
村

落

共

同

体

の

成

立

と

構

造

ー
ー
ー
島
嶋
経
済
の
構
造
と
変
貌
ー
そ
の
八
1

l

田

註主ヨ
-'D'. 

治

中

隠
岐
島
村
落
共
同
体
研
究
の
意
義

隠
岐
島
村
落
共
同
体
の
研
究
に
つ
い
て
は
昭
和
十
八
年
三
月
号
の
「
歴
史
学
研
究
」
誌
に
筆
者
の
「
隠
岐
に
お
け
る
名
子
制
度
」
の
研

究
が
最
初
の
研
究
と
思
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
昭
和
十
九
年
七
月
号
、
九
月
号
の
「
経
済
史
研
究
」
に
発
表
し
た
筆
者
の
「
徳
川
時
代
に
お

村落共同体の成立と構造

け
る
隠
岐
の
村
落
経
済
」
が
あ
る
。
戦
後
社
会
経
済
史
の
急
激
な
流
行
と
共
に
全
国
的
に
村
落
の
社
会
的
、
経
済
的
構
造
が
論
議
さ
れ
、

村
落
の
民
主
化
政
策
と
相
ま
っ
て
研
究
が
多
岐
、
精
密
化
し
た
が
、
隠
岐
島
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
日
本
地
理
学
会
機
関
誌
「
地
理
学
評
論
」

に
昭
和
二
十
五
年
以
降
連
載
し
た
筆
者
の
「
島
唄
経
済
の
構
造
と
解
体
過
程
一

t
六
」
以
外
に
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

昭
和
三
十
二
年
に
島
根
大
学
の
山
同
栄
市
民
が
雑
誌
「
史
泉
」
に
「
隠
岐
島
の
村
落
構
造
」
を
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
研
究
は
社
会
学
的

な
研
究
で
筆
者
の
前
者
の
不
備
な
点
を
補
っ
た
。

昭
和
三
十
三
年
以
来
、
隠
岐
高
校
生
徒
が
知
夫
村
、

五
箇
村
、
西
ノ
島
町
、
布
施
村
等
の
実
態
調
査
を
実
施
し
、
三
十
六
年
隠
岐
島
村

59 

落
の
社
会
構
造
と
し
て
発
表
し
た
研
究
は
、
資
料
的
に
従
来
の
研
究
に
見
ら
れ
な
い
事
項
を
多
数
包
含
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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以
上
の
研
究
に
共
通
し
て
い
る
特
色
は
「
隠
岐
島
村
落
社
会
の
封
建
遺
制
」
の
存
続
の
事
実
報
告
で
、

「
離
島
と
言
う
閉
鎖
的
地
域
が

か
く
の
如
き
封
建
的
社
会
経
済
的
現
象
を
温
存
さ
せ
た
」
と
言
う
段
階
で
研
究
は
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
こ
の
後
の
研
究
は
こ
の
段
階
か
ら
如
何
に
進
展
す
べ
き
か
で
、
そ
れ
は
事
実
の
解
明
と
共
に
「
隠
岐
島
村
落
の
社
会
経
済

構
造
の
理
論
的
位
置
づ
け
」
で
あ
る
事
は
異
論
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
封
建
的
諸
現
象
を
支
え
て
い
る
村
落
社
会
の
共
同
体
的
性
格
の
生
成
と
構
造
と
そ
の
変
化
が
追
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

L 、
O 

こ
れ
等
の
未
開
分
野
の
解
明
に
は
多
角
的
、

か
つ
多
面
的
な
研
究
が
必
要
で
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
こ
に
主
と
し
て
土
地
占
取
の
様
式
と

用
益
面
か
ら
こ
の
問
題
に
接
近
を
試
み
た
い
。

隠
岐
に
お
け
る
村
落
共
同
体
の
成
立

村
落
共
同
体
と
は
「
土
地
関
係
を
土
台
に
一
つ
の
小
宇
宙
と
い
う
か
、
局
部
的
な
ま
と
ま
り
の
あ
る
集
団
を
な
し
て
い
て
、
そ
の
集
団

全
体
が
そ
れ
を
構
成
す
る
個
々
の
村
人
達
の
生
産
の
営
み
か
ら
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
わ
た
っ
て
昔
な
が
ら
の
伝
統
に
も
と
づ
く
種
々
の

規
制
を
加
え
、
個
々
人
の
自
主
的
な
創
意
を
許
さ
な
い
。
そ
う
言
う
組
立
て
を
し
て
い
る
も
の
」

(
大
塚
久
雄
・
共
同
体
を
ど
う
問
題
に
す
る

か
・
世
界
・
昭
一
三
・
三
月
号
)
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
的
諸
形
態
と
し
て
、
大
塚
教
授
は
土
地
占
取
の
様
式
を
基
と
し
て
、

(A) 

ア
ジ
ア
的
形
態

制

古
典
的
形
態

(c) 

ゲ
ル
マ
ン
的
形
態



を
あ
げ
て
い
る
(
大
塚
久
雄
・
共
同
体
の
基
礎
理
論
・
昭
一
三
・
岩
波
書
庖
)
。

倍
、
こ
の
よ
う
な
共
同
体
理
論
の
立
場
か
ら
隠
岐
島
の
村
落
社
会
の
分
析
を
す
る
の
が
小
論
の
当
面
の
問
題
で
あ
る
。

I 

近
世
隠
岐
の
土
地
利
用

現
在
の
資
本
主
義
社
会
で
は
如
何
に
離
島
の
隠
岐
と
鋭
も
個
人
経
済
の
発
達
、
地
租
改
正
、
農
地
解
放
等
の
近
代
化
の
波
を
う
け
、
経

済
構
造
そ
の
も
の
が
近
代
的
な
変
容
を
と
げ
封
建
的
な
も
の
は
消
滅
し
つ
つ
あ
る
。
従
っ
て
村
落
共
同
体
の
基
礎
構
造
を
検
討
す
る
た
め

に
は
、
ど
う
し
て
も
近
代
以
前
の
状
態
を
調
べ
な
け
れ
ば
そ
の
本
来
の
姿
は
解
明
出
来
な
い
。

そ
の
手
が
か
り
と
し
て
封
建
制
下
の
隠
岐
の
土
地
利
用
を
調
査
し
て
み
よ
う
。

寛
政
七
年
の
郷
帳
は
隠
岐
全
島
の
村
落
の
石
高
、

第
1
表
の
よ
う
に
な
る
。

田
、
畑
の
反
別
を
詳
記
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
現
在
の
郡
別
に
集
計
し
て
み
る
と

第
1
表

寛
政
七
年
隠
岐
の
石
高
と
耕
地
面
積

村落共同体の成立と構造

岐 郡

前夫士後吉 地 | 
合別

計計郡郡計郡郡

七主(己五h主主元九t 六t宍r 一=三七三八 二E弔 高
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す
な
わ
ち
、

田
反
別
は
五
七

O
町
で
、
こ
れ
に
対
す
る
石
高
は
六
七
六
七
石
、
畑
反
別
は
田
の
六
倍
の
一
一
二
五
七
町
で
石
高
は
五

O
九

七
石
で
、

田
の
石
高
よ
り
す
く
な
い
。

つ
ま
り
面
積
か
ら
見
る
と
畑
が
絶
対
的
に
多
い
が
、
石
高
は
田
に
及
ば
な
い
と
言
う
結
果
が
出
て

い
る
。
し
か
も
そ
の
理
由
が
牧
畑
高
に
あ
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
畑
高
の
九
七
%
を
牧
畑
高
が
し
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
耕
地
面
積
と
石
高
と
の
不
調
和
な
数
字
は
田
畑
の
免
率
の
差
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
島
各
地
に
残
る
下
札
(
例
え

ば
丑
年
免
相
下
札
之
事
の
如
き
名
で
各
村
に
命
ぜ
ら
れ
た
徴
税
令
書
)

に
よ
る
と
、
島
前
で
は
田
は
二
ツ
八
分
三
厘
、
島
後
で
は
三
ツ
二

分
、
麻
畑
と
上
畑
は
ど
ち
ら
も
四
ツ
で
あ
っ
て
高
い
。
こ
れ
に
対
し
牧
畑
は
島
前
で
は
九
分
六
厘
で
一
ツ
に
及
ば
な
い
。
島
後
で
は
一
ツ

二
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
牧
畑
の
取
り
は
田
の
三
分
の
一
で
あ
る
。

牧
畑
の
耕
地
利
用
率
は
輪
転
関
係
か
ら
見
て
最
大
二
分
の
一
で
あ
る
の
で
(
拙
稿
、
封
建
制
下
の
隠
岐
牧
畑
、
地
理
学
評
論
一
三
巻
二
号
)
、

回
の
取
り
に
比
較
す
る
と
単
位
面
積
あ
た
り
六
分
の
一
程
度
と
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
る
(
第
1
図
参
照
)
o

畑
高
の
一
二
%
を
占
め
る
麻

畑
、
上
畑
は
菜
園
、
庭
畑
で
年
々
畑
、
垣
の
内
と
も
呼
ば
れ
、
宅
地
の
周
囲
に
あ
り
、
も
っ
と
も
集
約
的
に
使
用
さ
れ
る
土
地
で
あ
る
c

免
率
も
高
い
村
落
で
は
四
ツ
四
分
に
及
ぶ
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
面
積
は
畑
反
別
の
一
%
に
も
及
ば
な
い
の
で
あ
る

i
こ
の
計
算
は

「
封
建
制
下
の
隠
岐
牧
畑
」
の
中
の
拙
稿
中
に
示
し
て
あ
る
(
地
理
学
評
論
二
三
巻
二
号
)
。
従
っ
て
一
一
二
五
七
町
の
畑
の
う
ち
九
九
%
ま

で
が
牧
畑
で
あ
る
と
考
え
て
差
支
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
津
戸
、
都
万
、
釜
、
北
方
、
代
な
ど
の
村
落
に
残
る
近
世
の
村
絵
図
を
調
べ
て

み
て
も
、

国
と
山
林
と
家
の
他
は
図
面
中
に
牧
畑
と
言
う
字
が
い
た
る
所
に
記
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
見
る
と
近
世
隠
岐
の
農
業
は
水
田
耕
作
と
牧
畑
経
営
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
と
言
う
事
が
結
論
し
得
る
。

牧
畑
は
水
田
や
普
通
畑
と
異
っ
て
所
有
と
用
益
が
二
元
的
に
な
っ
て
い
る
所
に
特
色
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
四
年
周
期
の
耕
牧
輪
転
の
中

に
あ
っ
て
耕
作
に
あ
た
っ
て
は
土
地
所
有
者
は
自
己
の
土
地
を
耕
作
し
得
る
が
、
放
牧
に
あ
た
っ
て
は
土
地
所
有
の
有
無
に
か
か
わ
ら
、
す



村
民
は
牧
畑
中
に
同
一
の
権
利
で
牛
馬
を
放
牧
し
得
る
の
で
あ
る
。
耕
作
も
放
牧
も
固
定
化
し
た
輪
転
ル

1
ル
の
も
と
で
進
行
す
る
の
で

耕
作
種
目
は
一
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
厳
重
な
強
制
耕
作
が
行
わ
れ
て
い
る
。
牧
場
の
管
理
、
運
営
の
た
め
に
は
牧
司
(
も
く
じ
)
と
称

す
る
牧
場
管
理
人
の
指
示
に
従
っ
て
村
民
は
出
役
し
、
指
示
さ
れ
た
労
務
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

右
の
事
か
ら
当
然
帰
結
せ
ら
れ
る
よ
う
に
牧
畑
の
運
営
に
当
っ
て
は
輪
転
関
係
を
改
変
す
る
要
素
は
牧
畑
そ
の
も
の
の
解
体
に
つ
な
が

る
の
で
進
入
す
る
余
地
が
な
い
。
こ
の
事
は
封
建
制
下
の
輪
転
関
係
を
資
本
制
下
の
今
日
に
お
い
て
も
実
施
し
な
け
れ
ば
牧
畑
は
維
持
出

来
な
い
と
言
う
事
実
を
示
し
て
い
る
。

牧
畑
経
営
に
お
け
る
叙
上
の
共
同
体
的
性
格
は
単
な
る
土
地
利
用
上
の
便
宜
的
手
段
と
し
て
発
生
し
た
も
の
で
な
く
、
土
地
占
取
、
村

落
構
造
上
に
お
け
る
歴
史
的
・
経
済
的
形
態
と
し
て
成
立
し
た
事
を
示
す
も
の
で
、

「
資
本
制
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
」
の
一
と
し
て

解
明
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
よ
っ
て
先
ず
土
地
占
取
の
様
式
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

E
 
隠
岐
に
お
け
る
土
地
占
取
の
様
式

村落共同体の成立と滋造

近
世
隠
岐
に
お
い
て
は
水
田
、
年
々
畑
は
牧
畑
と
牧
垣
を
以
て
界
さ
れ
て
お
り
、
日
一
の
内
側
に
位
置
し
て
い
る
「
麻
畑
」

「
上
畑
」
は

「
垣
の
内
」
と
称
せ
ら
れ
、
水
田
は
勿
論
、
垣
の
内
は
私
有
、
私
用
の
土
地
で
あ
る
。
牧
垣
の
外
側
は
牧
畑
で
あ
る
o

牧
畑
の
中
で
比
較

的
土
壌
条
件
の
よ
い
所
は
四
年
一
周
期
の
耕
牧
輪
転
シ
ス
テ
ム
の
中
で
耕
作
地
と
し
て
利
用
さ
れ
る
が
、
急
傾
斜
地
、
岩
石
露
出
地
は
林

野
と
な
り
、
放
牧
期
に
は
牛
馬
が
放
牧
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

耕
作
さ
れ
る
土
地
と
林
野
と
な
る
土
地
は
判
然
と
せ
ず
、
食
糧
生
産
が
強
く
要
求
さ
れ
る
時
に
は
耕
作
地
区
が
増
加
し
、
逆
の
時
に
は

そ
れ
ま
で
耕
作
さ
れ
て
い
た
土
地
も
放
任
さ
れ
る
。
従
っ
て
牧
畑
内
の
耕
作
面
積
は
一
定
せ
ず
「
不
定
地
」
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
。

63 

文
化
三
年
に
代
官
所
よ
り
島
内
大
庄
屋
三
人
に
申
渡
し
た
命
令
に
は
「
近
年
に
い
た
っ
て
追
々
百
姓
仕
事
が
お
ろ
そ
か
に
相
成
り
、
牧



64 

EヨGrozing. . [;ヨ Follow

ー甲骨 Directionsof the 阿ovement
of Horses ond Co付les

園
図
凹

WMWoodlond 
GQGrosslαnd 
A仁コArobleLond 

畑
の
耕
作
は
年
と
共
に
す
た
れ
、
穀
物
の
生
産
が
減
少
し
て

来
た
。
島
民
の
中
に
は
水
主
の
輩
が
隠
岐
の
港
に
一
時
の

1957年度 IGU英文報告より)

難
を
さ
げ
て
入
港
し
遊
興
す
る
の
を
見
て
、

そ
の
風
を
真
似

て
農
業
を
す
て
他
の
職
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
が
、
甚
だ
よ

ろ
し
く
な
い
旨
を
の
べ
て
い
る
(
拙
稿
「
徳
川
時
代
に
お
け
る

隠
岐
の
村
落
経
済
」
、
経
済
史
研
究
、
昭
和
十
九
年
七
月
、
九
月

日方)。

」
う
な
る
と
、
牧
畑
内
の
草
木
地
の
占
め
る
割
合
が
増
加

し
、
樹
線
(
H，
H
2
F
5
)
が
低
下
し
て
来
る
。

牧畑の輪転図(筆者原図

従
っ
て
近
世
末
期
の
課
税
は
定
免
で
十
ヶ
年
聞
は
豊
作
、

不
作
に
関
係
な
く
一
定
の
貢
納
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

大
局
的
に
見
る
と
牧
畑
内
の
輪
転
耕
作
地
は
垣
の
内
に
近

い
所
に
牧
垣
を
へ
だ
て
て
、
年
々
畑
に
接
し
て
位
置
し
て
い

る
の
が
多
く
、
牧
畑
内
平
均
に
耕
作
部
位
が
配
置
さ
れ
て
い

第 1図

な
か
っ
た
。
草
原
と
森
林
は
輪
転
耕
作
地
の
外
延
に
拡
が
っ

て
い
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
子
を
図
化
す
る
と
第

-
図
・
第
2
図
の
よ
う
に
な
る
。
第
1
図
は
一
九
五
七
年
に



日
本
で
開
か
れ
た
国
際
地
理
学
会
の
節
筆
者
が
発
表
し
た
牧
畑
の
輪
転
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
を
輪
転
で
あ
る
か
ら
円
形
図
に
し
て
見
る
と

第
2
図
の
よ
う
に
な
る
。
土
地
利
用
、
輪
転
関
係
、
土
地
占
取
の
様
式
を
考
え
て
作
製
し
た
も
の
で
、

I 

E 

E
、
w
H

は
そ
れ
ぞ
れ

年
目

t
四
年
目
の
順
序
を
示
す
。
倍
、
牧
畑
の
こ
の
よ
う
な
輪
転
関
係
に
一
ぶ
さ
れ
た
土
地
占
取
の
様
式
を
村
落
共
同
体
の
歴
史
的
経
済
的

村落共同体の成立と構造65 
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構
造
か
ら
如
何
に
位
置
づ
け
る
か
が
、
牧
畑
の
本
質
解
明
並
び
に
牧
畑
に
基
礎
を
置
く
村
落
社
会
の
性
格
理
解
上
極
め
て
重
要
な
ポ
イ
ン

ト
に
な
る
。

周
知
の
如
く
西
欧
農
業
形
態
の
中
で
牧
畑
の
形
営
形
態
に
形
式
上
類
似
し
て
い
る
も
の
に
三
圃
農
業
が
あ
る
。
三
圃
農
業
の
基
本
法
則

は
土
地
占
取
に
お
け
る
「
形
式
的
平
等
」
の
原
理
で
あ
り
、
そ
れ
が
耕
区
制
を
基
礎
と
し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
事
は
欧
州
経
済
史
の
常

識
で
あ
る
(
大
塚
久
雄
、
共
同
体
の
基
礎
理
論
)
。

三
圃
農
業
の
歴
史
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
マ
ル
ク
ス
の
「
資
本
制
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
」
の
理
論
的
分
析
と
大
塚
教
授
の
「
共

同
体
の
基
礎
理
論
」

一O
O頁
以
下
の
叙
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

こ
の
制
度
を
も
っ
と
も
典
型
的
に
表
現
し
た
民
族
の
名
を
取
っ
て

「
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
」
と
呼
ん
で
、
そ
の
内
容
は
中
世
封
建
社
会
に
お
い
て
成
立
し
た
故
に
「
封
建
的
共
同
体
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

更
に
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
パ

l
は
ご
般
比
較
経
済
史
」
の
中
で
ゲ
ル
マ
ン
的
村
落
共
同
体
の
土
地
占
取
の
様
式
を
模
式
化
し
て
い
る
。
大

塚
教
授
が
前
掲
室
田
「
基
礎
理
論
」
の
中
で
引
用
し
た
の
は
こ
の
図
で
あ
る
(
第
3
図
)

0

筆
者
が
作
製
し
た
牧
畑
の
輪
転
図
(
第
2
図
)

は
大
塚
教
授
の
言
う
「
ゲ
ル
マ
ン
的
村
落
共
同
体
の
土
地
占
取
様
式
図
」

(第
3
図
)

と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
事
は
偶
然
の
類
似
で
あ
ろ
う
か
、
先
ず
ゲ
ル
マ
ン
的
村
落
共
同
体
の
土
地
占
取
の
様
式
に
つ
い
て
大
塚
教
授
は

次
の
如
く
の
べ
て
い
る
(
第

3
図
参
照
)
O

村
落
の
中
心
に
は
通
常
一
個
な
い
し
そ
れ
以
上
の
集
落
が
形
づ
く
ら
れ
て
お
り
、
各
村
民
は
そ
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
住
宅
及
び
宅
地
と
、
そ
し

て
多
少
と
も
そ
の
近
傍
に
「
庭
畑
地
」
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
宅
地
及
び
庭
畑
地
は
、
私
的
か
つ
個
別
的
に
占
取
さ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
八
ω
S
ι
0
5
7

問。
E
C
S
V
を
形
づ
く
る
。

宅
地
及
び
庭
畑
地
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
周
辺
に
は
共
同
耕
地
が
ひ
ろ
が
っ
て
お
り
、
村
氏
た
ち
の
耕
地
は
こ
の
共
同
耕
地
の
各
所
に
多
数
の
小
地
片

を
な
し
て
存
在
し
た
。



以
上
の
長
文
の
引
用
は
牧
畑
の
土
地
占
取
の
様
式
と
比
較
す
る
た
め
必
要
な
の
で
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
牧
畑
の
場
合
は
村
落
の
中

心
に
は
数
個
の
村
落
が
形
づ
く
ら
れ
て
お
り
、
各
村
民
は
そ
の
中
に
自
己
の
住
宅
及
び
宅
地
と
そ
の
近
傍
に
「
麻
畑
」

て
い
る
。
こ
の
宅
地
と
麻
畑
、
上
畑
は
私
的
、

「
上
畑
」
を
持
つ

か
つ
個
別
的
に
占
取
さ
れ
て
い
て
「
垣
の
内
」
と
称
さ
れ
る

ω
。E
R
2
∞g
z
s
で
あ

る
。
宅
地
及
び
庭
畑
地
の
外
部
に
は
牧
垣
を
へ
だ
て
て
輪
転
耕
牧
地
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
第
2
図
と
第
3
図
は
本
質
的
に
は
同
様
な
原
則
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
土
地
占
取
の
様
式
を
示
し
て
い
る
。

牧
畑
に
お
け
る
垣
の
内
、
輪
転
耕
地
、
放
牧
草
地
、
森
林
は
ゲ
ル
マ
ン
共
同
体
の
土
地
占
取
の
様
式
に
お
け
る
宅
地
お
よ
び
庭
畑
地
、

共
同
耕
地
、
共
有
林
野
に
そ
れ
ぞ
れ
対
比
さ
れ
る
も
の
で
、
三
圃
農
業
に
お
け
る
各
戸
の
耕
地
が
各
耕
区
に
分
散
し
て
い
る
よ
う
に
、
牧

畑
に
あ
っ
て
は
四
年
一
周
期
の
輪
転
に
お
い
て
毎
年
平
均
し
て
作
物
の
収
穫
が
出
来
る
よ
う
に
各
戸
の
輪
転
耕
地
は
四
区
に
略
平
等
に
分

散
し
て
い
る
。

厳
重
な
輪
転
関
係
に
規
定
さ
れ
た
強
制
耕
作
制
度
、
耕
作
地
の
外
延
に
ひ
ろ
が
る
共
同
地
の
存
在
等
は
本
質
的
な
類
似
で
あ
る
。

村落共同体の成立と構造

現
在
の
隠
岐
の
林
野
は
明
治
以
降
の
地
租
改
正
の
た
め
に
私
有
制
が
進
行
し
共
同
地
の
性
格
が
や
や
把
握
し
が
た
い
が
、
牧
畑
制
度
の

存
続
し
て
い
る
島
後
の
大
久
地
区
な
ど
の
場
合
は
典
型
的
に
現
在
も
こ
の
制
度
を
示
し
て
い
る
o

す
な
わ
ち
)
部
落
の
も
つ
け
ど
も
外
側
の
地
域
に
部
落
有
林
が
存
在
し
共
同
地
(
と

-gg仏
巾
)
の
性
格
を
示
し
、
そ
れ
が
分
解
し
て
、

回
想
E
5
5住
民
(
個
別
化
傾
向
)
を
示
す
も
の
と
し
て
小
組
林
(
部
落
が
内
部
で
三
地
区
に
別
れ
、

独
自
の
名
称
を
持
っ
て
小
組
と
称

し
、
そ
の
小
組
が
各
々
共
有
林
を
持
つ
)
、
講
組
林
(
部
落
内
で
議
が
組
織
さ
れ
、

そ
の
講
が
独
自
の
名
称
を
持
っ
て
講
毎
に
共
有
林
を
持

つ
)
、
そ
れ
が
更
に
分
解
し
て
私
有
林
と
な
っ
て
来
る
。

大
久
の
牧
畑
は
現
在
四
転
式
か
ら
三
転
式
に
変
化
し
た
が
、
図
中
の
私
有
林
、

67 

講
有
林
、
小
組
林
、
部
落
有
林
に
ま
た
が
っ
て
分
布
し
て
い
る
o
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田E昔日落有林

匡望講有林

田町、組林
区ヨ私有林

Eコ耕
区刀他部落

品也

阻田村右・林

[2] 
巴ヨ水田
Eコ私有林

Eヨ他町村

畑

大久の共有 林第4図

恐
ら
く
現
在
の
日
本
に
お
い
て
ゲ
ル
マ
ン
的
共
同
体
の
形
態
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
も
の
の
一
っ
と
言
い
得
る
と
思
う
。

布勢村村有 林第 5図

更
に
共
有
林
が
大
久
の
よ
う
に
細
分
化
の
憤
向
を
と
ら
ず
に
近
代
的
統
合
し
て
村
有
林
の
形
に
転
化
し
て
経
営
的
に
は
む
し
ろ
プ
ロ
シ



ヤ
的
森
林
経
営
の
形
態
に
進
ん
だ
も
の
に
島
後
布
施
村
の
村
有
林
が
あ
る
c

布
施
村
に
は
近
世
初
期
に
は
尾
牧
、
中
谷
牧
、
南
谷
牧
、
下
坊
牧
(
光
山
牧
と
も
言
う
)

の
四
牧
が
あ
り
、
享
保
年
閉
ま
で
は
牧
畑
村

落
で
あ
っ
た
が
、
近
世
後
期
に
は
林
野
経
営
に
重
点
を
お
い
て
計
画
植
林
に
の
り
出
し
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
o

第

5
図
は
布
施
村
の
村
有
林
の
分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
o

こ
こ
で
は
小
組
林
、
講
有
林
は
な
く
そ
の
様
な
性
格
の
も
の
は
村
有
林
成
立
の
過
程
で
皆
吸
収
さ
れ
、
村
有
林
化
し
て
し
ま
っ
た
。
従

っ
て
数
名
の
山
林
地
主
に
よ
る
私
有
林
の
独
占
化
と
村
有
林
に
両
極
分
化
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

現
在
の
部
落
有
林
、
村
有
林
の
母
体
は
牧
畑
と
い
う
ゲ
ル
マ
ン
的
村
落
共
同
体
の
土
地
占
取
様
式
に
お
け
る
共
同
地
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
隠
岐
の
牧
畑
村
落
に
お
い
て
は
上
述
の
傾
向
は
す
べ
て
内
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
在
共
有
林
の
形

態
で
官
庁
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
数
字
は
町
単
位
の
面
積
を
示
す
。

村落共同体の成立と構造

原
田
(
二
五
・
八
八
)
、
平
(
一
八
・
三
三
)
、
有
木
(
五
八
・
八
八
三
池
田

(
0
・
八
六
)
、
下
西
(
四
八
・
七
五
三
大
久
宝
二
・
四
O
)
、
東
郷
(
四

0
・

0
0
)
、
犬
来

(
0
・
五

O
)
、
津
井
三

7
0
0
)
、
都
万
(
一
二
二
四
・
八
九
)
、
津
戸
(
三
六
・
八
二
)
、
砂
子
谷
(
五
・

0
0
)、
那
久
(
四
三
・

0
0
)
、

油
井
(
三

0
・
六
五
)
、
那
久
路
(
一
一
了
七
一
)
、
代
(
七
八
・
五

O
)、
苗
代
田
(
一
三
・
七
八
)
、
久
見
(
一

0
・
九
九
)
、
山
田
(
四
・

0
0
)、
都
万
目

(一・

0
0
)
、
元
屋
台
一
六
・
八
四
)
、
中
村
(
六
回
・

O
五
)
、
伊
後
(
一
一
・
九
八
)
、
布
施
(
一
一
七
・
一
二
四
)
、
海
士
布
施
(
一
七
・
八

O
)、
崎
(
四

四
・
六
五
)
、
福
井
(
二
四
・

O
八
)
、
字
受
賀
(
八
・
六
三
)
、
豊
田
(
八
五
・

0
0
)
、
知
々
井
(
八
五
・

0
0
)
、
太
井
(
一
了
二
四
三
菱
浦
(
九
・

0

0
)
、
須
賀
(
一

0
・
0
0
)
、
保
々
見
(
一

0
・
0
0
)、
浦
郷
(
六

0
・
0
0
)
、
古
海
(
八
・

0
0
)
、
大
江
(
二
・

0
0
)

個
人
名
儀
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
実
質
上
の
共
有
林
が
相
当
あ
り
、
中
に
は
そ
の
所
属
と
利
用
を
め
ぐ
り
法
廷
係
争
中
の
も
の
も
あ

る
か
ら
実
数
は
更
に
追
加
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
又
、
共
有
林
と
し
て
登
録
さ
れ
た
も
の
の
面
積
は
申
告
面
積
で
あ
る
の
で
実
測
と
は
大

69 

差
が
あ
る
o

例
え
ば
原
田
の
場
合
は
二
五
町
と
報
告
さ
れ
て
い
る
が
実
測
は
一

0
0
0町
を
越
え
て
お
り
、
大
久
の
場
合
は
台
帳
で
は
三
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一
町
に
対
し
て
二

O
O町
余
と
実
測
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
土
地
占
取
の
様
式
、
共
有
林
の
性
格
分
析
及
び
分
布
等
か
ら
考
え
る
と
、
近
世
隠
岐
の
村
落
社
会
の
構
造
は
ゲ
ル
マ
ン
的
村
落

共
同
体

(
U封
建
的
村
落
共
同
体
)
を
骨
格
と
し
て
成
立
し
て
い
た
と
称
す
る
事
が
出
来
よ
う
。

同
日

共
同
体
的
社
会
体
制
の
成
立

隠
岐
島
に
お
け
る
村
落
共
同
体
の
性
格
が
上
述
の
よ
う
に
ゲ
ル
マ
ン
的
村
落
共
同
体
の
性
格
を
示

L
、
そ
の
形
態
が
牧
畑
組
織
に
具
体

的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
考
え
て
、
牧
畑
の
発
生
に
関
係
づ
け
て
村
落
共
同
体
の
発
生
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

牧
畑
の
発
生
を
歴
史
的
経
済
的
に
一
部
す
文
献
は
未
発
見
で
あ
る
が
、
吾
妻
鏡
の
文
治
四
年
の
条
に
次
の
記
述
が
あ
る
o

下
隠
岐
国
在
庁
等
可
早
令
犬
来
牧
誼
宇
賀
牧
外
、
宮
内
大
輔
重
頼
知
行
所
々
国
務
進
止
事
。
右
件
所
々
依
為
平
家
領
、
補
預
所
職
候
畢
、
而
犬
来
字

賀
牧
外
非
平
家
領
之
由
、
在
庁
等
載
誓
状
、
訴
国
司
、
国
可
又
依
経
奏
問
、
白
院
所
被
仰
下
也
、
早
彼
両
牧
外
停
止
重
頼
之
沙
汰
、
可
為
国
街
進
止
之

由
、
如
件

文
治
四
年
十
一
月
二
十
三
日

と
あ
る
の
が
歴
史
的
文
献
初
出
の
牧
関
係
の
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
土
地
利
用
の
様
子
も
不
明
で
牧
畑
か
単
な
る
牧
場
か
の
区
別

も
つ
か
な
い
。
し
か
し
筆
者
は
次
の
理
由
か
ら
牧
畑
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
思
う
o

右
文
書
は
荘
園
の
領
有
支
配
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
両
牧
が
当
時
牛
馬
生
産
を
目
的
と
し
た
単
な
る
牧
場
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
何

故
な
ら
、
牛
馬
の
商
品
化
、
島
外
移
出
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
近
世
後
期
の
事
で
、
中
世
に
お
い
て
は
牛
馬
の
商
品
生
産
は

隠
岐
で
は
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
近
世
末
期
ま
で
隠
岐
で
飼
養
さ
れ
て
い
た
牛
馬
は
小
形
の
在
来
種
で
、
馬
は
「
隠
岐
馬
」
と
称
す
る

ポ
ニ

1
種
で
あ
っ
た
。
牧
畑
耕
作
の
た
め
に
隠
岐
の
み
で
飼
養
さ
れ
た
小
型
馬
で
あ
っ
た
。



牛
馬
種
の
改
良
は
安
政
五
年
に
南
部
馬
の
導
入
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
現
在
は
在
来
種
は
絶
清
明
し
て
全
部
改
良
新

種
の
牛
馬
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
点
か
ら
考
え
て
中
世
隠
岐
の
牧
は
農
業
生
産
を
目
的
と
し
た
牧
畑
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
う
。
犬
来
、
字
賀
の
二
牧

は
と
も
に
近
世
に
は
牧
畑
と
し
て
名
称
上
か
ら
も
確
認
出
来
る
。

文
献
的
に
牧
畑
が
確
認
出
来
る
の
は
西
ノ
島
町
黒
木
支
所
に
残
る
慶
長
十
二
年
の
別
府
村
検
地
帳
で
、
こ
れ
に
は
輪
転
式
の
四
牧
の
名

称
と
各
牧
畑
の
石
高
が
記
さ
れ
て
い
る
。

隠
岐
牧
畑
の
発
生
を
文
献
的
に
明
ら
か
に
す
る
事
は
島
内
資
料
か
ら
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

筆
者
は
日
本
に
お
け
る
牧
畑
お
よ
び
牧
畑
類
似
事
項
を
全
国
的
に
調
査
し
、

)
の
結
果
は
一
九
五
七
年
の
国
際
地
理
学
会
英
文
報
告
と

し
て
発
表
し
た
。
対
馬
、
屋
久
島
、
種
子
島
、
粟
島
、
平
群
島
、
祝
島
、
八
島
、
岡
山
の
阿
哲
山
地
お
よ
び
日
本
領
時
代
の
済
州
島
に
は

十
九
世
紀
末
葉
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
牧
畑
慣
行
を
存
続
し
た
が
、
遂
次
消
滅
し
て
現
在
は
そ
の
面
影
も
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

村落共同体の成立と様造

消
滅
原
因
の
最
大
な
も
の
は
二
点
で
、
第
一
は
共
有
地
林
野
の
国
有
地
一
編
入
が
明
治
時
代
に
全
国
的
に
行
な
わ
れ
た
た
め
に
土
地
の
共
同

利
用
を
前
提
と
す
る
牧
畑
慣
行
が
維
持
出
来
な
く
な
っ
た
こ
と
、
第
二
は
地
租
改
正
に
お
い
て
牧
畑
は
殆
ん
ど
林
野
の
取
扱
を
う
け
耕
作

機
能
を
停
止
し
た
。
隠
岐
の
よ
う
に
牧
畑
が
大
規
模
で
そ
の
経
済
価
値
の
高
い
所
で
は
、
行
政
上
に
お
い
て
も
存
続
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て

来
た
の
で
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
が
、
他
の
地
方
で
は
特
別
措
置
が
と
ら
れ
な
か
っ
た
。
隠
岐
牧
畑
に
つ
い
て
は
農
地
解
放
に
当
っ
て
も

奥
地
解
放
と
襲
用
林
野

人
立
地
理
三
巻
二
号
)
。

特
別
措
置
が
と
ら
れ
、
そ
の
存
続
が
行
政
的
に
助
長
さ
れ
て
い
る
(
捌
稿

以
上
の
略
述
は
、
牧
畑
及
び
牧
畑
類
似
事
項
は
共
同
体
の
存
続
を
許
す
封
建
社
会
態
勢
の
も
と
で
は
牧
畑
は
温
存
し
得
る
と
い
う
事
で

71 

あ
っ
て
牧
畑
発
生
を
説
明
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
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従
っ
て
存
続
理
由
す
な
わ
ち
発
生
理
由
と
は
な
り
得
な
い
の
で
封
建
制
以
前
に
発
生
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
も
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

律
令
制
下
の
隠
岐
に
条
里
制
が
行
な
わ
れ
た
事
は
確
実
で
(
拙
稿

隠
岐
の
考
古
地
理
学
概
観

歴
史
地
理
学
紀
要

五)、

土
地
国
有
制
の

原
則
が
施
行
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
が
、
律
令
制
下
に
お
い
て
牧
畑
成
立
の
可
能
性
が
あ
る
か
否
か
r

律
令
制
下
の
公
民
に
国
よ
り
与
え
ら
れ
た
も
の
が
園
地
と
僅
か
に
主
食
を
支
え
る
に
足
る
「
口
分
田
」
と
多
く
を
期
待
す
る
事
の
出
来

な
い
公
田
の
賃
租
と
山
川
薮
択
の
用
益
の
み
で
あ
っ
た
事
は
表
面
上
甚
だ
不
合
理
に
見
え
る
。

慶
雲
三
年
(
七

O
六
)
一
二
月
の
詔
に
王
公
諸
臣
が
山
沢
を
占
め
て
百
姓
を
苦
し
め
る
事
が
、
又
、
和
銅
四
年
(
七
一
一
)
十
二
月
の
詔

に
親
王
巳
下
豪
強
の
家
が
山
野
を
し
め
て
百
姓
の
業
を
妨
げ
て
い
る
と
見
え
て
い
る
事
は
、
彼
等
が
畑
地
と
な
り
得
る
予
定
地
を
占
有
し

て
い
た
故
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
「
但
有
応
墾
関
空
閑
地
者
宜
経
国
司
然
後
聴
官
処
分
」
と
見
え
て
い
る
か
ら
、
先
ず
空
閑
地
の
開
墾
は
許
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

更
に
麦
作
に
つ
い
て
は
続
日
本
紀
大
宝
二
年
(
七

O
二
)

三
月
の
条
に
「
因
幡
・
伯
奮
・
隠
岐
三
国
瞳
損
禾
稼
」
と
見
え
て
い
る
事
に

よ
っ
て
わ
か
る
。
禾
稼
が
麦
類
で
あ
る
こ
と
は
同
書
同
年
八
月
の
条
に
「
駿
河
、
下
総
二
国
大
風
壌
百
姓
麗
舎
損
禾
稼
」
と
比
べ
て
明
ら

か
で
あ
る
。

第
三
に
山
川
薮
沢
の
利
用
に
つ
い
て
は
「
山
川
薮
沢
之
利
公
私
共
之
」
の
如
く
で
入
会
が
行
な
わ
れ
た
と
見
て
よ
い
と
思
う
o

以
上
の
三
点
を
総
合
し
て
見
る
と
隠
岐
の
よ
う
な
離
島
で
空
閑
地
利
用
の
耕
作
が
牛
馬
の
放
牧
と
牛
馬
耕
と
を
組
合
せ
て
牧
畑
経
営
と

言
う
形
態
に
な
っ
て
も
差
支
え
な
く
、
律
令
制
下
の
土
地
固
有
時
代
に
あ
っ
て
も
牧
畑
発
生
の
根
拠
は
あ
り
得
る
。



牧
畑
の
発
生
の
可
能
性
は
上
述
の
如
く
中
世
封
建
社
会
は
勿
論
、
古
代
律
令
制
下
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
推
定
す
る
事
も
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
が
ゲ
ル
マ
ン
的
共
同
体
村
落
社
会
の
本
質
を
完
成
し
、
そ
の
意
義
を
確
立
し
た
の
は
欧
州
の
三
園
農
業
が
中
世
封
建
社
会
に

お
い
て
確
立
し
た
の
と
同
原
則
の
も
と
で
考
え
る
の
が
論
理
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
牧
畑
は
中
世
封
建
社
会
に
お
い
て
そ
の
本
質
的
使
命

を
持
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
近
世
末
期
は
既
に
牧
畑
の
解
体
期
と
見
る
の
が
経
済
的
歴
史
的
に
は
正
し
い
見
解
で
あ
る
。

か
く
て
筆
者
は
牧
畑
の
発
生
は
時
代
的
に
は
定
め
難
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
盛
行
し
、
本
来
の
意
義
を
は
た
し
、
村
落
共
同
体
の
経
済

的
基
礎
と
し
て
の
使
命
を
果
し
た
時
代
は
古
代
末
期
よ
り
中
世
封
建
社
会
の
頃
で
、
特
に
そ
の
組
織
が
確
立
し
、
強
固
な
輪
転
関
係
が
維

持
遂
行
さ
れ
た
の
は
中
世
の
郷
村
制
下
で
あ
っ
た
と
考
え
る
o

近
世
封
建
制
下
に
あ
っ
て
は
検
地
制
度
の
確
立
と
共
に
共
同
体
的
な
牧
畑

は
本
来
的
な
意
味
か
ら
は
な
れ
て
解
体
化
を
す
す
め
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。

伺

村
落
共
同
体
の
類
型
と
構
造

村落共同体の成立と構造

隠
岐
に
お
け
る
村
落
社
会
が
本
源
的
に
ゲ
ル
マ
ン
的
村
落
共
同
体
の
性
格
を
持
ち
、

共
同
体
規
制
を
土
台
に
し
て
、

封
建
的
生
産
様

式
、
そ
れ
に
照
応
す
る
封
建
的
土
地
所
有
を
如
何
に
表
現
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
隠
岐
の
村
落
社
会
の
構
造
を
理
解
す
る
前
提
条
件
で
あ

る
O 

封
建
的
土
地
所
有
は
土
地
所
有
者
(
領
主
や
寄
生
地
主
又
は
共
同
体
自
身
)

の
支
配
が
常
に
経
済
外
的
強
制
を
持
つ
の
を
特
色
と
す
る

が
、
こ
れ
が
如
何
な
る
形
で
隠
岐
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
、
隠
岐
で
は
極
め
て
明
瞭
に
二
つ
の
極
相
を
示
す
も
の
が
存
在
す
る
o

す
な
わ

ち
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，パ
l(
 
株
小
作
制
度
を
基
礎
に
持
つ
擬
制
的
家
族
関
係
で
ヒ
イ
ラ
ル
キ
!
の
極
め
て
つ
よ
い
名
子
制
度
の
村
:
:
:
極
端
な
例
「
崎
」
部
落



i4 

(ロ)

土
地
所
有
が
平
均
化
し
、
部
落
共
有
財
産
を
基
礎
と
し
相
互
扶
助
の
発
達
し
て
い
る
講
組
組
織
の
村
:
:
:
極
端
な
例
「
大
久
」
部

落
崎
で
は
地
頭
の
減
辺
家
が
文
字
通
り
宅
地
、
耕
地
、
林
野
、
役
畜
、
農
具
、
家
屋
ま
で
一
切
独
占
所
有
し
、
部
落
民
は
同
家
よ
り
宅
地

住
宅
を
含
む
生
産
手
段
一
切
(
株
と
称
す
)
を
借
用
し
、

こ
れ
に
隷
属
し
て
、

極
め
て
強
固
な
封
建
的
支
配
関
係
の
小
作
関
係
を
結
ん

だ
。
戦
後
の
農
地
解
放
に
よ
り
こ
の
小
作
関
係
は
解
体
し
、
且
つ
、

「
宅
地
解
放
」
も
ひ
き
つ
づ
き
行
な
わ
れ
、
長
年
の
封
建
的
支
配
は

終
了
し
た
。

筆
者
は
戦
前
同
家
の
番
頭
で
あ
っ
た

Y
氏
か
ら
減
辺
家
の
昭
和
十
二
年
度
「
名
子
控
帳
」
の
寄
贈
を
う
け
た
が
、
径
役
関
係
を
中
心
と

し
た
地
頭
と
名
子
と
の
関
係
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

崎
と
対
称
的
な
関
係
に
あ
る
大
久
は
前
述
の
如
く
各
種
の
共
有
林
を
土
台
と
し
て
結
合
し
、

且
つ
大
土
地
所
有
は
成
立
せ
ず
、
耕
地
は

各
戸
平
均
四

0
ア
ー
ル
程
度
の
均
等
所
有
が
成
立
し
て
い
る
o

従
っ
て
農
地
解
放
の
影
響
を
殆
ん
ど
う
け
ず
、
貧
富
の
差
の
す
く
な
い
部

落
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
反
面
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
共
有
財
産
の
存
続
維
持
の
た
め
の
共
同
体
規
制
は
極
め
て
つ
よ
く
、
部
落
内
に
お
け
る
個

人
の
活
動
に
お
い
て
共
有
林
の
利
益
に
反
す
る
行
動
は
厳
禁
さ
れ
、
且
つ
、
部
落
外
の
人
の
大
久
共
有
林
に
対
す
る
参
加
も
拒
否
さ
れ
て

い
る
。倍

、
以
上
の
二
例
は
共
同
体
の
内
包
す
る
性
格
の
極
相
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
隠
岐
の
大
多
数
の
部
落
は
こ
の
両
性
格
を
共

有
し
て
い
る
。

上
下
の
階
層
は
本
百
姓
対
間
脇
(
名
子
)
と
言
う
関
係
で
成
立
し
て
い
る
。



例
え
ば
原
田
部
落
(
現
西
郷
町
原
田
)
で
は
戸
数
二
五
九
戸
中
、
共
有
林
に
入
会
権
を
持
つ
も
の
は
近
世
以
来
一
七
六
戸
に
限
定
さ
れ
、

且
つ
て
の
間
脇
の
家
に
は
加
入
資
格
が
な
く
、
主
家
で
あ
る
親
方
の
家
を
通
じ
て
そ
の
払
い
下
げ
を
う
け
る
に
と
ど
ま
る
。

た
乙
&
と

那
久
、
有
木
、
津
戸
、
今
津
、
加
茂
、
蛸
木
、
菱
、
福
井
、
美
田
等
は
実
面
積
と
し
て
は
大
き
い
部
落
有
林
を
持
ち
、
原
田
に
似
た
経

営
を
示
し
て
い
る
。

隠
岐
の
部
落
有
林
は
実
質
的
に
は
大
面
積
を
持
ち
な
が
ら
明
治
の
地
租
改
正
に
当
っ
て
申
告
面
積
を
過
少
に
し
た
事
と
牧
畑
経
営
持
続

を
条
件
に
し
て
国
有
林
編
入
を
ま
ぬ
か
れ
た
こ
と
、
更
に
牧
畑
が
明
治
の
地
券
交
付
の
場
合
「
切
替
牧
畑
1

一
と
し
て
存
続
を
許
さ
れ
、
極

め
て
低
い
地
価
に
判
定
さ
れ
、
地
租
改
正
に
当
っ
て
保
護
さ
れ
、

且
つ
、
戦
後
の
農
地
解
放
の
場
合
も
幾
度
か
解
放
対
象
と
し
て
論
議
さ

れ
な
が
ら
最
終
的
に
は
旧
状
の
ま
ま
温
存
と
言
う
特
別
措
置
が
と
ら
れ
た
。

以
上
の
事
は
隠
岐
島
村
落
の
共
同
体
的
性
格
の
現
存
の
最
大
の
理
由
で
あ
る
。

か
く
て
生
活
慣
習
、
民
俗
、
行
事
等
に
い
た
る
各
部
門
に
も
、
共
同
体
的
村
落
社
会
の
性
格
か
ら
来
る
封
建
的
色
彩
は
強
固
で
あ
る
。

村落共同体の成立と構造

特
に
村
落
景
観
に
表
れ
た
特
色
は
本
土
か
ら
の
来
島
者
に
は
物
珍
ら
し
く
映
ず
る
事
が
多
い
。
例
え
ば
農
村
で
は
宅
地
の
広
狭
と
家
構

が
規
制
さ
れ
て
い
る
事
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

第
2
表
は
そ
の
一
例
を
示
し
た
も
の
で
、
特
に
北
方
村
の
慶
長
十
八
年
の
村
絵
図
に
は
宅
地
の
地
割
、
面
積
ま
で
詳
し
く
記
さ
れ
て
い

て
興
味
深
い
。

更
に
家
構
の
特
色
は
明
確
に
視
覚
的
印
象
に
訴
え
る
も
の
が
あ
る
。
本
百
姓
中
で
親
方
と
呼
ば
れ
る
地
主
階
級
の
家
は
表
入
口
を
三
つ

持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
玄
関
、
中
戸
口
、
戸
口
と
称
せ
ら
れ
、
別
に
横
口
、
裏
口
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
身
分
、
階
層
に
よ
っ
て
出
入
口
を
制
限
し
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て
来
た
(
現
在
は
制
限
が
緩
和
さ
れ
い
る
が
)
0

例
え
ば
戸
口

(
と
ぐ
ち
)
は
家
人
の
通
常
の
出
入
口
で
あ
る
と
共
に
同
輩
の
家
格
の
人
の
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第2表 封建制下の隠岐各村の宅地面積

|公文|百姓|役人|神主|寺 |室長|大夫!名子| 資 料

畝 畝
敵 一歩(畝歩畝歩畝歩|

中村 15 3 5 1 315  1 5 一 一 慶長12年検地帳

6 8 I 10 - 1 - I 3 一 同上

別府 8 3 

有木 8 3 

北方 8 i 3 5 i 5 I 5 一 一 慶長18年村絵図

伊後 5 3 5 5 l…絵阿

釜 8 3 5 I 5 I 5 一 一 2 享保5年指出帳

3 

南方 8 i 3 3 5 5 1 一 一 2 慶長昨検地帳

-
中
戸
口
問

;正当
玄

関

親方の家構

入



訪
門
口
で
あ
る
。
中
戸
口
(
な
か
と
ぐ
ち
)
と
玄
関
は
自
分
よ
り
身
分
の
高
い
者
の
迎
え
口
で
あ
る
と
共
に
婚
礼
、
葬
式
、
法
事
な
ど
の

時
の
儀
式
用
の
出
入
口
で
あ
る
o

間
取
り
も
上
層
階
級
の
家
は
略
一
定
し
、
玄
関
、
文
は
中
戸
口
の
正
面
に
槍
の
聞
が
あ
り
、
欄
聞
に
は
槍
が
掛
け
て
あ
る
。
神
棚
、
仏

壇
も
槍
の
間
に
位
置
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

上
の
聞
は
書
院
造
り
で
、

家
に
よ
っ
て
は
他
の
部
屋
よ
り
一
段
高
く
し
て
あ
る
所
も
あ

る
。
西
郷
町
釜
の
佐
々
木
は
こ
う
し
た
す
べ
て
の
要
素
を
備
え
て
い
る
上
に
天
井
が
二
重
天
井
に
な
っ
て
い
る
。
明
ら
か
に
武
家
住
宅
の

要
素
を
持
っ
て
い
る
。
第
6
図
は
標
準
的
な
上
層
階
級
の
農
家
の
家
構
で
あ
る
。

同

村
落
共
同
体
の
解
体

隠
岐
島
に
お
け
る
村
落
共
同
体
の
解
体
は
時
代
的
に
は
近
世
中
期
に
始
っ
て
い
る
。

「
近
世
隠
岐
に
お
け
る
商
業
資
本
の
発
達
と
島
唄
経
済
の
展
開
」
な
る
拙
稿
(
地
理
学
評
論
二
九
巻
一
号
)
の
中
で
享
保
時
代
よ
り
急
速

村落共同体の成立と構造

に
商
業
資
本
主
義
経
済
が
発
達
し
た
こ
と
を
の
べ
た
が
、
こ
の
こ
と
が
具
体
的
に
村
落
共
同
体
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
を
摘
記

す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

)
 

イ・(
 
貨
幣
経
済
の
発
達
に
に
っ
て
牧
畑
中
心
の
農
業
の
重
要
性
が
減
少
し
た
。
つ
ま
り
、
孤
立
性
、
自
給
性
の
経
済
が
西
廻
り
海
運
の

発
達
に
よ
っ
て
水
産
物
、
木
材
な
ど
の
移
出
を
可
能
に
し
た
た
め
流
通
経
済
に
進
展
し
た
。

(ロ)

右
の
結
果
牧
畑
経
営
を
や
め
て
計
画
造
林
に
土
地
利
用
を
変
更
し
た
村
も
出
来
た
。
布
施
は
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。
山
林
資
源
の

商
品
化
が
発
達
し
て
来
た
の
で
部
落
内
で
上
層
階
級
の
中
か
ら
山
林
地
主
が
出
現
し
、
他
方
に
お
い
て
は
入
会
林
野
の
部
落
有
林
化
↓
村

77 

有
林
化
を
押
し
す
す
め
計
画
経
済
が
進
展
し
、
共
用
体
的
性
格
が
近
代
的
資
本
経
営
の
線
を
つ
よ
め
て
来
た
。
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十十

牧
畑
の
生
産
性
の
低
位
性
並
び
に
資
本
主
義
経
済
下
に
お
け
る
近
代
化
へ
の
不
適
応
(
強
制
耕
作
、
作
種
の
限
定
な
ど
)

の
た
め

牧
畑
慣
行
の
衰
退
:
:
:
牧
畑
が
森
林
化
、
牧
場
化
、
普
通
畑
化
と
言
う
ふ
う
に
機
能
分
化
し
て
慣
行
自
体
の
消
滅
が
行
わ
れ
た
。
島
後
の

牧
畑
は
殆
ん
ど
明
治
中
期
に
森
林
化
し
た
。
島
前
の
牧
畑
は
牧
場
化
を
た
ど
っ
た
(
耕
作
機
能
の
放
棄
で
あ
る
)
0

牧
畑
存
続
地
区
で
も
比
較
的
牧
畑
内
に
大
き
な
面
積
を
持
つ
地
主
層
が
牧
畑
内
に
お
け
る
自
己
の
所
有
地
の
共
用
性
を
否
定
し
、

土
地
所
有
者
が
自
己
の
所
有
地
を
「
囲
い
込
み
」
(
開
口
仏

2
5
0
)
し
て
私
有
、

私
用
化
を
始
め
、
私
有
地
の
共
用
拒
否
が
戦
後
始
ま
っ
て

来
た
o

知
夫
村
に
は
二
十
四
箇
の
「
囲
い
込
み
」
が
現
存
し
て
い
る
。

(ホ)

牧
畑
の
耕
作
機
能
の
停
止
。
昭
和
四
十
二
年
以
降
牧
畑
は
四
年
輪
転
は
し
て
い
る
が
耕
作
機
能
は
停
止
し
て
現
在
作
物
生
産
は
行

な
わ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
牧
地
と
し
て
利
用
す
る
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
。
こ
う
な
る
と
、
牧
場
の
更
に
集
約
的
利
用
が
求
め
ら
れ
て

来
る
の
で
、
輪
転
制
度
と
異
っ
た
異
質
の
経
営
が
行
な
わ
れ
る
可
能
性
が
生
じ
て
来
て
現
在
共
同
体
的
利
用
を
廃
し
て
個
人
的
利
用
に
進

も
う
と
す
る
傾
向
が
つ
よ
ま
っ
て
来
た
。

(ぺ

共
有
林
は
現
在
私
有
化
の
傾
向
は
た
ど
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
次
第
に
法
人
組
織
の
会
社
経
営
に
体
質
改
善
が
行
な
わ
れ
て
い

る
。
原
田
の
共
有
林
は
現
在
は
「
原
田
興
業
株
式
会
社
」
と
な
っ
て
い
る
し
、
西
郷
町
中
町
の
共
有
林
は
「
中
町
殖
産
株
式
会
社
」
と
な

っ
て
い
る
。
最
近
此
の
様
な
組
織
に
改
変
さ
れ
て
い
る
も
の
に
「
有
木
」

「
那
久
」

「
津
戸
」
の
そ
れ
が
あ
る
。

本
篇
は
主
と
し
て
土
地
占
取
の
様
式
の
解
明
に
重
点
を
お
い
て
隠
岐
の
村
落
共
同
体
の
性
格
を
論
じ
た
。
共
同
体
の
構
造
、
成
立
、
解

体
に
つ
い
て
筆
者
独
自
の
解
釈
を
す
す
め
て
い
る
の
で
或
は
甚
だ
し
い
誤
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
先
学
の
御
教
示
を
願
っ
て
筆
を
お
く

こ
と
と
す
る
。

(
終
)




