
ト

ビ
J

-
ニ

ー
ー

..

■

農
業
水

利
に

お

け
る

共
同
健
規
制

-
｢

地

主

制
+

の

一

要
因

と

し

て

1

-

戦
後
の

農
地

改

革
は

､

｢

本
質
的
に

は
､

地

主

制
を

清
掃
し

て
､

本
格
的

農
業
へ

の

前
提
と

し

て

の

農
民

的

土

地

所

有
を

形
成
せ

し

.
(

註
一

)

掛

る

農
地
の

解
放
+

で

あ

る
､

と
い

う

見

解
が

か

な
り

廉
く
み

ら

れ

て

い

た

こ

と

は
､

わ

れ
わ

れ

の

記

憶
に

ま

だ

新
し
い

｡

そ

し
て

､

わ

が

国
農
業
に

お

け

る

地

主

制
-1

｢

年
封

建
的
土

地

所

有
+

の

内

容
を

､

高
率
高
額
の

現

物
小

作
料
を

基
軸
と

す
る

寄
生

地

主

的
な

土

地

所

有
と

等
置
し

て

考
え

る

な
ら

ば
､

改

革
は

か

か

る

意

味
で

の

地

主

制
存
績
の

基
礎
を

た

し
か

に

｢

清
掃
+

し

た
､

と
い

え
る

で

あ

ろ

う
｡

し

か

し
､

そ

れ
に

為
か

か

わ

ら

ず
､

農
村
に

は

今
日

も

依
然
と

し

て
､

前
期
的
な

要
素
が

強
固
に

残
っ

て

い

る

し
､

し

ヽ

ヽ

ヽ

た

が
っ

て

ま

た
､

｢

本
格
的

鼻

糞
+

へ

の

き

ざ

し

も

甚
だ

し

く

欲
宙

農
業

水

利

に

お

け
る

共

同

健

紋
別

服

部

一

馬

で

あ

る
｡

改

革
が

日

本

農
業
近

代

化
の

横
線
と

な

る

で

あ

ろ

う
､

と
い

う

展
望
は

､

す

く
な

く

と

も

今
日

の

段
階
で

は
､

硯

賓
に

立

謹
さ

れ

ず
､

む

し

ろ

裏
切

ら

れ
て

い

る

如
の

よ

う

で

あ

る
｡

も
と
.
も
と

､

上

掲
の

ど

と
き

見
解
の

基
底
に

は
､

西
欧
に

お

け

る

農
民
解
放

か

ら

農
業

革
命
へ

の

過

程
が

典
型
と

し
て

措
か

れ

て

い

る
｡

す
な

わ

ち
､

廣
汎
に

わ

た

る

農
戌

戦
争
を

通

じ
て

農
奴
身

分
か

ら

の
.
解
放

を

か

ち

と
り

､

自
由
な

農
民
的
土

地

所

有
を

資
現

し

た

自
螢
農
民

膚
が

､

や

が

て

そ

の

分

解
を

と

げ
つ

つ

近

代

的

(

本
格
的
1
)

農
業
を

つ

く
り

あ

げ

て

ゆ

く
､

と
い

う

西
欧

農
業

近

代
化

乃

足

ど

り
を

､

い

わ

ば

世
界
史
の

法
則
と

し

て

普
遍
化

し
､

わ

が

国
の

農
村
も

ま
た

､

農
地

改

革
を

劃
期
と

し
て

､

そ

の

よ

う

な

世
界

史
の

軌
道
を

歩
み

は

じ

め
る

で

あ

ろ

う
､

と

考
え

る

の

で

あ

る
｡

8 7
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川

讃
ぺ
欄

†

ハ

上
や

㌧

.～
+

･､′
･■ノ

′

r

l
一

一

棟

静

叢

葬
三

十
三

魯
‥

■
楚
二

凍

と
こ

ろ
で

､

西
欧
封
建
農
民
が

領
主

権
力
を

打
破
し

た
こ

と

は
､

同
時
に

､

彼
ら
の

も

と
に

お

け
る

生

産
力
の

上

昇
･

蟄

展
を

は

ぼ

む
よ

う
な

書
い

生

産
敵

地
の

解
凍
を

進
め
る

こ

と

を

意
味
し

た
｡

こ

こ

で

い

う

奮
い

生

産
組

放
と

は
､

か

の

三

園
農
法
を

中

核
と

す

る

開
放

耕
地

制
度
に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

こ

の

組
織
の

も

と
で

は
､

全
農
地

が

三

分
せ

ら

れ
､

そ

れ

ぞ
れ

に

お

い

て

夏

作
･

冬
作

･

休

､
耕
と
い

う

三

年
二

作
の

循
頭
的
な

利
用
が

行
わ

れ

る
｡

農
民
は
そ

の

三

分
さ

れ

た

農
地
の

お

の

お

の

に
一

定
の

地

條
を

保
有
す
る

の

で

あ
っ

て
､

し
た

が
っ

て

ま

た
､

彼
ら
の

農
業
経
営
は

､

右
の

よ

う

に

定
め

ら

れ

た

順
序
の

農
地

利
用

法
の

制
約

､

す

な

わ

ち

｢

耕
作

強

制
+

の

も
と

に

お

か

れ

る
｡

各
農
民
が

､

三

分
さ

れ

た

農
地

毎

に

保
有
す
る

地

條
を

合
計

し
た

も
の

が

持
分
(

碁
笥

t

♪

臼

已
0

)

と

呼
ぼ

れ

る

が
､

与

れ

は

ま

た
､

農
地

以

外
の

共
有
地

(

g

宇

目
○

已

利
用

-
放
牧

･

牧
草
採
取

･

木
材
お

よ

び

薪
栄
採
取

･

狩

猟
等

!
に

封
す
る

権
利
を

も

あ

ら

わ

す
｡

そ

こ

で
､

こ

の

よ

う
な

韓
分
所

有
着
た

る

農
民

家
族
の

地

域
的
な

集
囲
と

し
て

村
落

が

存
在
す
る

わ

け
で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

村
落
共
同

饅
の

基
底

に

は
､

地

力
快

復
の

た

め
に

休
耕
を

不

可

妖
と

す
る

､

と
い

う

農

業
技
術
の

段
階
に

お

い

て

形
成
さ

れ

た
､

生

産
の

た

め
の

共
同

組

故
が

横
た

わ
っ

て

い

る
｡

こ

の

蓼
合

､

個
々

の

農
家
に

と
っ

て

は
､

そ

の

義

美
経
営
は

濁
宜
し

た

小

経
営
で

あ
っ

､
て

､

共
同

髄
は

そ

れ

を

技
術
的

に

補
充
す
る

傑
件
と

み

ら

れ

る

で

あ

絹

㌍

封
建

彗

ほ
､

本

来
右
の

よ

う

窒
息

味
を

培
う

村
落
共
同

饅
を

､

大
土

地

所

有
の

権
利
を

通
じ

て
､

自
己
の

私

的
経
臍
の

た

め
の

組
織
に

韓
化

せ

し

め

た

の

で

あ

る
｡

生

産
力
の

蟄
展
人

と

り

わ

け

商
品
生

産
的

農
業
の

襲
展
)

が

｢

耕
作
強

制
+

を

障
待
と

す

る

程
に

ま
で

進
行

ヽ

ヽ

す
れ

ぼ
､

農
民
ほ

よ

ぅ

自
由
な

農
民

的
土

地

所

有
へ

の

展
望
を

持

つ

で

あ

ろ

う

し
､

し

た

が
っ

て
､

共
同
饅
を

自
己

経
済
に

奉
仕
す

る

手

段
と

し
て

維
持

･

存
続
せ

し

め

よ

う

と

す
る

領
主

権
力
に

勤

し
て

も
､

激
し

く

反
抗

す
る

こ

と

と

な
ろ

う
｡

領
主

権
力
の

打
破

tl

農
民

解
放
は

､

香
い

共
同

髄
的

規
制
を

排
除
し

､

自
由
な

農
民

的
土

地

所

有
を

賓
現

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

す
ぐ
れ

て

生

産
力
的

な

意
味
を

持
っ

た
の

で

あ

る
｡

お

よ

そ

鍍
上
の

ご

と

き

西
欧

農
業
近

代

化
.へ

の

歩
み

を
､

農
民

解
放

↓

農
民

的
土
地

所
有
の

形
成
J

本

格
的

農
業
へ

の

出

費
と

い

う

段
階
系

列

と

し
て

と
ら

え
､

そ

れ

を

更
に

わ

が

国
の

農
地

改

革

の

瑞

賢
過

程
に

適
用

し

た

と
こ

ろ
に

､

前
掲
の

ど

と

せ

見
解
が

生

れ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

し

か

し
､

そ

の

見
解
が

現

賓
に

裏
切

ら

れ

て

昏8



み

れ

耳

鼻
し
て

わ

が

園
の

地

主

凱
=

牛
卦
建
肘
土

地

所

有
は

､

改

革
に

よ
っ

で

.
｢

清
掃
+

さ

れ

た

の

だ

ろ

う
か

､

と
い

う

問
題
を

､

(

註
三
)

あ

ら

た

め
て

吟
味
す
る

必

要
が

あ

ろ
弓
ヽ

し
か

も
､

高
率
高
額
の

現

物
小

作
料

牧

取
に

基
礎
を

置
く

寄
生

地

主

的
土
地

所

有
が

､

そ

れ

自
壊
と

し
て

存
立
し

え

な

く

な
っ

て

い

る

か

ら

た

は
､

吟
味
す

べ

き

｢

地

主

制
+

は
､

単
な
る

小

作
料
の

比

率
ヤ
土

地

集
積
の

量

(

註
四
)

に

の

み

か

か

わ

る

も
の

で

は
な

い

筈
で

あ

る
｡

問
題
を

他
の

側
面

か

ら

示

す

な

ら

ば
､

改

革
後
の

耕
作
農
民
の

も

と
に

､

｢

本

格

的
農

業
へ

の

前
提
と

し
て

の

(

自
由
な
)

鼻
戌

的
土

地

所

有
+

が

賓
現

す
る

こ

と
を

妨

げ
て

い

る

要
因
は

何

か
､

そ

の

要
因

と

し
て

､

地

主

制
の

餞
存
を

と
ら

え
る

こ

と

偲
で

き

な
い

で

あ

ろ

う
か

､

と
い

ぅ
と

と
に

も

な
ろ

う
p

そ

し
て

こ

の

問
題
が

､

共
同

饅
的

規
制
の

間
.
題
に

つ

な

が

る

も
の

で

あ

る

こ

と
は

､

以
上
の

行
静
か

ら

或
程

度
ま
で

推
察
で

き

る

で

あ

ろ

う
｡

(

謎
一

)

農
地

改

革
範
銀
季
長
骨

繍

『

農
地

改

革
期

未

概

要
』

七

八
一

ぺ

ー

ジ
. ｡

な

お
､

果

皮
す

春
着
『

現

代
日

本

農
業
静
』

も
､

戦

後
の

農
地

改

革
を

､

地

主

制
の

｢

軽

部
的
な

清
算
+

と

み

る

鮎
で

は

共

通

し

て

い

る
｡

同

書
五

三

ぺ

ー

ジ

以

下
. 参
照

｡

(

要
一

)

耕
作

強

制

句
-

日
当

1

呂
粥

の

共

同

醸
的

親

御
と

し
て

の

意
味

を

明

確

竺
ポ

し

た

も
の

と
し

て
､

榎

田

智

雄

｢

古

典

型

グ
ル

ソ

ナ
へ

農
業

水

利
に

お

け
る

共

同

醍
親

風

ル

シ

ャ

フ

ト
+

(

『

立

教
経

済
酔

究
』

大
泉
二

一

鎗

所

載
)

が

あ
一
り

､

ま

た

西

欧

封
建

社
食
に

お

け
る

村

落
共

同

鯉
の

構
造

一

般
に

つ

い

て

は
､

高
橋
幸
八

郎

著
『

市

民

革

命
の

構
造
』

第
一

斧
が

特
忙

詳
し

い

｡

(

註
三
)

こ

の

場
合

に
､

農
地

改

革
を

占

領
政

策
と

し

て

の

側

面

か

ら

許

償
し

な

お

す
､

と
い

う

形
で

問

題
に

接

近

す
る

こ

と

も

重

要
で

あ

ろ

う
｡

改

革
を

主

導
し

た

内

外
支
配

偉
力
の

性

格
を

究
明

し
､

改

革

の

必

鮨

的
に

持
つ

限

界
を
つ

き

と
め

よ

う

と

す
る

の

で

あ

る
｡

｢

帝

国
主

義
の

農
民

支

配

と

封
建
性
+

と
ぃ

う

副

題
を

も
っ

た

石

渡
貞
雄

薯
『

農
地

改

革
の

基
本

棒
逸
』

は
､

こ

の

方
向

に

滑
っ

た

典

型

的
業

績
で

あ

ろ

う
｡

(

註

四
)

一

わ

が

国
の

農
村
に

お

け
る

農
地
所

有
の

集
中
は

､

必

ら

ず

し

も

大

土
地

所

有
の

塵

倒
的

支
配

を

確
認

し

う

る

程

に

庚

仇

で

は

な

い

｡

そ

し

て
､

現

箕
に

農
村

社

食

構
造

と

密
接
に

綽
び

ク

い

て
､

強

大

な

影
響
力
を

持
っ

て

い

た
の

は
､

む
し

ろ

十
町

歩
前

後

以
下
の

申

.

小

地

主
で

あ
っ

た
｡

こ

の

鮎
に

つ

い

て

青

島
敏
堆

｢

地
主
の

小

作

地

取
上

と

農
地

改

革
の

限

界
+

(

『

東

洋

文

化
』

多
田

凍

所

載
)

を

参

照
｡

二

日

本
の

農

業
が

侍
溌
的
に

水
田

稀
作
を

根
幹
と

し
て

営
ま
れ

七

来
た

こ

と

は

周
知
の

ど

と

く
で

あ

る
｡

し

か

し
､

こ

の

こ

と
ほ

､

商

品
生

産
に

即
應
し
た

､

い

わ

ゆ

る

適
地

適
作
の

方
軋
に

沿
っ

て

い

る

も
の

で

ほ

な
い

｡

｢

米
遣
い

の

経
韓
+

と

表
現
さ

れ

る
よ

う

汐タ

一
l･号
1
い

師

.∵
一

､

.-

″

.

L

∵

1

…
`
h



】

橋

論

叢

欝
三

十
三

春

希
二

墟

に
､

徳
川

時
代
に

は

米
は

現

物
貢
租
の

封
象
と

さ

れ
､

そ

の

貢
租

徴
収
の

必
要
か

ら
､

米
以

外
の

作
物
の

栽
培
は

厳
禁
さ

れ

て

い

た

し
､

幕
藩
鰻
制
の

解
鰻
複
も

､

地

主
に

封
す
る

高
率
高
額
の

米
嗣

小

作
料
が

存
敵
し

た

こ

と

に

よ
っ

て
､

農
民

は

ま

ず
何
よ

り

も

稲

作
を

飴
儀
な

く
さ

れ

た
｡

こ

の

よ

う
な

事

情
か

ら

す

れ

ぼ
､

■
稲
作

ほ
､

封

建
的

権
力
の

農
民
に

封
す
る

直
接
的
な

強

制
の

結
果
と

し

て
､

日

本

農
業
の

毅
幹
を

な

す
に

至
っ

た
､

と
さ

え
い

え

る

で

あ

ろ

う
｡

米
そ

の

も
の

の

商
品
化
は

早
く
か

ら

進
ん
で

い

な

が

ら
､

そ

れ

を

生

産
す
る

農
民
に

と
っ

て

は
､

稲
作
は

商

品
生

産
を

意

味

せ

ず
､

彼
ら
の

手
鴻

と
に

餞
さ

れ
る

部
分
は

自
家
消
費
を

ま
か

な

う

と
い

う

形
で

､

外
部
か

ら

浸
透
し
て

来
る

商
品

･

貨
幣
経
済
を

防
ぐ

彼
割
を

す

ら

果
す

｡

か

く

て
､

日

本
の

栢
作
農
業
を

規
定
す

る

要
因
ほ

､

商
品
生

産
が

支
配
的
に

な
っ

た

時
代
よ

り

も

以

前
の

､

き

わ

め

て

前
期
的

性
格
の

狙
い

も
の

で

あ

る

こ

と

と

な

ろ

う
｡

そ

し
て

､

栢
作
と
不

可

妖
に

む

す
び
つ

い

て

い

る

潅
漑
水

利
を

め

ぐ

る

融
合
的

･

経
済
的

関
係
の

う
ち

に

は
､

そ

う

し
た

前
期
的
要
因

が

典
型

的
に

表
現

さ

れ

て
･
い

る

よ

う
に

考
え

ら

れ
る

の

で

あ

る
｡

水

田

稲
作
農
業
に

お

い

て
､

水

は

土
地

と

並
ん
で

基
礎
的
な

自

然
傑
件

を

な

す
が

､

前
者
は

､

一

定
の

滝
設
を

通
し

て

水

田
に

引

か

れ

る

こ

と
に

よ
っ

て

｢

用

水
+

上

化

し
､

い

ち

じ

る

し

く

社

食

朗
イ
.

▲

的
な

意
味
を

加
え

る
｡

と

い

う
の

は
､

そ

の

施
設
の

構
築
や

維
持

管
理

が
一

般
収

個
別

的

稲
作
農

家
の

能
力
を

超
え

た

公

共
的
な

も

の

で

あ

り
､

さ

ら

に
､

用
水
の

分
配
関
係
に

と
り

わ

け
協
同
骨

必

要
と

す
る

か

ら

で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

一

用
水

源
の

利
用
に

閲

し

て
､

地

域
的

な

共
同

鰹
秩
序
(

水

利
共
同

饅
)

が

成
立

す
る

が
､

そ

の

秩
序
は

首
然

､

共
同

髄
の

個
々

の

構
成
員
の

相
作
に

勤
し
て

規

潮
力
を

持
つ

わ

け

で

あ

る
｡

そ

し
て

､

特
に

注
意
さ

れ

る

こ

と
･

は
､

か

か

る

永
私
共
同

饅
の

秩
序
の

も

と
で

ほ
､

水
の

私

的
利
用

が
､

共
同

髄
的

規
制
に

全
面

的
に

依
存
す
る

こ

と
に

よ
っ

て

の

み
､

は

じ

め

て

可

能
に

な
る

､

と
い

う

事

情
で

あ

る
｡

そ

こ

で

は

→
共

同

髄
に

封
す
る

個
人
の

封

抗

力
は
き

わ

め

て

窮
い

も
の
+

な
の

で

(

詮
二

)

あ

る
｡

し
か

し
､

以
上
の

ご

と

き

性
格
を

そ

な

え
る

水

利
共
同

饅

は
､

そ

れ

白
煙
と

し
て

､

純
粋
な

形
で

硯

箕
に

存
在
す
る

の

で

は

た

く
､

農
業
に

お

け
る

基
本

的
生

産
手

段
と

し
て

の

土
地

の

所

有

関
係
に

結
び
つ

い

て
､

具
饅
的
な

社
食
関
係
を

形
成
す
る

の

で

あ

る
｡

し
た

が
っ

て
､

土
地

所

有
の

歴
史
的
な

欒
化
に

と

も

な
っ

て
､

水

利

共
同

饅
の

農
村
に

お

い

て

持
つ

機
能
な
い

し

意
味
も

異
な
ク

て

く

る

こ

と

に

な

る

で

あ

ろ

う
｡

以

下
把

､

か

か

る

事
情
を

､

主



と

し
て

徳
川

.
筋
玖

降
に

お

け
る

村
落
共
同

隆
の

問
題
と

し
て

考
え

て

み

よ

う
｡

こ

こ

で

時
代
を

徳
川

期
以

陰
に

限
る

の

は
､

本
稿
の

ひ

と
つ

の

目

的
が

｢

地

主

制
+

の

内

容
を

と

ら

え

る

こ

と
に

あ

る

ヽ

ヽ

た

め
に

､

そ

れ

に

直
接
関
連
の

あ

る

時
期
を

考
え

て

い

る

か

ら
で

あ

る
｡

ま

た
､

村

落
共
同

饅
を

主
た

る

封
象
に

置
く
の

は
､

.
そ

こ

に

水

利
秩
序
と

土

地

所

有
と
の

園
係
が

基
本
的
に

あ

ら

わ

れ
､

そ

れ

を

と

ら

え

る

こ

と
が

､

や
は

り

｢

地

主

制
+

の

意
味
を

考
察

す

る

上
の

要
件
で

あ

る
､

と
い

う

理

由
に

よ

る
｡

最
近

､

歴

史
畢
の

分
野
に

お

い

て
､

近

世
村

落
の

研

究
､

と
り

わ

け

近

せ
初

頭
の

検
地

の

意

義
に

つ

い

て

の

そ

れ

が
､

注
目

す
べ

(

鼓
三
)

き

成
果
を

奉
げ
て

い

る

が
､

そ

の

成

果
に

よ

る

と
､

太
閤
検
地

は
､

直
接
生

産
者
た
る

小

農
艮
の

自
立

化

を

積
極

的
に

促
進
し
､

奴
隷

制
的
支

配
の

濃
厚
な

申

せ
的

名
主

髄
制
を

否
定
す
る

､

と
い

う

意

義
を

持
つ

も
の

で

あ

っ

た
｡

こ

こ

に
､

自
立

化

し
た

小

農
民

を

も

っ

て

成
る

､

■
近

世
的
な

意
味
で

の
､

そ

し
て
+

基
本

的
に

は

現

在

も

な

お

命
脈
を

保
ち

績
け

て

い

る

と
こ

ろ

の
､

一
村
落
共
同

饅
が

成

立

す
■
る

に

至
っ

た
､

.
と

考
え

ら

れ

る
｡

封
建
権
力
に

と
･つ

て
､

か

か

る

小

島
民

自
立

政

策
が

意
味
を

持
つ

の

は
､

い

う

ま
で

も
な

く
､

貢
租
負
捨
着
た

る

農
民

を

直
接
と
ら

え

る

鮎
に

あ

り
､

村

落
共
同

農
業
水

利
に

お

け

る

共

同

襟
親

風

鰹
は

そ

の

貢
租

放
課
の

単
位
と

し
て

､

行
政

的
な

機
能
を

も

拾
わ

さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

一

方
､

封
建
領

主
の

貢
租
の

淑
泉
と

し
て

の

農

業
生

産
(

も
ち

ろ
ん

稲
作
本
位
の
)

に

封
す
る

闘
心

は
､

水

利

の

開
蟄
を

中

心
と

す
る

積
極

的
な

耕
地

撰
張
発
と
た

っ

て

あ

ら

わ

れ
る

｡

こ
.

の

こ

と

も
ま

た
､

小

農
属

を

自
立
せ

し
め

る

大
き

な

契

機
と

な

る
｡

か

か

る

開
蟄
が

､

特
に

大
名
領

国
利
(

封

建
的

大
土

地

所

有
)

の

成
立

以

後
清
澄

に

な
っ

た

ひ

と

つ

の

大

き

恵

理

由

ほ
､

館
主
が

自
己
の

所

領
内

部
で

､

自
主

的
に

｢

水
+

の

問
題
を

虔
理

し

得
る

地

盤
が

で

き

た

鮎

に

あ

る

う
｡

前
代

､

特
に

南
北

朝
･

窒
町

以

後
の

庄
園

分
裂
の

故
意
下
に

あ

っ

て

は
､

虞
汎
な

領

域
に

お

よ

ぶ

用
水
の

閑

費
ゃ

､

そ

の

分
配
関
係
を

溌
一

的
に

規

制

し

得
る

権
力
は

乏

し
か

っ

た
｡

常
時
の

用
水

庶
が

､

主

と

し
て

賂

係
地

域
の

比

較
的
局

限
さ

れ

た

池

沼

や
小

河

川

に

求
め

ら

れ

て

い

た

こ

と

や
､

直
接

武
力
衝

突
に

お

よ

ぶ

程
の

用
水

争
論
が

､

こ

の

時
瀾
に

頻

聾
し

た

こ

と
は

､

右
の

よ

う
な

事

情
を

よ

く
も
の

が

た

っ

て

い

る
｡

慶
大
な

所

領
に

わ

た
っ

て

確
立
さ

れ

た

近

世
的
な

封

建
権
力

を

侠
っ

て
､

従
来
の

規
模
を

超
え

た

水

利
お

よ

び

耕
地
の

閲
蟄
が

可

能
に

な
っ

た

し
､

ま
た

激
し
か

っ

た

用
水

季
諭
を

安
協

せ

し

挙
る

こ

と

豊
き

た
｡

視
じ

て
､

こ

う

し

牢
過

程
を

通
じ

て
､

爪
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義
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三

十
一

三

撃

弟
二

凍

｢

封
建
領
主

権
と

別

個
な

秩
序
と

し
て

で

は

な

く
て

､

封
建
領
主

樺
が

小

農
属
を

礪
立
さ

せ

る

た

め

の

一

つ

の

補
完
條
件
と

い

う

か
､

小

農
民

が

耕
地

だ

け
で

は

十

分
に

弼
立

し

得
な
い

の

で
､

そ

の

他
の

生

産
手

段
で

あ

る

と
こ

ろ
の

水

及

び

採
草
地
を

領
主

樺
が

全

鰻
と

し
て

と

ら

え
て

､

･
そ

れ

を

村
単
位
に

利
用
さ

せ

る

と
い

う

･
(

註
田
)

よ

う
な

形
+

が

つ

ら
ぬ

か

れ

て

い

る
､

と
い

え

よ

う
｡

し

た

が
ク

て
､

村
落
共
同

饅
は

､

耕
地
を

中
心

と
し

て

み

れ

ぽ
､

一

應
自
立

的
な

私

的
所

有
者
と

し
て

の

個
々

の

小

農
民
(

家
族
)

の

結
合
と

し
て

の

性
格
を

も
つ

が
､

他

方
､

｢

水
+

を

中
心

と

し

て

み

る

と
､

既
に

述
べ

た

よ

う

に
､

そ

の

私

的
利
用
を

全

面
的
に

規
制
す
る

(

註
五
)

(

水

利
)

共
同

燈
そ

の

も
の

､

な
い

し
は

そ

れ

の

基
本

単
位

､

と

い

う
こ

と

に

な
ろ

う
｡

.

そ

し
て

､

封
建

権
力
の

稲
作
へ

の

関
心

が
､

水
に

射
す
る

統
制
力
の

親
犬
さ

に

反

映

し
､

そ

れ

が

末
端
部
に

お

け
る

共
同
髄
的
な

水
の

規
制
力
の

強
化

ノ

を

為
た

ら

す
と

す
れ

ぼ
､

そ

の

た

め
に

､

村
落
共
同

饅
の

自
立

的
小

農
民
の

結
合
と
し

て

の

側
面

は

甚
だ

し

く

制
約
さ

れ
ざ

る

を

え
一

な
い

｡

こ

の

軒
に

､

前
章

で

腐
れ

た

よ

う
に

､

あ

く
ま
で

も

狗
宜

し

た

小

脛
螢
相
互

間
の

結

合
と

し
て

成
せ

し
て

い

た

西
欧
の

村

落
共
同
髄
と
の

覇

者
な

相

異

が

あ

る
､

と
い

わ

ね

ば
な

ら

な
い

｡

(

鼓
一

)

こ

の

こ

と
ば

､

こ

ん

に

ち

で

も
､

商
品

作

物
を

栽
培

ナ
る
･
農

家
の

多
く
が

､

尭
ず

自

家
滑

費
に

向
け

る

た

め
の

食

糧
生

産
を

確
保

し
､

し

か
る

後
に

な
お

経
替

耕
地
の

傲
裕
が

あ

れ

ば
､

は

じ
め

て

商

品

作

物
を

栽

培

す
る

､

と
い

う

順

序
を

と
つ

て

い

る

事
情
に

も
､

う

･
か

が

う

こ

と

が

で

き
る
｡

(

社
二
)

渡
遠

洋
三

著
『

農
業

水

利

樺
の

軒

究
』

三

二

一

-
二

ぺ

ー

ジ

参
照

｡

渡
遵
氏

は

か

か

る

事
憑

を
､

.
｢

共

同

醸
的
水

支
配

忙

お

け

る

ア

ジ

ア

的

性

質
+

と

表

現
き

れ
て

い

る
｡

そ

れ

は
､

『

資
本
主

義
的

上( 材

生

産
に

先
行

す
る

緒
形

態
』

の

中

で
､

饅
を

基

礎
と

す
る

集
圃

的
土

地

所

有
+

通

ず

る

も
の

で

あ

ろ

う
(

『

マ

ル

ク

ス

上
､

二

土

三

-
四
ぺ

ー

ジ

参

照
)
｡

■

マ

ル

ク
ス

が

｢

東

洋

的
共

同

と

表

現

し
■て
い

る

と
こ

ろ

転

エ

ン

ゲ

ル

ス

選

集
』

■
欝
九

巷

(

註
三
)

安

息

城

盛

昭

｢

太

閤

検
地
の

歴
史

的

前

提
+

お

よ

び

｢

太

閤

検
地
の

歴

史

的

意
義
+

(

歴
史

畢
研

究
､

二
ハ

三

-
四

､

七

戟
)

､

宮

川

満
｢

郷
村

制
度
と

検
地
+

(

日

本
史

研

究
一

九

教
)

お

よ

ぴ
｢

太

閤

検
地

と

家

族

構
成
+

(

ヒ

ス

ー

サ

ア
､

入

寮
)

を

は

じ
め

と

し
て

､

眈

忙

多

数
の

螢

作

が

姿
表
き

れ

て

い

る
｡

な

お
､

一

九
五

四

年

慶
社

食

経

済
史

拳
骨
大

骨
で

は
､

や

は

り
､

太

閤

検
地
の

問

題
を

め

ぐ
つ

■て

の

共

同
討

議
が

括

硬

竺
付

わ
れ

た
｡

そ

の

記

銀

は
､

祈

究
の

現

段

階

に

つ

い

て

の

展

望

を

輿

え
て

く

れ

る

筈

で

あ
る

が

未
刊
で

あ
る
9

(

註
四
)

川

島
武

宜
･

青

島
敏

碓

鄭
談

｢

山

林
に

お

け
る

地

主

併

有

と

共

同

髄
+

(

法

律
時

報
､

二

六
番

九

故

所

載
)

に

お

け
る

青

島
氏
の

蓉

言

よ

り

引

用
｡

尤
も

文

中
の

｢

採

葛
地
+

の

問

題
は

別
の

磯

骨
に

考

え

て

み

た
い

｡



(

註
五
)

こ

こ

で

｢

基

本
単
位
+

と
い

う

理

由

ほ
､

後

に

も

述
べ

る

よ

う

に
､

水

利
共

同

健
は

多
く
の

場
合

､

い

く
つ

か
の

村

落
協
同

醍

相

互

間
に

結
ば

れ
る

除
係
と
し

て

存
在

す
る

か

ら

で

あ
る
｡

三

共
同

饅
的
利
用
を

不

可

避
と

す
る

水

利
秩
序
の

も
と

に

お

い

て

は
､

村
落
共
同

饅
の

個
々

の

構
成
員
は

､

｢

財
産
の

共
同

保
有
者
す

(

註

こ

な

わ

ち

共
同
の

財
産
の

保
有
者
と

し
て

の

他
人
と

関
係

す
る
+

こ

と
に

な

ろ

う
｡

こ

の

こ

と

が
､

自
立

的

小

農
民
の

結
合
と

し
て

の

村

落
共
同

髄
に

全

髄
と

し

て

制
約
を

輿
え
る

こ

と
は

上

述
の

ど

と

く
で

あ

る

が
､

そ

の

場
合

､

村
落
共
同
鰻
の

内
部
構
造
が

ど
の

よ

う

な

も
の

で

あ

る

か

に

よ
っ

て
､

｢

水
+

.の

共
同
健
的
支
配
が

も
つ

社
食
経

済
的
意
味
が

異
な

っ

て

く
る

筈
で

あ

る
｡

若
し

､

村
落
共

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

′ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

同
僚
が

､

自
立

的
小

農
戌
相
互

阻
の

封

等
な

資
格
に

お

け
る

結
合

で

あ

る

な

ら

ば
､

｢
.

水
+

の

共
同

鰹
的

支
配
は

､

そ

の

結
合
を

固
定

化

し
､

共
同

饅
の

分
解
を

阻
止

す
る

契
機
と
は

な

る

に

せ

よ
､

そ

の

も

と
で

の

｢

水
+

利
用
は

と

も
か

く

も

平
等
で

あ

り

得
る
｡

し

か

し
､

賓
際
に

は
､

わ

が

国
の

村
落
共
同

饅
は

､

本
来

､

右
の

ど

と

き

意
味
で

の

フ

ラ

ワ

J

な

構
成
を

も
つ

も
の

で

は

た
か

っ

冤

ヽ

農
業
水

利

に

お

け
る

共

同

鰹

窺

知

前
述
の

ご

と

く
､

村
落
共
同

鰻
は

封

建
領
主
に

よ
っ

て

貢
租
賦

課
の

単

位
た

る

機
能
を

も

埼
わ

さ

れ

て

い

た
｡

貢
租
は

先

ず
村
に

勤
し
て

賦
課
さ

れ
､

村
で

は

こ

れ

を
さ

ら
に

個
々

の

負
括
老
に

勃

付
け

､

徴
集
す
る

､

と
い

う

方
式
が

探
ら

れ
て

い

た
の

で

あ

る
｡

こ

こ

で

は

明
ら

か

に
､

村
落
内

部
に

あ
っ

て
､

貢
租
の

勃
付
と

徴

集
と
い

う

仕
事
に

つ

い

て
､

封
建
権
力
を

代
行
し

う
る

よ

う
な

カ

を

も
つ

も
の

の

存
在
が

前
掟
さ

れ

て

お

り
､

か

か

る

も
の

と

し
て

､

い

わ

ゆ

る

｢

本
官

姓
+

を

考
え

る

こ

と

が

で

き

る

で

ぁ

ろ

う
｡

検

地

が

小

農
民
の

自
立

政

策
た

る

意
義

を

も
っ

牢
こ

と

を

反
映

し

て
､

検
地

帳
に

は

硯

賢
の

耕
作
農
民

が

そ

の

保
有
耕
地

と

と

も
把

登
録
さ

れ

て

い

る

が
､

そ

の

中
に

は
､

奮
名
主

屠
の

系

譜
に

つ

な

が

る

も
の

や

地

侍
の

ご
■
と

き

有
力
た

農
民

屠
と

と

も

に
､

検
地
を

通

じ
､

封
建
権
力
に

よ
っ

て

新
た

に

自
立

的
小

農
民
と

し
て

認
め

ら

れ

た

も
の

も

含
ま
れ

て

い

る
｡

こ

の

う

ち
で

前
者
は

､

.
前
代
以

束
の

特

棲
を

失
い

つ

つ

も
､

な

お

検
地

帳
上
に

免

租
地

と
し

て

の

屋
敷
地

を

登
録
せ

ら

れ
､

そ

の

代
償
と

し
て

一

定
の

夫
役
を

負
接

す
る

と
い

う

家
格
を

持
つ

｡

彼
ら

こ

そ
､

村
内
に

お

い

て

｢

本
百

姓
+

身
分
を

保
持
す
る

屠
で

あ

る
｡

こ

れ

に

勤
し

､

後
者
は

､

｢

本

官

姓
+

の

分
家
筋
(

隠
居
)

や
､

前
代

末
以

衆
の

生

産
力
の

蟄
達

J O 3
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･で
.･･～

一

橋

静

叢

弟
三

十

三

春

希
二

教

を

基
礎
と

し
て

儲
放
さ

れ

た

隷
属
農
民

､

■
す

な

わ

ち

家
持
下

人

暦

等
よ

り

成
る

｡

彼
ら

は
一

應
猫
立
の

家
と

世

野
を

韓
つ

が
､

検
地

帳
上
に

屋

敷
地

を

登
録
さ

れ

て

は
い

な
い

し
､

ま

た
､

夫
役
負
績

も

本
百

姓
に

比

較
し
て

い

ち
じ

る

し

く

少
な
い

｡

要
す
る

に
､

彼

ら

は

耕

作
農
民
た
る

資
格
に

お

い

て

の

み
､

そ

の

自
立

性
を

認
め

ら

れ

た
の

で

あ
っ

て
､

分
家
=

隠
居
な

り

家
持
下

人

な

り

と
い

う

身
分
と

し

て

ほ
､

や

は
り

本

雪
い

し

辛
家
に

従
属
媚

挙

堺
上

の

ほ

か

に
､

名
子

･

下

人
･

門
･

譜

代

等
の

名
で

呼
ぼ

れ

る

隷
属

的
な

身
分
の

暦
が

あ

る
｡

彼
ら

は
､

検
地

帳
の

上

に

あ

ら

わ

れ

な

い
､

い

わ

ゆ

る

｢

帳
外

れ
+

で

あ

る
｡

村
落
共
同

濃
の

内
部
に

立

入
っ

て

み

れ

ぼ
､

封
建
領
主

支

配
の

秩
序
と

し
て

､

お

よ

ぞ

こ

の

よ

う

な

身
分
的

階
層
の

置

分
が

行
わ

れ

て

お

り
､

｢

本
百

姓
+

屠

は
､

い

う

ま
で

も
た

く
､

そ

の

中
核
を

な

す
｡

そ

し
て

､

貢
租
の

取

立
て

､

そ

の

他
に

つ

い

て

は
､

領
主

は

む

し

ろ

村
落
共
同

饅
内

部
に

お

け
る

身
分
階
屠
的
な

支

配
関
係
を

利
用
す
る

こ

と
に

よ

っ

て
､

農
民

支

配
を

確
賓
な

も
の

に

す

る

こ

と

が

で

き

た
｡

か

よ

う

な

事

態
の

も

と

で

ほ
､

｢

水
+

の

利
用

関
係
は

平
等
で

あ

り

得

ず
､

｢

水
+

に

お

け
る

共
同

鰻
的

規
制
は

､

特
権
的

身
分
膚
に

よ

る

村

落
支

配
の

た

め
の

葵
城
に

韓
化

し
て

し

ま

う
の

で

あ

る
｡

し
か

も

一

般
農
民

屏
に

､

そ

の

特
橿
原
に

ょ

る

支

配
を

意
識
せ

し

め

ず
､

停

滞
的

な

社
食
経
済
陶
係
の

再

生

産
を

可

能
た

ら

し
め

る

と
こ

ろ

に
､

共
同

鯉
規
制
の

異
常
な

鎖
さ

が

あ

る
､

と

い

え

よ

う
｡

■

支

配

従
属
関
係
な

い

し

権
力
関
係
の

存
在
す
る

の

は
､

単
に

村

落
共
同

鰻
内
部
に

の

み

限
ら

れ

る

の

で

は

な
い

｡

一

用

水
な
い

し

一

水

系
の

利
用
関
係
に

む

す
ぼ

れ

る

村
落
共

同

饅
相
互

間
に

も
､

厳
重

な

階
層
的

差
別
が

設
け
ら

れ

て

い

る

こ

と

が

多

い

の

で

あ

る
｡

喜
多
村

俊
夫

氏
の

研

究
に

よ

れ

ぼ
､

一

用
水
の

利
用

関
係
に

お

い

て
､

特

定
の

有
力

村
が

成
立

す

る

契
機
と

し
て

､

次
の

よ

う

(

註
三
)

た

も
の

が

指
摘
さ

れ

る
｡

す
な

わ

ち
､

河

川

腰
り

に

あ
っ

て

は
､

(

こ

村
の

地

理

的
な

位
置
が

井

堰
水

路
の

取

入
口

に

最
も

近

く
､

用
水

置

域
の

全

般
を

刺
し

得
る

場
合

､

(

二
)

井

堰
ま

た

は

水

路
の

設
置

･

開
整
に

際
し

､

特
に

何
ら
か

の

功
努

･

貢
献
の

あ
っ

た

村
､

あ

る

い

は

そ

れ

に

関
係

し

た

有
力
者
の

居
住
地
で

あ
っ

た

村
の

歩

合
､

(

三
)

用
水

国

境
中
の

大
村
で

脛
臍
力
も

大
き

小

村
の

場
合

､

な

ど

が

そ

れ

で

あ

る
｡

地
歴
り

の

用

水

国

境
に

あ
っ

て

は
､

河

川

懸
り

に

お

け

る

程

に

特
標
的

村
落
が

あ

ら

わ

れ

る

要
因

は

認
め

ら

れ

な
い

が
､

池
床
の

所

有
村

､

地

勢
の

大
部
分
が

廃
す

る

村
の

ど

と

き

は
､

や

は

り

有
力

な

地

位
を

占
め

る
｡

こ

こ

で

は
､

村
の

位

ヱ0 卓



9

置
と
い

う

よ

う

な
､

い

わ

ば

本

衆

自
然
的
な

條
件
の

作
用

も

う
か

が

わ

れ

る

が
､

そ

の

條
件
の

有
利
で

あ

る

よ

う

な

村
は

､

首
然
早

く
か

ら

開
蟄
さ

れ

た

筈
で

あ

り
､

脛
韓
的
に

も

政

治
的
に

も
､

封

建
権
力
の

重

税
す

る

と
こ

ろ
で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

ゆ

え
､

結
局

､

村

落
共
同

饅
相

互

間
の

権
利
関
係
を

規
定
す
る

も
の

は
､

個
々

の

村

落
が

封

建
権
力
に

勤
し

て

持
っ

て

い

る

重

要
性

､

す
な

わ

ち

貢
租

負
塘
能
力
の

い

か

ん

と
い

う
こ

と
に

摩
す
る

こ

と
に

な

る
｡

徳
川
中

期
前
後
か

ら

は
､

+

方
に

港
漑

･

治

水

技
術
の

蟄
展
が

あ

り
､

他

方
に

は
､

貢

粗
放

入
の

一

盾
の

増

大
が

要
請
さ

れ

ざ

る

を

え

な
い

程
に

領
主

財
政
の

窮
迫

が

進
ん

だ

た

め
に

､

新
田

開

蟄
､

し

た

が
っ

て

ま
た

水

利
の

開

襲
は

い

ち

じ

る

し
∵

く

大
規
模
に

進
め

ら

れ

る
｡

そ

の

過

程
に

お

い

て

ほ
､

不

可

避
的
に

既
存
の

水

利
秩

序
に

封
す
る

影
響
が

生

じ

て

く
る

の

で

あ

り
､

そ

れ

は
､

し
ば

し

ば

｢

水
+

の

配
分
を
め

ぐ
る

村
落
問
の

摩
擦

･

掛

率
と
た

っ

て

表

面

化

す
る

｡

か

よ

う
な

封
抗

自
饅
は

ま

た
､

そ

れ

ぞ

れ

の

村
落
に

お

け

る

共
同

應
的

結
束
を

強
化

す
る

作
用
を

す
る

｡

す

な

わ

ち
､

村

落
内

部
に

複

雑
な

身
分
階
屠
を

含
み

な

が

ら

も
､

相

手

村
に

勤

し

自

村
の

権
利
を

確
保
し
ょ

う
と

す
る

､

い

わ

ば

封
外

的
な

保
件

が
､

村

落
共
同

鰹
と

し
て

の

統
一

を

促
が

す
の

で

あ

る
｡

】

方
､

農
業
水

利
に

お

け

る

共

同

腔

規

則

摩
擦

･

紛

争
に

野
す

る

辟
紆
は

､

官
尊
者
達
と

同

じ

水

利

共
同

鮭

に

所

属
す
■
る

第
三

者
の

調
停
に

よ
っ

て
､

あ

る

い

は

直
接
に

封

建

領
主
か

ら

の

裁
決
を

侠
っ

て
､

み

ち

び
き

出
さ

れ

る
｡

こ

こ
.
で

第

三

者
と
い

う
の

は
､

通

常
､

常
該
水

利
秩
序
に

お

い

て

最
も

有
力

な

地

位
を

保
持
す
る

村
､

す
な

わ

ち

｢

井

元
+

と
か

｢

井

親
+

庖

ど

と

辞
さ

れ

る

も
の

あ

代

表
者
で

あ

る
｡

そ

し
て

､

摩
擦

･

掛

率

の

解
決
は

､

｢

井

元
+

な

り

領

主
な

り

の

権
力
支
配
の

基
盤
た

る

啓

来
の

水

利
秩
序
と

矛

盾
し
な
い

方
向
に

治
っ

て

行
わ

れ

る

の

で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

解
決
策
は

､

技
術
的
に

み

て

合
理

的
な

も
の

と

は

限
ら

な
い

｡

規
準
と
な

る

の

は
､

技

術
的
合
理

性
で

あ

る

よ

り

は
､

む

し

ろ

偉
溌
的

秩
序
=

慣
行
の

維
持
な
の

で
.
あ

る
｡

慣
行

が
､

共
同

優
良
の

間
で

自
治

的
に

と
り

き

め

た

秩
序
に

聾
す
る

の

で

は

な

く
､

領
主

権
力
に

よ

る

｢

上
か

ら
+

の

決
定
な
い

し

認
可

と
い

う
こ

と

に

依
接
し

て

権
威
を

も

ち

う
る

と
こ

ろ

に
､

そ

の

階

級
的
な

性
格
を

う
か

淋

う
こ

と

が

で

き

渇

の

で

あ

る
｡

そ

し
て

､

領

主

み

ず
か

ら
の

裁
決

､

あ

る

い

は

領
主

権
力
を

背
景
に

も
つ

井

元

な

ど
の

調

停
に

よ

る

議
定
な

ど

が
､

こ

ん

に

ち

に

お

い

て

す
ら

､

水

利
園
係

に

お

い

て

な

お

親
カ
な

規
定
カ
を

持
っ

て

い

る

事

賓

は
､

慣
行
を

存
韓
せ

し

め

る

融
合
的

基
盤
が

い

か

に

板
張
い

も
の

J O ∂



∴
.

L
八

.

盛
■J
ハ

.■

･
-■山`

㌧

･
､

1

11
-

ノ

一

橋

鎗

叢

第
三

十
三

巻

弟
二

凍
(

註
四
)

1 0

で

あ

る

か
､

を

も
の

が

た
っ

て

い

る

よ

う
で

あ

る
｡

〔

鼓
一

)

マ

ル

ク

ス

､

前

掲

書
､

二

二

四
ぺ

ー

ジ
｡

(

註
二
)

徳
川

中

期
以

降
､

こ

う
し

た

徒
属
的

位

置

に

あ
っ

た

暦
の

中

か

ら
､

若

干
の

も
の

は

商
品
･

貨
幣
経

済
尊
展
の

故

に

乗
っ

て
､

｢

本

官

姓
+

へ

上

昇
特
化

し
て

ゆ

く
｡

宮
川

溝
氏

は
､

前

掲

単

作
に

お

い

て
､

.
近

世

初

期
に

お

け
る

検
地

帳

登

録
者

が

直

接
耕

作

横
断

有

農
民

で

あ

る

の

に

勤
し

､

名
寄
校

名

講
人
は

年

貢

徴
集
樺
を

認

め

ら

れ

た

有
力

農
民

に

限

ら

れ
､

後
者
の

み

が
.
い

わ
ゆ

る

｢

本
官

姓
+

で

あ
っ

た
､

と

す
る
｡

そ
れ

に

も

か

か

わ
ら

ず
､

ほ

ぼ

寛
文

･

延

賓
年

代
を

劃
期

と

し
て

､

両

者
の

内

容
が

一

致

す
る

に

至
っ

た
の

は
､

.
こ

の

間

に
､

初

期
忙

お

い

て
､

検
地

帳

上
忙

登

鎖
さ

れ

な
が

ら

も

な
お

相

数

的
忙

自
立

性
に

乏

し

か
っ

た

者
の

申

か

ら
､

蕎
名
主

屠
に

つ

ら

な

る

′

有
力

農
民

に

匹

敵
す
る

程
忙

成
長
し

､

｢

本
官

姓
+

屠
忙

上

昇
韓
化

す

る

も
の

が

生

れ
て

来

た
か

ら

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

鮎
に

つ

い

て
､

矢

木

明

夫
｢

徳
川

期
農
村

構
造
の

把

握
に

つ

い

て
+

(

東

北

大

畢
経

済
草
食

『

経

済
畢
』

二

六

併

収
)

ほ
､

き

わ

め

て

示

唆

深
い

｡

な

お
､

近

世

初
期

農
村

構
造
忙

つ

い

て

は
､

安

長

城
､

宮
川

.
氏

等

の

前

掲
螢

作
仁

多
く

擦
っ

た
｡

(

堅
ニ

〕

喜
多
村

俊
夫

『

日

本
港
漑
水

利

慣
行
の

史

的

併

究
』

二

〇
八

ぺ

ー

ジ

以

下

蓼
用

｡

(

鼓

四
)

水

静
忙

執

す
る

衛
生
の

裁
許

炊
が

､

い

わ
ゆ

る

｢

お

墓

付
+

と
し
て

､

特
忙

特

樺
的

な

水

利

支
配

力
を

持
つ

射
で

､

安
物
敬
い

を

亨

れ
て

い

る

例
は

無

数
に

存
す
る
｡

ひ

と

く
ち
に

､

｢

水
+

の

共
同
健
的

規
制
と
い

っ

て

も
､

そ

の

具

髄
的
な

内
容
ほ

も

と

よ

り

き

わ

め

て

多

様
で

あ

る

.
｡

矢

木
明

夫

氏

は
､

農

業
上
の

用
水
を

め

ぐ
っ

て

共
同

煙
が

形
成
さ

れ

る

場
合

､

｢

水

利
共
同
饅
+

と
い

う

も
の

が
一

つ

形
成
さ

れ

る

と
い

う
の

で

な

く
､

普
通

→

用

水
+

と

し
て

親
括
さ

れ

て

い

る

事

柄
の

内

容
の

細
目

毎
に

共
同

饅
規
制
が

作
用
す
る

旨
を

指

摘

さ

れ

る
｡

そ

こ

で
､

氏
は

､

用
水

上
の

共
同

饅
の

諸

規
制
を

形
成
す
る

契
機
を

､

用

配
水
の

側

面
と

管
理
の

側

面

と
に

大
別
さ

れ
､

さ

ら

に

前
者
を

平

時
と

渇
水

期
に

､

ま
た

後
者
を

水

瀕
地

管
理

､

用
水

路
管
理

､

施
設
管
理
に

分
類
す
る
｡

次
い

で
､

か

か

る

細
目

分
類
に

し

た

が

っ

て
､

南
部
藩
焼
山

村
に

お

け
.
る

水

利
粗
放
の

克
明
な

分
析
が

行

(

註

こ

わ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

が
､

こ

こ

で

は
､

氏
の

分
析
の

成
果
に

基

き

な

が

ら

も
､

問
題
を

ヤ

ヤ
ー

放
任
し

た

形
で

述
べ

て

お

こ

う
｡

先
ず

､

平

時
に

お

け
る

用
配
水
の

問
題
は

､

同
一

水

流
を

利
用

す
る

も
の

の

問
で

､

水
の

量
を

ど
の

一
よ

う
に

分
け

合
う
か
■､

そ

の

分

水
を

賓
際
に

い

か

な
る

手

段
で

資
現

す
■
る

か
､

と
い

う
こ

と
で

あ

ろ

う
｡

び

と
つ

の

水

利
秩
序
を

構
成
す
る

村
落
共
同

餞
相

互

間
に

J 甜

)
し



お

け
る

水
の

分
配
割
合
が

､

そ

れ

ら

村
落
間
の

力
関
係
を

基
礎
に

し

て

決

定
さ

れ
る

こ

と

は
､

既
述
し

た

と
こ

ろ
か

ら

容

易
に

判
断

さ

れ

る

で

あ

ろ

う

し
､

そ

れ

は

個
々

の

村

落
内

部
に

お

け
る

分
配

関
係
に

つ

い

て

あ
､

ほ
ぼ

同
様
と

み

て

よ

い

の

で

ぁ

る
｡

そ

し
て

､

そ

う

し
た

分
配
の

割
合
を

具

饅
的
に

賓
現

す

る

た

め

に

は
､

分

木
･

分
木
石

･

分
水

桝

等
々

の

施
設
ヤ

､

水

路
の

幅
や

取

入
口

の

構
造
を

〓
疋

の

規
模
に

制
限
す
る

､

と
い

う
よ

う
な

方
策
が

行
わ

れ

る
｡

か

か

る

方
策
を

通
じ
て

､

先
ず
村
を

単
位
と

し
た

水

量
が

輿
え

ら

れ
､

そ

れ

が
､

村
落
内
部
の

さ

ら
に

細

分
さ

れ
た

組
織
を

通

し
て

､

個
々

の

水
田
へ

配
水

さ

れ

る

の

で

あ

る

が
､

そ

の

場
合

に

も
､

も

ち

ろ

ん

水
田

一

枚
毎
の

引
水

量
が

､

引
水

口

の

口

径
の

制
限
等
に

よ
っ

て

規
定
さ

れ

る
｡

し
た

が
っ

て
､

個
々

の

農
家
に

と
っ

て

は
､

水

は

所

定
の

量
と

し
て

輿
え

ら
れ

た

も
の

で

あ

り
､

し
か

も
､

他

面
で

は

配
水
の

順
序
に

よ

る

規
制
も

あ
っ

て
､

そ

の

自

主

的
な

利
用
は

許
さ

れ

な
い

｡

彼
ら

の

稲
作
は

､

輿
え
ら

れ

た

水

量
と

､

そ

れ

が

配
水
さ

れ

る

時
期
に

適
合
し
て

行
わ

れ

ね

ぼ

な

ら

な
い

の

で

あ

る
｡

村
落
の

支

配
者

屠
(

本

百

姓
)

と
い

え

ど

も
､

か

か

る

規
制
に

服
せ

ざ

濁

を

え

な
い

の

で

あ

る

が
､

そ

れ

ら

用

配

11

水
の

秩
序
を

維
持

･

存
蹟
せ

し

め

る

た

め
の

諸

磯
能
を
･
振
る

も
の

農
業
水

利

托

お

け
る

共
向
億
劫
則

は
､

彼
ら

自
身
に

ほ

か

な

ら

な
い

の

で

あ

る
｡

む
し

ろ
､

彼
ら

み

ず
か

ち
が

共
同

饅
成
員
で

あ

り
､

そ

の

共
同

懐
内
部
の

規
制
に

従

っ

て

い

る

と
い

う

尊
貴
が

､

共
同

懐
の

｢

支
配
者
+

で

あ

る

側
面

を

蔽
い

か

ぐ
し

､

代
表
者
=

惣
代

的
な

側

面
を

強
く

浮
び

あ

が

ら

せ

る

こ

と

に

役
立
.つ

､

と
い

え

よ

う
｡

上

述
の

よ

う
な

用
配
水

関
係
に

お

け
る

規

制
が

､

と
り

わ

け

薪

著
に

あ

ら

わ

れ

る

の

ほ
､

渇
水
の

時
期
に

お

い

て

で

あ

る
｡

水

量

不

足
の

程

度
が

比

較
的
軽
い

象
合
に

ほ
､

所

定
の

水

量
を

一

律
に

年
波
せ

し

め
る

｢

年
懸
+

､

と
い

う
よ

う
な

措
置
が

と

ら

れ

る

が
､

渇
水

が

甚
だ

し

く

な
っ

た

際
に

は
､

分
水

量
を

時
間
的
に

制
限
す

る

｢

香
水
+

が

行
わ

れ

る
｡

そ

れ

は
､

｢

同
一

水

流
か

ら

引
水

す
る

数
個
の

権
利
者
の

間
の

争
議
を

未
然
に

防
止

す
る

た

め
に

､

用
水

を

公

平
に

分
配
し
､

水

田
に

用
水
の

不

足
を

生

ぜ

し

め

な
い

こ

七

を

目

的
と

し
て

､

一

定
の

時
間
と

一

定
の

順
序
に

よ
っ

て
､

秩
序

正

し

く

引
水

す
る

制
度
+

で

あ

り
､

｢

足
り

な
い

水
を

､

す
べ

て

の

利
用

者
が

互

譲
し

て

利
用

す

る

こ

と
を

趣
旨
と

す
る
+

筈
の

も
の

(

註
二
)

で

あ

る
｡

し
か

し
､

牛
懸
や

香
水
の

必
要
が

､

ど
の

程
度
の

渇
水

時
に

生

ず
る

か
､

に

つ

い

て

客
観
的
な

規
準
を

定
め

る

L

と

は

決

し
て

容
易
で

は

な
い

｡

水

利
條
件
の

惑
い

所
に

位
置
す
る

耕
地
の

抑

甘

･旧

▲戸‥

+



一

括

卦

算

啓
三

十
三

拳

夢
二

蟹

招

保
持
者

望
屍
軽
度
の

渇
水

で

さ

え
＼

そ

の

よ

う

な

措
置
に

よ

る

最
低
限
の

水
の

確
保
を

要
請
す
る

で

あ

ろ

う
｡

そ

の

結
果
は

､

よ

り

條
件
の

良
い

位
置
の

耕
地

保
持
者
に

封
し
､

年
懸
ヤ

香
水
へ

の

切

替
え

を

｢

懇
願
+

す

る
､

と
い

う

形
に

な

ら

ざ

る

を

え

な
い
｡

こ

の
…

関

係
は

､

村
落
相

互

間
に

も

あ

ら

わ
れ

る

し
､

村
内
部
の

さ

ら

に

細
分
さ

れ

た

単

位
=

組
の

問
に

も
あ

ら

わ

れ

る
｡

こ

れ

が

村

落
間
の

､

あ

る

い

は

村
落
内

部
の

階
層
構
造
と

む

す
び
つ

い

て
､

そ

れ

ら
の

措
置
が

支
配
者

屏
の

｢

思

惑
+

と

し
て

行
わ

れ

る
｡

し

た
が
っ

て
､

年
腰
や

香
水

が

賢
施
さ

れ

て

も
､

特
権
暦
が

例
外
的

に

多

く
の

水

を

確
保
で

き

る

場
合
が

多
い

の

で

あ

る
｡

年
懸

･

香
水
の

箕
雄
に

は
､

い

う

ま
で

も

な

く
､

厳
重

な

規
律

遵
守

が

要
求
さ

れ

る
｡

そ

の

監
視
に

あ

た

る

水

番

人

(

焼
山

村
で

■
堰
子

と

解
さ

れ
る
)

に

は

強
力
な

権
限
が

輿
え

ら

れ
､

関
係

地

域

の

耕
作
者
ほ

す
べ

て

こ

れ

に

服
従
せ

ね

ぼ

な

ら

な
い

｡

し

た

が
っ

て

ま
た

､

水

番
人

は

｢

そ

の

耗
封
的

権
利
を

行
使

し

う
る

に

ふ

さ

(

註
三
)

わ

し
い

資
格
を

待
っ

た

人

間
で

な

く
て

拉
な

ら

な
い

+

こ

と
に

な

ろ

う
｡

煙
山

村
に

お

け

る

堰
子

夫

役
が

､

高
持
犀
の

み

に

よ
っ

て

行
わ

れ
､

特
に

特
定
の

特
高
の

多
い

豪
が

多

く
の

堰
子

夫

役
を

出

し
て

い

る
■の

は
､

こ

の

間
の

事

情
を

示

し
て

い

る

よ

う
に

思

わ

れ

る
｡

し

か

も
､

堰
子

を

多

く

出
す
と
い

う
こ

と
そ

れ

自
鰻
は

､

.
共

同

懐
の

成
員
に

と
っ

て

は
､

や
は

り

｢

恩

意
+

と

し

て

作
用
す
る

｡

な

ぜ

た

ら
､

か

か

る

堰
子

夫

役
に

よ
っ

七
の

み
､

年
懸
ヤ

香
水
の

(

註
四
)

秩
序
が

維
持
さ

れ

得
る

か

ら
で

あ

る
｡

秩
序
の

違
反
者
に

射

し
て

ほ

制
裁
が

加
え

ら

れ

る
｡

そ

れ
は

､

共
同

饅
の

名
に

お

い

て
､

配

水
を

停
止

す
る

か
+

あ

る

い

は
､

配
水
の

順
序
に

規
定
さ

れ

て

形

成
さ

れ

る

田

植
時
の

共
同

労
働
(

ゆ
い

の

組
織
)

の

封
負
か

ら
､

違
反
者
の

耕
地

を

除

外
す

る
､

と
い

う
よ

う
な

形
で

行
わ

れ

る

の

で

あ

る
｡

か

か

る

制
裁
を

受
け
た

雷
尊

者
は

､

事
資
上

栢
作
生

産

が

不

可

能
に

な

り
､

延
い

て

は
､

直
接
に

そ

の

生

活
を

脅
か

さ

れ

る

こ

と
に

な

ら

ざ
る

を

え
な

い
｡

こ

こ

に
､

｢

水
+

の

共

同

饅
的

親

制
が

､

い

か

に

個
別

農
家
の

自
虐
を

制
約
し
て

い

る

か

が
､

■

最
も

如
賓
に

う
か

が

わ

れ

る

の

で

あ

る
｡

維
持
管
理
の

側

面
に

眼
を

韓
じ

七

う
｡

河

川

港
漑
の

場
合
に

､

そ

の

水

量
を

確
保
す
為

た

め

の

水

溶
地

管
理

は
､

き

わ

め
て

重

要

な

仕
事

と
.
な
る

が
､

問

題
と

し
て

は

む

し
ろ

山

林
に

か

か

わ

る

と

(

註
五
)

こ

ろ

が

多
い

｡

｢

水
+

に

直
接
関
係

す
る

の

は
､

や

は
り

用

水

路
お

よ

び

施
設
の

管
理
で

あ

る
､

と
V ､

つ

て

よ

い

で

あ

ろ

う
｡

用

水

路

の

維
持
管
理
の

中

心
を

な

す
の

は
､

年
々

琴
田
に

引
水

す
る

に

先

J ∂&

帯
l､町

‥
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立

ち
､

用

水

路
全

鰻
に

わ

た
っ

て

行
う

堰
普
請
で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

多

く
の

場

合
､

関
係
村

落
そ

れ

ぞ

れ

の

｢

村
中

絶
出
+

の

無
償
努

力
に

よ
っ

て

行
わ
れ

､

｢

水
+

の

共
同

鰻
的
所

有
の

側

面

を

明

確
に

す
る

も
の

で

あ

る
｡

特
に

､

■
こ

の

場
合
に

掟

供
さ

れ

る

努
力
は

あ

く
ま
で

も
､

公
共
物
た

る

水

路
全

饅
の

維
持
の

た

渦
に

投

下
さ

れ

る

の

で

あ
っ

て
､

努
力
提

供
者
た
る

耕
作
農
民
の

経
営
な
い

し

土

地

保
有

規
模
に

應
じ

た

努
力
割
首
が

行
わ

れ

る

の

で

は

な
い

｡

各

戸
平
等
に

一

人

ず
つ

出

役
す
る

､

と
い

え

ぼ

公
平
の

よ

う
に

み

え

る

が
､

下

層
農
家
の

側
か

ら

す

れ
ぼ

､

自
己
の

水

田

経
営
規
模
に

ふ

さ

わ

し

く

な
い

多

量
の

用

水

労
働
を

強
い

ら

れ

る

こ

と
に

な

ろ

う

(

し

た

が
っ

て

ま

た
､

上

膚
農
家
の

側
か

ら

み

れ

ぼ
､

事
情
は

逆
忙

な

る
)

｡

煙
山

村
の

場
合
の

よ

う
に

､

一

井

堰
に

結
ぼ

れ

る

三

つ

の

組
が

｢

一

緒
に

山
の

棍
の

方
か

ら

下

流
に

向
っ

て
(

普
請
を
)

ヤ
っ

て

く
る

｡

上

流
の

老
は

自
己
の

圃
係
の

あ

る

所

迄
で

ヤ
め

る

(

註

こ

…

…
+

と

い

う
こ

と
に

な

れ

ぼ
､

右
の

よ

う

な

事

情
は

最
も

明

確

な

形
で

う
か

が

わ

れ

る

の

で

あ

る
｡

施
設
管
理
の

た

め
の

努
力

､

挙
る

小

は

費
用
の

負
括
に

つ

い

て

も
､

ほ

ぼ

同

様
の

事
態
を

指
摘

で

き

る

で

あ

ろ

う
｡

以

上
､

｢

水
+

の

共
同

髄
規
制
が

現

箕
忙

機
能
す

る

諸
局

面
を

手

渡
背

水

利

忙

ぶ

け
る

廣

同
債
裁
判

わ

め
て

大

雑
把
に

述
べ

て

み

た

が
､

水
田

稲
作
に

お

け

る

｢

水
+

が
､

そ

れ

自

饅
は

共
同

饅
的

所

有
の

形
を

と
り

な

が

ら
､

資
際
に

は

村
落
共
同

饅
内
部
お

よ

び

共
同

髄
相
互

間
の

､

身
分
階
層
的

な

支
配
圃
係
の

固
定
化

と

再
生

産
に

役
立

ち
､

そ

れ

が

ま

た
､

自
由

た

農
民

的
土

地

所

有
の

展
開
を

強

く

拘
束

す

る

に

至
っ

た

事

情

は
､

ほ

ぼ

了

解
し

得
る

と

思

う
｡

(

註

こ

矢

木

明

夫
｢

南

部
藩
焼

山

射
水

利

組

織
に

つ

い

て
+

(

東

北

大

畢
経

済
拳
骨

『

経

済
畢
』

二

八

額
)

蓼

購
｡

こ

れ

は
､

中

村

善
治

氏

を

中
心

と
し

て

行
わ

れ
て

い

る

痙

山

村

共

同

調

査
の

報
告
の

一

部
を

な

す
も
の

で

あ

る
｡

同

調

査

は
､

｢

村

落
共

同

健
の

基

礎

と
な

る

諸

侯
件
の

検
出
を

目

標

と

し
､

歴

史

的

な

展

望
の

■た
め

に

封
建

的

村

落

共

同

腱
に

ま

ず
中

心

を

置
い

て
+

行

わ

れ
､

眈
に

注

目

す
べ

き

成

果

を

示
し

っ

つ

あ

る
｡

(

鼓
二
〕

渡
遵

洋
三

､

前

掲
書

､

二

六

六
ぺ

ー

ジ

参

照
｡

(

註
三
〕

同

右
､

二

九
二

ぺ

ー

ジ
｡

(

箆

四
)

矢

木

明

夫
､

前

掲
報

告
､

一

五

七

1
入

ぺ

ー

ジ

蓼

周
｡

(

註
五
)

こ

の

新
忙

つ

い

て
､

盟

山

村

調

査

報
告
の

一

部
を

な

す
､

安

孫
子

麟
･

菅

野

俊
作

｢

幕
末
に

お

け
る

水
ノ

日

宵

山
と

村

落
構
造
+

(

東

北

大

畢
経

済
草

食

『

経

済
畢
』

二

九

壊
)

に

詳
し

い

｡

(

註

六
)

央

未

明

夫
､

前

掲
報
告

､

二
二
ぺ

ー

ジ
｡

五

_J α)

k■ .
′

邑
ナ､
毎

｢
′一

+



+

り
､砧
領

退
W

パ

【

那

パ

リ
‥

小
い

山
下
+

忘
…

叩

∵
甥
ポ

･
1

∵

で
,

㌧
セ

ノ

バ→
∴

ム

サ

.二
∴

七

.■･

≠

√

一几

巧
′ア

ナ
一

′

｢

㌦

肝

静

鼓

昇
三

十

三

各

界
二

軍

村
落
共
同

饅
の

フ

ラ

グ

ー

で

な
い

､

身
分
階
屠
的
な

構
成
と

ゝ

｢

水
+

の

共
同

饅
的
利
用

関
係
が

結
合
し
て

､

前
者
の

特
定
層
が

共
同

髄
的

規
制
を

掌
起

し
､

村

落
共
同
饅
の

支
配
者
に

た

る
､

と

い

う

形
は

､

栢
作
に

お

い

て

｢

水
+

が

基
本
的
生

産
手

段
で

あ

る

か

ら

に

ほ
､

ヤ

は

り
､

｢

地

主

的
+

と

呼

ぼ
れ

る

べ

き

で

あ

ろ

う
｡

特
に

､

領
主

権
力
が

崩
虚
し

た

後
に

は
､

村
落
共
同

盤
内

部
に

お

け

る
､

か

か

る

支

配
者
屏
の

存
在
は

猫
自
性
を

加

え
､

そ

の

階
暦

関
係
に

お

け

る

地

位
は

上

昇
し

た
の

で

あ

る
｡

一

方
､

徳
川

中

期
以

降
､

商
品

･

貨
幣
経
済
の

農
村
へ

の

琵
透

に

封
應
し

て
､

上

述
の

ど

と
き

共
同

濃
規
制
か

ら

は
､

比

較
胡
自

由
な

地

帯
に

､

商
品
生

産
的
農
業
が

次
発
に

襲
展
し
て

ゆ
く

｡

こ

れ

に

封
し

封

建
権
力
ほ

､

特
権
的

商
菓
資
本
の

機
能
を

通
じ

､

流

通
面
か

ら

こ

れ

を

抑
え
る

策
に

出
た

｡

｢

直
接
生

産
者
の

反
抗

は

各
地

で

強

烈
で

あ

る

が
､

最
も

生

産
力
の

費
展
の

著
し
い

畿
内
に

お

い

て

す
ら

.

権
力
の

基

礎
を

ゆ
る

が

す
だ

け
の

政

治
力
を

生

む

地

盤
と

し
て

臥

新
し
い

生

産

関
係
を

作
り

出
し
て

は
い

な
い

｡

農

民
中
よ

り

襲
生

し
た

在
郷
商
人

は
､

新
し
い

生

産
様
式
の

上
に

生

産
者
と

し
て

の

展
開
の

途
を

選
ぶ

よ

り

は
､

商
業
資
本
と

し

て

特

権
化

し
､

或
は

小

額
壬
の

財
政

的

破
綻
に

介
入
し
て

､

封

建
的
な

搾
取
の

代

行
者
と

な

り
､

そ

の

間
に

昆
ら

年
貢
に

特
化

し

う
べ

き

(

鞋
一

)

部
分
の

取

得
者
と

な
っ

て

い

く
｡

+

か

よ

う

な

屏
が

､

流
通

面
の

規
制
か

ら

段
落
し

て

ゆ

く

直
接
生

産
者
の

土

地

を

集

中

し

て

ゆ

く
､

と
い

う

形
で

､

｢

寄
生
+

地

主
が

生

れ

て

く
る
｡

こ

れ

ほ
､

辟

作
を

中

心

と

す

る

偉
溌
的
な

農
業
生

産
を

､

共
同

懐
規

制
の

掌
起

を

通
じ

て

維
持
し

､

村

落
共
同
饅
を

支
配
し

て

ゆ

く

履
と
ほ

範
疇

を

異
に

す
る

､

と
い

わ

ね

ぼ

な
ら

な

い
｡

し
か

し
､

明

治
期
に

入

っ

て
､

地

租

改

正

を

通

じ
､

耕
作
者
資
格
に

封
す

る

地

主

資
格
の

墜
倒
的

優
位
が

確
立
さ

れ

た

後
に

は
､

後
者
の

中

か

ら

も
､

村
落

共
同

髄
の

支

配
を

足

場
と

し

な
が

ら
､

純
然
た

る

寄
生

的

大
地

主

に

上

昇
･

嘩
化
し

て

ゆ

く
も
の

が

砂
か

ら

ザ
ぁ

ら

わ

れ

る
｡

彼
ら

は
､

そ

の

よ

う
に

上

昇
し
っ

つ

も
､

な

お

そ

の

下

に
､

村

落
共
同

饅
の

支
配
者
屠
を

､

大
土

地

支
配
の

た
め
の

下

部
機
構
に

組
入
れ

て

ゆ
く
の

で

あ

る
｡

寄
生

地

主
の

靡
絶
と
い

う

農
地

改

革
の

措
置
が

､

共
同

饅
的

規

制
の

稀
薄
に

な
っ

た
､

あ

る

い

は

滑
滅
し
た

特
定
の

地

域
で

一

應

(

註
二
)

一
｢

地

主

別
の

清
掃
+

の

様
相
を

示

し
て

い

る
一

方
で

､

廣
汎
な

､

稲
作
農
業
を

中

心

と

す
る

地

帝
で

､

寄
生

的
大
地

主
の

消

滅
に

も

か

か

わ

ら

ず
､

な
お

､

自
由
な
｢

農
民

的
土
地

所

有
+

を

阻
む
｢

地

Jヱα



圭
制
+

の

支

配
を

静
め

得
る

の

は
､

改

革
が

｢

地

主

制
+

の

基
般
皿

と

な
っ

て

い

る

｢

水
+

の

問
題
に

手
を

鰯
れ

な

か
っ

た
た

め

で

あ

る
､

と
い

っ

て

も

よ
い

の

で

あ

る
｡

(

鞋

こ

青

島
敏

雄
･

永

原

慶
二

者
『

商
品

生

産
と

寄
生

地

主

制
』

-

○
ぺ

ー

ジ
｡

(

註
二
)

例

え

ば
､

農
林

省
京
都

農
地

事
務

局

『

農
地

改

革
に

よ

る

農

村

襲
貌
調

査
』

の

ど

と
き

を

参
府

｡

一
ェ

一
▲

一

▲

農
薬
水

利
に
′
お

け

,

共

同

牡
親
風

+




