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虹

仲

巧■

明
治

･

大
正

期
に

お

け
る

｢

地

代
の

資
本
転
化
+

と

租
税
政

策

一

間
題
の

所
在

本

稿
の

直
接
の

課
題
は

､

山

梨
県
の

百

町

歩
地

主
に

分

析
対

象

を

求
め
つ

つ
､

明

治
･

大
正

期
に

お

け
る

地

主

資
金
の

運

動
形
態

を

確
定
し
て

み

る

こ

と
に

あ

る
｡

だ

が
､

そ
の

前
に

､

わ
れ

わ

れ

の

問
題
関

心
が

ど
こ

に

あ

る

の

か

を

簡
単
に

で

も

提
示

し
て

お

く

必

要
が

あ
る

｡

端
的
に

い

え

ば
､

そ

れ

は
､

戦
前
日

本
資
本

主

義
の
■
資
本

蓄
積

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

様
式
の

特
徴
を

解
明

す
る

た

め
の

一

作

業

と

し

て
､

｢

地

代
の

資

､

､

､

､

､

1

1

1

1

､

1

､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

本
へ

の

転
化
+

論
を

方

法
的

主

軸
と

す
る

地

主

制
研

究
の

方

法
を

試
論
的
に

提
示

し

て

み

る

こ

と

に

あ
る

と
い

っ

て

よ

い
｡

そ

こ

で
､

か

か

る

観
点
を

と

り

あ

げ

た

わ

れ

わ

れ

の

意
図
を

明

中

村

政

則

確
に

し
て

お

く
た

め

に
､

以

下

若
干
の

研

究

史
的

反

省
を

行

な
っ

て

お

こ

う
｡

こ

れ

ま

で

の

地

主

制
研

究
は

､

細
い

点

を
一

切

無

視
し
て

大
き

く

整
理

し

て

し

ま

え

ば
､

お

よ

そ
､

次
の

四
つ

に

分

類
し

う
る

と

考
え

ら

れ

る
｡

そ

の

一

は

｢

構
造
的
特
質
論
㌧

二

は

｢

寄
生

地

主

制
論
+

､

三

は

｢

小

農
論
+

､

四

は

｢

農
民

運

動

史
論
+

､

以
上

四

つ

の

主

題
に

要
約
し

う
る

よ

う
な

形
で

､

従

来
の

地

主

制

研

究
は

お

し

す
す
め

ら
れ

て

き

た

と

い

っ

て

よ

い

だ

ろ

う
｡

さ

て
､

こ

こ

で

は

研

究

史
整
理
を

目

的
と

し
て

い

な
い

か

ら
､

右
の

四

つ

の

論
が

､

地

主

制
の

ど
こ

に

着
目

し
､

そ

れ

を
い

か

な

月
じ

る

方

法
に

よ
っ

て

分

析
し

て

き

た

の

か

は

具
体

的
に

明
示

す
る

余

朗
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裕
は

な
い

の

で
､

以

下
に

は

行

論
の

都

合

上
､

必

琴
な

か

ぎ

り

で
､

し
か

も

ご

く

簡
単
に

､

こ

れ

ら
の

論
の

特
徴
を

み

る

こ

と

に

す
る

｡

一

の

｢

構
造

的

特
質
論
+

と

し

て

の

地

主

制

研

究

と
い

う

の

は
､

い

う
ま
で

も

な

く
､

戦
前
の

『

論
争
』

段
階
で

､

講

座
派
に

よ

っ

て
､

ほ

じ

め
て

打

出
さ

れ

た

見
解
を

さ

す
｡

そ

れ

は

日

本

資

本
主

義
が

､

帯
封
建
的
土

地

所
有
=

半

農
奴
制
的

零
細
農
耕
を

基

盤
と

し
て

組
み

た

て

ら
れ

た

も

の

で

あ

る

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た
｡

代
表
的
な

見
解
と

し

て

は
､

野
呂

栄

太

郎
･

山
田

盛

太
郎

･

平

野

義
太

郎
三

氏
の

そ

れ

を

挙
げ

う

る

が
､

こ

こ

で

は

山
田

氏
の

見

(

1
)

解
を

み

て

お

こ

う
｡

周

知
の

如
く

､

山

田

氏

は
､

日

本

資
本
主

義

の

構
造

的

特
質
は

､

基
本

的
に

は
､

半
封
建
的
土

地

所
有
に

よ

っ

て

規
定
さ

れ

て

い

る

と

し

た
｡

そ

し
て

こ

の

場
合

､

右
の

半
封

建
的

土

地

所
有
が

ま
さ

に

軍
事

ヽ

ヽ

機
構
=

鍵
鎗

産
業
体

制
の

基

礎
と

し

て

且

つ
､

半
零
農
的

耕
作
貞

ヽ

ヽ

･
ヽ

民

及
び

半
零
奴
的

賃
銀

労
働
者
の

供
給

淑
と

し
て

の

役
割

を

果
た

し

え

な
い

か

ぎ

り
､

そ

も

そ

も

日

本

資
本

主

義
は

存
立

し

え

な
い

の

だ

と

い

う
い

み

で

そ

れ

は

基
本
的

な

規
定

者
と

し
て

の

位
置
を

占
め

る

と

さ

れ

た

の

で

あ
っ

た
｡

鳴

㈹

す
な
わ

ち
､

山
田

氏
は

､

軒
本
資
本

主

義
の

構
造

的
特

質
を

資

甜
β

U

本

主

義
と

地

主

制
と

の

相
互

規
定
=

相
互

制
約
関
係
の

中
に

求
め

ら
れ

た

の

で

あ

り
､

と

り

わ

け

両
者
の

関
係

を

低
質
銀
と

高
率
小

作
料
と

の

相
互

規
定

関
係
そ

の

も
の

と
し

て

お

さ

え

た

の

で

あ
っ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

た
｡

い

う
な
れ

ば
､

労
働
力
の

面
か

ら
の

規
定
を

与

え

た

の

で

あ

る
｡

(

2
)

そ

し
て

､

こ

の

よ

う

な

把

握
は

､

表
現
こ

そ

ち
が

え
､

野
呂

､

(

3
)

平
野
両

氏
に

も

共
通

し
て

み

ら
れ

る

把
握

だ
っ

た

の

で

あ

る
｡

だ
が

､

日

本

資
本
主

義
と

地

主

制
と
の

関
係
は

そ

れ

に

つ

き
る

わ

け
で

は

な
い

｡

面
か

ら
の

規
定

､

ヽ

ヽ

ヽ

も

う
一

つ

の

重

要
な

論
点

､

つ

ま

り
､

資
本
の

即
ち

､

地

租
及
び

地

代
の

資
本
へ

の

転
化

､

こ

の

問
題
が

あ

る
｡

勿
論

､

山
田

氏
も
こ

の

点

を

不

問
に

附
し

て

い

た

わ

け
で

は

な

か
っ

た
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

｢

明

治
維
新
政

府
は

､

過
重
の

地

租
徴
収
に

よ

る
､

広
汎
な

系

列
に

捗
っ

て

の

工

業
部

門
移
植
の

方

針
を

決
定

し

…

…
+

.
(

『

分

析
』

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

七
二

頁
)

､

更
に

､

｢

半

隷
農

的

現

物
年
貢
の

徴
収
と

そ

れ

の

農
業

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

部
面
外
で

の

資
本

転
化
+

(

同
･

一

七

四

頁
)

と

記
さ

れ

て

い

る

如

(

4
)

く
､

こ

の

点
の

指
摘
を

忘
れ

て

い

な
い

｡

)

香
､

即

ポ
資
■

本
音

嵐
α

卦

鮮
叫

慧
的
動
因
が

二
向

率
小

作
料

ザ
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▲
▼

､

萄

前

掲
に

し
て

の

低
賃
銭
と
､

+

屑
民
よ

れ

収

零
せ

.

る

地

租
と

地

代

の

資
本

転

化
の

二

つ

に

あ
っ

た

こ

と

を

把

握

し

て

い

た

の

で

あ

る
｡

し
か

し
､

前
者
に

つ

い

て

は

と

も
か

く
､

後
者
に

つ

い

て

は
､

遂
に

分

析
の

対

象
と

し

て

と

り

あ

げ
る

こ

と

な

く
､

従
っ

て

何

等

の

実

証
作
業
も

経
ず
に

､

わ

ず
か

数
行
の

指
摘
で

終
ら

せ

て

し

ま

(

5
)

っ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

だ

が
､

こ

の

点
に

つ

い

て

の

分

析
が

背
後
に

し

り

ぞ
い

て

し

ま

っ

た

こ

と

は
､

日

本

資
本

主

義
の

歴
史
的

把

握
に

際
し
て

重

大

な

欠

陥
を
つ

く
っ

て

い

た

の

で

あ

り
､

実
は

､

こ
≡

の

面

で

の
′
解
決
が

戦
後
の

研

究
者
に

引

卦
つ
■
が

れ

で
い

く
ぺ

き

筈

弔
っ

■
た

の

で

ぁ

る
｡

｢

し

か

し

な
が

ら
､

戦
後
の

華
々

し
い

地

主

制

史
研

究
で

は
､

こ

の

点

を

明

確
に

意
識
す
る

こ

と

な

く
､

多
く

は

あ
の

｢

寄
生

地

主

制
論
争
+

に

象
徴
さ

れ

る

論
点
を

め

ぐ
っ

て
､

研
究
が

集
中
さ

れ

て

い

っ

て

し

ま
っ

た

の

で

あ

る
｡

幕
末
期
に

農
民

的

商
品
生

産
の

発
展
を

み

な
が

ら
､

従
っ

て
､

一

定
度
の

ブ

ル

ジ
.
㌣
㌢

的

分

解
が

み

ら

れ

た

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

わ

が
.

国
で

は
､

何
ゆ
え

に

地

主
･

小

作
関
係
に

帰
結
し
て

し

ま
っ

た

の

か
､

こ

の

点
を

解
明

す
る

こ

と

が

寄
生
地

主
制
論
争
の

核
心

叫

醐
観
点
で

あ
っ

た

こ

と

は
､

す
で

に

指
摘
さ

れ

て

い

る

通

り
で

あ

(

6
)

.

る
｡

こ

の

論
争
が

戦
後
に

お

け
る

日

本

経
済

史
研

究
の

最
大
の

論
争

の
一

つ

に

な
っ

た
こ

.

と

か

ら
も

わ

か

る

通

り
､

｢

寄
生

地

主

制
論
+

が

地

主

制
研

究
を

大

き

く

前
進
さ

せ

た

こ

と

は

否
定
で

き

な
い

｡

だ

が
､

こ

の

論
が

､

右
に

述
べ

た

よ

シ

な

点
に

焦
点
を

お

い

て

い

た

以

上
､

そ
こ

で

の

分

析
対

象
=

時
期
は

必

然

的
に

､

封

建
制
か

ら

資
本

制
の

移
行
期
に

求
め

ら

れ
､

従
っ

て
､

ゝ
資
本

蓄

積
の

問
題

が

当

面
の

議
論
の

対

象
と

な

り

え

な
か

っ

た

こ

と

は

蓋

し

当

然
の

こ

と
で

あ
っ

た
｡

1

.

む

し
ろ

､

■■
｢

寄
生

地

主

制
論
+

は
､

地

主

制
下
に

お

け

る

小

農

の

存
在
形
態
を

確
定
す
る

方

向
に

向
っ

て
､

一

段
と

精
密
化
さ

れ

て

い

っ

た

の

で

あ

る
｡

｢

小

農
論
+

と

し
て

の

地

主

制

研

究
が

こ

れ

で

あ

る
｡

こ

の

論
は

主
と

し
て

､

二

つ

の

方

向

に

分
れ

て

い

る

と
い

っ

て

よ

い
｡

｢

妄

..

＼

一

つ

は
､

幕
藩
体

制
を

支
え

る

基

本

的
な

地

代
負
担
者
と

し

て

の

｢

小

農
+

の

形
成

過

程
を

追
求
す

る
一

方
､

そ

の

分

解
か

ら

地

主
･

小

作
関
係
が

い

か

に

し

て

成
立

し
て

く
る

か

を

明

ら
か

に

す

(

7
)

る

と
い

う

方

向
で

あ

り

(

従
っ

て

｢

寄

生

地

主

制
論
+

と

結
び

つ

く
)
､

そ

の

二

は
､

小

農
民

経

営
と

地

主

制
と

の

矛

盾
を

基
礎
と

し
て

､

似
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地

主

制
の

後
退
が

必

然
化

さ

れ

る

と
い

う

基
本

的

視

点
に

立

ち
つ

つ
､

地

主

制
下
に

お

け

る

小

農
経
営
が

い

か

に

し
て

商
品

化

権
者

と

し
て

の

性
質
を

そ

な

え

る

に

い

た

り
､

遂
に

は

地

主

制
を

下
か

(

7
)

ら

打
破

し
て

い

く
か

を

明
ら

か

に

せ

ん

と

す
る

方

向
で

あ

る
｡

つ

ま

り
､

地

主

制
後
退
の

歴
史
的
プ

ロ

セ

ス

を
､

日

本

農
業
の

発

展

構
造
の

中
に

位
置
づ

け

な
が

ら

論
じ

ょ

う
と

す
る

の

で

あ
b
七

い

う
ま
で

も

な

く
､

こ

の

第
二

の

方

向
は

､

大
j句
中
覿
肘

独

身

簡
本
.

要
義
の

段
階

に

考

察
の

焦
点

は

合
わ

さ

れ
､

ま

た

小

農
経

営

の

発
展
を

基
礎
と

し
て

展
開
さ

れ

る

｢

農
民

運

動
史
論
+

と

不

可

(

9
)

分
の

形
で

論
じ

ら

れ

て

い

る
｡

-
J

ヽ
-

-

一

1!
.V
I
V

...

.一.

≠

.

ヽ

..､Y

ヽ

1

.ゝ
ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

以

上
の

如
く

､

日

本

経
済

史
研

究
に

お

け
る

地

主

制
研
究
の

戦

後
矧
矧

叫
.

｢

郵
.

熱
望
士

別
諭

→
及

び
.
→

小

魚
論
+

に

集
中
し

て

い

た

と
い

っ

て

ほ

ぼ

間
違
い

な
い

と

こ

ろ

な
の

で

あ
る

｡

繰
返

す
ま
で

も

な

く
､

右
の

方

法
に

よ

る

地

主

制
研

究
が

数
多

く
の

成

果
を

も

た

ら

し

た

こ

と

は

疑
い

な
い

｡

の

み

な

ら

ず
､

こ

れ

ら
の

論
は

､

戦
後
農
村
の

動
向

を

ど
の

よ

う
に

把
握

す
る

か

と

い

う

鋭
い

現

実

的

関
心

に

支

え

ら

れ

つ

つ

展
開
さ

れ

て

い

た

の

で

あ

り
､

だ

か

ら
こ

そ
､

多
く
の

研

究

者
の

関

心
と

努
力
の

集
中
さ

れ

る

必

然

性
が

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

だ

が
､

右
の

如
き

観
点
か

ら

す
る

地

主

制
研

究
は

､

最
近
の

日

一

叫

本

農
業
の

変
貌
過

程
で

､

一

種
の

行

き
づ

ま

り

状

態

を

も

た

ら

㍊β
U

し
､

あ

ら

た

め
て

､

地

主

制
研

究
の

課

題

お

よ

び

そ

の

方

法
に

対

(

1 0
)

す
る

深

刻
な

反

省
が

必

要
と

さ

れ

る

に

い

た
っ

た

の

で

あ

る
｡

か

か

る

研

究
史
的

反

省
に

立
っ

た

場

合
､

で

は
､

地

主

制

研

究

の

新
た

な

課
題
と

は

何
で

あ

り
､

そ

れ

は

い

か

に

し
て

解
明
さ

る

ぺ

き

も
の

な
の

で

あ

ろ

う
か

｡

こ

の

点
に

つ

い

て

も

と

よ

り
､

本

稿
が

､

明

確
な

解
答
を

用

意
し

て

い

る

わ

け
で

は

な
い

｡

だ

が
､

冒

頭
に

も

述
べ

た

如
く

､

戦
前
日

本

資
本

主

義
の

資
本

蓄
積
様

式
が

も

た

ら

す

矛

盾
の

解
明
を

､

地

主

制
史
研

究
の

側
か

ら

果
た

し
て

み

る

こ

と

に
､

問
題
発
見
の

手
が

か

り

は

認

め

う
る

と

思
わ

れ

る

の

で

あ
る

｡

い

う

ま
で

も

な
く

､

戦
後
日

本

資
本

主

義
の

｢

高
度
成

長
+

下

に

お

け
る

資
本

蓄
積
の

メ

カ

ニ

ズ

ム

が
､

戦
後
農
村
経

済
の

動
向
と
い

か

な

る

関
連
を

も
つ

も

の

で

あ

る

の

か

を

確
定
せ

ん

と

す
る

視
点
に

支
え

ら

れ

て

の

こ

と
で

あ

り
､

且

つ

ま

た

そ

こ

に

現

時
点
に

お

け
る

地

主

制
研

究
の

重

要
な

論
点
が

認
め

ら

れ

る

と

考
え

る

か

ら
に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

さ

て
､

以

上

に

よ
っ

て
､

わ
れ

わ

れ

が

何
ゆ

え

に
､

地

代
の

資

本
へ

の

転
化

論
(

=

資
本

蓄

積

論
の

一

論

点
)

を

中

軸
と

す
る

地

主

制
研

究
を

用

意
す
る

に

い

た
っ

た

の

か

の

理

由
は

､

説
明

し

え

た

と

思

う
の

で

あ

る

が
､

も

と

よ

り
､

こ

の

小

稿
で

､

右
の

課

題
に

ザ
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紳

紳

イ

♯

対

す
る

全

面

的

解
答
を

な
し

う
る

も
の

で

な
い

こ

と

は
､

予
め

断

っ

て

お

き

た

い
｡

こ

こ

で

は

た

だ
､

右
の

テ

ー

マ

を

解

明

す
る

た

め

の

準
備

作
業

と

し
て

､

従

来
､

論
じ

ら

れ

る

こ

と

の

少

な
か

っ

た

論
点

､

す
な

わ

ち
､

明

治
･

大
正

期
に

お

け

る

地

主

資
金
の

産
業
企

業
へ

の

輸

租
が

､

い

か

な

る

契
機
に

よ
っ

て

促
進
せ

し

め

ら
れ

た

の

か

を
､

特
に

租
税
政

策
の

展
開
と

関
連
づ

け
て

考
察
す
る

こ

と

に
､

問
題

範
囲

は

限

定
さ

れ

ざ

る

を

え

な
い

の

で

あ
る

｡

(

1
)

山
田

盛
太

郎

『

日

本

資
本

主

義

分

析
』

(

2
)

野
呂

栄
太

郎

『

日

本

資
本

主

義

発

達

史
』

(

3
)

平

野
義
太

郎

『

日

本

資
本

主

義
社

会
の

機

構
』

(

4
)

尚
､

こ

の

点

に

つ

い

て

は
､

野

呂
･

平

野

両

氏
に

も

同

様
の

指

摘
が

あ

る
｡

『

発
達

史
』

二

五

七
･

二

七
二

頁
｡

『

機

構
』

七
･

二

九

八

頁

参
照

｡

(

5
)

山

田

氏
を

含
め
て

､

右
の

三

者
が

､

労

働
力
の

面

に

分

析
の

主

力
を

そ

そ

い

だ
こ

と
に

は

そ

れ

な

り
の

理

由
が

あ
っ

た
｡

簡
単
に

い

え

ば
､

三

氏
の

問
題

意

識
が

究

極

的
に

は
､

日

本

資
本
主

義
揚
棄
の

､

従
っ

て
､

変

革
主

体

諸

勢

力
の

検
出
に

力

点
が

お

か

れ

て

い

た

か

ら

で

あ

る
｡

尚
､

大

石

嘉
一

郎

｢

日

本

資
本

主

義
確
立

期
に

関
す

る

若

干
の

理

論
的

問
題
+

『

歴
史

学

研

究
』

二

九
五

号

参
照

｡

(

6
)

安
艮

城
盛

昭

｢

日

本

経

済

史
研

究
の

当
面

す

る

課

題

臼
+

『

思

想
』

四

〇

七

号

(

7
)

古

島
敏
雄

編

『

日

本

地

主

制

史

研

究
』

(

8
)

栗

原

百

寿

『

現

代

日

本

農

業

論
』

(

9
)

こ

の

系

列

は
､

更
に

｢

農

業

恐

慌

論
+

｢

農
地

改

革

論
+

と

結

び

つ

い

て

い

く
｡

(

1 0
)

尚
､

誤

解

を
さ

け
る

た

め

に

付

言

し

て

お

け

ば
､

こ

の

よ

う
に

い

っ

た

か

ら

と
い

っ

て
､

｢

小

農

論
+

が
､

日

本

農

業
の

歴

史

的

発

展
過

程

を

解

明

す
る

上
で

､

い

ま

な

お

き

わ

め
て

有

効
且
つ

重

要
な

研

究

課

題
で

あ
る

こ

と

を
､

筆

者
が

軽

視

し
て

い

る

の

で

は

な
い

､

と
い

う
こ

と
で

あ
る

｡

〓

分

析
対

象
の

性
蒋

は

じ

め

に
､

本

稿
で

と

り
あ

げ

る

百

町

歩
地

主
､

広
瀬
和
育
家

(

以

下

H

家

と

略

称
)

の

位

置
づ

け

を

簡

単
に

行
な
っ

て

お

こ

う
｡

全

国
的
に

み

れ

ば
､

山

梨
県

は
､

米
作
単
作
地

帯
の

代

表
的

な

地

主

王

国
､

新
潟
県
を

一

方
の

極
に

し
､

棉
作
を

中
心

と

す
る

商

品
生

産
の

活
殺
な

展
開
を

み

た

地

主

地

帯
､

大

阪

府
を

他

方
の

極

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

と

す
る

､

い

わ

ば
､

東
北

型

と

近

畿
型
の

中
間
に

位

置
す
る

地

主

県

と

し
て

お

さ

え
ら

れ

る

の

で

あ

り
､

右
の

両

類
型
に

対

し
て

一

ヽ

ヽ

ヽ

類
型
(

仮
に

､

中

間

型
と

呼
ぷ
)

を

構
成

す
る

地

主
地

帯
と

し

て

位

置
づ

け
る

こ

と

が

で

き

る
｡

そ

し
て

､

こ

の

中

間
型

は
､

東
北

型

っ

J

に

比
べ

れ

ば
､

地

主
の

土

地

所
有
規
模
は

小

さ

く
､

近

畿
型
に

此

朋
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ぺ

れ

ば
､

衰
退

産

業
､

棉
作
に

対

す
る

に
､

こ

こ

で

は

興

隆

産

業
､

蚕
糸

業
の

発

展
と

密

接
に

か

ら

み

合
い

つ

つ
､

地

主

的
土

地

集
中
の

進

展
の

み

ら

れ

た

こ

と

を

そ

の

特
色

と

す
る

｡

次
に

､

右

の

如

く

位

置
づ

け

ら

れ

る

山

梨
県
の

中

に

あ
っ

て
､

E

家
が

ど

の

よ

う

な

位
置
を

占
め

て

い

る

か

を

確
定
し
て

お

こ

う
｡

山

梨
県

内
の

主

要
な

地

主

地

帯
は

､

商
品

生

産
の

展
開
魔
の

最

も

高
い

東
山

梨
･

東
八

代
の

両

郡

と
､

米

を

主

産

と

す

る

中

巨

摩
､

北

巨

摩
両

郡
の

二

地

域
､

す
な

わ

ち
､

養
蚕
地

帯
と

水
田

地

帯
の

二

地

域
に

よ
っ

て

構
成

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

が
､

E

家
は

こ

の

中
､

後
者
(

中

巨

摩
郡

藤
田

村
)

に

属
し
て

お

り
､

明

治
二

五

年
の

土
地

所
有
規
模
は

六
二

町

歩
で

県

下

第
七

位
､

大

正
一

三

年

に

は
一

二

八

町

歩
に

達
し

､

県
下

第
三

位
の

大
地

主
と

し
て

把
握

し

う
る

の

で

あ

る
｡

県

内
地

主

層
の

分

布

状

況

を

示

す

第
1

表
に

も

明

ら

か

な

如

く
､

E

家
の

属
す
る

中

巨

摩
郡
に

は

地

価
四

千
円

以

上

の

地

主

総

数
の

三

五
･

六
%

に

当
る

一

二

二

名
が

存
在
し
て

お

り
､

特
に

一

万

円

以

上
の

大
地

主
は

､

九

七

名

中
､

四

〇

二
一

%
に

相
当

す
る

三

九

名

も
が

集
中
し

て

い

る

の

で

あ
る

｡

こ

の

こ

と

は
､

二

五

年

現

在
の

同

郡
の

小

作
地

率
が

七

〇

二
二

%

と

き
わ

だ

っ

た

高
さ

を

示

し
て

い

る

こ

と

に

あ

ら

わ

れ

て

い

る
(

県

平

均
四

七
･

四

%
)

｡

第 1 表 中 ･ 大地 主層 の 分布状況 凹 . 2 1 年

M . 2 5

小 作地 率
1 0 ′ - 1 計9 ” 1 0】4 ～ 5 千円ト6ト小8ト9弓名郡

%
′

0

0

7

8

4

3

7

0

0

4

8

0

0

7

/
L

U

亡
J

O

5

2

1

7

4

5

5

3

3

ウ

ノ

5

3

3

4

3

1

0

7

8

2

2

5

5

3

バ
T

4

4

2

亡
J

2

4

1

一

J

8

5

0

1

っ

J

n

フ

0
ノ

l

1

7

1

1

3

1

(

U
ノ

4

っ

J

O

O

O

8

3

1

1

02

2

r

ヽ

J

3

0

0

7

5

2

0

八
丁2

バ
T

2

っ

J

O

O

d
T

て
〕

4

0

0

1

3

4

2

/
h

U

l

l

1

7

1

1

パ
T

1

3

′

L

U

5

7

1

1

2

7

4

0

3

2

5

5

q
/

1

4

3

1

8

2

2

5

1

1

2

1

8

粟

梨

代

代

摩

摩

摩

留

留

山

山

八

八

巨

巨

巨

都

都

計

東

西

東

西

南

中

北

南

北

秘密 内申: 地価 4
,
0 0 0 円以上 を有 す る人員取調表 よ り .

β5 4

腑

軸

甘
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紳

紳

叫

以

上
の

事
実
か

ら
､

わ

れ

わ

れ

は
､

中

巨

摩
郡
が

最
も

典

型

的

な

地

主
地

帯
で

あ

る

こ

と
､

更
に

､

E

家
の

所
在
地

藤
田

村
が

郡

内

大

地

主
の

集
中
し

て

い

る

水

田

地

帯
の

中

心

を

占
め

､

且

つ
､

同

家
が

中

巨

摩
邦

最
大
の

地

主
で

も

あ

る

こ

と

か

ら
､

E

家
が

山

梨
県

水
田

地

帯
の

代

表
的
な

大

地

主
と

し
て

把

握
し

う
る

こ

と

を

知
っ

た
の

で

あ

る
｡

さ

て
､

以

上

の

如
き

位
置
を

占
め
る

H

家
の

明

治

-
大

正

期

に

か

け
て

の

地

主

経
営
は

段

階
的

に

ど
の

よ

う

な

推
移
を

た

ど
っ

た

の

で

あ

ろ

う
か

｡

こ

の

点

を

全

面

的
に

明
ら

か

に

す
る

た

め
に

は
､

少
な

く

と

も

ー

√

. ′
叫

へ
叶
､

†

■ト

､:

-

+■

H

家
の

資
金

運
.

用
の

形
態
を

､

次
の

二

系
列

､

す
な
わ

ち
､

土

地

投
資
に

向

う
系
列
と

､

貸
金
業
か

む

飾
付
果
更
に

牡

粗
式
公

祇
慣

投
資
に

向

う
系
列
と

に

分

け
て

考

察
し

､

そ

の

上
で

両

者
の

関
連

を

統
一

的
に

把
握

す
る

作
業
を

試
み

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

だ

が
､

本
稿
で

は
､

紙
数
の

制
約
が

あ

り
､

前
者
に

つ

い

て

は

殆
ん

ど
ふ

れ

る

こ

と

は
で

き

な
い

｡

す
な

わ

ち
､

地

主
･

小

作
関

係
の

構
造
が

段
階
的
に

ど
の

よ

う
な

変
化

を

み

せ
､

か

か

る

変
化

が
､

地

主

資
金
の

運

動
形
態
に

い

か

な

る

影

響
を

与

え
る

の

か

と

い

う
点

に

つ

い

て

は
一

切

論
ず
る

余
裕
を

も

た

な
い

の

で

あ

る
｡

従
っ

て
､

以

下

に

ほ

必

要
な
か

ぎ

り
で

､

右
の

点

に

ふ

れ

る

に

と

ど

め
､

こ

こ

で

は
､

冒

頭
の

問
題

提

起

に

そ
っ

て
､

第
一

. 一

系

列
､

す
な

わ

ち
､

腰
帖

掴

頓
に

焦
点

を

合
わ

せ

て

考

察
を

す
す
め

て

い

く
こ

と

に

す
る

｡

三

地

主

資
金
の

運

動

形
態

明

治
-
大
正

期
に

か

け
て

の

E

家
の

資
金
の

動
き

を

確
定

す
る

た

め

に

は
､

こ

れ

を

ほ

ぼ

次
の

四

期
､

す

な

わ

ち
､

第
一

期
(

明

治
一

〇
､

二

〇

年

代
)

､

第
二

期
(

三

〇

年

代
)

､

第
三

期
(

四

〇

年

代

-
大

正

中

期
)

､

第
四

期
(

大

正

中
期

以

降
)

に

区

切
っ

て

考
察
し

て

い

く

必

要
が

あ
る

｡

以

下
､

各
期
の

特
徴
を

順
に

み

て

い

く
こ

と

に

し

よ

う
｡

第
一

期
(

一

〇
､

二

〇

年

代
)

こ

の

期
の

特
徴
を

把

捉
す
る

た

め

に

は
､

ま

ず
一

〇

年
代
前
半

の

主
要
な

資
金

運

用
の

形
態
た

る
′

笥
果
〆

動
向
を

簡
単
に

み

て

お

か

ね

ば

な

ら

な
い

｡

第
2

表
は

明

治
一

〇

-
二

五

年
に

い

た

る

貸
金

業
の

状
況
を

表

示
し

た

も
の

で

あ
る

｡

第
一

に

注

意
し

た

い

点

は
､

貸
付

金
の

累

積
が

一

〇

年
の

八

千

円
か

ら
一

四

年
へ

か

け
て

､

一

万

四

千

円

と

増
大
し

て

い

る

の

に

対

し
､

貸
付

金
に

対

す
る

利
入
が

一

四

年
の

】

へ

じ

一

･

五

千
円

を
ピ

ー

ク

と

し
て

急
速
に

低
下
し

て

い

る

こ

と
で

あ

郎
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爪
〕

り
､

更
に

当
年
貸
が

二
二

年
の

一

･

一

万

円

を
ピ

ー

ク

に
､

同

甜
バ

ーU

じ

く

急
速
な

低
下

を

み

せ

て

い

る

こ

と
で

あ

る
｡

一

万
､

利
入

に

つ

い

て

み

る

と
､

⊥
㌧

四

年
ど
+

年
率
の

問

に
､

一
員
民

貸
に

対

す
石

利
入

と

｢

会
社
+

よ

り
の

配

当
収
入
と

が

完
全

に

逆
転
す
る

と
い

う
注
目

す
べ
.

き

事
実
に

気

付

く
｡

さ

て
､

こ

の

こ

と

は
一

体

何
を

意

味
す
る

の

だ

ろ

う
か

｡

い

ぅ

ま

で

も

な

く
､

デ

フ

レ

ー

シ

計

ン

を

契
機
と

す
る

小

農
民
の

没

落
が

高
利
貸
資
本
の

存
立

基
盤
を

き

わ

め
て

不

安

定
な
■も
の

と

し
､

農
村
を

貸
付

基

の

行
づ

ま
り

を

招

▲

僻

嶋

来
し

た

の

に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

小

農
民

を

対

象
と

す
る

高
利
の

貸
付

は
､

四

〇

年
の

大

水

害

の

時
期
を

除
け

ば
､

一

〇

年
代
後
半
か

ら
､

徐
々

に

そ

の

条
件

を

失
っ

て

い

く
の

で

あ

る
｡

と

い

っ

て

悪
け

れ

ば
､

甘
人

金

貸

業
と

し

て

の

業
務
は

貸
付

金
の

回

収

不

能
の

た

め

急
速
に

そ

の

機

能
を

薄
め
て

い

き
､

あ

と

は
た

だ
､

地

主
･

小

作
関
係
の

矛

盾
の

顕
在
化

を

防
ぐ

機
能
を

果
た

す

貸
付

(

=

地

主
･

小

作
人

間

の

温

情
的
紐
帯
の

確

保
)

に

限

ら
れ

て

い

は
の

で

あ
る

｡

事
実

､

幕
末

･

明

治
初
年
か

ら
一

〇

年
代
に

貸
付

け
た

金
が

回

収
し

え

な

く

な
っ

て

い

く

様
相
は

､

特
に

一

〇

年
代
後
半
以

降
､

貸
金

帳
に

｢

永

利
滞
+

｢

涙
ニ

テ

恵
ム

+

｢

勘

弁
ス

+

｢

無

_華



叶

恥

や
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大 正期 に お け る ｢ 地 代 の 資本 転化+ と租税政 策

心
二

付

恵
､

べ

遣
ス
+

｢

未
進
+

｢

是
よ

り
一

文
も

差
出
不

申
+

等
の

書
込
が

い

た

る

と
こ

ろ

に

み

う

け

ら

れ

る

よ

う
に

な
っ

て

い

く
こ

と
に

､

ま
ざ

ま

ざ

と

読
み

と
る

こ

と
が

で

き

る

の

で

あ

る
｡

か

く
て

､

筍
来
の

主
要
な

貸
付

対

象
た

る

小

農
民
か

ら

貸
金

が

び

き

あ

げ

ら
れ

て

い

っ

た

と

き
､

こ

こ

に

地

主

資
金
の

遊
休
化
1

退
蔵
化

現

象
が

表
面

化

す
る

｡

で

は
､

こ

の

遊
離
化

し
た

崖
は

ど
の

よ

ケ
に

使
わ
れ

た

の

で

あ

る

か
｡

こ

こ

で

そ

の

詳
細
を

述
べ

る

余
裕
は

な
い

が
､

そ

の

筋
倫
の

み

を

記
せ

ば
､

崗

塾
ヨ

ル

竹
均

瑚
餌
付
､

へ
..
叫

資
金
投
下
に

よ
っ

て
､

そ

の

遊
離
化

を

防
い

だ

の

で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

正

家
は

近

隣
地

主

眉
と
の

間
に

相
互
の

資
金

融

通

を

図
る

と

同

時
に

､

明

治
一

四

年
､

こ

の

地

域
一

帯
の

上

層
地

主

に

呼
び

か

け
て

､

銀
行

類
似
会
社

､

釜

右

社
(

資
本

金
一

〇
万

円
)

の

設
立

を

図
る

の

で

あ
っ

た
｡

さ

て
､

こ

こ

で

の

要
点
は

､

こ

の

釜

右

社
の

設
立

を

契
機
に

､

と

り

わ

け
二

〇

年
代
以

降
､

Ⅱ

家
の

資
金

運
用
の

局

面
が

一

変
し

た

こ

と

に

あ

る
｡

こ

れ

を

要
言
す
れ

ば
､

地

主
的

土

地

集
積
の

手

段
と
し

て
､

更
に

は

よ

う
や

く

発
展
途

上
に

向
い

つ

つ

あ
る

蚕
糸

業
へ

の

対

応
手

段
と

し
て

､

こ

の

釜

右
社
の

存
在
が

､

H

家
に

と

っ

て

不

可

欠
の

も
の

と

な
っ

た

こ

と

に

あ

る
｡

つ

ま

り
､

釜

右
社

へ

の

出
資
を

軸
に

し
つ

つ

､

更
に

は

釜

右
社
を

媒
介
に

し
つ

つ
､

E

家
は

､

第
十

国
立

銀
行

､

富
士

銀

行
へ

■
の

投
資
を

図
り

､

貨

幣

磯

葛
.
ぐ
叫
で

牢
る

｡

こ

の

よ

う
に

E

家
が

､

山

梨
県

内
の

有
力

銀

行
と

関

係
を

も

つ

こ

と

は
､

同

時
に

､

山

梨
県
経

済
の

枢
要
点
に

自
ら
を

位
置
せ

し

め

た

こ

と

を

い

み

し

て

い

た
｡

と
い

う
の

は
､

外

国
貿
易
の

拡
大

に

伴
う

山

梨
県
経

済
の

社
会

的
分

業
の

組
み

変
え
に

応
じ

て
､

地

主

層
も

､

釜

右
社

-
富
士

銀

行
-
第
十

国
立

銀

行

と
い

う

階
層
性
を

も

つ

金

融
機
関
の

有
力

株

主
と

な

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

県
内

金

融
網
の

拠
点

を

掌
握
す
る

と

同

時
に

､

更
に

こ

れ

ら
の

機
関

を

媒
介
に

し
つ

つ
､

横
浜
に

連
ら

な
る

輸
出
金

融
の

体
系
の

一

環
に

位
置
し

た

か

ら

で

あ
る

｡

こ

れ

に

よ
っ

て
､

H

家
は
い

つ

で

も
生

糸
貿
易
の

動
向

に

対

処

し

う
る

場
を

獲
得
し

た

の

で

あ

り
､

ま
た

､

そ

れ

は

癒
主

資
金

が

貿
易
面
で

の

規
定

性
の

下

に

運

動
を

開
始
し
て

い

く

起
点
を

与

え

ら

れ

た

こ

と

を

も

い

み

し

て

い

た
｡

の

み

な

ら

ず
､

地

主

層
が

､

か

か

る

場
所
に

位
置
を

占
め

た
一こ

と

は
､

一

方
で

発
展
せ

る

蚕
糸

業
へ

の

対

応
を

可

能
に

さ

せ
､

他

方

で
､

そ

の

面
か

ら
の

補
強
を

▲7

う
け
つ

つ
､

農
業
部
面
で

の

好
不

況
に

い

つ

で

も

対

処
し

う
る

こ

郎
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と

を

可

能
と

さ

せ

た
の

で

あ

る
｡

特
に

､

農
村
不

況

甜
ハ

0

時
に

も
､

地

主
は

､

大

き

な

傷
手

を

受
け
る

こ

と

な

く
､

そ

の

ま

ま
､

土

地

集
積
を
お

し

す
す
め

て

い

く

ヽ

ヽ

ヽ

こ

と
が

で

き

る

よ

う

な

基

礎
が

概
括
的
に

確
定
さ

れ

た
こ

止
を

､

右
の

事
態
は

意

味

し

て

い

た

の

で

あ

(

1
)

る
｡

か

く
て

､

以

上
か

ら
､

h

U
､

1
.

～
⊇

さ
.

ノ

一
.

一
店

心

降

臨
の

地

主

資
金
の

動
向

は
､

｢

側
人

的
貸
金
業

¢
停
滞
を
契
横
L

し
､

で
▼≡

延
方

鑑

行
(

べ

廃
山

込
■

み
､

そ

れ

を

媒
介
に

製

糸
■

珊
肝

畔
畔
弼
u
■

で
叫

り
い

叫
=

〔

運

動

形

象
針

主

要

な

も
の

と

し
て

い

た
と

結
論
し

う

る

だ

ろ

止
こ

れ

を
､

｢

感
付
の

資
本
へ

の

転
化
の

初

発
的

形
態

と

呼
ん

で

お

く
こ

と
に

す

臣
)

次

は
､

右
の

如
き

前
史
を

も

ち
つ

つ
､

運

動
を

開

始
し
た

地

主

資
金
が

､

三

〇

年
代
に

入
っ

て
､

ど
の

よ

う
な

動
き

を

示

し

て

い

く
の

か

を

確
定
し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

第
二

期
(

三

〇

年
代
)

三

〇

年
代
に

入
っ

て

の

H

家
の

資
金

運

用
の

主
要

な

特
徴
は

､

二

〇

年
代
の

地

方

銀

行

投

資

に

加

え

腑

ゼ

ゼ
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東京 電 燈

3 1
,
0 80

3 9
,
62 5

4 1
,
4 1 3

売 却

2 0
,
2 2 1

2 乙7 8 0

2 8
.3 2 2

2 8
.
4 8 5

2 8 .4 8 3

3 4
,
73 3

3 4
,
7 3 3

2 5
,
0 0 0

2 5
,
0 0 0

計

2 0
,
5 0 0

1 5
,
7 8 0

3 2
,
0 1 0

4 1
,
8 2 5

4 7
.
6 9 1

5 0
,
1 0 0

3 5
.
5 00

3 5
.
5 0 0

2 2
,
1 35

2 1
,
4 1 0

4 1
,
5 7 1

4 6
,
7 16

79 .9 16

8 1
,
6 6 6

8 2 ,9 1 6

9 3
,
7 9 1

1 0 5
,
0 4 1

9 7
,
4 2 1

9 7
,
4 2 1

小 林 B l 農 工 B

1 0 0

6 0 0

6 0 0

売 却

2
,
6 3 5

2
,
6 3 5

4
,
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4
,
8 70

5
,
4 9 5

7
,
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8
,
4 9 5

1 0
,
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0

0

0

0

0

0

0

0

つ
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O

O

O

O

O

O
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⊂
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ヽ

J

5

5

-
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〇

5

5

2

2

2

2

2

2
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6
,
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1 2
,
5 0 0

1 5
,
5 0 0

1 7
,
0 0 0

1 7
,
0 0 0

1 7
,
0 0 0

釜 右 社 l 富士 B

1
､
8 5 0

4
,
2 5 0

6
,
0 2 5

8
,
3 9 1

9
,
3 0 0

売 却

2 0
,
50 0

1 0
,
6 0 0

2 1
,
0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

亡

｢J

5

3

っ
J

3

8

8

2

2

2

1

1

M .
1 5

2 0

2 5

0

3

4

5

′
+

U

つ

J

3

っ
J

っ

l)

つ
J

Ⅰ

期

5

0

5

5

5

⊂
J

5

5

4

5

q
ノ

0
ノ

q
ノ

バ
T

q
ノ

バ
T

7

7

4

q
/

q
/

2

4

7

1

っ
J

⊂
J

【

/

【

ノ

q
ノ

(

U

1

1

1

1 7
,
0 0 0

1 7
,
00 0

3 1
,
0 7 6

3 3
,
8 5 1

6 3
,
9 2 6

6 3
,
9 2 6

6 3
,
9 2 6

7 2
,
3 0 1

8 0
,
6 7 6

0

0

5

亡

｢J

ヮ

汁

.2

1

1

5

5

q
/

q
ノ

4

4

5

⊂
J

l

l

8 0
,
67 6

8 0
,
67 6

00523 8

3 9

4 4

元

5

6

7

8

9

T

3

3

1

1

Ⅳ

期

'
`
▼

一

､

＼
l ≡

ト

.-
1J≡

弓

て
､

東
京

電
燈

株
を

は

じ

め

と

す
る

中
期
根

蜜
桝

有

し
〕

憎
u

∋

埼
ね
一コ
■ト
ビ

に

あ

る
(

第
3

表
)

｡

尤
も

､

こ

の

段
階
で

は
､

そ

の

投
資

革
も

大
き

く

な

く
､

更
に

三

五

年
に

は
､

三

三

-
三

四

年
の

恐

慌

の

影

響
を

う
け
て

､

か

な

り
の

株
券
整
理

を

行

な
っ

て

い

る

こ

と

に

明

ら
か

な

如
く

､

未
だ

､

中

央
棟
へ

の

投
資
が

本

楯
化
し

た

と

は
い

い

が

た

い

の

で

あ

る

が
､

そ

れ

に

し

て

も
､

こ

の

段
階
に

入
っ

て
､

は

じ

め
て

正

家
の

投
資
活

動
が

山

梨

県

経

済
の

枠

を

越

え
､

中

央
の

敵
粁
L
.
町

政
駄
称

藩
繋
が

下

に
､

活
磁

化
し

て

い

る

こ

と

に
､

二

〇

年
代
と

の

明

瞭
な

差
異

は

認
め

ら

れ

る

の

で

あ
る

｡

し
か

も
､

こ

の

東
電
の

投
資
が

､

E

家
の

単
独

投

資
の

形
を

と

ら

ず
､

全
県

的

な

有
力

地

主
･

商
人

層

の

共

同

行

為
の
一

環
と

し

て

行
な

わ

れ

て

い

た

こ

と

に

注
意
を

促
し
て

お

き

た

い
｡

東
京

電
燈

が

大
正

期
に

若
尾

逸

平
･

根
津
嘉

一

郎

を

は

じ

め

と

す
る

甲

州
財
閥
の

牛
耳
る

と
こ

ろ

と

な

る

こ

と

は
､

周

知
の

こ

と

で

あ

る

が
､

こ

の

時

期

9

に
､

早

く

も
そ

の

基
礎
は

固
め

ら

れ

て

い

た

の

で

あ

郎
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第4 表 東京電燈株主出資状況

址 . 3 3 年

域i 所 株 主 数 l l 人 当 り

株2

0

-

ヽ
〕

7

3

3

1

′

h
U

3
■
l

l

l

人8 3

2

つ

J

8

′

n

〉
7

1

2

4

持 株 数

2 7
,
5 9 9 株( 3 9･4 % )

3 5
,
9 8 5 ( 4 8 ･5 )

8
,
4 1 6 (1 2 . 1)

7 0
,
00 0 (1 0 0)

地

甲州 系

東 京

そ の 他

計

っ

た
｡

試
み

に
､

明

治

三

三

年
上

季
の

東
電
の

株

主

構

成
を

み

て

み

よ

ぅ
｡

第
4

表
に

み

る

如
く

､

東
電

の

出
資
者
中

､

山
梨
県
の

占

め
る

ウ
エ

イ

ト

が

い

か

に

高
い

も

の

で

あ
っ

た

か

が

判
る

｡

三

三

年
で

は
､

東
京
の

四

九

%
に

つ

い

で
､

絵
株
数
の

四

〇

%
に

及

ぶ

株

式
を

甲

州

系
の

者
が

所
持
し
て

い

た
｡

以

上

か

ら
､

東
電
の

株

式
の

大

半

が
､

東
京

と

山

梨
の

出
資
者
に

よ

積
貨
幣
が

､

郎
が

名

を

連
ね

て

い

る
｡

ま

た
､

株
主

名

簿
に

よ

っ

て

も

山

梨
県

紺
ハ

0

の

大

地

主
･

有
力

商
人

が

ほ

ぼ

網
羅
さ

れ

て

い

る

こ

と

が

判
明

す

(

2
)

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う

に
､

H

家
の

中

央
棟
購
入

は
､

単
な
る

個
別

現

象
と

し
て

で

は

な

く
､

ま
さ

に

県

内
地

主
･

商
人

(

多
く
は

大
土

地

所
有

者
)

層
を

中

核
と

す
る

町

外
財

閥
の

投
資
活

動
の

一

環
と

し

て

行

な
わ

れ

て

い

た

の

で

あ

り
､

ま
た

､

こ

こ

に

山

梨
県

地

主

層
の

蓄

積

貨
掛
か

+

蜜
▼

た
ブ

町

㌢
を

経
て

､

産
業

.

書
r

▼■リ､

そ

の

運

動
を

開

始
し

て
.

い

く
.

と

い

う
三

〇

年
代
の

特
色

が

認

め

ら

れ
.

み
の

で

あ
る

｡

っ

て

掌
握
さ

れ

て

い

た

こ

と

は

疑
い

な
い

｡

し
か

も
こ

こ

で

注

意

し

た

い

の

は
､

こ

れ

ら

山

梨

県
の

株
主
の

殆
ん

ど

が

大

株
主
で

あ

り
､

且

つ

県

内

有
数
外

商
人

･

地

主

層
で

あ
っ

た

こ

と

で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

は

東
京
の

出
資
者
の

一

人

当
り

持
株
数
が

一

三

〇

株
で

ぁ

る

の

に

対
し

､

甲

州
系
の

株
主
が

一

人

平

均
三

三

二

株
と

最
も

高
い

数
値
を

示

し

て

い

る

こ

と

に

あ

ら
わ

れ

て

い

る
｡

事
実

､

三

三

年
現

在
の

社

長
は

岩
尾
の

送
り

込
ん

だ

第
十

銀

行

頭
取

佐

竹

作
太

郎
で

あ

り
､

監

査

役
に

は

岩

尾

幾
造

･

根
津
嘉

一

第
三

期
(

四

〇

年
代

-
大
正

中

期
)

さ

て
､

以

上
の

よ

う
に

､

よ

う
や

く
清

滋
さ

を

み

せ

つ

つ

あ
っ

た

地

主

層
の

投
資
活

動
は

､

次
の

第
三

期
に

は

ど
の

よ

う
な

展
開

を

み

せ

る

の

で

あ
ろ

う
か

｡

第
3

表
に

み

る

如
く

､

四

〇

年
代
以

降
に

な

る

と
､

H

家
の

企

業
投
資
は

一

段
と

加

速
化
さ

れ

て

く
る

｡

第
十

･

有
信

･

農
工

･

小

林
銀
行

等
の

県

内

有
力

銀
行
へ

の

投

資
を

筆

頭
に

､

東
京

電
燈

粗
へ

の

再
投
資
と

並
ん

で
､

峡
酉

･

日

英
･

甲

府

電
力

等
の

電

舅
｢

の

投
資
が

お

し

す
す
め

ら

れ

て

い

く
の

で

あ

る
｡

ま

た
､

そ

の

他

注

目
す
べ

き

投
資
対

象
と

し
て

胸

中

ザ
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第 5 表 凹 .2 0 - T .1 3 配 当利子収入 額内訳 ( 円)

計 l 利子支 払額l 純 収 入配 当 収 入 】 島民貸利 入

1
,
5 3 2

2
,
8 1 8

6 8 5

7 3 2

- 1
,
1 6 3

5 7 8

3 0 9

2

/

b

(

む

l

→

J

7

ュ
J

q
/

4

バ
T

バ
ー

8

q
ノ

7

8

5

1

4

8

′

q

l

′

L

U

4

1

つ
J

1

0

0
ノ

1

5

3

3

5

1

2

2

3

4

′

h
U

8

8

9

【

ノ

5

1 16

1 3 7

′

L

U

4

4

7

1

5

1

/

h
)

0
ノ

7

4

0

′

0

8

0

′
-

U

8

7

0

1

2

3

2

4

2

3

0

4

ノ

ん

U

l

q
/

4

0

/
L

U

3

0

パ
T

パ
T

O

l

l

/

b

O

O

3

5

q
ノ

ア

8

3

4

ウ
ノ

′

0

3

3

5

3

っ
J

4

′

0

0

q
/

l

1
,
6 4 8

2
ブ
9 5 5

3 .7 5 1

3
,
42 6

3
,
7 1 1

3
,
32 5

3
,
3 0 9

1
,
6 4 7

2
,
4 7 7

5
,
6 7 8

6
7
7 2 5

9
,
9 9 9

1 0
ノ
6 1 8

1 1
,
9 6 2

1 2
,
9 0 3

1 5
,
8 2 4

1 8
,
0 2 0

15
,
1 6 7

3 5 2

2 2 3

6 1

0

0

3 2

1

5 3

3 8

1 1 3

1 2 9

2 6 7

2 4 6

8 5

2 9 7

6 2 1

1 7 7

4 0 1

′

D

2

0

′

D

l

っ
J

8

+
T

q
ノ

′

○

/

b

2

2

7

′

D

っ
J

3

′

O

q
/

3

/

b

2

1

q
ノ

O

q
ノ

て
〕

′

b

O
ノ

3

7

7

0

0

4

′

h
)

2

7

′

0

4

7

2

っ
J

4

4

5

5

7

3

8

′
ん

U

2

8

7

1

2

っ

J

3

っ
J

て
〕

っ
J

1

2

5

′

0

0
ノ

O

1

2

5

7

4

M . 2 0

2 5

3 0

3 3

3 4

3 5

3 6

3 8

39

44

元

5

6

7

8

9

1 2

1 3

T

叫

牛
の

八

万

円

台
に

飛

躍
し

､

大
正

五

年
に

は

十

万

円

合
に

上

昇
を

と

げ

て

い

く
｡

ま

た
､

そ

れ

に

伴
っ

て
､

配
当

･

利
子

収
入

額
も

第
5

表

に

み

る

如
く

､

大
正

九

年
へ

か

け
て

増
大

の
一

途
を

た

ど

る

の

で

あ
る

｡

以
上

に

明
ら

か

な

如
く
こ
■
の

第
三

期
は

､

H

家
の

株
式

投

資
が

最
も

括
南
に

行

な

わ

れ

た

時
期
で

あ
っ

た
｡

そ

し
て

同

時
に

注
意
し

て

お

き

た

い

こ

と

は
､

こ

の

期
に

お

け

る

H

家

の

投
資
活

動
の

広
汎
な

展
開
が

､

決
し

て

H

家
の

み

に

特
有

の

現

象
で

は

な

く
､

他
の

地

主

に

つ

い

て

も
､

同

様
に

認
め

ら

れ

る

現

象
で

あ
っ

た

こ

と

で

あ

る
｡

第
6

表

は
､

同
じ

く
､

東
山

梨
郡
の

七

〇

町

歩
地

主
0

家

の

珠
式
投
資
の

動
向

を

示

し
た

も

の

で

あ

る

が
､

こ

こ

で

も
､

0

家
が

第
二

期
の

投
資
活
動
の

括

宙
さ

を
■
ひ

き

つ

い

で
､

第
三

期
に

本

格
的

な

株
式

投
資
を

展
開
し

て

い

る

こ

と

を

知
る

の

で

あ

る
｡

0

家
に

つ

い

て

は
､

永
原
教

授
も

指

摘
さ

れ

て

い

る

如

(

3
)

は
､

軍
事
公

債
の

ほ

か

に
､

大
日

本

人

造

肥

料
･

加
富
美
安
酒

･

南
満
州

鉄

道
･

日

本
勧
業
銀
行

･

中

央
護
譲

･

東
洋
葡
萄
醸
造

株

を

挙
げ
る

こ

と

が

で

き

る
｡

か

く
て

E

家
の

総
投
資
額
ほ

三

八

年
の

二
･

八

万

円
か

ら
四

四

く
､

そ

の

株
式
投
資
の

動
向

は

明

治
三

九

年
に

一

つ

の

明

瞭
な

変

化
を

み

せ

二

大
正

四

年
に

は

遂

に
､

年
間
収
入

中
の

首
位
を

､

こ

の

配

当
利
子

収
入
が

占
め

る

と

い

う

ほ

ど
の

､

顕
著
な

展
開
を

示

す
の

で

あ
っ

た
｡

一

β6J
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第6 表 0 家株式所有状況

中央 棟株価絵 類 い由方 株貞国公 債

ヲろ%

2 3 .3

ヲる

1 0 0

1 0 0

7 6 .7

1 0 0

1 ､0 0 0

6 .5 6 2

8 .6 8 7

1 1
,
7 1 7

MⅠ

期

7

′

h
)

7

2

0

3

1

2

4

4

2

2

2

2

っ

J

3

4

っ

J

8

0

′

h

U

O

O

7

⊂
J

r

q

ワ
/

7

7

ウ

ノ

′
L

U

2 8
,
4 8 6

3 1
,
6 0 1

3 1
,
7 26

3 6
.
6 66

4 4
,
9 9 6

4

5

′
h

U

7

8

3

っ

J

3

て
〕

っ

J

Ⅱ

期

只
)
2

+
T

5

d
T

て
J

8

4

1

バ
T

4

/

b

l

′

b

O

ゥ

J

っ
J

q
ノ

∠

U

′

0

0

7

8

Q
ノ

ウ
ノ

′

D

q
ノ

∠
U

2

2

2

3

3

→

J

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

っ
J

O

】7

0

′

D

q
/

′

b

0
0

0
ノ

l

q
ノ

0

3

4

1

0
ノ

7

0

0

7

】7

5

4

3

2

2

1

1

1

1

0

0

′

0

2

′

b

O

2

0

0

0

只
)
5

n

凸

5

q
/

3

2

q
ノ

4

-7

q
/

4

d
T

っ
J

5

∩

凸

7

0

7

∠

U

∠

U

5

⊂
J

5

5

′

D

六
じ

八
U

∠

U

/

b

∠

U

ウ

ノ

5 9
,
2 8 5

8 4
,
6 4 1

8 5
,
5 4 2

8 8 .6 8 8

0

バ
T

5

3

0
0

っ

J

O

4

/

b

1

1

7

0

5

1

1

7

7

8

⊂
J

O

4

2

5

4

′

b

4

+
T

1

0

1

【

ノ

2

几
丁

ュ
J

っ

J

8

1

つ
J

O

l

1

4

′
L

U

O

O

8

q
ノ

/
h

U

5

て
J

l

l

l

l

l

l

1

2

て
〕

4

←

､

J

/

h
)

一

｢

J

O

′
L

U

2

2

2

2

5

バ
T

1

2

2

2

0

0

パ
T

7

1

5

7

【

ノ

7

l

r

hU

2

て
〕

ハ

u
ノ

5

3

【

/

(U
ノ

ウ
J

っ
J

/
L

U

5

8

2

4

4

5

3 9

4 0

41

42

43

4 4

元

2

3

4

5

6

7

8

T

(U
ノ

O

1

1

1

Ⅲ

期

Ⅳ

期

そ

の

小

み

で
､

こ

の

郵

軒
こ

そ

は
､

前
掛

卸

㌫
湖

主

層
の

{

4
)

有
価
証

券

投
汽
の

増

大

化

現

象
が

認
め

ら

れ

る

如
く

､

地

主

層
の

の

矧
■

鳳

箋
腰
聯
.と
}

椚

し

た

卦

都
祁
刻
閉
朋

溜
欄

富

ザ
八

川

に

な
っ

て

い

た

で

あ

ろ

う

こ

と
は
■
贋
い

を

入
れ

な
い

と
ニ

､

+

今
ど

底
嶽

れ

る

の

で

み
.
か

い

と

は

い

え
､

こ

の

よ

う

な

拘
り

ヨ

周
句
題

頑
頚
嶺
■は

偽
拗
- .

義
盛

謬

表
題
訝

､

そ

の

過

程
で

新
た

な

矛

盾
を

惹

起
せ

し
め

て

い

た

こ

と

に

蓄

積
資
金
の

資
本
へ

の

推
転
鋭

利
榔

咄
り
巧
時

期
で

あ
っ

た
と
い

う
こ

と
が

で

き
る

｡

+

そ

し
て

､

H

家
の

投
資
活

動
も

右
の

如
き

全

国
的
動
向

の

中
に

位
置
づ

け

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

あ

り
､

且

つ

ま
た

､

か

か
ス

崩
｢

主

資

町

輸

税
欄

磨

警
璃
d

瑚
確
ぜ

わ

れ

た

が
利

朝
粥
¶

題
ポ

〓
太
正

讃
郵
叫
か

札

補
資
本

主

義

砺

(

櫛

注
意
し

な
け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

そ

の

理

由
は

の

ち
に

述
べ

る

と

し
て

､

こ

こ

で

は

た

だ
､

四

〇

年
代
以

降
､

括
萄
化

し
て

い

た

投
資
活

動
が

､

力
+

叫

刈
羽
嘲

+

引

琴
.

▲

遍
引

珂
q
て
下

嘲
開
封
.
た

ど

り

は

じ
′

妙
.■

付
.ニ

く

斗
呵

甲

意
を

促
し
て

お

き

㌔
｡

ア
ブ

ま
で

も

な

く
､

第
タ

+

当
刃

頭

領
m

り
一

反

動

恐

喝
の

ユ

毒
萄

議

甥
で

嘩
桟
傾

議
題

護
嘩
ぞ

の

原
因
は

求
め

ら
れ

る

の

で

あ

る

が
､

そ

れ

と

同

時
に

､

か

か

る

投
資
活

動
の

鈍

化
が

､

の

ち

に

ふ

れ

る

ご

と

く
､

む

碗
憤

頑
壕
嵐

義
博

ザ



( 1 1 3) 明 治
･

大 正 期 に お け る ｢ 地 代 の 資本 転化+ と租税政 策

紬

争

劫

よ

J

も

因

し
て

い

た
こ

と
を

指
摘
し

て

お

き

た

い

の

で

あ

る
｡

第
四

期
の

状
態
が

そ

れ

を

示

す
｡

農
工

銀

行
･

南
満
州

鉄

道
･

日

本

勧
業

銀

行

株
を

整
理

す
る

と

同

時
に

､

主

要
な

投
資
対

象
で

あ
っ

た

第
十

銀

行

株
･

東
電
株
の

投
資
は

停

滞

乃

至

縮
少

を

示

し
､

他
の

新
銘
柄
へ

の

投

資
を

み

せ

た

も
の

の
､

純
利
子

収
入

は

減
少

を

た

ど

り
は

じ
め

る

の

で

あ
っ

た
(

第
3
･

5

表

参
照
)

｡

こ

こ

に

お

い

て
､

E

家
の

株
式

投
資
の

動
向

は
一

つ

の

転

期
を

迎
え

た

と

い

っ

て

よ

い
｡

そ

の

後
の

見

通

し

に

つ

い

て

は
､

今
の

と
こ

ろ

不

明

と
い

う
ほ

か

は

な
い

が
､

お

そ

ら

く
こ

れ

以

後
､

第

三

期
の

状
態
へ

の

復
帰
は

み

ら
れ

な

か
っ

た

も
の

と

思

わ

れ

る

の

で

あ

る
｡

さ

て
､

以

上

に

よ
っ

て
､

粗
碓
な
が

ら

も

わ

れ

わ

れ

は
､

明

治

-
大
正

期
に

か

け
て

､

E

家
が

ど
の

よ

う
な

投
資
動
向

を

示

し

て

い

た

の

か

を

知
る

こ

と
が

で

き
た

｡

い

ま
一

度
､

そ

れ

を
こ

こ

で

確
認
し

て

み

る

な

ら

ば
､

H

家
.

の

増
発
遥
遠
遠
月
･
ば

?
明
消
ヨ
+

G

弔

代
に

一

概

習
議

書

引
即

T

..

.｡･Z
､

･･一こ
｡

宮
;

■･,

l
J

.

∵

､

､

､

J

甘

､

毒
加
増
侶
u

号
ど

れ
.わ
.
け

集
"

一

弥

大

戦
後
の

好
況
局

面
で

l･～

ノ一

■
■-

上

･

7
｢

.

几
乍

1

.■f
〃

.七
√

ト

=

.
巷

＼

...ヽ

■

冒
.美

感
周

期
正

九

年

取
町
鈍
化

風
向
を

示

し

は

ド

召
要
約
し

う
る

だ

ろ

う
(

0

家

に

つ

い

て

も
､

ほ

ぼ

同

様
の

傾

′
や

向
を

指
摘
し

う

る
｡

第
6

表
)

｡

そ

こ

で

次

に

問
題

と

な

る

の

は
､

し

か

ら

ば
､

こ

の

よ

う
に

特

徴

づ

け

ら

れ

る

層
と

は
､

遠
い

か

な

る

勢
静
に

ょ
っ

て

促
進
せ

し

め

ら
れ

た

の

で

あ

る

か
､

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

以

下
､

節
を

改

め
て

､

こ

の

点
に

検

討
を

加

え
て

み

る

こ

と

に

す
る

｡

(

1
)

こ

の

間
の

事

情
を

説

明

す
る

た

め

に

は
､

な
お

多

く
の

論
証

を

必

要
と

す

る

の

で

あ
る

が
､

と

り

あ

え

ず
は

､

拙

稿

｢

地

方

産

業
の

発

展
と

下

級

金
融

機

関
+

(
『

土
地

制

度

史

学
』

廿
二

号
)

同

｢

器

械

製
糸
の

発
展
と

殖

産

興

業

政

策
+

(

『

歴

史
学

研

究
』

二

九

〇

号
)

を

参
照
さ

れ

た

い
｡

(

2
)

東
京

電
燈

抹

式

会

社

廿

八

回

報
告

書
､

明

泊

升
三

年

上

半

季

(

3
)

永

原
慶
二

｢

一

九
一

〇

年

代
に

お

け

る

地

主

制
の

転

換
に

つ

い

て
+

『

経

済
研

究
』

第
15

巷

第
3

号

(

4
)

守
田

志

郎

『

地

主

経

済
と

地

方

資
本
』

第

三

章
参

照

高

橋
亀

吉

『

明

治
大

正

農
村

経

済
の

変

遷
』

(

大

正

十

五

年
)
､

『

日

本

農

村
経

済
の

研
究
』

(

昭

和
五

年
)

参
照

斎

藤
萬

吉

述

『

農
村
の

開

発
』

(

大
正

四

年
)

八

頁

(

5
)

尤
も

､

こ

う
い

っ

た

か

ら

と
い

っ

て
､

す
べ

て

の

地

主

が

大

正

九

年
頃
を

墳
に

株
式

投

資
を

不

括

優
に

し
て

い

く
と
い

う
の

で

は

な

い

｡

数
百

町

歩
以

上

地

主
の

湯
合

に

は
､

む
し

ろ

逆
に

､

こ

の

時
期

に

投
資
活

動
を

強
め

て

い

っ

て

い

る

と
さ

え
い

え
る

｡

従
っ

て
､

地

3

主
の

規
模

及
び

地

裁
に

応
じ
て

､

滋
賀
活

劇
が

ど

の

与
フ

尤

適
い

を

朗
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0 家租税負担

b

諸 上 納
円

2
,
3 5 8

3
,
0 1 6

3
ノ
幻 0

3
,
6 3 8

4
,
0 0 1

4
,
5 63

4
,
63 3

4
,
8 2 6

5
,
3 3 0

5
,
0 9 3

5
,
2 1 3

5
,
1 4 2

5
,
2 2 2

4
,
1 4 8

5
,
3 5 4

6 .9 5 3

9 ,00 9

10 ,0 4 4

1 2
,
1 3 2

的

㌘
3 4

･4

4 6 ･ 4

3 6 ･ 4
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馴
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舶
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3 0
･
8
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円

8ノ1 4

8
,
7 8 1

8
ノ
2 5 1

9
,
4 5 5

1 0
,
1 9 6

7
,
3 6 4

8
,
3 7 2

8
,
7 5 9

1 4
,
11 6

15
,
4 7 8

12
,
5 1 6

1 0
,
5 2 9

1 0
,
1 7 1

1 3
,
4 3 5

1 8
,
2 6 4

2 6
,
7 9 8

2 5
,
6 8 6

1 9
,
42 8

2 1
,
47 3

…

蒜
詔

3 9

4 0

4 1

4 2

4 3

4 4

4 5
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第 7 表 Ⅱ 家租税負担
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只
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っ
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っ
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′
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ヽ
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ヽ
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2
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史
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1
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っ
J
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n
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4
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4

6 5 .0
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,
9 2 4
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,
0 9 9
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,
0 6 2
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,
4 7 1
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,
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,
2 0 8
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,
5 9 4

4
,
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,
3 9 5
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ノ
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′
0 3 7

2 6
,
3 2 4

3 5
′
7 6 8

2 7
,
6 8 9

2 5

3 0

3 3

3 5

3 6

3 8

3 9

4 4

元

5

6

7

8

9

H

T

1 2

1 3

円円

詫 : T 9
,
1 2

,
1 3 ほ 配当 へ の 課税が あ るか ら

, 利

子収 入 を含 め れ ば
,
( ) 内 の % を 得 る .

み

せ

て

い

る

か

を

類
型

化

す
る

必

要

は

あ

る

だ

ろ

う
｡

四

地

主
の

租
税
負
担
と

租
税
政

策

痺
呼
野
静
卦
心
;

卿

称
呼
呵

卦
静
か

仲

㌢
･

こ

れ

を

明

ら
か

に

す
る

こ

と

が

こ

こ

で

の

主

題
で

あ

る
〕

い

ま
､

そ

れ

を

結
論
的
に

述
べ

て

し

ま

う

な
ら

ば
､

そ

の

契
機
と

し

て

は
､

お

よ

そ

次
の

四

点
を

挙
げ

る

こ

と
が

で

き

る
｡

㍉

廿
■

掛
称

貸
的

貸
金

業
の

停
滞

ヽ

ヽ

ヽ

(

2
)

地

主
の

税
負
担
の

増
大
と

所
得
税
政

策
の

展

開

村

山
)

信
鳳

制
度

こ
恥

拳
市

身
の

発

達

舟

り
廿
小

莞
の

商
品
生

産
者
化

及

び

そ

れ

を

基
礎

.▲

J
l

▲1

-
‡

蔓
r

g

と

す
る

農
民

運

動
の

発
展

以

上
の

四

点
で

あ

る
｡

さ

て
､

こ

こ

で

は

右
の

四

点

す
べ

て

に

わ

た
っ

て

充

分

な

説
明
を

行
な

う
だ

け
の

余
裕
は

な

い
｡

そ

こ

で
､

以

下

に

は

こ

の

小

論
の

主

題
か

ら

は

ず
れ

な

い

た

め

に

も

(

2
)

の

問
題
だ

け

に

焦
点

を

し
ぼ

っ

て

考
察
を

加
え
て

い

く
こ

と

に

し
､

他
の
■
問
題
に

つ

い

6 6 卓

J

巾

一

q
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め

一
.

サ

て

は

必

要
な

か

ぎ

り
で

言

及

す
る

こ

と
に

す
る

｡

と
い

う
の

は
､

従

来
の

地

主

制
史
研

究
で

は
､

地

主

資
金
の

動
向
と

所
得
税
政

策

と
を

結
び

つ

け

て
､

地

代
の

資
本
へ

の

転
化
の

問
題
を

考
え

る

と

い

う
視
角
が

全

く

と

い

っ

て

い

い

ほ

ど

無

視
さ

れ

て

い

る

か

ら
で

(

1
)

あ

り
､

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

こ

こ

に

こ

そ
､

日

本

資
本

主

義
の

資

ヽ

ヽ

ヽ

本

蓄
積
様
式
の

特
徴
が

最
も

体
系
的
に

呈

示
さ

れ

て

い

る

と

考
え

ら
れ

る

か

ら
で

あ

る
｡

さ

て
､

こ

の

場
合

､

租
税
政

策
の

展
開
を

通

じ
て

､

国

家
が

､

い

か

町
､

畜
等
レ
■ケ

つ

産
業
資
本
内

務
に

壁
羊
て

い

ヰ

凄
み

る

こ

と

が
､

以

下
の

考

察
の

眼

目

と

な
る

こ

と

は

い

う
ま
で

も

な
い

｡

そ
こ

で
､

ま

ず
､

第
7

表
を

み

て

み

ょ

う
｡

A

欄

は
､

H

家
の

各
年
度
に

お

け
る

農
業
収
入

中

に

占
め

る

租
税
負
担
の

割
合

を
示

し

た

も
の

で

あ

り
､

B

欄
も

同
じ

く
､

先
の

七

〇

町

歩
地

主
0

家

に

例
を

求
め

て
､

そ

の

租
税
負
担
此

を

表
示

し
て

み

た

も
の

で

あ

る
｡

こ

の

二

つ

の

事
例
に

も

明
ら

か

な

如
く

､

笥
叫

対

質
m

叩

句

ほ

ぼ
一

五

-
二

六
%

を

上

下

し
て

い

た

の

が
､

三

九

年
を

境
に

三

〇

%

台
に

突
入

し
､

以

後
､

大

正

元
､

八

両

年
の

二

〇
%

台
を
の

ぞ

き
､

他
の

年
次
は

す
べ

て

三
一

-
五

四

%
に

も

達
す
る

租
税
負

担
此

を

計
上

す
る

に

い

た
っ

て

い

る

の

で

あ
る

｡

ま
た

､

0

家
に

つ

い

て

も
､

三

七

年
の

二

七

%
か

ら
三

八

年
に

は
一

躍
三

四

%
に

上

昇
し

､

以

後
､

米
価

高
騰
時

(

大

正

六

-
八

年
)

の

二

六

-
三

〇

/
-
一

で
i

を
宅

%

を

別
と

す
れ

ば
､

あ

と

は

三

三

～
四

〇

%
の

間
を

動
き

､

鞠
ぽ

､

滴

実
に

四

八

-
六
三

%
に

お

よ

ぶ

租
税
の

負
担
を

行

モ
ー

1

租
税
負
担
が

大
正

期
へ

か

け
て

増
大
化
の

傾
向

を

み

せ

て

い

た
こ

′ト

箋
甲
｡

す
な

わ

ち
､

E

家
で

は
､

明

治
二

五

年
か

ら
三

八

年
ま
で

は
､

な
っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

そ

れ

で

は
､

こ

の

租
税
負
担
の

増
大

は

何
に

よ

っ

て

も

た

ら

さ

れ

た

の

で

あ

ろ

う
か

｡

こ

れ

を

知
る

た

め

に
､

H

家
の

公

租
･

公

課
負
担
の

内

容
を

､

第
8

真
に

よ
っ

て

み

て

み

ょ

う
｡

明

ら

か

に

租
税

負
担

の

増
大

が
､

(

1
)

蜜
､

(

2
)

嫁

頭
鰯

溺
卜

起

因

し

て

い

る

こ

と
が

わ

か

る
｡

特
に

重

安
な

点

は

前
者
に

あ

る
｡

以

下
､

検
討
を

加

え
て

み

ょ

う
｡

第
8

表
に

よ

れ

ば
､

地

租
負
担
此

が

明

治
二

五

年
の

六

六

%
か

ら
一

貫
し
て

漸
減
傾
向
を

示

し
､

大
正

八

年
以

降
は

遂
に

一

〇
%ヽ

台
に

低
下

し
て

い

る

の

に

対
し

､

所

得
税
の

方

は

そ

れ

と

は

逆

ヽ

←

へ
じ

に
､

二

五

年
の

七
一

円

(

三
･

七

%
)

か

ら
､

三

八

年
に

一

躍
一

郎



一 橋論叢 篇 五 十 三 巻 第 五 号 ( 1 1 6)

第 8 表 H 家公租公課負担額 及び そ の 比 率 ( ) 内は %

:旺 .2 5 1 M .
3 0 1 九Ⅰ.

3 3 1 : M . 3 5 1 】旺 .
3 6 】 :虹 . 3 8 1 : 虹 .

3 9 1 M
.
4 4

円
1

,
4 1 4 (3 3 . 5)

5 2 4 (1 2 . 5)

1
,
0 7 1 (2 5.

5)

1
,
0 5 3 (2 5 . 0)

1 4 7 ( 3 . 5)

4
,
2 0 8 (1 0 0 )

円
2

,
3 0 8 (4 1 . 3 )

5 7 8 (1 0 . 3 )

1
,
4 5 7 (2 6 . 1 )

1
,
2 3 7 (2 2 . 1 )

1 5 ( 0 . 2 )

5
,
5 9 5 (1 0 0 )

円
1

,
9 1 8 (4 5 . 6 )

4 6 3 (1 1 . 0 )

9 4 0 (2 2 . 4 )

8 1 2 (1 9 . 3 )

5 1〔 1 . 1 )

2 6 ( 0 . 6 )

4
,
2 0 9 (1 0 0 )

円
1

,
7 6 3 (4 8 . 4)

2 1 5 ( 5 . 9)

7 4 6 (2 0 . 5)

9 2 1 (2 5 . 2 )

3
,
6 4 6 (1 q O )

8 4 ( 4 . 0)

3 5 6 (1 7 . 0)

4 0 0( 1 9 . 0〕

4 1( 2 . 0〕

2
,
0 9 9〔1 0 0 )

7 1 ( 3
.
7)

1 8 3〔 9 . 5)

2 1 0 (1 0 . 9)

1 8 2( 9 . 5〕

2( 0 )

地

県 税

村 税

清水工 事費

そ の
′他

計 `1
,
9 2 4(】0 0)

T . 元 I T . 5 】 T . 6 1 で . 7 1 T . 8 【 T . 9 1 T . 1 2 1 T . 1 3

円
2

,
3 8 4〔1 3 .3 )

4
,
9 0 5( 2 7 . 3 )

5
,
4 81 ( 3 0 . 5 )

4
,
4 6 3( 2 4 . 8 )

7 3 3( 4 . 1 )

1 3(- )

1 7
,
9 7 9(1 00 )

円
2

,
5 4 0 (1 3 . 2 )

5
,
6 5 6 (2 9 . 4)

5
,
5 9 3 (2 臥 0)

も 6 7 2 (2 4 . 2)

7 8 0 ( 4 . 2)

1 9
,
2 4 1 (1 0 0 )

円
2

,
4 0 9 (1 5 . 6)

3
,
3 2 0 (2 1 . 4)

9 9 9 ( 6 . 4)

3
,
8 8 0 (2 5 . 0)

4
,
6 6 6 (3 0 . 1 )

ユ9 $ ( 1 . 3)

1 5
,
4 8 1 (1 0 0)

1
,
8 ｡ 3謁1 . ｡ )Ll

,
9 9遇4 . 2)1 2

,
2 ｡ 4買6

.
6 )

91 5(1 5 ● 7)

l
l

,

………∑
1

喜:…三
2

,
49 2 (1 8 . 4)

1
,
2 51 ( 9 . 2)

3
,
5 79 (2 6 . 3)

2
,
6 31 (1 9 . 3)

1
,
3 2 7( 9 . 7 )

55 ( 0 . 4)

1 3
,
5 8 0 (1 0 0 )

1
,
6 1 1謁叩!.

,
7 7 ｡ 駄｡)

5 2 3 (1 1 . 9 )已8 9 7 (1 8 . 1)

5
,
8三;;1三こ;

)

l8
,
2;三;ニ

76( 1 . 4)

4
,
9 5 5 (1 0 0 )

2 0 5 ( 4 . 6 )

4
,
3 9 5 (1 0 0)

地 租

所 得 税

戦 事利得税

･県 税

村 税

治水工 事費

そ の イ也

計

け
､

大
正

八

年
に

は
､

遂
に

､

○

%

台
(

四

六

三

円
)

に

到
達
し

､

以

後
一

貫
し

て

増

大

を

つ

づ

紺

～
.

i

■.-

≡

首
弓
..

ノ.

≡
-

き
l
-

ミ
.

弓
-

～
1

･

･1

も
l

･1
1

i

葦

6

所
得
税
が

絶
対

額
に

お

い

て

も
､

血.
･

q J

比
率
に

卦

叶
で

:

引

地
地
引
熱

割
l

引
こ

い

う

注

目

す
べ

き

事
実
に

つ

き

あ

た

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

地

租
比

重
の

低
下

､

所
得
税
割

合
の

増
大

化

傾

向
は

､

二

五

年
皮
の

地

租
､

所
得
税
納
入

額
を

そ

れ

ぞ

れ
一

と

す
れ

ば
､

大

正
一

三

年
に

は
､

地

租
が

僅
か

一

･

八

七

倍
の

増
加

率
し

か

示

し

て

い

な
い

の

に

対

し
､

所
得
税
に

い

た
っ

て

は

実
に

六

九

倍
の

増

加
率
を

示

す
と
い

う

事
実
に

端
的
に

表
明

さ

れ

て

い

る

と

い

っ

て

よ

い
｡

そ

こ

で
､

こ

暫
榊

を

確
定

し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

の

だ

が
､

そ

の

前
に

､

こ

の

所
得
税
増
大

が

地

主

層
の

い

か

な
る

種
類
の

所
得
の

増
大

に

対

応
し

て

い

る

の

か

を

み

て

お

か

ね

ば

な

ら
な

い
｡

次
に

第
9
･

1 0

表
を
み

て

み

ょ

う
｡

第
9

表
は

明

治
二

三

-
大

正
一

二

年
に

お

け
る

山

梨
県
多
額
納
税
者

一

五

名
の

国

税
納
入

額

合
計
を

各
年
度
毎
に

集
計
し

､

更
に

そ

れ

の

地

租
､

所

得
税

､

営

業
税
別
の

比

重

を

算
出
し
た

も
の

で

あ

り
､

第
1 0

表
は

､

そ

の

う

ち
､

所
得
税
の

内

訳
を

収
入

源

泉
=

課
税
対

象
別
に

､

a

土

地
､

b

商
業

､

C

工

業
と

分

類
し
て

､

同
じ

く

そ

れ

ぞ

れ

の

比

重

を

し

呼



め

叫

(

2
)

ら
ぺ

て

み

た

も
の

で

あ
る

｡

以

上
二

表
か

ら

指
摘
し
て

お

き

た

い

こ

と

は
､

こ

こ

で

も

先
の

場
合
と

同

じ

く
､

(

1
)

軒
が

下
る

に

従
っ

て

謁
毒
得

税
の

戌

重
ゐ

逆
転
傾
向

粥
議

軒
ら
れ

る

L

い

う
こ

と

で

あ

り
､

(

2
)

し
か

%

f′■
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第 9 表 多額 納税者国税納入 額内訳 ( % )

国 税 合 計 l 地 租 】 所 得 税 】 営 業 税

3 8 0( 1 .3)

1
,
15 0( 3 .1)

3
,
7 2 5( 6 .3)

4
,
8 4 3( 7 .6)

5
,
0 2 7( 6

･8)

5
,
1 6 8( 7 .1)

5
,
4 7 1( 6

･
7)

4
,
7 6 5 (3 .9)

3
,
5 7 0 ( 4 .3)

9 6 8( 5 .5)

1
,
4 3 2 ( 6

･
7)

2
,
3 4 0 (1 0 .3)

5
,
5 3 8 (1 8

･
4)

7
,
6 8 3 (2 3 .4)

1 9
,
2 43 (3 2 ･5)

2 6
,
2 3 8 (4 0 ･8)

3 1
,
9 4 0( 43 .4)

3 1
,
0 2 6( 42 .4)

A o
,
5 0 0( 49. 6)

7 9
,
1 6 0( 6 5 .3)

5 1
,
3 6 5( 6 4 .3)

円

1 6
J
5 3 7 (9 4 ･5)

1 9
,
8 4 5 (9 3 .3)

2 0
,
44 2 (8 9 ･7)

2 4
,
1 6 7 (8 0･3)

2 4
,
5 0 1( 7 3

.
5)

3 6
ク
2 0 6( 6 1 .2)

3 3
,
1 9 8( 5 1 ･6)

3 6
,
6 8 3( 4 9 .8)

3 6
,
9 4 4( 5 0 ･5 )

3 5
,
7 1 1( 4 3 .7)

3 7
,
2 9 5( 3 0.8)

2 5
,
0 3 9( 3 1 .4)

円
1 7

,
5 0 5( 1 00)

2 1
,
2 7 7( 1 0 0)

2 2
,
7 8 2( 1 0 0)

3 0
,
0 8 5( 1 0 0)

3 3
,
3 3 4 (1 0 0)

5 9
,
1 7 4 (1 0 0)

6 4
,
2 8 0 (1 0 0)

7 3
,
6 5 0 (1 0 0)

7 3
,
13 8 (1 0 0)

8 1
,
6 82 ( 10 0)

1 2 1
,
2 2 0( 10 0)

7 9
}
9 7 4( 10 0)

ュ
J

7

0

4

7

1

バ
T

4

7

8

0

2

2

2

3

3

3

4

4

●

l

l

凹

T

第 10 表 所得税 (収 入汲泉別) 内訳

21010

07T . 43 0 】 3 4 1 3 7 1 4 1 】 4 4】M ･ 2 31 2 7

ウ

ノl史
U

つ
J

O

O

18

1 0

バ
T48

/
L

U

O

O

1 5

1 0

757

8

5

0

2 3

〇
.

1 0

(U
ノ07

つ
ヽ

)

〔

ハ

)

A
‥

4
.

2

〔

ハ

)
0

4
.

1 0

8 5.9

5

′
L

U

O

13

〇
.

1 0

8 6 .3

3

4

0

13

〇 .

1 0

7 4 .6 1 7 7 .4

1 9 .5

3.1

1 0 0

2 3.0

2 .4

1 0 0

7 5
.
8

2 0 .4

3. 8

1 0 0

8 4 ･6
l

5 9 ･3

:∃三三
1 0 0

1 0 0

a 土 地 よ り

b 商業 よ り

C 工 業 よ り

所 得毒党全 体

も
､

そ

の

蘇
得
税
@
増
大
餌
→
工

業
･

一

-

!
1

▲i
ま

.1､■

商

習
の
.
収
.

入

に

対

す
る

課
税
に

ょ
っ

て

で

は

な

経

O

f
八
五

%
)

が

土

地

よ

り

生

ず
る

鷹
満
譲

嘩
に

よ
っ

て

も

た

ら
さ

も
戸

1

-
-

1
,

､
∧

れ

て

い

る

と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

｢

叫
も ､

.

か

え

れ

ば
､

こ

れ

に

よ
っ

て

わ

れ

わ

れ

は

山

梨
県

多
額
納
税
者
の

才
一

l
一

首
-

盲
.

毒

竜
一

ざ
き

､.g

主

要
な

経

済
的

基
礎
が

葛
城

｡

盲
と

そ

卓

1患

箋
l

足
長
表

号
亀

誓

た
を
ぎ

暫
零

｢▲

且

ら
地

主

層
の

書
｢

1
二

Y

〃苧
ヽ

ヽ
･

土

地

に

対

す
る

租
税
負
担
が

､

地

租

篭
l

U塩
見

毒

″喜
一･】

+･+

■

比

重

の

低

に

も
か

,

も
雪

盲
き

毛
r

;
言
■ご

か

学

者

皇

し
て

低
下

す
る

こ

と

な

く
､

所
得
税

増
加

邪

に

よ

ヽ

〓

･√サ
ト

1

､′

ケ

て
､

む
じ

ろ

加
重
ぎ

る

こ

と

｢

利
別
イ

ご
～

引
網
ぜ

L

･

葦
き
る

の

で

棒
恨
〕

そ

こ

で
､

か

か

る

事
実

か

ら
､

わ

れ

わ

れ

は
､

直
ち

に
､

次
の

如
き

設

問
を

提
出
す
る

こ

と

が

で

き

る
｡

す

な

わ

ち
､

か

か

る

所
得

税
負
担

6 6 7
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の

増
大
は

､

地

主

資
金
の

連

用

形

態
に

､

い

か

な

る

作
用

を

お

よ

ぼ

す
に

い

た

る

か

と
. い

ぅ
こ

と
､

こ

れ

で

あ

る
｡

さ

て
､

こ

の

点

を

詳
細
に

論
じ

る

た

め

に

は
､

少
な

く

と

も
､

所
得
税
別
の

歴
史
的

な

変

透
過

程
を

跡
づ

け

る

必

要
が

あ
る

の

だ

(

3
〕

が
､

そ

れ

は

別
の

研

究
成

果
に

譲
る

こ

と

に

し
､

こ

こ

で

は

特

に
､

わ

れ

わ

れ

の

観
点
か

ら

し
て

重

要
な

税
制
面
の

改
正

に

注

意

を

向

け

る

必

要
が

あ
る

｡

そ

れ

は

次
の

三

時
点
の

税
制
改

革
を

さ

す
｡

ズ
ー

)

は

明

治
三

二

年
の

所
得

税
改

正

で

あ

り
､

(

二
)

は

明

治
三

七
､

八

年
の

第
一

次
･

第
二

次

非

常
特

別

税
の

創

設

で

あ

り
､

(

三
)

は
､

大
正

九

年
に

お

け
る

税
制

贋
､

､

て
〕

の

三

つ

の

税
制
改

革
に

わ

れ

わ
れ

の

関
心

は

集
中

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

ヽ

○

l
V

そ
こ

で
､

以

下
こ

の

点
に

つ

い

て

若
干
の

説

明

を

試
み

て

い

く

こ

と

に

し
よ

う
｡

ま

ず
､

第
一

に
､

わ

れ

わ

れ

が

三

二

年
の

改
正

に

着
目

す
る

理

由
は

主

と

し
て

次
の

点
に

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

二

〇

年
に

成
立

を

み

た

初
期

所
得
税
制
に

あ
っ

て

は
､

そ
の

課
税
対

象
は

個
人
の

み

に

求
め

ら
れ

､

従
っ

て
､

所
得

税
を
か

け
る

場
合
に

も
､

辞
得
は

す
べ

て

個
人
の

手
も

と

に

帰

着

す
る

と
こ

ろ
で

の

み

把
握

さ

れ

て

い

た

の

で

あ

る

が

訂
合

雷

卵

主

義

で
+

の

三

二

年
改
正

に

お

い

て

は

じ

め

て
､

所
得
は

､

タ
)

β

乱
心
輔

弼
(

二
)

資

本
制
予
礪

甥
(

三
)

傭
頭
傍
三

種
に

分

類
さ

れ
､

こ

れ

を

基

礎
に

､

そ

れ

ぞ

れ

が

課

税
さ

れ

る

と
い

う

一

象
所
得
税
潮
如

採
用
さ

れ

た

の

で

あ

っ

た
｡

か

く

し
て

､

こ

こ

で

の

要
点

は
､

地

主

層
の

負
担
す
る

第
三

種

の

個
人

所
得
税
の

う
ち

､

抹
式

配
当

収
入

に

つ

い

て

は
､

従

来
と

異
な

り
､

個
人

所
得
に

は

総
合

課
税
さ

れ

ず
､

き

わ

め

て
■

軽
微
な

法
人

源
泉
徴
収
方

式
が

と

ら

れ

た

こ

と

に

あ

る

じ

と

い

う
こ

と

は
､

こ

れ

以

来
､

､

ま

考
課
税
を
■
｢
個
人

所
得

斗
し

で

は
十

切

免
か

れ

る

こ

と

が

で

き
る

ニ
.

と

を

い

み

し

て

い

た
｡

し
か

も

他
方

で
､

こ

の

同

じ
三

二

年
に

は
､

冒
増
徴
が
行

司
わ

れ
､

田

畑
に

対

す
る

課
税
率
が

地

価

の

百

分
の

二
･

五

か

ら

百

分
の

三
･

三

へ

と

引

上

げ

ら
れ

た

こ

と

に

注

意
す
る

必

要
が

あ
る

｡

ぎ
･

j
一

H
-

帯
+

‥り

=.･

こ

こ

に

お

い

て
､

土

地

所
有
L

鍵
式

飛

郊
ば

､

租
税

負
担
の

面

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

か

ら

す
る

か

ぎ

り
､

地

主
に

と
っ

て
､

全

く

異

な
っ

た
.

経

済
時
意

味
付

啓
を

付

与
さ

れ

た

と
い

っ

て

よ

い
｡

す
な

わ

ち
､

地

主
が

土

地

を

所
有
す

る

た

め

に

負
わ

ね

ば

な

ら

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

な
t L

国
税
が

地

租
lI

(

土

地

に

課

税
)

と

所
得
税
1-

(

小

作

料

に

課

¢

吋

1



(1 19) 明 治
･

大 正期 に お け る ｢ 地 代 の 資 本 転 化+ と 租 税政策

め

沖

税
)

の

双

方
(

更

に
､

地

方

税
負

担
が

あ

る

が
､

こ

れ

に

つ

い

て

は

後

述
)

で

あ
る

の

に

対

し
､

.

署
矧
呵

鼠
科

讃
1
の

1

づ
･
劇

吃

苅

㌢
､

租
税
政

策
面
で

は

少

な

く

と

も
､

地

表
叫

対
〓

u
.

で
.

よ
コ
リ

1

萄
†
､

株

式
.

椙

授
.
､

･ヽ
. -

･ヽ
.

甘
到
れ

賢
一〕

.
L
.

町

方
於

†

よ

り

有
利
と

な

る

制
度
的

保

証

が
､

一
こ

事

こ

に

与

え
ら

れ

た
と
.
い

え
る

加

+

と

は

い

っ

て

も
､

勿
論

､

こ

の

こ

と

か

ら

直
ち

に
､

こ

の

段
階

で

地

主

層
の

投
資
対

象
の

転

換
が

､

こ

れ

を

契
機
に

急
速

化

し

た

と

い

う
の

で

は

な
い

｡

た
し

か

に
､

三

〇

年
代
に

入
れ

ば
､

地

主

層
の

投
資
活
動
は

括

表
さ

を

加
え

つ

つ

あ
る

｡

だ

が
､

先
に

も

明

ら

か

に

し

た

如
く

､

未
だ

こ

の

段
階
で

は
､

地

代
の

資
本
へ

の

転
化
が

本

格
的

な

軌
道

に

の

っ

た

と

は

い

い

が

た

い

の

で

あ

る
｡

ヽ

ヽ

ヽ

そ

れ

は
一

つ

に
､

㌧

地

主

層
の

積
極
的
な

投
資
活
動
を

誘
発

す
る

に

充
分

な
だ

け
の

産
業
企

業
の

広
汎
な

発
展
が

､

未
だ

み

ら
れ

な

か

っ

た
こ

と

に

も

よ

る

が
+

よ

り
重

要
な

点

は
､

こ

の

よ

う
な

政

策
的

誘
導
に

も

か

か

わ

ら

ず
､

こ

の

時
期
に

は
､

な
ー ､

司

蛸
讃
.J
.+
小

作

署
性
が

保
た

れ

て

い

た

か

ら
で

あ

虹
｡

従
っ

て
､

こ

秒

段
階
で

の

地

主
の

主

要
な

関
心

は
､

小

作
料
収

取
の

面

ヽ

ヽ

に

集

中
さ

れ

て

い

た

し
､

ま
た

､

か

か

る

基

礎
=

地

主
･

小

作
関

係
の

上
に

立
っ

て

の

み
､

か

れ

ら
の

投
資
活
動
も

可
能
と

さ

れ

て

い

血

覧
り

で

あ
っ

た
｡

中
＼
て

､

こ

の

段
階
で

は
､

以

上
の

地

主
の

本

質
‖

基

礎
に

規

定

さ

れ

て
､

地

主

層
は

地

租
増
徴

･

所
得
税
賦
課
に

よ

る

租
税

負

担
を

小

作
人
に

転

嫁
し

て

い

く
の

で

あ
ス

じ

事
実

､

H

家
で

も
､

三

〇

年
代
に

入
る

と
､

契
約
小

作

料
=

俵

数
は

変
え

な
い

ま
で

も
､

小

作
粗

一

俵
を

六

斗

六

升
入

か

ら

七

斗

入

に

か

え

る

と
い

う

仕
方

で
､

小

作
料
の

実
質
的

引
上

げ

を

行
な

う
の

で

あ
っ

た
｡

以

上
の

如
く

､

三

二

年
改

正

が

地

主
の

投
資
活

動
に

与

え

た

影

喜
一

ゝ

.蔓

一1一1
.

-
1

壬
Y
一

盲
人

篭
蔓
こ

当

一サ

エ

害
才
々

6
ト

!
て
㌧

さ

響
は

､

地

主
･

小

作
間
の

階

級
的
力

関
係
の

在
り

方
と

負
担
率

そ

れ

自
体
の

相
対

的

低
さ

に

よ
っ

て
､

過

大

な

評
価
は

許
さ

れ

な
い

の

で

あ
る

が
､

次
の

点

だ

け

は

指
摘
し
て

お

き
た

い

と

思

う
｡

｡

荊
な

わ

ち
､

地

主

層
の

租
税
負
担
増
大
の

起
点
が

ま

ず
､

こ

の

三

二

年
に

お

か

れ

た

と

い

う
こ

と
､

そ

し
て

こ

の

税
負
担
の

増
大

が
､

一

方
で

､

軌
跡
か

剣
利
劇

剰
釧

頑
換
言
す
れ

ぼ
. ､

封
･､

.1

=
～

-
･

き
イ
ゾ

＼

､

竃
.

i

月
-

ま

rぺ
｡

1
人

妻
▼

.｡

言

古

重

税
方

式
･

配
当

所
得
優
遇
政

策
を

通

じ
て

､

地

主

資
金

量
▼ヰ

ー

■イ■･ノ
･

1

,或

ノ㌧

⊥

已

へ･)･き

一号

.語
ら

薫
-普

量
㌻
-

‡
,
一

九
ト

､壬

■
上

し

業
へ

の

流
入

定
の

内

面

′

瑚
崩

を

有
し

て

い

た

と
い

う
こ

と
で

あ

り
､

且

つ

時
に

か

か

る

政

策
的
地

な
ら

し

が
､

た

粗

ββ9
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愚
†

…

パ
パ

)

と

こ

あ

る

+

l
■
l

l
l

さ

て
､

所
得
税
政

策
面
で

､

注
意
し
た

い

第
二

の

画

期
は

､

日

l

,J

‥

･
し
T
l

才

宕
′

て

･､･･

･1

▲(

弓

長

々
巷

-亡

て

､
J

･■‥

毒
‥
∵

f
1

1

､

墓
葛
■

露

鞍
争
の

た

が
の

軍
事
賢
調

達
を

目

的
と

し

た
､

三

七
､

八

両

年

の

零
し

あ
っ

た
｡

こ

れ

に

よ
っ

て
､

日

本
財
政
の

軍
事
化
は

一

層
加

速
化
さ

れ

た

の

で

あ

る

が
､

い

ま

は

そ

れ

を

問
わ

な
い

と

し
て

､

こ

こ

で

の

要

点
は

､

荊
得
税
が

三

七

年
に

税
額
の

七

割
増
徴

､

三

八

年
に

八

割

増
徽

､

こ

の

両

年
で

実
に

一

五

割
の

増
徴
が

行
な

わ

れ

た
こ

と

に

あ

る
｡

し

か

も

そ

れ

と

同

時
に

､

地

租
に

お

い

て

も
､

こ

の

両

年

で
､

市

街

宅

地
･

郡

村
宅
地

･

そ

の

他
の

土

地

に

対

し
て

､

そ

れ

ぞ

れ

百

分
の

二

〇
､

百

分
の

八
､

百

分
の

五
･

五

ま
で

の

課

税
率

の

引
上

げ

が

行
な

わ

れ
､

地

租
の

増
徴
が

断

行
さ

れ

た

の

で

あ

っ

た
｡

+

こ

ら
一

度
に

わ

た

る

所
得
税
及
び

地

租
の

増
徴
が

主

と

し
て

労

働
者
階
級

･

農
民

大

衆
の

負
担
の

下

に

強
行
さ

れ

た

も

の

で

あ

る

(

5
)

こ

と

は

す
で

に

指
摘
で

れ

て

い

る

と

お

り

で

あ
る

が
､

そ

れ

と

同

時
に

地

主

層
の

租
税
負
担
が

こ

こ

で

再
び

.

抑
重
さ

れ

た
こ

と

に

注

意
す

る

必

裳
が

あ
る

｡

第
7

表
で

も

み

た

如
く

､

H
､

0

家
の

農
業

収

益

中
に

占

め

る

租
税
負
担
比

は

こ

の

三

八
､

九

年
を

契
機
に

二

〇

%

台
か

ら
三

〇

乃
〟

り

%

台
へ

の

増
加
を

示

す

し
､

ま

た
､

所

得
税
の

納
税
総
額
中
に

占

め
る

割
合
も

一

〇
%

台
に

達
す
る

と
い

う

明

瞭
な

変
化

を

み

せ

る

の

で

あ
っ

た
｡

か

か

る

租
税
負
担
が

地

主

層
に

も

大
き

く

意
識
さ

れ

ぬ

筈
は

な

か

っ

た
｡

事
実

､

そ

れ

は
､

政

治

問
題
と

し

て

表
面

化

し

た

わ

け

(

6
)

で

あ
る

が
､

そ

れ

と

同

時
に

､

地

主

層
の

資
金

運
用
の

形
態
に

も

一

定
の

作
用
を

与
え

た

も
の

と

思

わ

れ

る
｡

.

そ

れ

は
､

先

に

み

た

如
く

､

0

家
の

株
式
投

資
が

三

九

年
を

契

機
に

本

蒋
化
し

た

こ

と
､

ま

た

H

家
が

三

八
､

九

年
に

一

万

数

千

円

を

出
資
し

て

軍
事
公

債
を

購
入

し
て

い

る

こ

と
､

更
に

は

四

〇

年
代
以

降
､

急
速
に

株
式

捜
琴
錦

魂
模
.L

静
園
外

拡
大
さ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

鴻

容
易

に

理

解
し

う
る

こ

と

と

思

う
の

で

あ

る
｡

一

方
で

､

土

地

及

び

土

地
か

ら
の

収
入

に

対

す
る

課
税
を

重

課

し
っ

つ
､

他
方

で
､

山

戦

事
公

債
政

策
上
の

理

由
か

ら

国
債
利
子
に

‥

､

ヽ

ヽ

対

し
て

は

税
率
の

据
置
(

三

七

年
)

乃
至

免
税
(

四
二

年

以

降
)

と

し
､

同

時
に

銀
行

預
金

､

株
式

社

債
及

貸
金

等
よ

り
の

所
得
に

対

し
て

は

｢
.

習
い

う

租
税
政

策
が

､

こ

こ

で

よ

う
や

く
そ

の

効
果

を

明

ら
か

な

も
の

と

し

て

い

っ

た

と

す
る

こ

と
が

で

き

る
｡

頼

朝

ギ
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･
ゆ

恥

こ

こ

に

お

い

て
､

地

主

資
金
は

磯
村

射
び

頚
城

謂
へ

向

け

t

..
.

蔓
ll

一

戸
.

L
篭

F

音
,
､

･‥

事

て
､

本
欄

沼
M
｢

流

.-

郎
.い
弓

遠
叩

封

与

え

ら
れ

た

と
い

っ

て

l
■

i

I

し
1
1

一1
1

-

-

-

-

1
--

-

1
i
ヒ

′
-

′
･～

′
/

｢

引

+
｢

フ

虐

八

当
廿
血
T

へ

の璃
郡
部
り

.･∫

-

･∫

■′1

.F

か

く
て

､

融

剖
は

､

固
定
化
さ

れ

た

地

価

-
し

か

も

現

実
の

売
買
地

価
を

は

る

か

に

下

廻
る

法
定
地

価

-
を

課
税
基

準
に

お

の
･

も

を

よ

味
野
方
的
な
税
淑
た

る

扉

■
掛
取

鼠
重

化
に

よ
っ

■
て

碍
ア

■

㌧
た
≠

ヰ
か

㌣
且
ケ

影

,
エ
′

■′
㌧

〔

小

暮
-

膏
電
7

･
･
■

号
音

.㍗

J
｡

喜
｢

に

日

義
額
づ
榔

封
郎

影
酢
活

動
を

要
し
.

言
､

度
資

＼

本
の

蓄

賢
よ

&
賢
し

め

た

引
か

を

明

治
末
-
大

正

期
へ

か

け
て

全

国

的
に

認
め

ら

れ

る

地

主
の

企

業
投
資
の

清

瀬
化

が
､

右
の

如
き

租
税
政

策
の

展
開

と

き

わ

め

て

密
接
な

関
連
を

有
し
て

い

た

で

あ

ろ

う
こ

と

は
､

も

は

や

こ

こ

に

お

い

て

疑
い

を
い

れ

な
い

と

こ

ろ

と

思
わ

れ

る

の

で

あ
る

｡

だ

が
､

そ

れ

と

同

時
に

､

わ

れ

わ

れ

は

右
の

如
き

仕
方
で

の

資

本
の

蓄

積
様

式
そ

れ

自
体
が

､

き

わ

め

て

深

刻
な

矛

盾
を

も
っ

て

い

た

こ

と

を

指
摘
し
て

お

か

ね

ば

な

ら

な
い

｡

q
∵

j

ノ

の

は
､

か

か

る

地

主

層
の

蓄

積
資
金
の

農
業
部
面
外
へ

の

流
出
が

､

土

地
に

対

す
る

租
税
負

貰
に

細
応
し

て

い

た

以

上
､

そ

れ

は

必

然
的
に

､

相
星
特
長
卑
小
僻
粁
収

取
■の

鞄

北

を

結
果
し

､

■
従

.

.
ァ
で

を
れ

は

横
顔
経
営
の

発
展
を

郡
柑
ず

.

か

方
.

畔
に

強
く

作
用
せ

ず
に

は

お

か

な

か
っ

た

か

ら
で

あ

る
｡

い

ま
､

そ

の

証

左
を

こ

こ

に

く

わ

し

く

提
示

す
る

余
裕
は

な
い

が
､

例
え

ば
､

東
山

梨

郡
の

二

百

町

歩
地

主
N

家
が

､

明

治
三

二

年
(

地

租

増

徴
の

行

な
わ

れ

た

年
)

と

三

八

年
(

所

得

税
増

徴
の

行

な

わ

れ

た

年
)

に

期
せ

ず
し

て

小

作
料
の

増
徴
を

行
な
っ

て

い

る

こ

(

8
)

と

を

あ

げ
る

こ

と

が

で

き

る

し
､

ま
た

､

E

家
に

お

い

て

も
､

同

じ

く
三

〇

年
代
に

小

作
料
の

実

質
的

引

上

げ
を

行
な
っ

て

い

る

こ

と

は

先
に

指
摘
し

た

と

お

り

な
の

で

あ
る

｡

こ

の

地

礼

讃
所
得
税
の

増
徴

､

そ

れ
.
叫

パ
個
ペ

､

ペ

が

い

か

に

小

作
経

営
へ

の

圧

迫
を

強
め

て

い

く
か

の

具
体

的

分

析

は

他

日

に

譲
る

と

し
､

こ

こ

で

は
､

E

家

の

小

作

人

の

経

営

規

模

餌

1

四

〇

年
の

大

水
害
の

影

響
を

考

慮
に

入

れ

ね

ば

な

ら

ぬ

と

し

て

も
､

明

治
三

九

1
大

正

初
年
に

､

明

白
に

縮
少

し

て

い

っ

て

い

る
+

J
ど

を
｡
指
摘
し

て

お

き
■
た
･
い

の

で

あ

る
｡

Q
さ

て
､

問
題
の

焦
点

は

こ

の

よ

う
に

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

代
の

資
本
へ

の

転
化

を

通

い

弔
桝

鄭

著
瑚

鳩
山

M
川

脳
り

蛸
ヾ

..･ゝ

l
▼

j
ご
ー

一号
.

∃

..

小

濃

鰹
節
卜
初

垣
埴
を

強
め

6 7 J
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ウ

Q i
◆

q
日
出
M

ェ

H
叫

ノ■つ
J

で

お

し
す
す
め
ら
､
れ

て
′い

夷
と
い

う

こ

と

に

あ

ほ
い
L
.
盲
…
二

､

.

何
故
な

ら

以

上
の

如
き

資

本

蓄
積
様
式
が

､

論
理

必

然

的
に

､

次
の

よ

う

な

矛

盾
を

内

包
さ

せ

て

い

た

か

ら
で

あ
る

｡

い

ま
､

そ

の

矛

盾
形
成
切

論
理

的

序
列
を

図

式
化

し
て

み

る

な

ダ
ば

､

お

よ

そ

次
の

如
き

内

容
を

も
つ

だ

ろ

う
｡

そ

し
て

､

コ

の

よ

う
な

経
路

を

通

し
て

形
成
さ

れ

て

い

く

矛

盾

m

が

地

主

自

体
に

も
は

ね

か

え

っ

て

い

っ

た

と
こ

ろ
に

矛

盾
の

根
の

深
さ

が

あ
っ

た

せ
い

え
る

｡

い

う
ま
で

も

な

く
､

大
正

中

期
以

降

づ

鳩
で
尊

書
簡
峰
丁

覇
題

礪
的
対

抗
関
係
が

に
､

よ

う

や

く

甘
聖

顔
老
と

し

て

の

た

ゆ

み

な

き

あ

ゆ
み

を

つ

(

川
)

虹

腰
負

担
増
大

1
小

作
料

増
徴
↓
小

作
経

営

不

安
定

性
の

増
大

↓

低
質
銀

↓
高
利
潤
1
高
配

当

1
株
式
投

資
1
蓄

積
拡

大

↓
砦
工

間

格
差
の

拡

大

1
構
造

的

オ

屑
の

激
化
と
い

う
こ

と
に

.
滋

綿
‥

L

こ

れ

に

説
明

を

加

え
る

な

ら

ば
､

す

な

わ

ち
｢

村
税
負
担
の

増

大

↓
小

作

料

増
徴
は

､

必

然

的
に

小

作
経

営
を

圧

迫
.
う
濾
計
補

充

的

低
貸
銀

労
働
を

析
出
す
る

｡

い

う
ま
で

も

な

く

′

低
質

銀
労
働
を

フ

ル

に

活

用

す
る

こ

と

に

よ
っ

て

企

業
の

高
利
潤
は

保

証

㌢
れ

､

従
っ

て

そ

れ

は

高
配

撃
針

叶
鮭
と
さ

せ
､

更
に

投
資
を

誘
発
し

､

か

く

し
て

蓄

積
の

循
環
的

拡

大
を

も

た

ら

す
わ

け
で

あ

る

が
､

実

は
､

こ

の

こ

と

自
体

､

日

本

資
本
常

襲
濁
展
の

基

本

的

条

件
と

な

り

な
が

ら
､

他

所
そ

れ

は
､

ま

甘
オ

習

盟

習
り

.

不
出

-

等

頚
周
を

放
射
励
吋
即

激
化
さ

せ
､

い

や

が

上
に

か

責
∃
司
の

頑
遇
的
矛

眉
を

樹

齢
吋
㍗

深
化

･

転
太

サ

ず
.

に

は
､

お

か

な
か

っ

た

か

ら
で

あ

鳩
山

血

舶

激
化
し
て

く
る

こ

と

を

指
し

て

い

る

の

で

あ

り
､

大
正

九

年
の

反

動

笥
間
が

慢
性
的

不

況

状

態
を

も

た

ら

し
､

地

主

層
の

窮
状
を

倍

加
∪

妥
句
封

臆

そ

こ

で
､

最
後
に

､

わ

れ

わ

れ

の

観
点

か

ら

し
て

､

第
三

に

重

要

気
心
九

郵
恥

郵
恥
軌

執
を

､

右
の

事
情
と

関
連
さ

せ

つ

つ
､

述
べ

な
け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

あ
る

が
､

こ

れ

に

つ

い

て

は
､

問

題
の

要
点
し

か

指
摘
す
る

こ

と

は

で

き
な

こ

こ

で

の

要
点

は
､

+
二

二

年
改
正

以

来
､

あ

る
｡

⊥

井

か
｡‥

当
部

嶺

儲
捌
脚
部

､

こ

ン

に

率
ぃ

.

芯
■

㌫

義
男
引
拙
+

ヨ
男
州

司
柑

朗
唱
い
■
た

う
･
乃

⇒
句
托

列
句
?
■

従

来
､

こ

の

配
当

所
得
へ

の

課

税
は

､

長
い

間
の

懸
案
で

あ
っ

た

の

だ

が
､

資
本

蓄

積
を

阻
害

す
る

と

の

理

由
か

ら
､

そ

の

実

施

は

引

延

ば
さ

れ

て

い

た

の

で

あ
っ

た
｡

当

然
､

こ

の

九

年
改
正

に

お

い

て

も
､

こ

の

点
に

論
議
は

集
中

ヰ
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油

恥

/

/

′

し
､

｢

従

来
の

汲
泉
課

税
を

一

挙
に

し

て

総
合

課
税
に

改

む

る

と

き
は

納
税
者
の

負
担
急

激
に

増
加

し
､

警
-

は
疲

耳

耳
家
宅
じ
で

株

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

郵
叫

賢
を

躊
躇
ぜ

じ
む
る
･の

結
果
と

な

り
､

自
然
盛
業
の

発
達

.
≡

缶
T

Y

壷
第

一

即

の

虞
あ

り
+

と

す
る

意

見
が
.

出
さ

れ
ー

か

く
て

､

当

初
､

配
当

所
得
の

全

額
に

課

税
す
る

と

し
た

第
一

次

案
は

､

数
回

の

修
正

を
へ

て
､

八

割
か

ら

七

剖
へ

､

更
に

六

剖
へ

と

減

額
さ

れ
､

賢
い
1

判
別

魂
矧

笥
到

〕

と
で

決
着
を

み

た

の

で

あ
っ

た
｡

そ

こ

で
､

問
題
は

次
の

点
に

あ

る
｡

第
一

は
､

九

年
改
正

に

お

い

て

も
､

資
本

.

の

覇
詔
当
司
ヨ
｢

課

税
嘩
対

し
て

は
､

■
で

き

る

限
り

軽
課
で

｡

の

召
弱
い
し

す
る

幾
本
擁

護
の

護
汁

葦
漁
り

､

そ

の

い

み

で
､

そ

れ

以

前
の

政

策

と
の

間
に

本
質
的
な

違
い

を

認
め

る

こ

と

は
で

き

な
い

の

で

あ

る

が
､

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

わ

れ

わ

れ

の

観
点

か

ら

は
､

丁

度
こ

の

時
期

覇
づ
叫

動
静

静

嫁
が

聾
弼

さ

れ

は

じ

め
た

こ

と

と

も

関
連
し
て

､

か

く

配
当

所
得
へ

の

課
税
が

な

さ

れ

た

と
い

う

＼

ぅ

ノ

㌔

こ

と

は
､

こ

れ

ま
･

薯
赫

赤
か

付
か

嶽
コ
叫

笥
訝
珊

嶽

蘭
到

ノ

つ

d
F

け

て

き
･
た

串
本

資
本

主
義
の

蓄

積
様
式
に

一

つ

の

転

期
が

生
じ

た

打

で

は

な
一い

か

と

考

え

ら
れ

る

と
い

う
こ

と

で

あ

り
､

第
二

に

は
､

従
っ

て
､

仮

に

こ

の

時
期
以

降
､

地

主

層
の

投
資
活

動
が

み

ら
れ

た

に

し

て

も
(

事

実
､

一

般

的
に

は

括

顧
で

あ

･

そ
れ
は

､

■

第
三

期
に

お

け
る

そ

れ

と

は

本

質
的

に

異
な

り
､

い

の

扶
式
投
資
で

し

か

あ

り

え

ず
､

か

く
て

､

Ⅵ
指

j
.

オ

車
イ

当
習
圃

周
利

剣
山

朝
刊

旬

か

ぎ

が
､

′
地

主

制

の

体
‥

制

の

一

習
碩
濡
還
付
塊
T

と

い

う
こ

と

な
の

で

あ

る
｡

し
か

も
､

大
正

八
､

九

年
に

は
､

二

度

(

1 2
)

に

わ

た

っ

て
､

地

方

税
の

大

幅
な

引

上

げ
が

行
な

わ

れ

て

い

る

の

で

あ
っ

て
､

こ

こ

に

も

右
の

憩
定

を

支

え
る

一

つ

の

根
拠
が

認

め

ら
れ

る

よ

う
に

思

う
の

で

あ

る
｡

と
は

い

っ

て

も
､

勿
論

､

こ

の

点
は

更
に

一

層
の

検

討
を

必

要

と

す
る

の

で

あ

り
､

こ

こ

で

は
､

た

だ

究
明

を

要
す
べ

き
一

論
点

と

し
て

提
出
す
る

以

外

に

な
い

の

で

は

あ
る

が
｡

と

も
あ

れ
､

こ

こ

に

お

い

て

地

主

層
の

租
税
負
担
は

大

正

七

年

度
に

行
な
わ

れ

た

増
税
と

あ
い

ま
っ

て
､

一

段
と

増
大

し

た
｡

先

の

第
8
･

9

表
に

み

る

如
く

､

所
得
税
額
は

､

大
正

八
､

九

年
以

降
､

地

租
を

超
え

る

に

い

た

る

し
､

地

方

税
は

県

税
･

村
税
合
せ

て

四

六

-
五

五

%
に

ま

で

増
大

を

示

し

た

の

で

あ

る
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

｢

公

課
並
二

経

費
(

管
理

費
)

ハ

年
々

増
加
ノ

傾
向
ア

リ
､

之

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

マ

マ

ヽ

ヽ

ヽ

ニ

反
シ

小

作
金

穀
ハ

経
済

界
ノ

動
揺
並
二

志

想

悪
化
ノ

為
メ

逐

年

減
少
ノ

傾
向
ア

リ
+

｢

地

主
ハ

租
税
公

課
ト

シ

テ

本

書
二

計

上

シ

∽
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.

得
ル

モ

ノ

(

地

租
･

小

作
取

立

費
等

1
】

註
)

､

然
ラ

サ

ル

所

得

税
､

同

附
加

税
､

戸
数

割
､

同

附
加

税
等
総
テ

ノ

負
担
並
二

地

主

ヽ

ヽ

タ

ル

経
営
上

ノ

諸

経

費
マ

テ

殆
ン

ト

節
約
シ

得
ヘ

キ

ナ

ク
､

唯
累

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

年
増
加
ノ

傾
向
ア

ル

カ

故
二

金

納
小

作
金
ノ

増
額
ノ

困

難
､

収

納

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

小

作
米
粗
ノ

減
収
並
二

其
価

格
ノ

比

較
的

低
簾
ナ

ル

昨
今
二

於
テ

バ

訂
質
ハ

之
ヲ

転

撃
ン

得
ル

ノ

道
ア

ル

モ

地

主
ハ

絶
テ

無
シ
)

窮
状
実
二

諒
察
ヲ

請
フ

ヘ

キ

モ

ノ

ナ

キ

ニ

非
ス

､

偽
一

般
ノ

地

主

＼

ノ
′

(

1 3
)

ナ

ル

モ

ノ

モ

亦
同
シ

カ
∴

ル

可
シ
+

大
正

十
一

軒
､

封
租

去
課

負
担
の

増
大

､

琵
芸
の

甘

腸

の

み

ら

れ

る

中
に

あ
っ

て
､

県

下

有
数
の

大
地

主
は

､

か

く

書
き

記
さ

ね

ば

な

ら

ぬ

と
こ

ろ

ま
で

き
て

い

た

の

で

あ

る
｡

そ

し

て
､

更
に

､

九

嘲
以

喝
叫
慢
鵬

叫

胸

承
汎
吸
熱

幣

割
か

窮
状
を

倍
加

し

た

の

で

あ
つ

r■
七

-

だ

が
､

こ

の

慢
性
的

不

況

状

態

-
農
工
+
卯

哨
笥

当
欄
ヨ

ヨ
d

崩
･
項
羽

当
頚
の

構
造

的
儲
敵
〆

鹿

温
い

臣
こ

そ
､

実

は
､

■
.

地

表

覇
が

｢

ら
が

､

小

作
柿
徴
収
と

そ

れ

の

東
男
外

投

資
は

｡

胡
璃

召
明

硝
唱
頂
葺

当
m

｢
甥

崩
｢
+

唱

歴

史
の

皮

肉

は
､

香
､

法

則
性
は

､

こ

の

矛

盾
の

醸
成
に

加

担
し

た

当
の

も
の

に
､

そ

れ

を

は

ね

返
え

す
こ

と

で

そ

の

客
観
性
を

示
し

た

の

で

あ

る
｡

(

1
)

こ

の

点
に

つ

い

て

の

若

干
の

指
摘

は

む
し

ろ

財
政

史
家

に

よ
っ

て

な

さ

れ
て

い

る
｡

例
え

ば
､

高

橋
誠

｢

初

期

所

得

税
制
の

形
成

と

構

造
+

『

経

済

志

林
』

第

廿

六

巻
第

一

号
｡

(

2
)

貴

族

院

多
額
納
税

者
議

員
互

選

名

簿
(

山

梨
県
)

明

治
廿

三

-

大

正

十
二

年
｡

(

3
)

阿

部

勇
『

日

本

財

政

論
』

租
税

､

改

造

社
｡

高
橋
誠

｢

明

治

後
期
の

所
得

税
制
+

『

経

済

志

林
』

第

廿

七

巻

第

一

号
｡

同

｢

現

代

所

得

税

制
の

展
開
+

同

第

廿

八

巻
第

一

号
｡

藤
田

武

夫

『

日

本

資
本
主

義
と

財
政
』

実

業

之
日

本

社
｡

(

4
)

H

家

『

行

司

簿
』

明
治

三

三

年
以

降
｡

(

5
)

阿

部

前

掲

苔
､

三
一

六

頁

(

6
)

一

体
､

地

主

議

会
の

構

成

を

と

り

な
が

ら
､

な
ぜ

地

主

層
の

経

済
的

負

担
の

増

大
を

結

果

す

る

地

租

増

徴
､

所

得
税

増
徴

が

大

き

な

政

治

問
題

と

な
る

こ

と

な

く

実

施

し

ぇ

た
の

か

?

こ

の

明

治

大

正

政

治

史
上
の

根
本

問

題
に

つ

い

て

の

考

察
は

他

日

に

期

す

ほ

か

は

な

ヽ

0

ヽ

.∨

(

7
)

尚
､

こ

の

時
期

山

梨

県

地

主

層
を

株

主
と

し

て

網

羅
的
に

結

集

し

た

第

十

銀

行
が

次
の

如
き

営

業
報

告
を

行
な
っ

て

い

る

こ

と
に

注

意
｡

ヽ

｢

…

…

前

年

末
新

設

拡

張
セ

ラ

レ

タ

ル

事

業
ハ

着
々

進

捗
シ

テ

固

6 7 雀

定

資
本
ノ

需

用
ヲ

喚

起
ス

ル

ト
一

方

間

断
ナ

キ

大

蔵
省

証

券

其

他

各

種
債
券
ノ

発

行
ニ

ヨ

リ

遊
資
ヲ

吸

収
シ

タ

ル

ヲ

以

テ

漸

ク

資
金
ノ

稀

薄
ヲ

告

タ

ル

ト

共
ニ

…

…
+

(

明

泊

四

四

年

下

季
)

こ

の

よ

う

に

地

代
の

銀

行

資
本
へ

の

転
化
次
い

で

産

業

資
本
へ

の

転

化
と
い

う

現

象

血

仰

t
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紬

一

事

が

広

汎
に

認

め

ら

れ

る

こ

と
に

注

意
し
た

い

の

で

あ

る
｡

こ

こ

に
､

い

ま

ま

で
バ

ラ

バ

ラ

に

行

な

わ

れ
て

い

た

地

主

剃

史

研

究
･

地

方

金

融

史

研

究
･

産

業

革

命
研

究

統
一

の

視

点
が

あ
る

こ

と

は

い

う
ま

で

も

な
い

｡

(

8
)

N

家

『

小

作
入

附
帳
』

更

に
､

大

正
二

年
(

税
制

整

理

の

行

な

わ

れ

た

年
)

に

も

小

作

料
の

引

上

げ

が

行

な

わ

れ

て

い

る
｡

(

9
)

尚
､

明

治
四

〇

年
を

前

後
す

る

時
期
の

､

地

主

層
の

租

税

負
担

の

増

大
､

そ

れ

の

小

作

人
へ

の

転

嫁
が

一

般

的
に

も

認

め

ら

れ

る

こ

と

に

つ

い

て

は

斎
藤

萬

吉

『

荒
農

業

指

針
』

(

明

治

四

四

年
)

二
二

六
､

一

三

九
､

一

六
一

頁
参

照
｡

同

遺

稿

『

日

本

農
業
の

経

済

的

変

遷
』

(

大
正

七

年
)

一

八

四

頁
｡

(

1 0
)

山

梨

県
に

お

い

て

小

作

争
議
が

全

県

的

な

規
模
で

展
開

す
る

の

は

大
正

八
､

九

年
か

ら
で

あ

り
､

一

一

1
一

三

年
が

そ
の

ビ

ー

タ

を

な

す
｡

Ⅱ

家
の

居

村
､

藤
田

村
に

お

い

て

も

大

正
一

一

年
に

小

作
組

合
の

結
成

を

み

る
｡

(

1 1
)

『

明

治

大

正

財
政

史
』

第

六

巻
一

〇

九
三

頁

(

1 2
)

藤
田

武

夫

『

日

本

地

方

財

政

発

展

史
』

第

四

章
第

一

節

(

1 3
)

N

家

『

所

得

審

査

申

請
』

『

第
三

種
所

得
金

額

申

告

書
』

大
正

一

一

年
五

結

び

紙
幅
の

関

係
で

､

当
然
掲
ぐ
べ

き

デ
ー

タ

も

思
い

切

り

省
略
し

て

し

ま
っ

た

た

め
､

論
旨
の

展
開
に

幾
多
の

岨

推
さ

が

眼
に

つ

く

の

で

あ

る

が
､

そ

の

点

に

つ

い

て

は
､

後
に

､

よ

り

詳
細
な

検
討

を

加
え
る

こ

と

を

約
し

､

以

下
に

は
､

こ

れ

ま

で

の

分

析
結
果
を

簡
単
に

要
約
し

て
､

結
び

に

か

え
る

こ

と
に

す
る

｡

小

論
の

主

眼

点
は

､

冒

頭
に

も

記
し

た

如
く

､

主

制

貿
確

毒
司
巧

簡
明

を
､

拭
パ

男
訂

､溺
→

主

地
を

葺
じ

セ

み

る

ご
■
と

嘩
動

ぅ
ん

頂

そ
こ

で
､

筆
者
は

､

ま

ず
､

･

也
し

t
l

l
-
1

-
-

-･-も
【･-

¢
-

-

■!
と

･声
-

･

抑

運
動
形
態
の

特
徴
を

段
階
的
に

提
示

し
､

そ

れ

が

ま

さ

し

く
､

習
革

L

8
尉
肘

阿
提
僧
憫

七

あ

る

こ

と

を
､

主
と

し

て
､

所
得
税
政

策
と

の

関

連
に

焦
点

を

合
わ

せ

て
､

明

ら
か

に

し

て

み

た

の

で

あ
る

｡

そ

こ

で
､

確
認
し

え

た

こ

と

は
､

明

治
三

二
･

三

七
､

八
･

大

正

九

年
の

三

壷
可
が

､

そ

れ

ぞ

れ

の

時
期
の

地

主

制
の

歴
史
的

発
展
形
態
に

規

制
さ

れ

つ

つ

も
､

地

場
瑚

鄭
欄
ペ
嘲
鴫

嘲

.

彗
一心

男
叫

感

づ
重

要
夷
磯
を

構
成
し
.

七
､

叫
た

り
叫
引
り

ヨ
州

月
1

感
嘆

､

ま

た

q
こ

に

臥
.

本

管
几
丁

主
義
が

､

異

質
の

ウ

タ

ラ

ー

ド

た

る

地

主

制
を

か

発
展
し

え

た
一

つ

の

凝

拠
が

あ

…

=

い

㍑

郎
悶

急
速
に

だ

が
､

同

時
に

､

わ

れ

わ

れ

は
､

こ

の

急
速
な
る

資
本

蓄

積
に

も

か

か

わ

ら

ず
､

香
､

そ

れ

故
に

､

そ

の

惑

頑
憫

罰
棚

郎

嘲
硝
部
わ

胴
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め

て
潟

刻
な
る

矛

盾
を

内
包
せ

し

め

て
■
い

た
こ

と

を
も

示

唆

し

で

お

い

た
の
■
で
あ
つ

た
｡

こ

れ

を

要
言

す
れ

ば
､

む
か

る

均

讃
嘆

山

周

ペ
頑
頓
侶
瀦

通
じ

て

の

資

菖
積
の

拡
大
化
は

､

鼠
営

窟
展
の

困

頂
十

本

可

分
の

形
で

結
び

つ

い

て

い

た

と
い

う
こ

L

で

あ

り
､

敵
っ

て

そ

れ

は
､

工

業
と

鼻
翼
の

発
展
の

不

均

等

性
を

加

速

度
的
に

激
化

さ

花月
じ

せ

ざ
る

を

え

ず
､

か

く

し

て

日

本

資
本

主

義
の

構
造

的
矛

盾
を

一

層

尖
鋭
化

し
て

い

く
以

外
に

は

な
か

っ

■
た
■と

い

う
こ

と
､

こ

れ

で

あ

る
｡
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