
近

世

村

落

社

会

論

-

地
域
社
会
論
を
中
心
に渡

辺

尚

志

一

地
域
社
会
論
を
め
ぐ
る
研
究
動
向

本
稿
で
は
'
近
世
村
落
社
会
論
に
関
わ
る
い
-
つ
か
の
著
書

･
論
文
を

検
討
す
る
な
か
か
ら
'
研
究
史
の
現
状
と
今
後
の
課
題
を
探
っ
て
み
た
い
｡

た
だ
し
'
紙
数
の
関
係
も
あ
-
'
村
落
史
研
究
の
な
か
で
も
中
心
的

･
論

争
的
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
地
域
社
会
論
を
中
心
に
み
て
い
-
｡
な
お
'

(-
)

私
は
､
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
-

､

本

稿
は
な
る
べ
く
そ
れ
ら
と
重
な
ら
な
い
よ
う
に
努
め
た
の
で
'
別
稿
を
も

合
わ
せ
参
照
さ
れ
た
い
｡

1

吉
田
仲
之

･
薮
田
貫
の
研
究

(2
)

吉
田
仲
之
は
､
｢地
域
把
捉
の
方
法
｣
に
お
い
て
､
同
氏
の
社
会
的
権

力
論
を
敷
街
し
て
､
小
領
域
1
地
域

α
(即
日
的
地
域
)
1
地
域

β
(早

位
社
会
構
造
)
1
地
域

γ
(地
域
支
配
構
造
)
1

n
地
域
と
い
う
地
域
の

(3
)

｢発
展
｣
段
階
を
設
定
し
て
い
る
｡
ま
た
'
平
川
新
の
地
域
社
会
論
に
対

し
て
は
､
①

｢住
民
結
合
な
り
社
会
的
結
合
体
と
い
う
も
の
の
実
態
分
析

が
十
分
に
な
さ
れ
な
い
ま
ま
で
､
地
域
間
の
同
質
や
差
異
'
ま
た
相
克
の

様
相
や
そ
の
意
味
が
論
じ
ら
れ
る
点
｣
'
②

｢当
該
社
会
の
統
合
ヘ
ゲ
モ

ニ
ー
に
つ
い
て
の
注
意
を
欠
-
点
｣
､
を
批
判
し
て
い
る
｡
こ
の
吉
田
論

(4
)

文
の
意
義
に
つ
い
て
は
､
町
田
哲
の
論
塙
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

こ
れ
に
対
し
て
'
社
会
的
権
力
論
に
批
判
駒
な
薮
田
貫
は
'
次
の
よ
う

(5
)

に
主
張
す
る
｡
Ⅰ
社
会
的
権
力

･
小
農
共
同
体

･
｢
日
用
｣
的
要
素
と
い
う

設
定
は
､
佐
々
■木
潤
之
介
の
豪
農

･
村
共
同
体

･
半
プ
■ロ
の
二
番
煎
じ
で

あ
っ
て
､
独
創
性
は
薄
い
｡
社
会
的
権
力
と
は
'
豪
農
や
中
間
層
の
言
い

換
え
に
す
ぎ
な
い
｡
Ⅱ
吉
田
は
'
社
会
構
造
分
析
と
い
う
手
法
が
陥
り
や

す
い

｢閉
じ
た
体
系
｣
と
し
て
の
地
域
し
か
念
頭
に
な
い
｡
そ
の
結
果
'

隣
の
郡
や
国
'
あ
る
い
は
遠
-
離
れ
た
地
域
に
お
け
る
､
住
民
諸
階
層
や

権
力
の
動
向
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
.
Ⅲ
村
役
人
を
社
会
的
権
力
と
敗
走

す
る
の
で
は
な
-
､
村
役
人
の
地
域
社
会
に
お
け
る
公
共
性
の
体
現
者
と

し
て
の
側
面
を
重
視
し
た
上
で
'
そ
れ
と
村
落
支
配
者
と
し
て
の
側
面
と

の
相
互
関
係
を
考
察
す
べ
き
で
あ
る
｡
ま
た
､
村
役
人
は
即
豪
農
で
は
な

い
｡

Ⅳ権
力
の
問
題
を
扱
い
な
が
ら
'
社
会
的
権
力
に
つ
い
て
述
べ
る
の

み
で
､
幕
藩
領
主
の
権
力
や
国
家
権
力
の
権
力
性
に
つ
い
て
何
も
言
わ
な

(6
)

い
の
は
.不
充
分
で
あ
る
｡

こ
こ
で
､
前
掲
吉
田
論
文
に
つ
い
て
､
私
が
気
に
な
る
点
を

一
つ
あ
げ

て
お
き
た
い
｡
吉
田
は
､
｢中
世
末
期
ま
で
の

｢地
域
｣
と
は
､
在
地
領
主

の
支
配
領
域
=
小
領
域
か
'
あ
る
い
は
惣
村
社
会
か
の
二
形
態
を
有
し
た
｣

と
し
､
惣
村
に
つ
い
て
は

｢前
近
代
の
小
経
営
主
体
で
あ
る
小
農
民
や
手

工
業
者
が
営
む
生
産
と
生
活
の
地
縁
的
な
共
同
組
織
｣
だ
と
理
解
し
て
い

る
｡
し
か
し
､
在
地
領
主

･
小
領
主

･
侍
層
が
支
配
力
を
行
使
し
う
る
領
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域
に
も
村

(惣
村
)
は
存
在
し
て
お
り
'
逆
に
惣
村
の
中
に
在
地
領
主

･

小
領
主

･
侍
層
は
そ
の
一
員
と
し
て
居
住
し
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
小

領
域
と
惣
村
と
が
分
離

･
併
存
し
て
い
た
と
す
る
よ
り
も
'
両
者
は
社
会

的

･
空
間
的
に
重
な
り
合
い
密
接
に
関
わ
り
合
い
つ
つ
存
在
し
た
も
の
と

と
ら
え
､
そ
の
相
互
関
係
の
あ
り
よ
う
を
考
察
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で

(
7
)

は
な
か
ろ
う
か

｡

2

久
留
鳥
浩

･
岩
田
浩
太
郎

･
平
川
新
の
研
究

組
合
村
-
惣
代
庄
屋
制
論
の
視
角
か
ら
地
域
社
会
論
を
主
導
し
て
き
た

(
8
)

久
留
鳥
浩
は
､
近
著

『近
世
幕
領
の
行
政
と
組
合
村

』
に
お
い
て
､
後
述

す
る
山
崎
圭

･
町
田
哲
ら
の
議
論
に
つ
い
て
'
｢た
し
か
に
対
象
は
広
が

り
､
｢事
実
｣
は
精
微
に
な
っ
た
L
t
中
間
層
に
つ
い
て
の
と
ら
え
方
も
'

政
治
的
な
位
置
づ
け
か
ら
だ
け
で
は
な
-
'
そ
の
地
域
社
会
の
な
か
で
の

経
済
的

･
文
化
的
位
置
づ
け
を
場
合
め
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

し
か
し
'
幕
領
あ
る
い
は
三
脚
領
に
限
れ
ば
'
か
つ
て
考
え
た
こ
と
を
大

き
-
修
正
す
る
必
要
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
｣
(三
五
八
頁
)
と
述
べ
て

い
る
.
し
か
し
､
山
崎

･
町
田
ら
の
批
判
に
対
す
る
具
体
的
な
反
論
点
さ

れ
て
い
な
い
｡
近
年
の
動
向
に
対
す
る
立
ち
入
っ
た
発
言
が
期
待
さ
れ
る
｡

た
だ
し
､
久
留
鳥
の
組
合
村
-

惣
代
庄
屋
制
論
の
基
礎
に
あ
る
'
幕
末

期
村
落
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
は
改
め
て
確
認
し
て
お
-
必
要
が
あ
る
｡

久
留
島
は
周
書
の
補
論
六

｢｢世
直
し
｣
を
め
ぐ
っ
て
｣
(初
出

1
九
八

1

午
)
で
'
佐
々
木
澗
之
介

『世
直
し
』
(岩
波
書
店
､

一
九
七
九
年
)
の
書

評
を
行
な
い
､
佐
々
木
の

｢世
直
し
状
況
｣
論
に
つ
い
て
'
｢豪
農

･
半
プ

ロ
を
性
急
に
摘
出
せ
ん
と
す
る
余
り
'
小
生
産
者
農
民
の
存
在
そ
の
も
の

を
不
当
に
過
小
評
価
し
て
し
ま
う
こ
と
｣
(三
三
九
頁
)
が
問
題
で
あ
る

と
指
摘
し
､
｢
1
般
的
に
半
プ
ロ
が

｢層
｣
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
す

る
こ
と
が
不
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
｣
(三
四

一
頁
)
､
｢豪
農

と
の
矛
盾

･
対
立
関
係
を
最
も
激
化
さ
せ
る
の
は
､
半
プ
ロ
そ
の
も
の
で

は
な
く
､
む
し
ろ
豪
農
主
導
の
再
編
成
過
程
に
お
い
て
'
半
プ
ロ
化
し
っ

つ

(さ
せ
ら
れ
つ
つ
)
あ
る
小
生
産
者
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
｣
(三
四
三

頁
)
､
と
述
べ
て
い
る
｡

久
留
鳥
は
､
同
書
の

｢序
｣
に
お
い
て
も
､
｢幕
末
維
新
期
に
は
､
百
姓

た
ち
は
､
さ
ま
ざ
ま
な
農
業
外
収
入
を
も
含
め
た
小
経
営
と
し
て
の
本
質

を
変
え
ず
､
あ
る
局
面
､
あ
る
地
域
で
､
そ
の
経
営
が
危
機
的
に
な
っ
た

と
き
に
だ
け
'
そ
の
経
営
を
守
ろ
う
と
す
る
方
向
で
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
｡
し
か
も
､
そ
れ
は
､
生
産
の
共
同
体

と
い
う
よ
り
も
'
生
活
の
共
同
体
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
た
村
に
依

拠
し
た
闘
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
｣
(｢序
｣

一
七
頁
)
と
述
べ
て
お
り
､

そ
の
見
解
は
今
日
ま
で
変
わ
っ
て
い
な
い
｡

そ
し
て
'
同
書
第
五
､
六
章
で
は
'
幕
領
に
お
い
て
は
'
｢世
直
し
状

況
｣
下
で
も
組
合
村
-
惣
代
庄
屋
制
が
充
分
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
実
証

L
t
｢世
直
し
状
況
｣
論
の
立
場
に
立
っ
た
諸
研
究
は
'
長
州
戟
争
に
よ

る
諸
矛
盾
の
激
化
に
よ
-
'
村
落
共
同
体
が
変
質

･
解
体
し
た
と
す
る
が
'

幕
府
の
倒
壊
前
後
に
お
い
て
も
､
組
合
村
体
即
お
よ
び
村
請
制
は
そ
の
機

能
を
維
持
し
続
け
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
｡

私
は
久
留
鳥
の
以
上
の
主
張
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
り
､
幕
末
期
の
村

を
考
え
る
際
に
は
､
変
わ
町
つ
つ
あ
る
小
生
産
者
と
共
同
体

(お
よ
び
豪

農
)
の
動
向
が
基
軸
と
な
る
と
考
え
る
｡
半
プ
ロ
･
脱
農
層

･
日
用
層
の

96日本史の論点 ･争点



存
在
に
目
配
-
し
つ
つ
も
過
大
評
価
し
な
い
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
｡
た
だ
､

久
留
鳥
の
場
合
､
村
の
内
部
に
踏
み
込
ん
だ
実
証
分
析
は
必
ず
し
も
充
分

で
は
な
-
､
こ
の
点
が
■今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
｡

吉
田
仲
之
と
薮
田
貫
の
議
論
に
み
ら
れ
る
方
法
的
対
立
は
､
特
定
地
域

の
個
別
分
析
に
も
反
映
し
て
い
る
｡
出
羽
国
村
山
郡
を
例
に
と
れ
ば
､
吉

田
の
立
場
に
近
い
岩
田
浩
太
郎
と
薮
田
の
立
場
に
近
い
平
川
新
の
研
究

が
､
対
照
的
と
も
言
え
る
地
域
像
を
措
い
て
い
る
｡

(9
)

岩
田
の
研
究
は
'
大
規
模
豪
農
堀
米
家
の
詳
細
な
経
営
分
析
と
､
村
山

地
域
の
政
治

･
社
会
構
造
と
を
有
機
的
に
関
連
さ
せ
て
'
地
域
社
会
の
具

体
像
を
総
体
的
か
つ
動
態
的
に
解
明
し
た
も
の
で
'
全
国
的
市
場
構
造
と

の
関
わ
-
を
も
視
野
に
入
れ
た
優
れ
た
分
析
で
あ
る
｡
た
だ
'
以
下
の
問

題
点
も
指
摘
で
き
る
｡
①
中
小
豪
農
､
村
役
人
層
､
小
農
'
小
作
人
層
な

ど
'
堀
米
家
の
ヘ
ゲ
モ
二
･I
の
も
と
に
編
成
の
対
象
上
さ
れ
た
各
階
層
の

具
体
的
存
在
形
態
や
主
体
的
意
識

･
行
動
に
つ
い
て
の
分
析
を
も
合
わ
せ

て
深
め
な
い
と
､.
豪
農
論
と
し
て
は
傑
出
し
て
い
て
も
地
域
社
会
論
と
し

(10
)

て
は
不
充
分
で
あ
る
｡
⑦
岩
田
は
私
の
豪
農
類
型
論
を
批
判
の
対
象
と
し

て
い
る
が
'
＼研
究
史
を
前
進
さ
.せ
る
た
め
に
は
'
岩
田
自
身
が
類
型
論
に

つ
い
て
の
新
た
な
対
案
を
提
示
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
岩
田
は
豪
農
を
大

･

中

･
小
の
三
者
に
区
分
し
て
い
る
が
､
こ
れ
を
も

っ
て
類
型
と
す
る
の
で

(‖
)

あ
れ
ば
､
中

･
小
豪
農
に
つ
い
て
の
性
格
華

疋
を
明
確
に
し
､
ま
た
堀
米

家
以
外
の
大
豪
農
が
堀
米
家
と
共
通
す
る
性
格
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
実

証
し
た
う
え
で
'
さ
ら
に
こ
､の
三
区
分
が
全
国
.一
般
に
も
妥
当
す
る
こ
と

を
示
す
必
要
が
あ
ろ
う
｡

(12
)

1
方
'
平
川
新
は
'
｢
｢郡
中
｣
公
共
圏
の
形
成
｣
に
お
い
て
'
-
瓢
中

議
定
の
基
礎
に
は
地
域
的
公
共
圏
が
存
在
し
た
こ
と
'
Ⅱ
地
域
社
会
は
諸

種
の
公
共
シ
ス
テ
ム

(公
共
圏
)
を
多
元

･
重
層
的
に
創
出
し
て
推
持
さ

れ
て
い
た
こ
と
'
Ⅲ
郷
中
寄
合

二

部
集
会
な
ど
各
レ
ベ
ル
の
寄
合

･
集

会
は
'
自
由
な
議
論
の
場
､
す
な
わ
ち
公
論
の
場
で
あ

っ
た
こ
と
､
な
ど

を
主
張
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
前
述
の
岩
田
浩
太
郎
の
議
論
に
対
し
て
は
､

堀
米
ら
の
巨
大
豪
農
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
は
異
質
な
､
惣
代
制
が
も
つ
地
域

社
会
に
お
け
る

｢信
｣
の
構
造
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
､
岩
田
の

議
論
の
相
対
化
を
図
っ
て
い
る
｡

い
ず
れ
の
議
論
が
よ
り
実
態
を
捉
え
て
.い
る
か
に
つ
い
て
は
､
今
後
の

村
山
郡
に
つ
い
て
の
研
究
の
進
展
と
論
争
の
展
開
に
期
待
し
た
い
が
､
平

川
論
文
に
関
し
て
は
､
ま
ず
も
.つ
て

｢郡
中
｣
公
共
圏
､
｢公
論
の
場
｣
､

｢信
｣
の
構
造
と
い
っ
た
概
念
が
抽
象
さ
れ
て
-
る
基
礎
に
な
っ
た
地
域

社
会
の
実
態
に
つ
い
て
の
､
さ
ら
に
立
ち
入
っ
た
検
討
が
要
請
さ
れ
よ
う
｡

二

山
崎
圭

･
町
田
哲
の
研
究

本
章
で
は
､
と
も
に

｢地
域
社
会
｣
を
表
題
に
掲
げ
た
山
崎
圭

･
町
田

菅
の
著
書
を
手
が
か
り
に
'
地
域
社
会
論

･
村
落
社
会
論
の
課
題
に
つ
い

て
さ
ら
に
考
え
て
み
た
い
｡

-

山
崎
圭
の
研
究

(13
)

山
崎
圭
の
著
書
は
､.
村
落
の
構
造
と
支
配

･
運
営
､
地
域
社
会
の
構
造

と
支
配

･
運
営
､
幕
領
支
配
の
構
造
t
と
い
う
三
つ
の
視
角
を
設
定
し
'

そ
れ
ぞ
れ
を
第

一
部
'
第
二
部
､
第
三
部
に
お
い
･て
具
体
的
に
検
討
し
て

い
る
｡
以
下
'
第

1
㌧
第
二
の
視
角

(第

一
部
､
第
二
部
)
を
中
心
に
み
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て
い
く
｡

第

一
の
視
角
に
つ
い
て
は
､
｢現
段
階
で
必
要
な
こ
と
は
､
村
に
個
々

の
百
姓
が
ど
の
よ
う
に
し
て
統

一
さ
れ
て
い
た
か
を
､
村
落
内
部
の
社
会

関
係
に
注
目
し
な
が
ら
明
ら
か
に
L
t
そ
の
よ
う
な
構
造
が
村
の
支
配

･

運
営
の
制
度
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
か
を
'
(村
の
自
治
的
な
側

面
に
も
留
意
し
な
が
ら
)
時
期
に
よ
る
変
動
を
も
踏
ま
え
つ
つ
明
ら
か
に

し
て
い
-
こ
と
｣
だ
と
す
る

(
二

一～
二
二
頁
)0

第
二
の
視
角
に
つ
い
て
は
､
｢地
域
運
営
体
制
論
か
地
域
社
会
構
造
論

か
と
い
う
二
者
択

一
を
行
わ
な
い
で
､
地
域
像
を
組
み
立
て
て
い
-
工
夫

が
求
め
ら
れ
て
い
る
｣
と
し
て
､
次
の
二
点
を
課
題
と
し
て
.い
る
｡
ま
ず
､

久
留
島
浩
ら
の
組
合
村
論
で
は

｢社
会
構
造
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
説
明

が
十
分
で
な
い
た
め
､
農
民
層
分
解
の
進
行
､
｢世
直
し
状
況
｣
'
維
新
変

革
な
ど
地
域
社
会
を
め
ぐ
る
大
き
を
変
動
の
中
で
い
わ
ゆ
る

｢中
間
支
配

機
構
｣
が
ど
の
よ
う
な
動
き
を
示
し
た
か
､
ま
た
変
容
を
迫
ら
れ
た
の
か

ど
う
か
､
な
ど
が
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
｣
と
批
判
t
て
'
｢増

大
す
る
負
担
を
前
に
組
合
村
が
ど
う
対
処
し
た
か
と
い
う
経
済
的
問
題

や
､
幕
末
維
新
期
の
変
動
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
と
い
う
政
治
的
間

･

題
な
ど
を
視
野
に
入
れ
て
動
瞥
的
に
措
-
｣
こ
と
を
第

一
の
課
題
と
す
る

(
一
六
頁
)｡
第
二
の
課
題
と
し
て
は
'
性
格
を
異
に
す
る
多
様
な
担
い
手

か
ら
な
る

｢中
間
支
配
機
構
｣
の
あ
り
方
を
全
体
と
し
て
と
ら
え
直
す
こ

と
を
あ
げ
て
い
る
｡

第

一
部
で
は
､
信
濃
国
佐
久
郡
五
郎
兵
衛
新
田
村
を
取
り
上
げ
て
､
①

同
村
が
複
数
の
姐
七
よ
っ
て
構
成
さ
れ
､
さ
ら
に
各
組
の
内
部
に
は
本
百

姓
を
核
と
す
る
同
族
的
集
団
で
あ
る
本
百
姓

･
抱
集
団
が
存
在
し
て
お
-
'

村
落
構
造
を
分
析
す
る
際
に
は
､
村
落
内
の
社
会
関
係
を
具
体
的
に
検
討

す
べ
き
こ
と
(
②
従
来
の

｢小
農
自
立
｣
論
は
､
村
内
で
の
百
姓
結
合
の

諸
契
機
の
う
ち
経
済
的

･
階
層
的
関
係
に
片
寄
っ
た
見
方
で
あ
り
'
｢自

立
｣
を
遂
げ
た
小
百
姓
が
村
に
お
け
る
何
ら
か
の
運
動
に
参
加
す
る
際
に

は
'
階
層
的
関
係
だ
け
で
な
-
､
地
縁
や
本
家
分
家
関
係
な
ど
別
の
契
機

に
も
と
づ
い
て
態
度
を
決
定
す
る
面
が
大
き
-
､
そ
の
よ
う
な
諸
契
機
の

絡
み
合
い
と
し
て
村
落
構
造
を
と
ら
え
る
べ
き
こ
と
､
が
主
張
さ
れ
て
い

る
｡第

二
部
で
雪

Ⅰ
正
徳
三
年
(
一
七

三

1)
の
大
庄
屋
廃
止
令
が
対
象
と

し
た
の
は
'
中
世
以
来
の
諸
特
権
を
有
す
る
地
付
手
代
で
は
な
-
､
新
た

に
展
開
し
て
き
た
陣
屋
元
村
の
請
負
人
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
､
Ⅱ
郡
中

入
用
の
割
付

･
徴
収
な
ど
の
中
間
支
配
機
構
の
機
能
は
､
従
来
言
わ
れ
て

い
た
よ
う
に
郡
中
惣
代
成
立
期

(
1
八
世
紀
半
ば
頃
)
に
い
た
っ
て
は
じ

め
て
必
要
と
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
-
'
そ
れ
以
前
か
ら
陣
屋
元
村
名
主

(の
ち
郡
中
代
)
が
担
っ
て
い
た
こ
と
'
し
た
が
っ
て
'
地
域
社
会
を
段
階

的
に
把
握
す
る
際
に
は
､
請
負
人
制
と
惣
代
制
の
二
本
の
軸
を
考
え
る
べ

き
こ
と
'
Ⅲ
幕
末
期
の
取
締
役
は
､
組
合
村
I
惣
代
庄
屋
制

(郡
中
代
-

組
合
惣
代
制
)
と

一
部
が
人
的
に
重
複
し
､
ま
た
両
者
の
間
に
直
接
の
矛

盾
対
抗
関
係
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
t
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
｡

そ
し
て
､
全
体
と
し
て
､

一
八
世
紀
半
ば
以
降
'
個
別
の
村
内
部
で
'

小
百
姓
を
包
摂
し
た
内
部
集
団
の
形
骸
化
に
よ
る
村
落
構
造
の
階
層
化
が

進
行
し
､
そ
の
結
果
'
小
前
層
の
意
見
が
し
だ
い
に
村
運
営
芯
反
映
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
-
動
き
と
､
地
域
社
会
レ
ベ
ル
で
陣
屋
元
村
名
主

(郭
中
代
)
が
主
導
す
る
地
域
運
営
体
制
に
組
合
惣
代
も
参
画
し
て
い
-
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動
き
は
原
理
的
に
連
動
し
て
い
る
と
す
る
｡

同
書
は
､
Ⅰ
歴
史
的
変
化
の
重
視
､
‥11
領
主
-
地
域
-

柿
-
村
内
集
団

-
家
の
関
係
性
の
中
で
の
問
題
解
明
'
…山
建
前
と
実
態
の
ズ
レ
の
重
視
､

.Ⅳ
近
世
の
仝
時
期
を
通
じ
て
の
考
察
t

V
村
落
の
社
会
構
造
分
析
の
重
視
､

な
ど
の
諸
点
に
お
い
て
非
常
に
優
れ
た
内
容
を
も
っ
て
お
-
､
従
来
の
地

域
社
会
論
に
対
す
る
批
判
も
妥
当
な
も
の
と
言
え
よ
う
｡(14

)

今
後
の
課
題
と
し
て
は
'
以
下
の
二
点
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
第

一
は
､
請

負
人
に
関
し
て
で
あ
る
｡
山
崎
に
よ
る
大
庄
屋
廃
止
令
の
性
格
の
見
.直
し

に
つ
い
て
は
､
私
へ
の
批
判
も
含
め
て
妥
当
だ
と
考
え
る
が
､
山
崎
が
強

調
す
る
請
負
人
の
性
格
規
定
七
っ
い
て
は
や
や
不
明
確
で
あ
る
o
氏
は
､

大
庄
屋
廃
止
令
に
あ
る
大
庄
屋

･
割
元

･
惣
代

･
年
番
名
主

二
冗
蹄
な
ど

を
お
し
な
べ
て
請
負
人
と
規
定
す
る
が
'
こ
れ
は
請
負
人
の
拡
大
解
釈
で

あ
る
可
能
性
も
あ
り
､
さ
ら
な
る
吟
味
が
必
要
で
.あ
ろ
う
｡
ま
た
､
仮
に

こ
れ
ら
を
す
べ
て
請
負
人
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
氏
が
請
負
人
と
は
区
別

す
る
地
付
手
代
も
請
負
人
範
時
に
含
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な

か
ろ
う
か
｡
氏
は
'
他
方
で
は
'
｢陣
屋
元
村
に
居
住
す
る
と
い
う
理
由

･･･-
に
ノよ
.っ
て
粁
権

(役
免
除
∴
給
料
)
と
引
き
替
え
に

｢公
共
業
務
｣

を
担
う
人
｣
.(
一
四
四
頁
)
と
い
う
請
負
人
の
定
義
も
し
て
い
る
が
､
こ

ち
ら
は
陣
屋
元
村
名
主

･
郡
中
代
に
引
き
つ
け
た
定
義
で
あ
り
､
前
述
の

幅
広
い
規
定
と
は
ズ
レ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
請
負
人
の
定
義
と
'

そ
の
包
摂
す
る
範
囲
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

第
二
に
'
山
崎
自
身
が
､
同
書
で
は
､
領
主

･
国
家
に
関
わ
る
問
題
を

扱
っ
た
第
三
部
､
小
前
層
や
百
姓
以
外
の
諸
身
分
な
ど
に
関
わ
る
問
題
を

扱
っ
た
第

一
部
と
､
第
二
部
と
の
関
係
に
つ
い
て
､
第

一
'
三
部
で
は

｢第

二
部
で
扱
う
政
治
的
中
間
層
と
の
間
に
存
在
し
た
個
々
の
直
接
的
､
具
体

的
な
関
係
を
十
分
明
ら
か
に
す
る
に
は
い
た
ら
な
い
も
の
の
､
地
域
社
会

の
上
下
に
あ
る
支
配
レ
ベ
ル

･
村
レ
ベ
ル
で
ど
の
よ
う
な
変
化
が
進
行
し

て
い
た
か
を
確
認
し
'
今
後
の
検
討
の
基
礎
に
し
た
い
｣
(二
八
頁
)
と

述
べ
て
い
る
｡
ま
さ
に
氏
が
自
覚
す
る
と
お
り
'
今
後
は
国
家
.･
領
主

･

地
域
社
会

･
村

･
村
内
小
集
団

･
家
の
関
係
を
さ
ら
に
緊
密
に
相
互
関
連

さ
せ
つ
つ
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡

2

打
田
菅
の
研
究

(15
)

町
田
哲
の
著
書
は
'
近
世
村
落
の

｢個
体
性
｣
的
把
握
を
通
し
て
'
地

域
社
会
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
｡
｢個
体
性
｣
的
把

瞳
に
つ
い
て
は
'
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
｡
｢近
世
村
落
を
構
成
す
る
諸

要
素
の
そ
れ
ぞ
れ
は
､
日
本
近
世
の
村
落
な
い
し
は
畿
内
の
近
世
村
落
に

お
い
て
共
通
す
る
も
の

(普
遍
的
)
で
あ
っ
て
も
､
そ
れ
ら
が
織
り
な
す

一
つ
の
村
の
全
体
構
造
は
固
有
で
あ
る
｡
｢個
体
性
｣
的
把
握
と
は
'
･こ

う
し
た
諸
要
素
の
組
み
合
わ
さ
り
方
を

一
つ
の
村
に
即
し
て
実
態
的
に
捉

え
､
普
遍
性
と
特
殊
性
と
を
統

一
的
に

｢個
体
性
｣
と
し
て
把
握
す
る
と

い
う
方
法
を
合
意
し
て
い
る
｡
い
わ
ば
'
伝
統
社
会
に
お
け
る
近
世
村
落

の

｢個
体
性
｣
の
中
に
'
伝
統
社
会
で
あ
る
が
故
の
'
地
域
の
固
有
で
絶

対
的
な
意
味
を
兄
い
だ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｣
(三
頁
)0

そ
し
て
､
村
落
を
構
成
す
る
諸
要
素
-
自
然
条
件
や
'
集
落

･
村
役
人
･

家

･
座

･
講
な
ど
に
具
現
化
し
た
組
織
や
社
会
的
諸
関
係
-
を
､
村
落
と

い
う
場
に
即
し
て
統

1
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
重
視
し
､
そ
れ
を

｢村
落

の
内
部
構
造
分
析
｣
と
言
う
｡
そ
し
て
'
｢村
落
の
内
部
構
造
分
析
を
も
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と
に
､
社
会
的
権
力
や
､
彼
と
生
産

･
生
活

･
労
働
の
諸
側
面
で
関
係
を

取
り
結
ば
ざ
る
を
え
な
い
人
々
が
.展
開
す
る
場
に
お
け
る
社
会
秩
序
-
地

域
社
会
構
造
の
解
明
｣
(五
頁
)
を
目
指
し
て
い
る
｡
社
会
的
権
力
を
中

心
と
し
た
村
落
秩
序
の
解
明
､
政
治
的
社
会
レ
ベ
ル
と
地
域
生
活
レ
ベ
ル

の
統

1
的
把
握
､
自
然
条
件

･
生
産
条
件
へ
の
着
目
､
制
度
と
実
践
行
為

の
統

一
的
把
握
t
な
ど
が
氏
の
方
法
的
特
徴
を
な
し
て
い
る
｡

(
16)

久
留
鳥
浩

･
水
本
邦
彦

の
村
落
論

･.村
連
合
論
に
対
し
て
は
､
吉
田
仲

之
の
社
会
的
権
力
論
を
援
肝
し
っ
ら
'
｢従
来
の
村
落
論

･
地
域
社
会
論

に
お
い
て
､
個
々
の
要
素
で
あ
る
機
能
や
政
治
的
シ
ス
テ
ム
を
取
り
出
す

こ
と
に
よ
っ
て
'
む
し
ろ
そ
こ
で
得
ら
れ
る
村
落
像
が
村

一
般
に
解
消
し

て
し
ま
う
と
い
う
弱
点
｣
(三
頁
)
が
あ
る
と
批
判
し
'
｢
二

七
世
紀
後

半
か
ら

一
八
世
紀
に
か
け
て
の
､
引
用
者
註
)
村
落
の
均
質
化
と
い
う
理

解
と
､
村
役
人
に
よ
る
運
営
と
い
う
公
的
･･.政
治
的
シ
ス
テ
ム
の
み
へ
の

着
目
が
'
村
連
合
に
よ
る
地
域
社
会
の
展
開
と
い
う
従
来
の
理
解
を
下
支

え
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
こ
こ
か
ら
政
治
的
シ
ス
テ
ム
の
局
面

の
.み
な
ら
ず
､
各
村
ご
と
に
異
な
る
村
落
秩
序
の
深
み
に
ま
で
沈
潜
L
t

各
村
落
の
固
有
の
村
落
秩
序
を
あ
ぶ
-
だ
す
作
業
が
､
ま
だ
重
要
な
課
題

で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
よ
う
｣
(七
頁
)
と
述
べ
て
い

る
｡
ま
た
､
村
連
合
論
に
つ
い
て
､
.｢郡
中
を
､
単
に
自
立
的
な
村
の
連
合

と
す
る
こ
と
も
､
＼ま
た
郡
中
規
模
を

一
挙
に
地
域
社
会
と
し
て
論
じ
る
こ

と
も
で
き
な
い
｡
各
村
の
地
域
社
会
構
造
を
ふ
ま
え
て
議
論
を
立
ち
上
げ

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
｣
(三
四
五
頁
)
と
す
る
り

同
書
は
朴
落
社
会
分
析
の
方
法
的
提
示
と
そ
の
具
体
的
実
践
の
両
面
に

お
い
て
貴
重
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
が
､
同
書
に
つ
い
て
は
す
で
に
岩
城

(
17
)

卓
二
に
よ
る
的
確
な
書
評

が
あ
る
の
で
'
同
書
の
具
体
的
内
容
や
意
義
に

っ
い
て
は
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
｡
以
下
t.
私
が
残
さ
れ
た
課
題
と
考

え
る
点
を
あ
げ
る
｡

第

一
に
､
町
田
自
身
も
自
覚
す
る
よ
う
に
'
同
書
で
は
'
家
の
経
営
内

容

(社
会
的
権
力
の
家
も
小
前
層
の
家
も
)
'
都
市
-
農
村
関
係
'
農
民

層
分
解
'
国
訴
な
ど
村
連
合
に
よ
る
訴
願
運
動
'
商
品
生
産

･
流
通
の
性

格
な
ど
､
畿
内
村
落
の
特
質
を
考
え
る
際
に
は
不
可
欠
な
多
-
の
問
題
群

が
取
-
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
｡
こ
れ
が
特
定
の
テ
ー
マ
を
深
く
掘
り
下
げ

た
著
書
で
あ
れ
ば
､
･そ
れ
以
外
の
要
素
が
捨
象
さ
れ
て
い
て
も
そ
れ
ほ
ど

問
題
と
は
な
ら
な
い
が
'
氏
の
場
合
は
､ノ
個
々
の
要
素
が
織
り
な
す
全
体

構
造
の
解
明
こ
そ
が
目
標
な
の
で
あ
る
か
ら
､
重
要
な
要
素
が
い
-
つ
も

抜
け
落
ち
て
い
る
こ
と
は
大
き
な
問
題
と
な
る
｡
｢個
体
性
｣
的
把
撞
を

十
全
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
'
本
書
で
落
ち
て
い
る
問
題
群
の
追
究
は

避
け
て
通
れ
な
い
課
題
で
あ
ろ
う
｡
特
に
､
久
留
島

･
薮
田

･
平
川
各
氏

と
の
生
産
的
な
議
論
の
た
め
に
は
､
村
連
合
な
ど
村
を
越
え
た
レ
ベ
ル
で

の
諸
関
係
に
つ
い
て
の
独
自
の
理
解
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

第
二
は
､
研
究
史
に
対
す
る
評
価
の
問
題
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て

は
'
岩
城
卓
二
が
前
述
の
書
評
の
な
か
で
'
｢本
書
が
向
き
合
う
べ
き
研

究
史
と
は
地
域
社
会
論
な
ど
と
い
う
小
さ
な
も
の
で
は
な
く
､
水
本

･
久

留
鳥
氏
が
乗
-
越
え
よ
う
と
し
た
両
氏
以
前
の
戦
後
近
世
農
村
史
と
い
う

あ
の
分
厚
い
研
究
史
そ
の
も
の
な
の
で
あ
っ
て
'
そ
れ
と
の
対
比
の
な
か

で
本
書
の
意
義
と
今
後
の
課
題
が
述
べ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と

思
う
｣
と
述
べ
て
い
る
が
､
同
感
で
あ
･る
｡
組
合
村
論
に
対
す
る
批
判
は

安
当
だ
し
重
要
だ
が
'
村
落
史
研
究
全
体
へ
の
対
し
方
に
つ
い
て
は
難
が
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あ
る
の
で
は
な
い
か
｡

町
田
は
､
こ
れ
ま
で
の
村
落
史
研
究
に
対
し
て
､
｢従
来
の
村
落
運
営

論
や
村
落
構
成
分
析
の
ど
ち
ら
か

一
方
の
み
の
分
析
｣
(入
貢
)
､
｢
こ
れ

ま
で
な
さ
れ
て
j
た

｢村
の
行
政
シ
ス
テ
ム
｣
と

｢階
層
配
置
｣
の
み
の

分
析
方
法
｣
(入
貢
)
な
ど
と
述
べ
て
い
る
が
､
戦
後
近
世
村
落
史
の
良

質
の
研
究
成
果
は
け
っ
し
て
こ
の
よ
う
な
む
の
で
は
な
い
｡
た
と
え
ば
'

町
田
は
'

一
七
世
紀
後
半
か
ら

1
八
世
紀
に
か
け
て
の
村
落
構
造
の
均
質

(
18)

化
と
い
う
理
解
を
批
判
す
る
が
､
古
島
敏
雄
の
古
典
的
業
績

を
あ
げ
る
卦

で
も
な
-
'
地
主
的
存
在

(社
会
的
権
力
)
が

一
七

二

八
世
紀
を
通
じ

て
村
社
会
に
お
い
て
影
響
力
を
保
持
し
続
け
た
と
い
う
点
に
.つ
い
て
は
'

む
し
ろ
村
落
史
研
究
者
の
共
通
理
解
と
言
う
て
よ
か
ろ
う
｡
問
題
は
､
組

合
村
論
が
そ
れ
を
う
ま
く
議
論
の
な
か
に
組
み
込
め
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に

あ
る
の
で
あ
り
､
そ
れ
は
あ
-
ま
で
組
合
村
論

･
地
域
社
会
論
が
有
し
た

問
題
点
で
あ
っ
て
､
村
落
史
研
究
全
体
が
抱
え
る
難
点
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
｡

ま
た
'
町
田
は
'
同
書
で
'
村
内
小
集
落

･
相
給
知
行

･
宮
座

･
所
有

論

･
新
田
開
発
な
ど
多
様
な
問
題
を
扱

っ
て
い
る
が
'
個
々
の
テ
ー
マ
に

つ
い
て
の
掘
-
下
げ
は
必
ず
し
も
充
分
で
は
な
い
｡
村
の
全
体
構
造
の
把

捉
が
重
視
さ
れ
る
た
め
'
構
造
を
構
成
す
る

一
つ
一
つ
の
要
素
に
関
し
て
'

研
究
史
を
総
ざ
ら
い
し
て
新
た
な
論
点
を
提
起
す
る
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
て

い
な
い
点
に
不
満
が
残
る
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
'
氏
は
､
吉
田
仲
之
に

依
拠
し
て
所
有
の
問
題
を
重
視
す
る
が

(
〓

～
〓

一貫
)
'
村
に
お
け

る
所
有
を
考
え
る
場
合
'
主
要
な
所
有
対
象
で
あ
る
土
地
'
土
地
所
有
の

質
を
規
定
す
る
地
主

･
小
作
関
係
と
小
作
料
の
問
題
が
重
要
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
.｡
こ
の
点
に
関
し
て
､
氏
は
､
宛
米
を
､
年
貢
を
除

い
た
地
主
の
取
分
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る

(三

一
六
頁
)
｡
し
か
し
'

畿
内
を
含
め
て

一
般
的
に
､
宛
米
と
は
年
貢
と
地
主
作
徳
を
含
め
た
小
作

料
総
額
を
意
味
す
る
の
が
通
例
で
あ
り
､
氏
の
理
解
と
は
敵
齢
す
る
｡
ま

た
'
仮
に
､
氏
が
分
析
し
た
伏
屋
新
田
や
池
田
下
村
で
は
宛
米
に
年
貢
を

含
ま
な
い
の
だ
と
す
る
と
'
特
殊
に
そ
う
し
た
形
態
を
と
る
原
因
を
追
究

す
る
こ
と
は
､
所
有
と
村
落
構
造
を
考
え
る
際
に
重
要
な
論
点
と
な
る
は

ず
で
あ
る
が
'
氏
に
は
そ
う
し
た
問
題
関
心
は
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
宛
米

(19
)

に
関
し
て
は
､
つ
と
に
竹
安
繁
治
の
優
れ
た
研
究

が
存
在
す
る
の
だ
か
ら
､

町
田
が
所
有
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
'
当
然
こ
れ
と
正
面
か
ら
取
-
級

む
必
要
が
あ
ろ
う
｡
他
の
多
-
の
問
題
群
に
つ
い
て
も
'
同
様
に
も

っ
と

個
々
の
研
究
史
を
突
き
詰
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
近
世
村
落
史
研

究
が
積
み
重
ね
て
き
た
貴
重
な
財
産
は
無
尽
蔵
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
で

あ
り
､
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
深
-
分
け
入
り
'
時
間
を
か
け
て
丁
寧
に
学

び
か
つ
批
判
的
に
継
承
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
｡

三

若
干
の
課
題
-
ま
と
め
に
か
え
て
-

本
稿
は

｢近
世
村
落
社
会
論
｣
と
題
し
て
は
い
る
も
の
の
､
近
世
村
落

史
研
究
の
膨
大
な
成
果
を
も
れ
な
-
取
り
上
げ
ら
れ
る
は
ず
も
な
-
'
地

域
社
会
論
に
お
け
る
論
争
点
を
中
心
に
そ
の
い
く
つ
か
を
管
見
す
る
に
と

ど
ま

っ
た
｡
他
に
も
重
要
な
研
究
が
数
多
-
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

(
20)

な
い

｡
最
後
に
'
地
域
社
会
論
を
含
む
村
落
史
研
究
に
つ
い
て
､
今
後
の
課
題

と
思
う
点
を
あ
げ
て
お
き
た
い
｡

近世村落社会論 (渡辺)101



第

一
に
､
移
行
期
研
究
の
重
要
性
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
中

･
近
世
移
行

期
と
近
世

･
近
代
移
行
期
の
両
者
を
含
む
｡
研
究
は
進
展
し
っ
つ
あ
る
が
､

さ
ら
に
患
静
的
に
近
世
史
の
枠
に
閉
じ
こ
も
ら
な
い
研
究
が
求
め
ら
れ
て

(21
)

い
る
｡

第
二
に
'
農
村
の
み
な
ら
ず
'
梅
村

(漁
村
)
･
山
村
や
都
市
を
も
含

み
､
百
姓
以
外
の
諸
身
分
や
女
性

･
老
人

･
子
供
の
存
在
を
重
視
し
'
国

家

･
領
主
'
商
品
流
通

･
市
場
構
造
､
思
想

･
文
化
な
ど
も
組
み
込
ん
だ

地
域
社
会
論
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
地
域
社
会
論
か
ら

近
世
史
の
全
体
像
に
迫
る
方
法
を
鍛
え
t
.村
落
史
か
ら
研
究
の
個
別
分
散

(22
)

化
状
況
を
突
破
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
今
日
の
藩
研
究
は
､
従

来
の
藩
政
史
の
枠
を
越
え
て
､
藩
領
域
の
地
域
社
会
像
の
解
明
に
向
か
っ

て
い
鮎

,
こ
う
し
た
動
向
を
村
落
史
跡
究
の
側
か
ら
積
極
的
に
受
け
と

め
発
展
さ
せ
る
こ
と
む
そ
の
た
め
の

1
つ
の
有
効
な
方
法
で
は
な
か
ろ
う

か

｡註(1
)

①
拙
著

『近
世
の
豪
農
と
村
落
共
同
体
』
(東
京
大
学
出
版
会
'
1
九

九
四
年
)
第

三
早
'
②
志
村
洋

･
渡
辺
尚
志

｢序
章

一

近
世
地
域
社

会
研
究
の
現
状
と
課
題
｣
(渡
辺
尚
志
編

『近
世
地
域
社
会
論
』
岩
田
書

院
､
一
九
九
九
年
'
所
収
)
､
③
拙
稿

｢近
世
地
域
社
会
研
究
の
論
点
と
方

法
｣
(『展
望
日
本
歴
史

一

歴
史
学
の
現
在
と
未
来
』
東
京
堂
出
版
､
近

刊
予
定
'
所
収
)0

(2
)

吉
田
仲
之

｢地
域
把
握
の
方
法
｣
(歴
史
学
研
究
会
編

『現
代
歴
史
学

の
成
果
と
課
題

l
九
八

〇
～
二
〇
〇
〇
年
Ⅱ

国
家
像

･
社
会
像
の
変
貌
』

青
木
書
店
'
二
〇
〇
三
年
'
所
収
)0

(3
)

平
川
新

『紛
争
と
世
論
』
(東
京
大
学
出
版
会
､

l
九
九
六
年
)0

(4
)

町
田
曹

｢地
域
史
研
究
の
新
地
平
｣
(『部
落
問
題
研
究
』

〓
ハ
六
'

二
〇
〇
三
年
)0

(5
)

薮
田
貫

『近
世
大
坂
地
域
の
史
的
研
究
』
(清
文
堂
'
二
〇
〇
五
年
)

第

一
部
六
｡

(6
)
薮
田

･
平
川
の
地
域
社
会
論
に
■つ
い
て
の
私
見
は
'
前
掲
註
(-
)②

を
参
照
さ
れ
た
い
｡

(7
)

こ
の
点
は
'
す
で
に
湯
浅
治
久

｢中
世
後
期
の
領
主
と
地
域
社
会
｣

(『人
民
の
歴
史
学
』

l
五
七
､
二
〇
〇
三
年
)
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い

る
｡
な
お
､
私
の
惣
村
な
ど
中

･
近
世
移
行
期
の
理
解
に
つ
い
て
は
､
拙

稿

｢村
の
世
界
｣
(歴
史
学
研
究
会

･
日
本
史
研
究
会
編

『日
本
史
講
座
五

近
世
の
形
成
』
東
京
大
学
出
版
会
､
二
〇
〇
四
年
､
所
収
)
を
参
照
さ
れ

た
い
｡

(8
)

久
留
鳥
浩

『近
世
幕
領
の
行
政
と
組
合
村
』
(東
京
大
学
出
版
会
､
二

〇
〇
二
年
)｡
以
下
の
引
用
頁
数
は
同
書
の
も
の
で
あ
る
O

(9
)
岩
田
浩
太
郎

｢豪
農
経
営
と
地
域
編
成
｣
(『歴
史
学
研
究
』
七
五
五
'

二
〇
〇
一
年
)
'
同

｢豪
農
経
営
と
地
域
編
成
｣
(『山
形
大
学
紀
要

(社
会

科
学
)』
二
二
1-
二
㌧
三
三
-

1
､
三
三
-
1
1､
三
四
-

1
'
二
〇
〇
二
'

二
〇
〇
三
年
)0

(10
)

拙
著

『近
世
村
落
の
特
質
と
展
開
』
(校
倉
書
房
､

一
九
九
八
年
)0

(11
)

村
山
郡
の
中
規
模
豪
農
に
つ
い
て
は
'
佐
藤
大
介

｢幕
末
期

一
豪
農

の
政
治
的
立
場
と
地
域
秩
序
｣
(『日
本
歴
史
』
六
五
四
､
二
〇
〇
二
年
)

な
ど
､
同
氏
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
｡

(12
)

平
川
新

｢
｢郡
中
｣
公
共
圏
の
形
成
｣
(『日
本
史
研
究
』
五

二

､
二

〇
〇
五
年
)｡
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(13
)

山
崎
圭

『近
世
幕
領
地
域
社
会
の
研
究
』
(枚
倉
書
房
'
二
〇
〇
五

年
)｡
以
下
の
引
用
頁
数
は
同
書
の
も
の
で
あ
る
｡

(E
)

な
お
､
私
は
註
(-
)拙
稿
③
に
お
い
て
も
､
山
崎
の
研
究
に
つ
い
て

い
-
つ
か
の
課
題
を
あ
げ
て
い
る
｡.

(15
)

町
田
暫

『近
世
和
泉
の
地
域
社
会
構
造
』
(山
川
出
版
社
､
二
〇
〇
四

年
)｡
以
下
の
引
用
頁
数
は
同
書
の
も
の
で
あ
る
｡

(16
)
､
水
本
邦
彦

『近
世
の
村
社
会
と
国
家
』
(東
京
大
学
出
版
会
'
一
九
八

.
七
年
)｡
■

(17
)

岩
城
卓
二

｢書
評

町
田
哲
著

『近
世
和
泉
の
地
域
社
会
構
造
』｣

(『市
大
日
本
史
』
八
(
二
〇
〇
五
年
)｡
以
下
の
記
述
は
､
同
書
評
と
重
な

る
部
分
が
多
い
｡

(娼
)

古
島
敏
雄

『近
世
日
本
農
業
の
構
造
』
(『古
島
敏
雄
著
作
集
』
第
三

巻
､
東
京
大
学
出
版
会
'

1
九
七
四
年
､
初
出
.1
九
四
三
年
)O

(19
)

竹
安
繁
治

『近
世
封
建
制
の
土
地
構
造
』
(御
茶
の
水
書
房
､
一
九
六

六
年
)､
同

『近
世
小
作
料
の
構
造
』
(御
茶
の
水
書
房
､

一
九
六
八
年
)､

同

『近
世
畿
内
農
業
の
構
造
』
(御
茶
の
水
書
房
'

一
九
六
九
年
)
｡
竹
安

の
議
論
は
､
古
島
敏
雄

･
安
良
城
盛
昭
ら
に
対
す
る
重
要
な
批
判
を
含
ん

で
い
る
｡
現
在
の
研
究
状
況
に
お
い
て
､
古
島
ら
の
説
は
古
典
と
し
て
､

ま
だ
相
対
的
に
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
､
竹
安
に
言
及
さ
れ
る
こ
と

は
ま
れ
で
あ
る
｡
し
か
し
､
村
落
史
t
と
-
わ
け
畿
内
村
落
を
考
え
る
場

合
､
竹
安
の
議
論
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
な
お
'
土
地
所
有

論
に
関
し
て
は
､
越
後
国
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
た
松
永
靖
夫

『近
世
村
落

の
土
地
と
金
融
』
(高
志
書
院
､
二
〇
〇
四
年
)
も
重
要
な
成
果
で
あ
る
｡

(E
3)

た
と
え
ば
､
近
年
の
も
の
に
限
っ
て
も
'
舟
橋
明
宏

『近
世
の
地
主

制
と
地
域
社
会
』
(岩
田
書
院
､
二
〇
〇
四
年
)
､
平
野
哲
也

『江
戸
時
代

村
社
会
の
存
立
構
造
』
(御
茶
の
水
書
房
､
二
〇
〇
四
年
)
､
常
松
隆
嗣

｢陶

磁
器
生
産
と
地
域
社
会
｣
(『地
方
史
研
究
』
三
〇
八
㌧
二
〇
〇
四
年
)
を

は
じ
め
と
す
る
同
氏
の
1
連
の
研
究
な
ど
多
数
あ
る
.

■

(21
)

中

･
近
世
移
行
期
に
関
す
る
近
年
の
成
果
と
し
て
は
､
志
村
洋

｢近

世
前
期
の
大
庄
屋
制
と
地
域
社
会
｣
(『人
民
の
歴
史
学
』

一
五
七
'
二
〇

〇
三
年
)､
木
越
隆
三

『織
豊
期
検
地
と
石
高
の
研
究
』
(桂
書
房
'
二
〇

〇
〇
年
)､
牧
原
成
征

『近
世
の
土
地
制
度
と
在
地
社
会
』
(東
京
大
学
出

版
会
'
二
〇
〇
四
年
)､
前
掲
註
(7
)
『日
本
史
講
座
五

近
世
の
形
成
』
､

渡
辺
尚
志

･
長
谷
川
裕
子
編

『中
世

･
近
世
土
地
所
有
史
の
再
構
築
』
(育

木
書
店
'
二
〇
〇
四
年
)
､
池
上
裕
子
編

『中
近
世
移
行
期
の
土
豪
と
村

落
』
(岩
田
書
院
､
二
〇
〇
五
年
)
な
ど
が
あ
る
｡
近
世

･
近
代
移
行
期
に

つ
い
て
は
､
松
沢
裕
作

｢｢大
区
小
区
制
｣
の
形
成
過
程
｣
(『歴
史
学
研

究
』
七
七
二
､
二
〇
〇
三
年
)
を
は
じ
め
と
す
る
同
氏
の
一
連
の
研
究
な

･ど
｡

(22
)

志
村
洋

｢地
域
社
会
論
に
お
け
る
政
治
と
経
済
の
問
題
｣
(『歴
史
学

研
究
』
七
g
]八
､
二
〇
〇
1
年
)
は
､
構
造
論
と
変
革
主
体
論
を
合
わ
せ

も
っ
た
総
合
型
の
議
論
の
必
要
性
を
提
起
し
て
い
る
が
'
同
感
で
あ
る
｡

(23
)

高
野
信
治

『藩
国
と
藩
輔
の
構
図
』
(名
著
出
版
､
二
〇
〇
二
年
)
～

岡
山
藩
研
究
会
編

『藩
世
界
の
意
識
と
関
係
』
(岩
田
書
院
､
二
〇
〇
〇

年
)
､
岸
野
俊
彦
編

『尾
張
藩
社
会
の
総
合
研
究
』
(清
文
堂
出
版
'
二
〇

〇
1年
)'
同
好

『尾
張
藩
社
会
の
総
合
研
究

二
』
(清
文
堂
出
版
'
二

･
〇
〇
四
年
)､
渡
辺
尚
志
編

『藩
地
域
の
構
造
と
変
容
』
(岩
田
書
院
､
二

〇
〇
五
年
)
な
ど
｡
な
お
'
拙
稿

｢藩
地
域
論
と
地
域
社
会
論
｣
(『歴
史

評
論
』
'
二
〇
〇
六
年
)
を
も
参
照
｡

(わ
た
な
べ

･
た
か
し

一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
教
授
)
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