の
補
償
費
は
、
非
農
業
転
用
の

ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
も
農
地
と
し
て
の
地

代
か
ら
計
算
さ
れ
た
資
産
価
値
に
対
応

し
た
も
の
で
し
か
な
い
。こ
の
よ
う
に
、

「
集
約
化
」
が
必
ず
し
も
農
民
に
直
接

の
利
益
を
も
た
ら
さ
な
い
と
い
う
現
状

は
、
農
地
集
約
化
あ
る
い
は
農
村
都
市

化
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
が
多

く
の
場
合
「
政
治
的
」「
強
制
的
」
に

進
め
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
現
在
、
さ
ま
ざ

ま
な
地
域
で
土
地
収
用
を
め
ぐ
る
ト
ラ

ブ
ル
が
生
じ
て
い
る
根
本
的
な
原
因

も
、
結
局
の
と
こ
ろ
こ
の
点
に
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

●
農
村
都
市
化
に
関
す
る

　
「
制
度
間
競
争
」

　

最
後
に
、
今
後
の
農
村
都
市
化
の
あ

り
方
に
つ
い
て
、
農
地
開
発
主
体
と
開

発
利
益
の
分
配
問
題
の
観
点
か
ら
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い

る
取
り
組
み
を
い
く
つ
か
取
り
あ
げ
て

み
よ
う
。

　

ま
ず
、第
一
の
類
型
は
、従
来
の
「
土

地
備
蓄
モ
デ
ル
」
で
あ
る
。
こ
の
モ
デ

ル
は
全
国
で
広
く
採
用
さ
れ
て
い
る

が
、
近
年
に
は
土
地
開
発
を
通
じ
た
利

益
の
分
配
を
巡
っ
て
農
民
―
集
体
―
地

方
政
府
間
の
矛
盾
が
先
鋭
化
す
る
な
ど

の
問
題
が
生
じ
て
い
る
。

　

第
二
の
類
型
は
、「
事
実
上
の
土
地

私
有
化
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
個
別
農

家
の
土
地
に
対
す
る
最
終
的
な
処
分

権
、
お
よ
び
用
益
権
を
認
め
る
こ
と
に

よ
り
、
現
在
政
府
・
開
発
業
者
が
取
得
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し
て
い
る
土
地
開
発
の
レ
ン
ト
へ
の
請

求
権
を
農
民
も
取
得
す
る
こ
と
を
通
じ

て
、
土
地
使
用
権
の
供
給
が
地
方
政
府

に
独
占
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
厚
生

損
失
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
や
り
方
は
、
土
地
の

所
有
権
を
完
全
に
私
有
化
す
る
の
は
社

会
主
義
体
制
の
根
本
的
な
見
直
し
を
必

要
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
簡
単
に

実
現
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、

さ
ら
に
土
地
の
集
約
・
開
発
の
際
に
お

け
る
農
家
間
の
意
見
集
約
が
非
常
に
困

難
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
さ
ほ

ど
現
実
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。

　

第
三
の
類
型
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の

は
、
土
地
の
集
団
所
有
と
い
う
枠
組
み

の
中
で
、
よ
り
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
活

用
し
た
土
地
の
使
用
と
利
益
の
分
配
を

実
現
し
よ
う
と
い
う
、
村
レ
ベ
ル
（
集

体
）
が
主
体
に
な
っ
た
土
地
経
営
を
行

う
や
り
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
土
地
を

村
の
レ
ベ
ル
で
合
作
社
や
株
式
会
社
の

形
式
を
通
じ
て
管
理
し
、
非
農
業
転
用

も
含
め
て
自
主
的
な
運
用
を
行
い
、
土

地
開
発
の
利
益
は
集
体
が
管
理
す
る

が
、
現
地
の
農
民
に
配
当
と
い
う
形
で

分
配
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
類
型
の
モ
デ
ル
地
区
と
し
て
は
、

広
東
省
南
海
県
の
ケ
ー
ス
が
有
名
で
あ

る
。
同
県
は
、行
政
村
（
村
民
委
員
会
）

を
単
位
と
し
て
株
式
会
社
を
作
り
、
集

団
所
有
の
土
地
の
開
発
・
レ
ン
タ
ル
・

経
営
な
ど
を
村
人
達
が
自
主
的
に
設
立

し
た「
土
地
株
式
会
社
」を
通
じ
て
行
っ

て
い
る
ケ
ー
ス
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
村
ぐ
る
み
で
専
業

合
作
社
を
設
立
し
、
ブ
ラ
ン
ド
作
物
の

生
産
・
流
通
を
行
う
ケ
ー
ス
や
、「
城

中
村
」
の
よ
う
に
、
村
が
上
級
地
方
政

府
の
許
可
を
得
ず
に
実
質
的
な
都
市
開

発
を
行
う
の
も
こ
の
第
三
の
類
型
に
分

類
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
や
り
方
は
、
土

地
の
集
団
所
有
と
い
う
枠
組
み
の
中

で
、
農
民
の
利
益
を
保
護
し
、
土
地
の

競
争
的
な
提
供
を
通
じ
て
不
動
産
価
格

の
低
下
を
も
た
ら
す
こ
と
が
期
待
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
方
式
で
は
、

集
体
―
地
方
政
府
間
の
利
害
対
立
、
あ

る
い
は
開
発
の
利
益
を
巡
る
集
体
内
の

矛
盾
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。ま
た
、

土
地
の
収
益
性
に
は
大
き
な
地
域
格
差

が
存
在
す
る
た
め
、
そ
の
ま
ま
で
は
む

し
ろ
拡
大
す
る
傾
向
が
あ
る
農
村
間
の

経
済
格
差
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
対
応

し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
課
題

と
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
強
力
な
地
方
政
府
が
土
地

改
革
と
戸
籍
改
革
を
一
体
に
な
っ
て
進

め
、
開
発
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
を

地
方
政
府
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
つ
つ
、

農
民
に
対
し
て
住
宅
や
社
会
保
障
の
提

供
な
ど
を
通
じ
て
一
定
の
利
益
の
分
配

を
行
う
と
い
う
第
四
の
類
型
を
挙
げ
て

お
き
た
い
。
な
か
で
も
近
年
注
目
を
集

め
て
い
る
の
が
「
重
慶
模
式
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
基
本
的
に
は
政
府
が
主
体
に

な
り
土
地
収
用
と
払
い
下
げ
を
行
う
と

い
う
「
土
地
備
蓄
モ
デ
ル
」
を
基
本
的

に
維
持
す
る
も
の
の
、
政
府
が
土
地
開

発
に
と
も
な
う
レ
ン
ト
を
農
民
に
還
元

す
る
こ
と
を
通
じ
「
農
民
と
都
市
住
民

の
平
等
化
」
を
実
現
す
る
こ
と
を
謳
っ

た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
重
慶
市
は
、

二
〇
二
〇
年
ま
で
に
一
〇
〇
〇
万
人

（
二
〇
一
一
年
ま
で
に
三
三
八
万
人
）

の
農
家
に
都
市
戸
籍
を
与
え
る
と
共

に
、
低
所
得
者
向
け
の
集
合
住
宅
、
都

市
住
民
な
み
の
社
会
保
障
を
土
地
提
供

者
に
付
与
す
る
と
公
表
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
や
り
方
を
通
じ
た
農
村

都
市
化
は
、
基
本
的
に
「
優
れ
た
指
導

者
が
率
い
る
慈
悲
深
い
政
府
」
と
い
う

一
種
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
前
提
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
重
慶

市
が
「
打
黒
唱
赤
」（
汚
職
告
発
と
革

命
歌
の
斉
唱
運
動
）
が
実
行
さ
れ
て
い

る
都
市
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
も
偶

然
で
は
な
い
。
ま
た
、
農
民
に
対
す
る

社
会
保
障
と
低
価
格
の
住
宅
の
補
償
と

い
う
分
配
に
重
き
を
置
い
た
政
策
を
実

行
す
る
反
面
、
そ
の
財
源
を
地
域
の
資

産
価
格
と
い
う
市
場
要
因
に
頼
ら
ざ
る

を
得
な
い
と
い
う
大
き
な
矛
盾
が
内
在

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
留
意
が
必

要
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
で
見
た
よ
う
に
、
現
在
「
農
村

都
市
化
」
あ
る
い
は
「
農
村
都
市
一
体

化
」
を
政
府
が
取
り
組
む
べ
き
重
要
な

課
題
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
中
国
で

は
、
そ
の
際
に
不
可
欠
な
土
地
開
発
を

め
ぐ
る
問
題
点
と
、
農
民
・
土
地
・
市

民
の
待
遇
差
に
起
因
す
る
戸
籍
改
革
と

い
う
中
国
社
会
特
有
の
問
題
点
が
重
な

る
こ
と
に
よ
り
、
各
地
域
に
お
い
て
多

種
多
様
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い

る
。
し
ば
ら
く
は
、
こ
の
よ
う
な
土
地

改
革
と
農
村
都
市
化
に
関
す
る
「
制
度

間
競
争
」
と
も
い
う
べ
き
各
地
域
の
試

み
が
続
い
て
い
く
と
み
て
よ
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

（
か
じ
た
に　

か
い
／
神
戸
大
学
大
学
院

経
済
学
研
究
科
准
教
授
）

【
注
】

⑴
二
〇
〇
九
年
三
月
お
よ
び
二
〇
一
〇

年
八
月
に
浙
江
省
の
温
嶺
市
（
台
州

市
）、
な
ら
び
に
奉
化
市
（
寧
波
市
）

内
の
農
村
で
行
わ
れ
た
農
家
お
よ
び

農
村
幹
部
な
ど
へ
の
聞
き
取
り
調
査

の
結
果
に
基
づ
く
。
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