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晴

代

山

西

.の

村

.と

里

甲

制

中

村

治

兵

衛

は

し

が

き

本
稿
は
清
代
山
西
の
地
方
志
四
九
部
を
用
い
'
同
省
の
緊
落
と
し
て
の
村
と
里
甲
制

の
問
題
を
追
究
し
た
も
の
で
あ
る
｡
ま
ず
山
西
の
村
荘

の
大
き
さ
を
ば
曲
沃
鯨
の
村
落
戸
口
調
査
を
例
と
し
て
さ
ぐ
り
'

つ
い
で
こ
の
村
荘
か
ら
税
役
を
徴
収
す
る
た
め
に
編
成
し
た
里
甲

坊
里

都
甲

郷
都

所
村
な
ど
の
農
村
統
治
組
織
を
み
'
こ
の
仕
組
が
ど
の
よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
を
主
と
し
て
村
荘
と
の
関
連
か
ら
究

明
L
t
更
に
里
-

甲

都
-

甲
制
の
税
役
上
に
お
け
る
役
割
と
意
義
を
ば
'
清
末
陽
曲

趨
城

扮
陽

三
解
の
事
例
を
中
心
と
し
て
考
察
す

①

る
｡

い
つ
も
の
こ
と
乍
ら
'
所
蔵
固
書
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
東
洋
文
庫

東
大
東
洋
文
化
研
究
所
に
謝
意
を
表
す
る

｡

′

;

清
代
山
西
に
お
け
る
村
落
の
名
稀
は
'

一
般
に
程
家
村

東
窟
荘
と
か
李
家
社

清
子
里
ま
た
孔
家
壁

西
段
屯

問
家
督

大
牛
店

東

張
案
の
よ
う
に
'
村

荘

証

里

壁

屯

営

店

菜
そ
の
他
酪

騨

端

道

開

院

堂

塔
と
い
っ
た
名
稀
を
と
る
ほ
か
'

李
家
山

荘
兄
上

陳
家
晴

王
家
披

小
峯
頭
の
よ
う
に
山
に
関
係
す
る
山

上

裕

披

頭

岩

峯

嶺

崖

岡

角

噴

富

雄

岐

底

坪

掌

凹

窪

境
と
い
っ
た
名
栴
を
と
亮
も
の
が
あ
り
､
さ
ら
に
声
家
帯

揚
家
井

武
家
潜
と
い
っ
た
よ
う
に
'
水
に

関
係
す
る
薄

井

潜

流

河

港

灘

堰

水

潤

渡

橋

梁

硬

滑
と
い
っ
た
名
稀
を
も
つ
ほ
か
'
地

林

樹

図

南
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陰

斜
な
ど
が
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
た
と
え
ば
'
道
光

新
修
陽
曲
解
志
巻

一
-
二
輿
地
囲
上
下
に
よ
っ
て
村
落
名
を
し
ら
べ
る
と
､
村
と
名
の
つ
ぐ
も
の
は
七
二
≡

村
の
う
ち
三

二
ハ
ケ
村
で
全
鮭
の
四
三
%
'
こ
れ
に
つ
ぐ
の
は
造
か
に
数
が
少
-
て
荘
四
九

溝
四
七
で
あ
り
'
そ
の
他
に
は
山
二
二

上

1

九

頭

1
六

硲

二

一

披

〓

里

二

等
で
あ
る
O

さ
て
顧
炎
武
は
天
下
郡
国
利
病
書
巻
四
五
山
西
に
お
い
て

｢
山
西
は
土
府
せ
､
民
貧
し
く

村
は
細
か
な
り
｣

(保
徳
州
志
)
と
の
べ
て
い

る
が
'
山
教
の
多
い
山
西
省
で
は
民
国
以
後
も
黄
河
流
域

大
平
原
の
衆
落
と
は
異

っ
て
零
細
な
緊
落
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
'
こ
れ
が

一

の
特
徴
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
こ
に
清
代
山
西
の
地
方
志
の
う
ち
か
ら
'
今
ま
で
に
蒐
集
し
得
た
村
落
の
戸
口
数
を
明
か
に
し
て
い
る
八
願
の
例
を
紹
介
す
る
｡
即
ち
山

西
南
部
解
州
地
方
の
市
城

安
邑

平
陸

夏
牌
'
平
陽
府
の
聞
喜

曲
沃
'
東
南
部
審
安
府
の
長
治

(
大
原
府
を
中
心
と
す
る
中
部
地
方
の

事
例
を
欽
-
の
は
憤
憾
だ
が
)
､
と
ん
で
北
部
の
大
同
で
あ
る
｡
州
牌
志
の
戸
口
の
候
に
み
え
る
村
も
し
-
ほ
村
在
は
戸
口
集
計
の
一
単
位
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
'
果
し
て
こ
の
村
と
い
う
も
の
が
人
文
地
理
上
の
罪
落

(
自
然
村
)
を
さ
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
'
い
ち
お

ぅ
疑

っ
て
み
兎
-
て
ほ
な
ら
な
い
.
つ
ま
り
戸
口
集
計
上
の
便
宜
か
ら
幾
つ
か
の
宋
落
を

一
村
に
ま
と
め
て
報
告
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
は
し

㊨

な
い
か
'
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い

.

し
か
し
こ
こ
で
紹
介
す
る
数
願
の
事
例
は

(
ど
-
零
細
な

1
0
戸
以
下
の
緊
落
を
大

き
な
釆
落
に
併
せ
て
集
計
報
告
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
が
全
-
無
い
と
は
云
え
な
い
が
)
現
賓
に
存
し
た
衆
落
を
大
股
に
お
い
て
と
ら
え
た
も

の
と
み
て
よ
か
ろ
う
｡
以
下
の
論
述
は
こ
の
前
提
の
上
に
た
つ
こ
と
を
了
承
し
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
｡

H
乾
隆

解
州
市
城
願
志
巻
三
戸
口
の
僕
に
'
乾
隆
二
九
年

(
1
七
六
四
)
の
本
城
並
に
四
都
の
戸
口
を
か
か
げ
て
い
る

(
以
下
の
平
均
戸

⑨

口
数
は
四
捨
五
入

)0

⇔
乾
隆

平
陸
牌
志
巻
四
戸
口
の
保
に
も
乾
隆
二
九
年
分
の
本
城
並
に
四
路
別
の
戸
口
を
か
か
げ
る
｡

｢
土
田
碗
府
に
し
て
民
間
は
商
頁
を

習
わ
な
い
｣
平
邑
で
は
'
四
路

一
村
平
均
戸
数
も
二
六
戸
で
あ

っ
て
三
〇
戸
に
及
ば
ず
'
東
路
方
面
の
緊
落
は

1
村
平
均

一
五
戸
と
い
う
零
細

63
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敬数

l
i

.

.

.

1

,lt

さ
で
あ
る
｡

臼
乾
隆

解
州
安
邑
願
志
巻
四
戸

口
の
僕
に
も
乾
隆
二
九
年
分
の
本
城

堂
び
四
路
の
戸
口
を
の
せ
る
｡
こ
こ

の
西
南
北
三
路

1
村
荘
平
均
戸
数
は

1
四
六
戸
と
他
願
に
-
ら
べ
て
非
常

に
多
い
｡
そ
こ
で
こ
の
村
荘
ほ
果
し

て
緊
落
を
さ
し
て
い
る
か
ど
う
か
疑

い
も
出
て
く
る
｡
し
か
し
同
じ
安
邑

儒
志
の
巻
三
城
池
に
の
せ
る
各
郷
村

荘
附
は
東
郷
二
六

南
郷
二
三

西

郷
四
三

北
郷
九
〇

計

1
八
二
村

在
で
あ
り
､
巻
四
戸
口
の
保
に
み
え

る
東
西
南
北
四
路
の
村
荘
総
数
二
〇

〇
よ
り
も
少
い
か
ら
'
巻
四
戸
口
の

候
に
み
え
る
村
荘
は
か
な
り
忠
賓
に

宋
落
を
数
え
あ
げ
た
も
の
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
｡
そ
し
て
こ
こ
に
は
解

州
の
埋
池
が
あ
り
'
乾
隆

解
州
安

64
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邑
運
城
志
巻
二
風
俗
で

｢
是
の
地
は
蛙
海
に
瀕
し
'
五
万
に
富
商
大
賀
が
薙
虚
し
-
･･･晋
省
の
一
都
合
で
あ
る
｣
と
の
べ
て
い
る
よ
う
な
事
情

か
ら
､
大
き
な
宋
落
が
存
し
た
の
で
あ
ろ
う
.

輯
乾
隆

夏
鯨
志
巻
四
戸
口
の
候
に
も
､
乾
隆
二
九
年
分
の
本
城
並
に
四
路
別
の
戸
口
が
み
え
る
.
こ
こ
で
は
東
路
方
面
の
宋
落
が
ひ
ど
く

零
細
な
の
に
､
西
路
方
面
で
は
大
き

な
密
居
制
衆
落
が
形
成
さ
れ
て
い
る

●

の
を
示
す
よ
う
で
あ
る
｡

飼
乾
隆

聞
喜
騒
志
巻
三
戸
ロ
の

候
に
'
乾
隆
二
入
年
分
(
一
七
六
三
)

編
査
の
本
城
並
に
四
郷
別
の
戸
口
を

か
か
げ
る
が
'
村
荘
数
を
の
せ
て
い
な
い
｡
そ
こ
で
巻
二
村
壁
に
み
え
る
四
郷
別
の
村
荘
数
が
ほ
ぼ
同
じ
年
代
の
も
の
で
あ
る
と
推
定
し
'
そ

の
村
荘
数
を
用
い
て
1
村
荘
平
均
戸
口
数
を
算
出
す
る
と
'
次
の
如
く
に
な
る
.
こ
こ
で
は
四
郷
と
も
七
〇
-
八

〇
戸
の
衆
落
が
多
い
よ
う
で

一一65

あ
る
｡

上
述
の
五
例
は
何
れ
も
乾
隆
二
八

-
二
九
年
分
､
山
西
南
部
の
諸
牌
で

あ
る
が
'
次
に
あ
げ
る
の
は
東
南
部

落
安
府
に
屠
す
る
長
治
解
の
し
か
も

乾
隆
か
ら
は
二
百
年
も
あ
と
の
も
の

で
あ
る
｡

閃
光
緒
二
〇
年
修

(
一
八
九
四
)
長
治
鯖
志
巻
三
賦
役
志

戸
口
の
保
に
は
賓
在
土
著
人
民
の
戸
口
数
を
ば
本
城
と
四
郷
と
に
わ
け
て
か
か
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げ
る
が
j
四
郷
別
の
柑
荘
数
を
ボ
さ
な
い
b

と
こ
ろ
が
撃

遍

理

郷
都
の
僕
に
は

｢
五
龍
郷

在
株
東
蓮
南
共
七
四
村
､
太
平
郷

在
鯨
西

数

計

北
共
六
四
村
'
雄
山
郷

在
願
南
超

克
共

1
三
二
村

人
諌
郷

在
韓
南

蓮
西
共
七
六
村
｣
と
あ
る
｡
こ
の
村

数
が
戸
口
調
査
を
し
た
時
と
ほ
ぼ
同

じ
時
代
に
層
す
る
も
の
と
慣
定
L
t

そ
の
数
字
を
利
用
し
て
一
村
平
均
戸

口
数
を
出
す
と
上
の
如
-
に
な
る
｡

掲
光
緒
六
年
修

績
惨
曲
沃
願
志

巻

一
三
戸
口
志

に
は
道
光

二
〇
年

(
1
八
四
〇
)
土
著
民
人
数
を
ば
城

廓
九
約
入
関

四
郷
二
1
八
村
に
わ

け
て
戸
口
数
を
か
か
げ
て
い
る
｡
曲

沃
は
平
陽
府
に
屠
す
る
が

｢
曲
沃
は

多
-
巌
に
懸
か
り
'
道
路
も
亦
た
狭

-
し
て
盤
粁
す
'
故
に
曲
と
い
う
｣

(竜
三
形
勝
)
と
あ
る
よ
う
に
'
山

に
か
こ
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
各

村
別
に
示
さ
れ
て
い
る
戸
口
数
は
後

66
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述
す
る
こ
と
と
L
t
ま
ず
四
郷
と
城
廓
別
の
戸
口
数
を
示
す
と
､
前
頁
の
如
-
で
あ
る
｡

㈹
道
光

一
〇
年
修

(
一
八
三
〇
)
大
同
願
志
巻
九
戸
口
の
候
に
は

本
城
と
四
郷
に
分
け
た
通
解
現
在
土
著
民
人
数
及
び
男
婦
大
名
口
と
男

女
小
名
口
と
に
区
分
し
た
人
口
数
を
か
か
げ
て
い
る
.
こ
れ
を
巻

1
東
城
に
の
せ
る
四
郷
別
の
村
数
に
よ
っ
て

1
村
平
均
戸
口
数
を
算
出
す
る

と
'
前
頁
の
如
く
に
な
る
ー｡

大
同
は
山
西
北
部
'
寓
里
の
長
城
線
に
近
い
軍
事
上
の
要
衝
で
あ
り
'
駐
屯
し
た
軍
兵
そ
の
他
を
除
い
た
の
が
上
述
の
戸
口
教
で
あ
る
が
'

そ
の
村
々
は
麻
城
か
ら

1
八
〇
里

1
六
〇
里

1
1110
里
と
い
う
よ
う
に
中
部
南
部
の
鯨
で
は
み
ら
れ
な
い
よ
う
な
遠
隔
地
に
も
ち
ら
ぼ

っ

)

て
い
る
｡
そ
し
て
そ
の
1
村
平
均
戸
数
三
九
戸
は
'
中
部
よ
り
南
部
に
近
い
が
山
が
ち
の
曲
沃
の
1
村
平
均
四
〇
戸
に
は
ば
等
し
い
｡

上
述
の
八
例
は
山
西
の
南
部
と
北
部
と
い
う
よ
う
に
地
理
的
に
も
離
れ
'
時
代
的
に
も
乾
隆
年
間
中
期

道
光
年
間

光
緒
年
間
と
い
う
よ

う
に
百
年

二
百
年
と
い
う
へ
だ
た
り
も
あ
る
｡

い
ま
こ
れ
ら
の
候
件
を
捨
象
し
て
入
事
例
の
1
村
平
均
戸
口
数
を
な
ら
べ
る
と
上
の
如
ぐ

乾
隆

安
邑

乾
陸

中
陸

道
光

曲
沃

道
光

大
同

一
四
六
戸

八
二
五
口

二
六
戸

一
五
三
口

四
〇
戸

一
六
〇
口

三
九
戸

一
二
四
口

光 乾 乾 乾
籍 隆 隆 隆

長 間 夏 丙
治 喜 願 城

八 七 八 七
四 五 八 六
戸 戸 戸 戸

三
三
四
日

四
七
三
口

四
六
一
口

三
二
九
口

に
な
り
'
そ
こ
に
三
つ
の
型

(
段
階
)
が
あ
る
よ
う
で
あ

る
.

川1
村
平
均
三

〇
-
四
〇
戸

(
二
〇
〇
ロ
以
下
)
の

と
こ
ろ
'
こ
れ
が
山
が
か
っ
た
平
陸
二
六
戸

曲
沃
四
〇

戸

大
同
三
九
戸
に
み
ら
れ
る
｡
何
次
に
は
こ
の
倍
の
数

67

字
を
も
つ
と
こ
ろ
で
市
城
七
六
戸

聞
菩
七
五
戸

夏
願
八
八
戸

長
治
八
四
戸
で
あ
り
'
前
者
ほ
ど
山
が
か
っ
て
い
な
い
地
方
の
よ
う
で
あ

る
｡
そ
し
て
こ
の
一
村
平
均
八
〇
戸
前
後

(
五
〇
〇
ロ
以
下
)
と
い
う
数
字
は
'
た
と
え
ば
清
代
山
東
省
済
南
府
の
歴
城
鯨
下
の
一
村
平
均
七

⑥

⑤

八
戸

(乾
隆
三
六
年
)
あ
る
い
は
直
隷
省

(
河
北
)
定
州
の
一
村
平
均
七
九
戸

(
道
光
二
八
年

)

に
相
普
す
る
｡
何
分
少
数
事
例
か
ら
の
推
論

は
さ
し
ひ
か
え
た
い
が
'
山
西
南
部
の
衆
落
は
戸
数
か
ら
み
た
と
こ
ろ
で
は
'
山
東
や
河
北
平
原
の
衆
落
と
そ
れ
ほ
ど
廻
ら
な
か
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
と
い
う
臆
測
を
い
だ
か
せ
る
｡
;
た
だ
安
邑
の
1
村
平
均

一
四
六
戸

八
二
五
口
守
い
う
の
は
イ

･
ロ
の
事
例
と
く
ら
べ
る
と
異

常
の
高
さ
で
あ
り
'
む
し
ろ
特
例
に
属
す
る
と
み
た
方
が
よ
く
'
こ
こ
は
農
村
よ
り
は
町
の
喚
い
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
よ
う
だ
｡
.
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次
に
事
例
銅
で
ふ
れ
た
が
へ
光
緒

囲
戸
数
別
の
村
落
表

(曲
沃
)

曲
沃
願
志
巻

二
二
戸
口
志
は
各
村
別
の
戸
数
並
に
男
好
大
口
と
男
女
幼
小
口
数
に
わ
け
た
人
口
数
を
の

㈱

人
口
屈
分
別
の
村
落
蓑

(曲
沃
)

J ∴

1 1 1 3

3 10 4 8 25

10 10 12 15 47

1(～12 19 13 54

11 4 7 6 28

5 4 4 7 20

3 5 7 3 18

3 5 1 9

1 2 1 4

1 2 2 5

1

2
1 1

0

0_
1-49

50-99

100-149

150-199

200-249

250-299
300-349

350-399

400-449

450-499

500-549

550-599

600-649
650-699E 1 1

計 f48 57 59r54

せ
て
い
る
O
こ
の
よ
う
な
統
計
を
掲
載
し
て
い
る
地
方
志
は
珍

ら
し
い
の
で
'

拙戸
数
別
の
村
落
表

㈱
人
口
匠
分
別
の
村
落

表
と
に
整
理
し
て
紹
介
し
よ
う
｡

木
表
に
よ
っ
て
一
五
〇
戸
息
上
の
村
が
な
い
ば
か
り
か

(最

高
は
高
額
鏡
の
一
四
五
戸
つ
い
で
林
交
村
の
一
四
二
戸
)
'

一

〇
〇
戸
以
上
の
村
も
僅
か

1
0
ケ
村
で
全
睦
の
四
%
に
す
ぎ

ず
'
1
0
戸
未
満
の
村
が
存
し
'
一
九
戸
以
下
の
村
が
全
鰹
の

二
二
%
'
二
九
戸
以
下
の
村
が
全
鰻
の
四
二
二
ハ
%
'
三
九
戸

以
下
の
村
が
六

1
%
'
四
九
戸
以
下
の
村
が
七

一
･
六
%
で
あ

り
'
七
割
の
村
が
五
〇
戸
未
満
で
あ
る
｡

次
に
戸
数
に
封
庶
す
る
人
口
教

(男
女
の
大
人
子
供
を
合
せ

た
)
の
区
分
に
よ
っ
て
村
落
を
わ
け
て
み
る
と
t
B
表
の
如
く

に
な
る
｡

七
〇
〇
人
以
上
の
人
口
を
も
つ
村
は
な
く
､
最
高
は
高
額
鏡

六
七
四
口

(
1
四
五
戸
)
で
あ
り
'
五
〇
〇
人
以
上
の
村
は
僅

か
に
四
'
四
〇
〇
人
以
上
の
村
が

1
0
で
全
鰻
の
四
%
'
四
九

人
以
下
の
村
が
二
八
ケ
村
で
全
段
の
1
二
･
八
%
'
九
九
人
以

下
の
村
が
三
四

･
四
%
､

7
四
九
人
以
下
の
村
が
五
九
%
､

1

･1-68-



九
九
人
以
下
の
村
が
七
割
飴

七
二
%
を
し
め
る
｡
従

っ
て
A
･
B
表
か
ら
曲
沃
麻
下
の
襲
落
で
は
戸
数
五

〇
戸
未
滞
､
人
口
数
二
〇
〇
人
未

満
の
村
落
が
全
鮭
の
七
割
に
達
し
'
零
細
な
村
々
が
分
散
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

次
に
こ
の
人
口
数
は
男

女

幼

小
に
四
分
類
し
て
あ
る
た
め
'
そ
の
人
口
比
率
を
ば
村
落
戸
数
の
大
小
別
に
検
出
す
る
と
,
次
の
C
表

の
如
-
に
な
る
｡
但
し
こ
の
場
合
'
助
と
小
を
何
才
で
区
切

っ
た
か
を
明
記
し
て
い
な
い
が
､
清
代

表

に

一
六
才
以
上
を
丁
と
し
た
か
ら
,

大
は

〓
ハ
才
以
上
を
さ
し
た
も
の
と
こ
こ
で
も
考
え
る
｡
ま
た
清
末
民
政
部
の
戸
口
調
査
に
お
い
て
七
上

六
才
未
満
を
望

息
と
し
て
い
る
こ

㊨

と
を
参
照
と
し

'

こ
こ
で
は
幼
を
ば
七
-

1
五
才
'
小
を
ば
七
才
未
満
と
解
樺
し
て
お
く
｡
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(C) (1) 村落人口の男女幼小別表 (賓数)

戸 数 座 敷 蔓

51

別

48

92

43

53

06

5

3

3

3

8

0

8

5

8

2

4

4

4

7

5

4

6

4

4

6

3

2

5

1

1

4

2

4

6

4

1

8

1

2

1

3

1

9

2

2

1

4

8

8

9

2

9

6

6

0

1

3

3

2

3

3

3

6

1

2

3

7

0

0

4

8

1

3

4

0

0

3

8

2

9

7

1

9

19

21

17

誕

25

2

3

1

2

5

2

5

2

0

6

1

6

5

9

6

6

6

l

l1

19

21

17

朗

26

2

1- 9

10- 19

20- 29

30- 39

40- 49

50- 69

70- 99

100-149

(2) 村落人口の男女幼小別表 (百分比)

戸 数 座 敷l男数 女数 幼教 小数 計

4.57 100.00

3.16 100.00

2.90 100.00

5.04 100.00

4.05 100.00

4.37 100.00

2.ll 100.00

1.69 100.00
--∴

46.43 40.74 8.26

47.19 38.53ll.12

45.12 43.66 8.32

44.05 43.54 7.37

44.32 44.12 7.51

44.12 43.65 7.86

48.34 47.05 2.50

48.62 44.77 4.92

1- 9

10- 19

20- 29

30- 39

40- 49

50- 69

70- 99

100-149

計 j214 i45･52 44･02 6･85 3･61 100･00

さ
て
木
表
全
鰹
を
み
て
気
が

つ
く

こ
と

は
､
助
と
小
の
人
口
が
占
め
る
割
合
は
全
平

均
で

一
〇
･
四
六
%
と
い
う
よ
う
に
低
い
こ

と
で
あ
る
｡
と
-
に
七

〇
-
九
九
戸
の
村
落

で
は
四

二
ハ
九
%
'

一
〇
〇
戸
以
上
の
村
落

で
六

･
六
二
%
で
あ
り
'
こ
こ
で
は
恐
ら
く

幼

小
の
人
口
が
記
載
洩
れ
を
し
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
｡
男
と
女
と
で
は
'
何
れ

の
村
で
も
男
の
数
が
女
の
教
を
若
干
上
ま
わ

っ
て
い
る
と
は
い
え
'
そ
の
差
は
少
く
'
男

と
女
の
比
率
は
ほ
ぼ
等
し
く
て
均
衡
が
と
れ

て
い
る
｡
と
も
あ
れ
'
以
上
が
清
末

道
光

二
〇
年

(
1
八
四
〇
)
に
お
け
る
山
西
の

1
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地
方
の
村
落
人
口
の
姿
で
あ
る
｡

二

上
述
の
よ
う
に
零
細
で
し
か
も
分
散
し
た
村
落
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
租
税
格
役
を
徴
収
し
'
ま
た
治
安
を
維
持
し
た
で
あ
ろ
う
か
｡
何
時

の
時
代
に
お
い
て
も
'
そ
こ
に
は
こ
う
し
た
村
落
を
こ
え
'
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
仕
組
'
農
村
統
治
組
織
-

即
ち
唐
代
郷
里
制

宋
代
保
甲
法

(南
宋
郷
都
制
)

元
代
社
制

明
代
里
甲
制

保
甲
制
が
普
然
編
成
さ
れ
て
い
る
｡
清
代
地
方
志
は
も
と
も
と
地
方
官
の
執
務
参
考
と
い
う
意

圏
を
も
っ
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
か
ら
'
何
れ
も
繁
簡
の
差
は
あ
る
が
'
こ
の
鮎
を
の
せ
て
い
る
｡
山
西
の
地
方
志
に
あ
た
っ
て
み
る
と
'
次
の

諸
例
の
如
く
坊
里
､
里
甲
ま
た
は
都
里
'
都
屯
と
し
て
農
村
統
治
組
織
を
ま
と
め
'
こ
れ
に
附
す
る
と
い
う
形
で
釆
落
を
ば
'
村
落

村
荘

村
庄

村
壁
の
項
で
の
せ
る
の
が
多
い
｡
そ
し
て
薙
正

太
平
牒
志
の
よ
う
に
竜

一
に
坊
里
を
'
村
落
を
巻
二
と
わ
け
て
い
る
例
は
少
い
｡
ま

た
概
し
て
坊
里

里
甲
と
い
っ
た
農
村
統
治
組
織
に
つ
い
て
や
や
詳
し
-
記
述
し
て
い
る
の
に
反
し
'
自
然
の
緊
落
に
つ
い
て
の
記
載
の
大
牛

は
'
村
名
と
牌
城
か
ら
の
方
角
距
離
に
と
ど
ま
る
の
が
通
例
で
あ
る
｡

70

嘉 〟 乾 麺 康
慶 隆 正 照

陽
曲
解
志
奄
≡
都
里

郷
保

大
卒
願
志
啓

一
坊
里

聞
喜
願
志
巻
二
坊
里

安
邑
麟
志
奄
三
坊
里

露
石
解
志
巻
二
里
甲

･
村
落

巻
二
村
落

村
壁

附

村
荘

附

村
庄

〟 光 道 嘉
緒 光 慶

介
休
願
志
奄
四

(里
甲
)

巻

1
郷
村

大
串
願
志
省
三
里
甲

卒
造
願
志
啓
二
坊
里

惇

解
志
奄

1
都
屯

村
壁

附

部
落

村
荘

晴
代
中
国
に
お
け
る
農
村
統
治
組
織
と
し
て
虞
-
各
省
を
通
じ
て
み
ら
れ
た
の
は

州
税
役
の
た
め
の
里
甲
制

回

数
化
訓
育
の
た
め
の
郷

約

日
治
安
警
察
の
た
め
の
保
甲
制
を
主
と
し
'
こ
れ
に
種
々
の
地
方
的
な
襲
異
あ
る
い
は
工
夫
が
み
ら
れ
た
｡
い
ま
こ
こ
で
清
代
山
西
の
農

村
統
治
組
織
を
取
上
げ
る
の
は
村
落
と
の
関
連
に
重
視
を
お
き
'
祝
役
の
た
め
の
里
甲
制
を
主
と
L
t
郷
約
に
論
及
す
る
暇
も
な
い
し
､
保
甲
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制
に
は
ふ
れ
な
い
｡
な
お
税
役
徴
収
の
た
め
の
組
織
に
関
す
る
史
料
を
蒐
集
し
た
三
〇
州
解
に
つ
い
て
み
る
と
'
′坊
里

一
〇

里
甲

一
一

計

二
二

に
射
し
'
都
四

坊
都

1

都
里

一

都
都

1

周
都

一

都
屯

一

計
九
で
あ
り
'
里
甲
制
の
系
統
を
ひ
く
も
の
と
都
側
の
系
統
を
ひ

く
紅
の
と
に
二
大
別
さ
れ
る
｡
こ
の
両
者
の
関
係
は
晴
代
山
西
に
お
い
て
時
期
的
に
何
れ
か

1
万
か
ら
他
方

へ
移

っ
た
と
い
う
変
化
は
み
ら
れ

ず
'
ど
ち
ら
も
清
初
か
ら
存
L
t
前
者

里
甲
制
の
系
統
を
ひ
く
も
の
が
解
州

緯
州

平
陽
府
と
い
っ
た
南
部
地
方
に
多
い
の
に
､
後
者
は

大
原
府
を
中
心
と
す
る
中
部
か
ら
北
部
地
方
に
多
く
分
布
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
'
地
域
的
に
分
布
の
違
い
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡

川
里
甲
-
坊
里
'
明
代
里
甲
制
に
お
い
て
は
賦
役
義
務
戸

二

〇
戸
を
も
っ
て

1
里
を
編
制
し
た
が
'
そ
の
際
郷
都
で
は

1
里
と
よ
ん
だ
の

に
封
L
t
城
中
で
は
こ
れ
を

1
坊
'
近
城
で
は

一
府
ど
よ
ん
だ

(
大
明
合
典
)
o
こ
の
よ
う
に
府
州
願
の
城
内
近
城
と
農
村
部
と
を
明
確
に
坊
席

と
里
に
区
別
し
て
よ
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
が
'
こ
れ
を
わ
け
な
い
で
と
も
に
里
と
よ
び
｢
.そ
し
て
里
甲
と
通
構
す
る
こ
と
が
虞
-

一
般
に
行
わ
れ

た
｡
と
こ
ろ
が
山
西
で
は
清
初
-

康
照

･
薙
正

･
乾
隆
年
代
'
解
州
を
は
じ
め
と
す
る
南
部
地
方
で
は
坊
里
と
呼
稀
す
る
こ
と
が
里
甲
と
な
ら

ん
で
行
わ
れ
た
.
清
代
山
西
で
里
甲
と
い
う
の
は
'
た
と
え
ば
乾
隆

陽
城
願
志
巻
四
田
賦

里
甲
の
保
に

｢奮
編
里
九
九
.
明
季
兵
荒
'
人

民
流
散
'
傷
夷
過
牛
.
国
朝
順
治
初
'
解
省
為
四
〇
里
0
日
康
照
二
六
年
後
'
戸
版
日
多
'
歴
歳
審
編
'
分
槍
里
数
'
今
現
供
格
賦
者
'
凡
七

八
里
'
分
隷
於

1
1
都
'
並
列
於
左
方
｣
と
あ
り
､
城
坊
八
里

四
郷
七
〇
里
あ
わ
せ
て
七
八
里
と
い
う
よ
う
に
城
内
も
郷
村
と
同
じ
よ
う
に

里
と
よ
ん
で
い
る
｡
こ
れ
に
封
し
て
坊
里
と
は
'
た
と
え
ば
薙
正
太
平
解
志
巻

一
坊
里
の
候
に

○明
浜
武
初

(
二
二
六
八

-
)
編
戸

1
坊
五
席
五
四
里
'
後
僻
馬

1
坊
五
庵
四
八
里
｡

0
0

国
朝
順
治
二
年

(
〓
ハ
四
五
)
以
兵
火
後
療
病
甫
起
'
流
亡
未
蹄
'
丁
軍
役
苦
'
民
間
可
念
｡
有
司
奉
旨
車
併
'
無
論
民
居

･
在
城

･
在

関

･
在
郷
'
縞
馬
五
坊
席

(
1
坊
四
席
)
大
小
二
二
里
｡

と
あ
る
よ
う
に
城
内
の
坊
'
近
城
の
席
あ
る
い
は
こ
の
両
者
を
坊
と
し
て
城
外
郷
村
の
里
と
区
別
し
た
も
の
を
い
う
｡
こ
の
よ
う
な
坊
里
と
い

㊦

ぅ
呼
び
方
は
清
代
山
東
の
地
方
志
に
は
殆
ど
み
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
'
あ
る
い
は
山
西
南
部
地
方
の
特
有
の
表
現
か
も
し
れ
な
い
が
'
後
考

を
ま
つ
｡
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そ
し
て
坊
と
里
に
つ
い
て
道
光

趨
城
騎
志
奄
六
坊
里
の
候
で

｢城
属
之
坊
'
在
郷
屠
之
里
'

以
資
保
緊
'

以
梧
衆
寡
'
税
此
耳
｣
と
の

べ
､
さ
き
の
陽
城
解
志

里
甲
の
傑
中
に

｢現
に
格
既
を
供
す
る
老
｣
と
あ
り
へ
光
緒

夏
餅
志
巻

1
輿
地
志

里
舗
の
候
に

｢賦
税
格
役
は

成
な
里
を
以
っ
て
分
つ
｣
ま
た
光
緒

五
重
新
志
巻

1
補

郷
社
の
制
に

･r
里
筋
は
も
っ
て
賦
税
を
群
ず
｣
と
あ
る
よ
う
に
へ
坊

里
と
都
と

は
と
も
に
税

役
を
賦
課
徴
収
す
る
区
域
も
し
く
は
区
分
を
さ
し
た
｡
里
甲

坊
里
は
こ
の
よ
う
な
徴
税
役
匠
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
'
政
治

経
済
上
の
大
奨
動
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
つ
-
り
な
お
す
の
は
営
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
清
初
に
お
け
る
里
甲
制
の
再
編
成
の
過
程
の
〓
桐
は
上
に

ひ
い
た
薙
正

太
平
願
志
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
が
'
い
ま

1
つ
の
例
と
し
て
康
照

夏
牌
志
竜

一
建
置

坊
里
の
候
を
み
る
と

夏
麻
在
五
代
時
凡
七
郷
'
明
解
馬
四
.
六
坊
席
六
十
里
'
此
明
初
之
制
｡
末
年
邑
無
完
里
'
里
無
完
戸
'
民
之
逃
亡
者
多
奏
O
-
･･･昔
時

沃
壌
漸
薦
河
水
沖
塾
'
歴
以
沙
石
不
堪
粍
穀
-
･･･順
治
十
八
年
'
下
僻
里
#
甲
之
詔
､
蘇
民
間
包
賠
之
苦
'
知
願
丘
宗
文
揖
六
坊
番
三
坊
'

併
六
十
里
為
二
十

1
里
.

と
あ
る
｡
こ
う
し
て
明
末
の
里
甲
制
は
清
初
多
-
の
州
鯨
に
お
い
て
再
編
成
さ
れ
た
｡
そ
の
年
代
の
明
か
な
例
を
あ
げ
る
と
'
順
治
二
年
太
平

聞
喜

五
年
曲
沃

八
年
扮
陽

一
八
年
夏
鱗
で
あ
り
'
順
治
初
と
い
う
の
が
陽
城

解
州
で
あ
る
｡
ま
れ
に
は
犯
源
願
の
よ
う
に
明
末
崇
顧

八
年
に
蹄
解
さ
れ
た
七
里
を
清
初
も
踏
襲
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
｡

次
に
里
の
下
の
甲
数
を
も
明
か
に
し
て
い
る
も
の
と
し
て
'
乾
隆

武
郷
騒
志
省

一
彊
城

里
甲
の
候
に
よ
る
と
'
崇
仁
里
以
下

1
0
里
は

計

一
〇
六
甲
へ

一
里
は
入
-

1
二
甲
に
わ
か
れ
'

1
甲
乃
至
三
甲
毎
に
催
頭

1
名
を
設
け
'
計
六
〇
名
の
催
頭
が
い
た
.
ま
た
嘉
慶

震
石
鯨

志
巻
二
里
甲
の
保
に
よ
る
と
'
五
大
里
-
(
1九
里

)
-
五
〇
甲
-
五
〇
四
村
に
わ
か
れ
'
毎
甲
に
絶
戸
頭

1
名
が
い
て
地
糧
等
の
項
を
催
舞

す
る
ほ
か
'
毎
村
に
1
-
二
名
の
小
甲
を
設
け
'
地
方
の
公
事
を
管
理
し
'
貯
展
を
糾
察
し
'
随
時
投
報
さ
れ
た
.
こ
の
武
郷
と
塞
石
と
で
は

里
-

甲
の
組
織
を
と
っ
て
い
る
と
は
い
え
'･
里
長

甲
頭
と
い
っ
た
名
稀
は
と
ら
ず
'
甲
頭
の
代
り
に
催
頭

絶
戸
頭
と
よ
び
'
さ
ら
に
塞
石

.

で
は
緊
落
で
あ
る
村
が
里
甲
制
の
う
ち
に
と
り
入
れ
ら
れ
'
小
甲
が
村
ご
と
に
設
け
ら
れ
て
い
る
の
は
注
目
に
慣
す
る
｡
こ
れ
に
封
し
て
扮
州

府
の
扮
陽
で
は
順
治
八
年

(
一
六
五
l
)
以
来
の
四
坊
三
六
里
の
制
が
と
も
か
-
も
光
緒
四
年

(
1
八
七
八
)
に
至
る
ま
で
行
わ
れ
た
.
そ
の

72
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清
末
に
お
け
る
運
用
状
況
は
'
光
緒
四
年
知
府
瑞
斌
の
草
僚
兵
差
積
弊
更
正
均
終
章
撃
空

三

保
並
に
附
註
か
ら
う
か
が
-
こ
と
が
で
き
る

(光
緒
志

巻

一
彊
域

巻

一
〇
雑
識
)｡
そ
れ
に
よ
る
と
扮
陽
で
は
在
坊
四
坊
の
う
ち
節
義
坊
が
坊
里
全
鰹
の
絶
批
首
と
な
り
'
東
西
南
北
四

〟

郷
三
六
里
か
ら
は
､
東
郷

1
0
里
の
う
ち
の
1
つ
の
迎
春
里
と
南
郷
九
里
の
う
ち
の
陽
城
喜
里
と
が
批
首
と
な
る
｡
坊
も
里
も
そ
れ
ぞ
れ

1
0

甲
に
分
れ
'
里
に
里
長
､
甲
に
甲
頭
が
い
た
.
里
長
と
甲
頭
上
は
里
甲
内
の
花
戸
が
差
格
と
し
て
交
替
で
あ
た
り
'
雷
番
で
そ
の
年
に
あ
た
っ

･
た
も
の
を
現
年
里
長
並
に
現
年
甲
頭
と
よ
ん
だ
｡
し
か
し
賓
際
の
徴
税
事
務
は
里
長
と
甲
顧
だ
け
で
は
た
り
ず
､
定
雇
の
書
手
と
房
主
の
助
け

を
必
要
と
し
た

(詳
し
く
は
後
述
).

レ

回

都
甲

郷

都

山
西
省
の
中
部
'
大
原
府
下
の
九
願
で
は
清
初
順
治
年
間
､
都
の
制
を
再
編
成
し
た
こ
と
が
'
順
治
刊

大
原
府
志
巻
三

裁
定
里
速
の
候
に

陽
曲
厭
奮
管
七

1
都

大
原
牌
ク

五
五
都

稔
次
牌
ク

一

〇
八
都

大
谷
鯨
ク

七
九
都

徐
溝
願
〃

一
九
都

見
在
六

1
都
､
文
水
煤
奮
管
七
九
都

見
在
七
〇
都
'

〃
六
〇
都
'
幕
陽
棉
ク

二
六
都

〃

二
四
都
'

ク

七
六
都
'
苛
嵐
州
〃

〓

都

.今
偽
善
'

- 73-

〃

四
二
都
'
保
徳
州

〃

〓

一都
.

五
都

今
偽
善
､

と
み
え
る
｡
さ
ら
に
こ
れ
を
若
干
の
州
鯨
志
に
よ
っ
て
た
し
か
め
よ
う
.
康
照

陽
曲
解
志
巻
三
都
里
に
は

｢都
里
を
設
-
る
は
'
道
里
の
遠

近
を
量
り
立
て
て
都
と
為
し
'
人
丁
の
多
寡
に
因
り
分

っ
て
里
と
為
し
'
賦
式
を
定
め
格
役
を
均
し
く
す
る
所
以
な
り
｣
と
の
べ
'

｢陽
曲
に

て
ほ
蓉
額
は
八
三
都
な
る
も
'
寓
暦
の
問
に
至
り
て
七

1
都
に
止
ま
り
'
も

っ
て
今
に
至
り
て
は
則
ち
ま
た

(
二
〇
里
)
六

1
都
に
止
ま
る
｣

と
い
う
｡
光
緒

文
水
鯨
志
巻
三
坊
都
の
候
で
は

｢
の
ち
易

っ
て
七
九
坊
都
と
な
る
も
'
明
季
及
び
国
初
歴
年
蹄
解
し
て
七
〇
都
と
な
る
｣
と

い
い
､
光
緒

幕
陽
願
意
巻

1

輿
地

村
荘
第
三
に
は

｢
明
初
編
戸
三
〇
里
'
後
裁
馬
二
六
里
'
叉
裁
馬
二
四
里
'
囲
初
困
之
｣
と
あ

っ
て

の
ち

｢英
領
於
城
者
凡
二
日
在
城
坊
都
'
日
在
城
府
都
'
在
城
外
老
'
日
東

↓
里
'
日
東
三
里
'
日
東
四
里
'
日
東
五
里
'
日
東
七
里
'
凡
五
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卜都
皆
隷
東
昇
平
郷
O
-
･･･凡
五
都
隷
南
永
平
郷
'
凡
六
都
隷
西
清
平
郷
'
凡
六
都
隷
北
太
平
郷
｣
と
あ

っ
て
二
四
都
の
名
を
列
記
し
て
い
る
｡

ま
た
光
緒

苛
嵐
州
志
巻
二
形
勝

都
都
の
候
に
は
在
城
都
以
下

〓

都
並
に
各
都
に
層
す
る
相
計
七
六
を
列
記
し
て
い
る
が
'
た
だ
威
豊

大
谷
焔
志
巻

一
沿
革
で
は

｢編
戸
七
九
里
は
今
四
二
里
t
を
城

二
二
坊
は
井
せ
て
八
坊
と
為
す
'
龍
泉
郷
な
ど
四
郷
六
六
里
は
三
四
里
に
解
す
｣

と
あ
う
'
順
治

.大
原
府
志
に
み
え
る
都
を
里
に
お
き
か
え
て
い
る
.
そ
の
ほ
か
五
重
で
は
も
と

1
五
都
を
順
治

1
0
年
九
都
に
併
せ
て
い
る

L
t
防
州
で
は
寓
暦
七
年
の
四
七
都
を
清
初
も
う
け
つ
い
で
い
る
｡

ま
た
都
甲

郷
都
に
お
か
れ
た
横
閲
に
つ
い
て
は
'
道
光

陽
曲
解
志
巻
二
輿
地
圏
の
末
尾
で

｢
六
三
都
七
首
相

(筆
者
註
七
二
三
村
)
杏

都

1
0
甲
'
毎
甲
綬
戸
頭
を
設
立
し
て
地
糧
を
催
耕
す
.
郷
約

一
人
'
散
約

1
0
人
'
毎
村
ま
た
地
方

一
人
或
い
は
二

･
三
人
を
設
立
す
る
こ

と
等
し
か
ら
ず
'
地
方
の
公
事
を
管
理
し
貯
匿
を
糾
察
せ
し
む
｣
と
明
か
に
L
t
こ
こ
で
は
徴
税
の
た
め
の
都
甲
と
教
化
治
安
の
た
め
の
郷
約

が
井
存
し
て
い
る
｡
南
部
の
夏
撃

は
上
述
し
た
よ
う
に
初
め
三
坊
二

壷

の
坊
里
制
を
と
り
'
つ
い
で
二
五
里
と
な
っ
た
が
t
の
ち
三
都
-

一

二
五
里

-
(二
五
〇
甲

1
1
七
八
村
)
と
な
っ
た
O
清
末
近
く
都
に
は
綬
夫

1
人
'
里
に
檀
兵

1
人
を
あ
げ
'
糧
を
司
り
兼
ね
て
格
を
支
せ
し

円

め
(税
と
役
の
徴
収
に
あ
た
ら
せ
)
二

里
は
さ
ら
に
1
0
甲
に
わ
か
れ
,
甲
に
は
毎
年
交
替
す
る
限
年
門
戸
を
お
い
た
.
と
こ
ろ
が
光
緒
四
年

I

(
1
八
七
八
)
西
北
に
お
け
る
用
兵
の
た
め
頻
贋
に
な
っ
た
車
馬
人
夫
の
徴
顎
に
鷹
ず
fQ
た
め
'
都
里
制
を
局
制
に
改
め
た
.
即
ち
都
に
は
局

絶

1
人
と
司
事
二
人
を
お
き
'

1
里
ご
と
に
檀
夫
の
ほ
か
書
手
を
雇
い
'
甲
で
は
公
正
に
し
て
糧
差
多
い
者

1
人
を
あ
げ
て
甲
正
と
し
へ
さ
ら

に
甲
正
は
甲
の
大
小
に
よ
っ
て
戸
頭
三

･
五
人
を
え
ら
び
'

1
年
交
替
で
甲
内
よ
り
の
人
夫
車
馬
徽
襲
費
の
徴
収
に
あ
た
ら
せ
た
｡
こ
の
よ
う

に
夏
願
で
は
坊
里
か
ら
都
里
さ
ら
に
局
里
に
襲

っ
た
と
は
い
え
'
賓
質
的
に
里
甲
制
は
存
績
し
た
こ
と
を
銘
記
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡

再
所

山
西
中
部
の
幕
陽
で
は
'
上
述
し
た
如
-
清
初
都
制
を
と
っ
て
い
た
が
'
そ
の
都
は
い
つ
し
か
単
な
る
徴
税
簿
上
の
も
の
と
化
し
'

新
た
に
所
の
制
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
｡
光
緒
志
巻

一
興
地

村
荘
に
お
い
て
そ
の
間
の
事
情
を
ば
次
Jの
如
-
の
べ
て
い
る
｡

民
俗
某
村
を
以
っ
て
某
所
に
属
せ
し
む
る
こ
と
相
沿
い
て
己
に
久
し
｡
今
そ
の
俗
に
偽
り
備
さ
に
其
の
名
を
列
L
t
兼
ね
て
そ
の
城
を
距

る
旦
教
を
載
せ
'
而
し
て
い
わ
ゆ
る
某
都
某
都
は
則
ち
こ
れ
を
略
す
.
蓋
し
某
都
某
都
の
蘭
は
用
い
て
以
っ
て
正
供
に
供
し
'
遷
居
す
る
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と
経
も
改
め
ず
'
故
に
家
は
西
部
に
有
り
て
も
荷
は
東
幾
都
と
稀
L
t
北
に
家
あ
り
て
而
か
も
筒
は
南
幾
都
士
稀
す
る
老
あ
り
0
某
所
某

村
は
則
ち
民
居
士
著
の
箕
に
し
て
籍
を
按
じ
て
構
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
の
鮎
か
ら
上
述
諸
州
願
の
里
甲
'
坊
里
や
都
里
の
う
ち
で
'
下
部
組
織
の
甲
以
下
に
言
及
し
て
い
な
い
も
の
の
な
か
に
は
'
形
骸
と
化
し

た
単
な
る
徴
税
簿
上
の
区
分
と
化
し
た
も
の
も
若
干
含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
｡
き
て
こ
の
よ
う
な
現
賓
と
の
希
離
を
埋
め
る
た
め
'
幕

陽
で
は
宋
落
を
単
位
と
す
る
所
の
制
を
行

っ
た
.
そ
れ
に
つ
い
て

邑
俗
を
按
ず
る
に
若
干
村
を
分

っ
て

1
所
と
な
し
'
ま
た
村
の
大
な
る
も
の
を
以
っ
て
所
頭
と
な
し
､
以
?
て
公
務
を
桝
ず
る
に
便
な
ら

し
む
｡
北
溝
の
如
き
は
幾
村
を
拝
し
'
東
関
も
幾
村
を
轄
す
｡
而
か
も
北
溝

東
関
は
賓
は
お
の
お
の
所
中
の
一
村
な
り
｡
啓
志
は
別
に

村
名
を
出
さ
ず

極
小
の
村
は
原
と
大
村
に
寄
す
｡
現
在
の
村
を
統
計
す
る
に

在
城
を
合
せ
て
凡
そ
五
四
六

所
九
二
な
り
｡

零
細
な
村
落
の
多
い
山
西
で
は
大
村
が
小
村
の
い
-
つ
か
を
轄
し
て
所
頭
と
な
っ
て
公
務
を
鮮
じ
て
い
た
が
'
こ
れ
は
扮
州
府
下
の
平
造
厭
で

も
み
ら
れ
'
こ
こ
で
は
代
管
と
い
っ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
東
南
郷

梁
家
披
底

代
管
九
龍
溝

牛
邸

下
溝
西
と
あ
り
､
こ
れ
は
梁
家
披
底

と
い
う
宋
落
が
九
龍
溝

牛
邸

下
溝
西
と
い
う
三
ケ
村
に
代

っ
て
公
務
を
管
理
す
る
こ
と
を
い
う
｡
こ
う
し
て
平
迄
の
東
南

遍

南

東
北

西
北
の
四
郷
二
二
三
村
の
う
ち
代
管
す
る
村
を
も
つ
大
村
が
三
〇
㌧
こ
れ
に
属
す
る
代
管
さ
れ
る
村
は
五
七
あ
り
'

1
･
二
村
の
代
管
が
普
通

だ
が
'
最
も
多
い
も
の
は
六
ケ
村
を
代
管
し
て
い
る

(光
緒
志

巻
二
部
落
)0

三

さ
て
上
述
し
た
重
石
の
里
甲

陽
曲
の
都
制
に
お
い
て
は
幕
陽
の
所
制
と
同
様
に
釆
落
で
あ
る
村
荘
を
要
素
と
し
て
里
あ
る
い
は
都
が
構
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
ふ
れ
た
が
'
晴
代
山
西
の
各
府
州
鯨
に
お
い
て
里
甲
制

都
制
の
多
-
は

賓
は
緊
落
で
あ
る
村
荘
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し

て
編
成
し
て
い
る
｡
し
か
も
村
荘
は
地
理
的
立
地
傑
件
に
左
右
さ
れ
'
各
々
そ
の
丁
数
戸
数
農
地
面
積
を
異
に
す
る
た
め
､
い
く
つ
か
の
宋
落

を
く
み
合
せ
て

一
里
ま
た
は

一
都
を
構
成
し
た
｡

次
に
里
甲

都
制
を
村
荘
に
よ
っ
て
編
成
し
て
い
る

1
四
州
解

1
五
例
を
年
代
順
に
示
そ

7 5 サ ー
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う
｡
木
表
に
お
い
て
城
内
の
街
巷
を
坊

里
と
し
た
こ
と
の
明
か
な
も
の
は
除
外
し
た
｡
こ
の
問
題
は
か
つ
て
清
水
盛
光
氏
が
労
作

｢中
開
郷

3

1
豊
川

一
都
何

1
所
;

を
構
成
す
る
村
数
別
表
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村
政
禽
論
｣
の
第

一
編
郷
村
統
治
の
原
則
と
自
然
村
に
お
い
て
追
究
さ
れ
'
清
代
の
里
が
多
-
聯
村
制
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
を
河
北

河
南

山
西
の
地
方
志
を
引
用
し
て
力
説
L
t

｢
里
甲
組
織
が
自
然
村
を
要
素
と
し
て
作
ら
れ
る
と
い
う
命
題
は
'
少
-
と
も
清
代
に
関
す
る
限
り
'

も
は
や
問
題
の
除
地
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
｣

(
六
九
頁
)
と
の
べ
て
い
る
が
'
社
食
撃
的
な
命
題
と
し
て
で
は
な
く
t
よ
り
歴
史
的
に
深
め

る
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
｡

右
表
に
よ
っ
て
清
代
山
西
に
お
い
て
は
'
康
照
年
間
よ
り
既
に
里
甲
制
が
村
荘
を
要
素
と
し
て
構
成
さ
れ
'
そ
れ
が
薙
正

乾
隆

嘉
慶

道
光

成
豊

光
緒
と
い
う
よ
う
に
清
末
に
至
る
ま
で
経
緯
し
て
み
ら
れ
る
｡
次
に

一
里
が
何
ケ
村
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
か
を
み
る
と
､
薙

正
年
間
朔
州
で
は
三
ケ
村
で

一
里
を
つ
-
る
西
荘
里
か
ら
最
大

1
〓

ケ
村
で

一
里
を
つ
-
る
右
里
ま
で
の
幅
が
あ
り
へ
乾
隆

丙
城
解
で
も

ニ
ケ
村
で

1
里
を
つ
く
る
二
都
の
東
張
里
か
ら
四
〇
村
で

一
里
を
な
す
頭
都
の
五
均
里
に
至
り
､
光
緒
初
年

扮
陽
で
は
同
じ
西
郷
の
う
ち
で

ニ
ケ
村
か
ら
な
る
貿
化
里
か
ら
三
四
ケ
村
で
つ
く
る
王
民
里
と
い
っ
た
違
い
が
あ
る
L
t
ま
た
道
光
年
間

陽
曲
で
は
東
北
郷
安
生
三
都
が
大

孟
鏡

李
家
幕

張
家
溝
三
村
か
ら
な
る
の
に
､
正
西
郷
河
口
都
は
河
口
銭

劉
巴
局
村
-
･･･石
堂
河
に
至
る
共
七

1
村
か
ら
で
き
て
い
た
よ

う
な
諸
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
よ
う
な
廉
い
幅
が
あ
る
に
せ
よ
'
清
末
に
な
る
と
'

一
里
を
構
成
す
る
村
荘
教
も

一
〇
ケ
村
以
下

に
な
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
い
う
ま
で
も
な
く

1
里
を
構
成
す
る
村
荘
数
が
こ
の
よ
う
に
-
い
違
う
の
は
'
1.R
来
村
荘
は
立
地

候
件
に
よ
っ
て
大
小
の
差
が
あ
る
こ
と
'
税
役
匠
で
は
あ
る
里
は
ほ
ん
ら
い
丁
数
戸
数
視
程
数

(
田
賦
額
)
の
あ
る
標
準
額
を
徴
税
簿
上
か
ら

算
出
L
t
こ
れ
を
地
理
的
並
に
歴
史
的
候
件
と
に
ら
み
あ
わ
せ
て
鯨
下
を
い
く
つ
か
の
里
に
劃
分
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
大
づ
か
み

の
徴
税
役
額
に
よ
っ
て

一
里
が
で
き
て
い
る
か
ら
'
頗
城
か
ら
遠
く
離
れ
た
山
獄
丘
陵
地
帯
で
は
零
細
な
寒
村
を
数
十
よ
せ
集
め
な
け
れ
ば
'

願
城
近
く
の
平
野
の
数
ケ
村
の
宋
落
に
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
ら
の
鮎
を
ば
次
に
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
｡

ま
ず
戸
数
が
里
の
編
成
と
ど
う
か
ら
み
あ

っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
清
初
人
頭
税
を
徴
収
し
て
い
た
時
期
と
宛
正
乾
隆

以
後
'
人
頭
税
を
田
賦
に
く
り
い
れ
た
地
丁
焼
入
以
後
と
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
o
順
治
康
幣
年
間
に
は
人
頭
税
徴
収
の
も
と
と
な
る
丁
数

が
肝
要
で
あ
り
'
そ
の
時
期
の
州
願
志
の
多
-
の
戸
口
の
候
は
専
ら
丁
数
を
計
上
し
て
い
る
L
t
前
に
引
用
し
た
康
照

陽
曲
解
志

都
里
の

77 -
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保
で

｢
人
丁
の
多
寡
に
困
り
分
っ
て
里
と
爵
す
｣
と
あ
る
程
で
あ
る
｡
し
か
し
田
賦
が
主
要
財
源
と
な
っ
た
乾
隆
以
後
は
事
情
が
変
化
し
た
8

次
に
曲
沃
願
を
例
と
し
て
里
甲
制
の
里
と
村

戸
数

丁
口
数
と
の
関
係
を
究
明
し
よ
う
｡
光
緒

曲
沃
解
志
巻
六
城
池
に
は
三
六
里
'
そ
れ

里
並
に
数
字
の
明
か
で
な
い
も
の
を
除
い
た
三
一.亘

を
戸
数
別
､
村
別
に
構
成
集
計
し
た
結
果
は
次
の
A
表
の
如
く
で
あ
る
｡

囚
1
里
の
戸
数

村
数
別
表

(曲
沃
)

戸
数

1村
二

三

四

五

｣
ハ

七

八

九

10

〓

f
計

一〇
〇
以
下

10
1-
二
〇
〇

二
〇
一-
三
〇
〇

三
〇
一-
四
〇
〇

四
〇
1-
五
〇
〇

計

■二

二

1

四

二
二

五

1

二

一
二

二

二

二

二

一

■

五

六

七

三

二
四

一

つ
ま
り
曲
沃
に
お
け
る
里
甲
制
の
里
は
最
低
三
ケ
村

最
大

ニ

ケ
村
で
構
成
さ
れ
'
三
ケ
村
で
九
七
戸
の
折

城
里

八
頭
郷
)
を
最
小
と
L
t
六
ケ
村
四

1
0
戸
よ
り

な
る
義
群
里

(
二
郷
)
を
最
大
と
L
t
戸
数
か
ら
み
る

と
里
は
必
ら
ず
L
も
均

一
に
編
成
さ
れ
て
い
る
と
は
い

え
な
い
｡
強
い
て
云
え
は
'
戸
数
二
〇
〇
以
上
'
四
〇

〇
戸
君
蒲
の
里
が
全
鰹
の
八
割
弱
を
し
め
て
い
る
こ
と

で
あ
る
｡
更
に
男
女
丁
口
数
を
各
里
別
に
集
計
し
'
こ

れ
を
村
数
と
関
連
さ
せ
た
次
頁
の
B
表
を
み
て
も
'
同

78

じ
ょ
う
な
こ
と
が
い
え
る
o
こ
こ
で
は
三
ケ
村
丁
口
三
六
九
の
八
頃
里
を
最
少
と
L
t
最
大
は
前
の
義
群
里
の
1
四
八
二
ロ
'
こ
れ
に
次
ぐ
の

は
八
ケ
村
よ
り
な
り
丁
口
一
四
〇
五
の
郁
西
里
で
あ
る
｡
三

一
里
を
丁
口
数
別
に
み
た
と
き
'

㈱表
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
集
中
化
の
傾
向
は
み

ら
れ
ず
五
〇
〇
人
か
ら

〓
10
0
人
の
問
に
境
散
し
て
い
る
｡

そ
う
す
る
と
乾
隆
以
後
'
厘
あ
る
い
は
都
に
お
い
て
も
土
地
面
積
の
額
が
重
要
な
目
や
す
乃
至
標
準
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
.
こ
の
鮎

を
究
明
す
る
手
が
か
り
と
し
て
'
東
大
東
洋
文
化
研
究
所
々
蔵

(大
木
文
庫
)
光
緒

1
八
年

(
l
九
九
二
)
大
原
府
陽
曲
解
清
丈
四
〇
都
地
糧

固
説
を
用
い
る
｡



325

㈲

1
里
の
丁
口
数

村
数
別
表

(曲
沃
)

本
書
は
同
年
陽
曲
解
の
城
内
四
路
関

(
七
)
郷
八
五
五
村
を
ば

四
〇
都
三
三
三
甲
に
わ
け
て
土
地
調
査
し
た
結
果
の
報
告

で
あ

る
｡
解
全
鰹
の
土
地
は
披
地

原
糧
地

岡
地

(
上
中
下
)
鹸
地

平
地

(
上
中
下
)
沙
地

屯
地

圏
占
地

官
地

番
地

先
擬

地
を
含
め
て

1
五
八
三
'
六
八
六
畝
飴
'
徴
糧
は
四

1
㌧
五

〇
〇

石
鹸
'
折
銀
で
は
銀
六
〇
､
二
三
〇
両
四
鏡
飴
に
の
ぼ
る
｡
従

っ

て

一
都
平
均
は
土
地
面
積
で
三
九
㌧
五
九
二
畝
験
'
徴
糧
は

1
〇

三
七
石
五
斗
二
升

1
合
除
'
折
銀
で
は

l
五
〇
五
両
七
銭
六
分
飴

で
あ
る
｡

次
に
最
初
の
入
都
を
例
示
し
よ
う

(
単
位
と
し
て
畝

石

丙
以
下
は
こ
こ
で
は
切
捨
て
た
)
0

こ
の
四
〇
都
は
約
五

〇
年
前
六
三
都
で
あ

っ
た
も
の
を
編
成
脅

し
た
も
の
で
あ
る
が
'
次
京
の
表
を
み
る
と
'
各
都
の
区
分
は
土

79

地
面
積

散
瞳

折
銀
の
額
に
お
い
て
も
均

一
を
計

っ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
が
'
し
か
し
在
城
都
を
特
例
と
し
て
除
-
と
'
上
抱
の
入
例
で

は
土
地
面
積
に
お
い
て

1
都
二
寓
乃
至
四
寓
畝
と
い
う
よ
う
に
二
倍
の
開
き
で
あ
り
'
徴
糧

折
銀
の
額
で
も
二
倍
牛
程
度
の
差
で
あ
る
が
t

L
か
し
こ
れ
が
全
段
の
傾
向
を
示
す
か
ど
う
か
は
明
か
で
な
い
｡
し
か
し
本
表
に
よ
っ
て
都
が
徴
税
匠
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
｡

さ
ら
に
都
の
下
の
甲
は
ど
う
だ

っ
た
か
を
'
2
親
賢
都
を

1
例
と
し
て
み
る
と
へ
左
表
の
如
-
で
あ
り
'
こ
こ
で
は
特
に

1
村
を

1
甲
と
し

て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡
ま
た
狭
村

張
家
巷

客
上
村

東
大
壁

西
太
壁

黄
家
頃
の
六
ケ
村
を
あ
わ
せ
て
つ
く

っ
た

9
狭
村
甲
が
他
の
甲
よ
り
も
土
地

散
瞳

折
銀
の
額
に
お
い
て
も
と
び
ぬ
け
て
多
く

か
り
に
折
銀
の
額
を
と
っ
て
く
ら
べ
る
と
'
1
親
賢

都
の
二
倍
'
2
東
岡
村
甲
の
三
倍
'
3
老
軍
営
甲
の
八
倍
と
な
る
.
そ
し
て
平
均

1
甲
の
折
銀
額
に
近
い
の
は
2
東
岡
村
甲

6
東
菜
園
甲
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7
大
南
開
甲

8
東
蓮
荘
甲
で
あ
る
｡
こ
の
甲

の
再
編
成
の
傑
件
の

一
端
を
さ
ぐ
る
た
め
'
こ

の
都
-
甲
を
ば
道
光
二
三
年
修

陽
曲
解
志
巻

一
興
地
圏
に
の
せ
る
六
三
都
と
封
比
し
て
み
た

ら
､
若
干
の
こ
と
が
わ
か
っ
た
｡
光
緒

親
賢

都
に
層
す
る
九
甲
の
う
ち

1
親
賢
村
甲

2

東
岡
村
甲

4
玉
村
甲

6
東
菜
園
甲
の
う
ち

東
菜
園

西
菜
園
の
二
村

計
五
村

(
四
甲
)

は
道
光
年
代
に
は
正
南
郷
親
賢
二
都
を
形
成
し

平
均

1
甲

E
二
･
四

土
地

(臥
)

三
八
九
二
･
八
七
一
七

三
六
五
二
･
二
六
五
〇

1
八
八
九
二
二
二
〇
〇

一
六
四
六
二
ハ
六
〇
五

一
〇
六
一
二
一〇
八
五

二
六
七
八
･
四
四
九
〇

四
〇
三
八
･
六
八
四
〇

三
六
二
五
･
〇
六
七
五

九
八
八
四
･
八
五
二
〇

二
三
六
九
･
二
八
八
二

微
粒

(石
)

折
銀

(繭
)

二
三
三

1
五
1

五
四

九
五

五
四

一
二
四

一
三
一

一
九
八

四
九
三

一
五
三
七

五
七
二

1
<
九

二
九
七

八
五
五

三
〇
一

〇
六
〇

四
七
五

六
九
四

六
六
一

三
二
三
･
四
九
七

二
〇
九
･
三
九
七

八
三
二

二
九

一
三
二
･
七
六
〇

七
五
二
1〇
七

一
七
一
･
八
二
二

二
〇
八
二
一三
四

二
七
五
･
四
二
三

六
八
三
･
七
二
一

l
〇
八

.
二
1
六
111
二

九
五

三
五
九
六
･
五
八
七
五

一
七
〇

七
八
九

二
四
〇
二
二
五
五

て
い
た
｡
ま
た
5
楊
家
壁
甲

と
8
東
電
荘
甲
五
ケ
村

(
東

蓮
荘

西
窺
荘

商
売
荘

北
老
荘

巷
口
村
)
計
六
ケ

村
は
正
南
郷
親
賢

一
都
を
構

⑧

成
し
て
い
た
L
t
9
狭
村
甲

六
村
は
と
も
に
正
南

郷
親
賢

三
都
に
属
し
'
こ
れ
に
東
南

郷
馬
南
都
六
村
の
-
ち
の
黄

家
境
が
加

っ
た

も

の

で
あ

-80-
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り
'
3
老
軍
営
甲
と
7
大
南
関
甲
の
大
南
関

小
南
関
は
も
と
南
関
都
に
属
し
た
｡
つ
ま
り
光
緒
の
親
賢
都
は
道
光
の
正
南
郷
親
賢

一
都

二

都

三
都
を
主
と
し
南
関
都
そ
の
他
を
く
み
あ
わ
せ
て
で
き
て
い
る
｡
従

っ
て
9
狭
村
甲
と
8
東
冠
荘
甲
五
村
と
は
,
i
)も
に
歴
史
的
候
件
,

も
と
同
じ
都
に
屈
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
そ
の
ま
ま
各
三

甲
を
形
成
し
た
と
い
え
よ
う
.
こ
れ
に
反
し
て
も
と
親
賢
二
都
を
形
成
し
て
い

た
五
ケ
村
は
四
甲
に
分
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
｡

四

最
後
に
清
末
に
お
け
る
里
甲
制
の
動
き
を
'
山
西
南
部

遭
城

(零
州
)
扮
陽

(
扮
州
府
)
二
厭
の
事
例
に
よ
っ
て
眺
め
よ
う
0

晴
代
舜
正
以
後

力
役
は
金
銀
に
代
え
地
丁
銀
に
附
加
し
て
徴
収
す
る
こ
と
と
な
り
'
格
役
は
理
虜
の
上
で
は
消
滅
し
た
こ
と
と
な
っ
た

が
'
箕
際
に
は
清
末
ま
で
種
F
の
役
餌
差
格

(無
償
で
努
力
そ
の
他
物
品
を
提
供
す
る
)
と
よ
ば
れ
て
存
し
た
こ
i
Jは
'
皇
朝
経
世
文
編
竺

1

三
戸
政
五
賦
役
五
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
る
.一
差
篠
は
と
-
に
直
隷
省
が
激
し
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
､
清
代
山
西
に
も
存
し
た
の
で
あ
り
'

道
光

題
城
願
志
巻
六
坊
里
の
保
に
は
珍
ら
し
-
在
城
並
に
四
郷
に
存
し
た
役
を
ば
俸
え
て
い
る
｡

在
城
三
坊
の
項
に
は
､｢南
関
は
信
義
に
隷
し
賓
客
に
館
在
れ
ば
'
力
役
の
時
に
有
る
所
な
り
｡
署
及
び
倉
は
則
ち
賛
賢

･
桂
林
そ
の
役

を
分
つ
.
鯛
競

梢
競

=
J
と
あ
る
｡
こ
こ
に
み
え
る
信
義

賛
賢

桂
林
は
何
れ
も
在
城
三
坊
の
坊
名
で
あ
る
O

東
郷

(
五
里
七
三
村
)
の
項
に
は

｢歳
ご
と
に
東
新
及
び
荊
茨
を
出
し
て
以
っ
て
官
に
供
す
｣
と
あ
り
'

｢薪
燃
は
以
っ
て
恒
に
代
え

て
公
館
に
備
え
'
早
夜
迭
差
の
用
と
す
｡
荊
茨
は
則
ち
獄
と
倉
の
需
め
る
所
な
り
｡
胡
坦

侯
村

秋
壁

苑
川
は
皆
な
そ
の
役
に
鷹

ず
｡
薪
は
惟
だ
秋
壁
の
み
は
あ
づ
か
ら
ず
｣
と
注
し
て
い
る
｡
こ
こ
に
み
え
る
胡
坦
以
下
は
五
里
中
の
四
里
の
名
で
あ
り
'
胡
坦
里
は
二

- 81-

三
村
'
侯
村
里
は
十

1
村
'
苑
川
里
は

一
九
村
'
秋
壁
里
は
八
村
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
｡

㊨

_

南
郷

(
九
里
五
九
村
)
の
項
で
は

｢嘗
徳

瓦
客

舌
屯
諸
村
で
は
柳
を
植
え
る
役
有
り
'
兼
ね
て
道
を
治
む

(瓦
客
よ
り
洪
洞
の
界

に
至
る
官
道
の
左
右
は
凡
そ

一
四
村
皆
な
こ
れ
に
役
せ
ら
る
)
｡
農
隙
に
事
を
あ
ぐ
と
錐
も
'
亦
た
夢
と
云
う
べ
き
な
り
｣
と
あ
る
｡
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3

北
郷

(
.1
里
二
1
村
)
の
項
で
も

｢歳
ご
と
に
亦
た
荊
茨
の
役
有
り
'
審
子
以
上
は
輿
馬
の
衝
に
督
り
､
濃
子
を
出
し
て
以
っ
て
引
進

に
資
す
る
を
除
き

(
寛
子
鋲
よ
り
北
は
皆
な
披
路
に
し
て
'
官
輿
の
此
れ
を
過
ぐ
る
に
は
必
ず
纏
を
索
め
て
上
る
)
丸

そ
道
路
に
事
あ
れ

迂

'
皆
写

し
れ
に
役
せ
ら
る

(南
郷
の
植
朝

･
修
道
の
如
き
の
類
な
り
)
｣

と
あ
る
｡

峯
子
鏡
は
願
北
五
里
に
あ

っ
て
罪
が
設
け
ら
れ
'

北
は
荏
州
荏
山
騨
に
至
る
ま
で
四
五
里
'
南
は
洪
洞
鯨
普
潤
騨
ま
で
三
五
里
で
あ
っ
た

(巻
入
騨
舗
)
.

以
上
の
こ
と
か
ら
東
新
や
荊
茨

(
い
ば
ら
)
と
い
っ
た
物
品
を
提
供
し
'
賓
客
の
舘
や
署

倉
に
人
足
を
出
す
役
が
'
趨
城
願
g
lニ
坊
二
九

里
内
の
い
く
つ
か
の
里
を
単
位
に
わ
り
あ
て
ら
れ
て
い
た
し
'
道
路
普
請
の
役
は
南
郷

北
郷
に
も
あ

っ
た
が
'
前
者
で
は
官
道
の
左
右
の
1

四
村
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
o
こ
の
よ
う
な
題
城
の
差
格
は
い
わ
ば
平
和
な
時
の
も
の
で
あ

っ
た
が
'
次
の
扮
陽
は
物
情
騒
然
た
る
時
の
事
例
で

あ
る
｡

扮
陽
で
は
乾
隆

嘉
慶
年
間
に
官
が
民
間
の
車
輪

牒

馬
を
強
制
徽
塗
し
て
用
い
､
里
甲
制
の
里
長
が
こ
れ
に
苦
し
ん
だ
こ
と
が
､
乾
隆

五
五
年

(
一
七
九
〇
)
禁
浮
牧
草
勧
強
泣
車
願
事
稗
や
嘉
慶

二
二
年

(
一
八
〇
八
)
永
単
願
檀
碑
に
よ
っ
て
う
か
が
わ
れ
る
｡
そ
の
の
ち
清
末

西
北
に
兵
を
用
い
て
以
来
'
山
西
で
も
差
格
は
か
な
り
重
い
負
按
と
し
て
の
し
か
か
っ
て
き
た
｡
た
と
え
ば
山
西
中
部
大
原
府
の
文
水
願
下
七

〇
坊
都
で
は
'
阿
片
戦
争
後
捻
匪
回
教
徒
の
乱
な
ど
を
通
じ
'
道
光
二
1
年
よ
り
同
治

二

年
に
至
る
ま
で
の
問
に

(
1
八
四

一
-
七
二
)
串

二

四
九
輔

馬
三
二
五
匹
の
徹
夜
を
被

っ
た
.
同
治

二
二
年
以
後
は
こ
れ
を
金
で
虞
理
す
る
こ
と
と
な
り
へ
車

一
輪
を
銀
五
両

馬

1
匹
を

㊨

銀
二
両
に
換
算
し
て
約
め
る
こ
と
に
襲

っ
た
が
'
今
度
は
そ
の
費
用
の
調
達
に
苦
し
む
こ
と
と
な
っ
た

｡

こ
れ
は
ひ
と
り
文
氷
解
に
止
ま
ら
な

か

っ
た

.
し
か
も
光
緒
三
-

四
年
山
西
省
が
ひ
ど
い
災
害
に
み
ま
わ
れ
る
と
'
差
格
の
負
捧
の
軽
減
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
｡
昔
時
扮
陽
に

⑳

は
差
格
と
し
て
常
差
の
ほ
か
兵
差

流
差

難
差

が
存
し
た
が
'
光
緒
四
年

(
一
八
七
八
)
知
府
瑞
斌
が

｢兵
差
の
積
弊
を
草
陰
し
均
格
を
更

定
す
る
の
章
程
示
｣
を
塗
布
し
'
里
甲
制
の
改
革
を
企
て
た

(光
緒
志
巻

l
O
難
識
)o

扮
陽
の
里
甲
制
に
つ
い
て
は
七
三
頁
で
ふ
れ
た
が
'
里
に
は
里
長
'
車

に
は
甲
頭
が
お
り
'
在
城
の
節
義
坊
は
坊
里
全
鰻
の
代
表
者
と
し
て

絃
批
首
と
な
り
'
東
郷
の
迎
春
里
と
南
郷
の
陽
城
喜
里
が
在
郷
里
甲
の
代
表
者
と
し
て
批
首
と
な
っ
た
ほ
か
､
賦
税
稀
役
の
徴
収
事
務
を
行
う
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た
め
へ
里
に
は
定
麓
の
房
主

書
手
が
い
た
し
'
徽
章
に
鷹
ず
る
牒
馬
を
雇
い
入
れ
る
た
め
の
茂
頭
も
い
た
b
つ
ま
り
里
甲
制
は
ほ
ん
ら
い
の

里
長
と
甲
頭
だ
け
で
は
賦
税
と
差
衝
の
徴
収
に
鷹
じ
き
れ
な
か
っ
た
と
い
え
る
.
な
お
扮
陽
に
お
い
て
地
丁
銀
を
徴
収
す
る
も
と
で
あ
る
糧
額

は
各
里
に
よ
っ
て
異
り
'
数
百
石
か
ら
千
絵
石
に
至
る
ま
で
の
幅
が
あ
り
'
各
甲
の
分
は
四

･
五
十
石
よ
り
六

･
七
百
石
に
至
る
ま
で
と
い
う

⑪

よ
う
に
異

っ
て
い
た
｡

そ
し
て
里
甲
の
経
費
は

吊俸
包

囲,房
主

回車
馬
費

囲

兵
差
難
差

回
耗
費
か
ら
な
っ
て
い
た
｡

吊停
包

歳
冬
所
管
の
花
戸
が

1
牛
の
経
費
を
里
長
甲
頭
に
預
約
す
る
も
の
を
停
包
と
い
う
｡
こ
れ
は
書
手
を
定
雇
L
t
鏡
糧
を
経
徹
し
'

⑳

晒
規
を
包
離
し
'
府
願
の
更
夫

斡
板

取
科
の
規
費
紙
房
の
規
費
等
の
項
か
ら
な
り
'
毎
里
で
要
す
る
費
用
は
八

･
九
十
千
文
よ
り

1
百
二

十

･
三
十
千
文
に
至
る
ま
で
等
し
く
な
か
っ
た
｡

㊨

何房
主

里
長
甲
頭
が
城
中
の
舗
戸
を
償

っ
て
代
耕
す
る
も
の
を
い
い
'
四
季
琉
草
を
包
耕
し
'
紅
夫

を
管
支
L
t
賓
糖

密
棟

黄
工

土
庄

荊
麻

柳
候

春
秋
祭
柁

棚
帳

夫
役
等
の
項
を
分
解
す
る
も
の
か
ら
な
り
'
毎
里
で
要
す
る
費
用
は
そ
れ
ぞ
れ
二
十
千
よ
り
四
十

千
文
に
至
り
'
こ
れ
も
年
前
そ
の
牛
を
給
す
｡

I

伺車
馬
費

車
馬
を
代
耕
し
て
差

(
徹
夜
).
に
鷹
ず
る
も
の
を
い
い
'
牒
馬

一
匹

一
日

lの
粗
償
鏡

(
借
賃
)
は
六
〇
〇
文
で
あ
る
が
'
ま
た

こ
れ
を
候
備
す
る
｡
大
里
地
方
の
名
目
を
も

っ
て
い
て
各
役
所
の
徹
夜
を
調
桝
す
る
節
義
坊

･
純
班
坊
で
は
'
毎
坊
の
経
費
は
百
十

･
二
十
千

文
で
あ
る
が
'
他
の
里
仁

･
五
名
二
坊
の
一
坊
の
経
費
は
三

･
四
十
千
文
と
い
う
よ
う
に
違

っ
て
い
る
｡
大
道
の
傍
に
あ
る
二
五
里
は
'
い
ず

れ
も

一
坊
の
費
用
は
三
十

･
四
十
千
文
と
い
う
よ
う
に
違

っ
て
い
る
｡

3:兵
差

･
薙
差

は
願
よ
り
坊
里
の
批
首
に
俸
え
'
房
主
に
分
博
し
て
慣
備
L
t
毎
月
三
旬
に
は
各
房
主
は
里
甲
に
帖
知
し
､
在
城
の
東
放

廟
に
お
い
て
合
計
す
る
｡
里
甲
は
ま
た
お
の
お
の
本
地
分
に
お
い
て
花
戸
を
算
接
し
て
鏡
文
を
割
普
て
'
こ
れ
を
房
主
に
支
給
す
る
｡

伺
耗
費

獄
廟
の
合
議
に
お
い
て
合
計
し
､
帖
を
俸
え
る
こ
と
よ
り
各
里
甲
毎
の
計
算
に
及
ぶ
ま
で
'
何
れ
も
耗
費

(
附
加
費
)
が
あ
る
O

こ
の
よ
う
に
し
て
各
里
甲
の
正

･
発

･
耗
三
費
の
各
経
費
を
合
計
す
る
と
'

一
里
で
鏡
五
百
千
前
後
と
な
り
'
毎
年
全
牌
四
〇
里
で
は
銭
約

二
寓
千
前
後
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
｡
ノし
か
も
こ
れ
に
は
通
常
の
流
差
及
び

大
兵
差
は
含
ま
れ
て
い
な
い
｡

し
か
も
里
甲
に
お
け
る
難
問
題

83
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は
､
各
里
各
甲
の
糧
績

(納
税
額
)
が
違

っ
て
い
た
ば
か
り
か

(
上
述
の
陽
曲
解
の
親
賢
都
甲
に
お
い
て
も
み
た
と
こ
ろ
)
､

お
の
お
の
規
族

が
あ
り
､
差
衛
の
割
普
乃
至
経
費
の
捻
出
に
あ
た
っ
て
は
公
餅
の
里
も
あ
れ
ば
'
猫
糎
の
里

(
早
漏
で
車
馬
人
足
の
割
菅
に
鷹
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
)
も
あ
る
と
い
う
よ
う
に
異
っ
て
い
た
｡
と
-
に
猫
雛
の
里
で
税
額
の
少
い
甲
で
は
'
平
時
で
さ
え
か
な
り
無
理
を
し
て
い
る
の
で
'

そ
の
上
大
差
に
あ
う
と
'
経
費
を
捻
出
す
る
た
め
田
産
を
典
資
し
て
も
な
お

一
年
の
割
普
額
に
足
り
な
い
こ
と
も
往
々
生
じ
る
｡
同
治
六

･
七

年
の
問
の
如
き
は

毎
里
の
差
費
の
鰻
は
一
千
七
石
鹸
串
で
あ
り
'
こ
れ
に
附
加
税
を
加
え
る
と
'
殆
ど
正
規
の
税
額
と
等
し
か
っ
た
O

む

す

び

以
上
の
考
察
を
通
じ
て
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
'
清
代
山
西
に
お
け
る
里
甲
制
乃
至
都
甲
制
が
'
緊
落
で
あ
る
村
荘
を
要
素
と
し
て
構
成
さ

れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
o
即
ち
里
-
甲
制
の
1
里

(
も
し
-
ほ
都

-､
甲
制
の
1
都
)
は
清
末
'
な
る
べ
-

1
0
ケ
村
以
内
の
村
在
に
よ
っ
て
編

＼

成
す
る
よ
う
工
夫
さ
れ
'
そ
の
下
の
甲
は
数
ケ
村
よ
り
つ
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
､

1
ケ
村
で
一
甲
に
あ
て
る
も
の
も
あ
っ
た
｡
こ
う
し
て
自

然
の
宋
落
で
あ
る
村
荘
が
里
甲
制
を
維
持
す
る
底
盤
で
あ
っ
た
.
里
に
は
里
長
と
き
に
は
櫓
夫
'
都
に
は
総
夫
'
甲
に
は
甲
頭

甲
正

催
頭

絶
戸
頭
あ
る
い
は
戸
頭
が
お
か
れ
た
ほ
か
'
村
に
も
地
方
が
あ
っ
た
.
そ
し
て
大
き
な
村
が

1
村
で

1
甲
を
つ
く
る
場
合
に
は
'
村
に
終
戸
頭

所
頭
が
い
た
｡
と
こ
ろ
で
こ
の
村
と
い
わ
れ
る
山
西
の
宋
落

(
村
落
)
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
か
｡
こ
れ
は
賂
来
究
明
し
な
く
て
ほ
な

0
0

ら
ぬ
課
題
と
し
て
今
回
は
論
じ
ら
れ
な
い
が
'
乾
隆

遇
城
麻
志
巻
五
風
俗
の
僕
で

｢
城
郷
大
小
有
義
合
'
随
本
身
多
寡
'
毎
人
抜
取
鏡
分
麓

0
0

之
廟
政
'
以
馬
地
方
公
事
之
用
'
此
他
直
省
所
末
有
老
｣
と
Iの
べ
'
ま
た
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
光
緒
九
年
山
西
巡
撫
張
之
洞
の
陳
晋
省
通
行
保

､ー
-

O
O

甲
並
請
の
中
に

｢晋
俗
毎

1
村
馬

一
社
'
若

1
村
有
二
三
公
廟
則

一
村
馬
二
三
証
へ
社
各
有
長

村
民
悉
聴
指
揮
｣
と
あ
る
よ
う
に
'
山
西
の

村
荘
に
は
廟
祉
も
し
は
杜
と
い
う
結
合
が
み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
'
こ
の
よ
う
な
村
民
の
結
合
が
上
述
の
よ
う
な
里
甲
制
を
存
績
さ
せ
る
力
と

し
て
働
い
た
こ
と
を
見
逃
せ
な
い
で
あ
ろ
ぅ
｡

(昭
周
7
･
八
･.二
六
稿
､
噸
四
二
二

二
･
二
六
改
訂
稿
)

t＼
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註①

清
代
山
西
の
地
方
志
は
九
州
大
学
折
%
111四
部
を
主
と
し
㌦
嘗
該
地
方

志
に
つ
い
て
前
代
に
灘
る
た
め
東
洋
文
庫
所
藤
の
も
の
と
し
て
康
照

乾

隆

夏
願
志
'
薙
正

大
卒
解
志
'
乾
隆

趨
威
嚇
志
'
康
照

文
氷
解

志
'
菌
暦

順
治

大
原
府
志
'
康
照

陽
曲
願
志
八
志
を
み
'
東
大
囲

書
館
所
藤
の
乾
隆

陽
城
解
志
'
嘉
慶

定
石
解
志
､
成
豊

大
谷
願

志
'
光
祐

緯
解
志

卒
造
願
志

文
水
解
志

苛
嵐
州
志
七
志
を
も
み

た
O
こ
れ
ら
の
地
方
志
を
地
団
に
お
と
し
て
み
る
と
､
ほ
ぼ
山
西
全
省
に

分
布
し
て
い
る
こ
と
と
な
っ
た
｡

⑧

た
と
え
ば
河
北
の
成
豊

直
隷
定
州
志
巻
六
-
七
地
理

郷
約
の
候
に

は
村
別
戸
数
を
の
せ
る
が
'
そ
の
な
か
に
は
元
光
村

夏
家
督

民
声
六

〇
と
い
う
よ
う
に
二

･
三
ケ
村
を
合
せ
て
い
る
例
が
あ
る
｡

⑨

以
下
の
地
方
志
に
み
え
る
戸
口
統
計

と
く
に
口
数
に
つ
い
て
は
'
乾

隆
以
後
男
女
丁
口
数
を
主
と
す
る
が
'
子
供
の
数
を
加
え
た
も
の
も
あ
る

こ
と
は
'
拙
稿

｢滞
代
華
北
の
都
市
の
戸
口
に
関
す
る

7
考
察
｣
史
淵

1

0
0
特
輯
坂
で
論
及
し
た
｡

④

乾
隆

歴
城
願
志
撃

二
地
域

里
牡
｡

⑤

成
豊

直
隷
定
州
志
巻
六
-
七
地
理

郷
約
'
山
東
河
北
の
村
落
に
つ

い
て
は
他
日
軍
表
の
預
定
.

①

王
子
達

見
政
敵
戸
口
調
査
及
各
家
借
計

絶
食
牲
畢
雑
誌
三
の
三
及

び
四
の
一
別
刷

社
食
調
査
所
｡

⑦

筆
者
の
蒐
集
し
た
山
東
の
四
四
州
願
の
里
甲
制
に
関
す
る
史
料
中
に
坊

里
と
い
う
の
は
み
あ
た
ら
な
い
｡

⑧

は
か
に
三
結
村
が
あ
る
が
'
こ
れ
は
光
緒

東
志
荘
甲
に
は
入
れ
ら
れ

な
か
っ
た
｡

⑨

河
南
省
に
は
河
夫
の
ほ
か
柳
柏
の
協
済
の
あ
っ
た
こ
と
が
'
皇
朝
経
世

女
編
奄
三
三
李
及
秀

酌
浜
河
夫
疏
格
鳳
彩
'
治
河
民
困
事
疏

に
み
え

る
｡

㊨

_
光
緒
初
年

夏
願
で
も
差
篠
は
兵
差

飼
差

大
差

流
差

雑
差
の

五
種
に
分
け
て
い
た

(光
緒
志
巻
四
)｡

民
国
以
後
の
兵
差
の
淵
源
が
清

末
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
｡

⑪

す
で
に
康
堅

二
〇
年
頃

(
一
六
九

1
)
幕
陽
の
二
四
里
に
お
い
て
1
甲

の
糧
多
き
も
の
は
二

･
三
百
石
､
少
な
い
も
の
は
十
線
石
と
い
う
違
い
が

あ
っ
た

(光
祐
志
奄

二

銀
鱈
貞
の
義
撃
砕
記
)
.

⑲

鞘
板
と
は
な
に
か
不
明
'
教
示
を
乞
う
｡

⑬

紅
夫
と
は
棺
を
か
つ
ぐ
人
夫
を
さ
し
'
こ
の
人
夫
が
多
額
の
金
を
要
求

し
て
騒
擾
し
た
こ
と
は
'
乾
隆
五
八
年
'
喬
明
府
禁
草
索
喪
家
以
微
意
俗

示
文

(扮
陽
願
志
奄

一
〇
)
に
み
え
る
｡
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The Relation between the Li-jia mlfl System

and the Village in Shan-xi lliIDj Province

during the Qinu ~ Dynasty

rihei Nakamura

The relation between the Li-jia system and the village was studied,

. using fifty topographies of Shan-xi Province. On an average, villages in the

southern part consist of 70 or 80 households, while those in the mountainous

middle and northern parts are smaller, consisting of 40 households.

The Li-jia system, otherwise known as the Fang-li tOm or the Dou-jia

mEfI system, existed during the whole course of the Qing dynasty.

-2-



One Li was composed of one or more villages. We have studied indi

vidual household, land, and tax of Li-jia system. The results of this study

show that these Li varied in many respects. Finally we reviewed the

corvee WIHffi. under the Li- jia system.
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