
二
O
世
紀
中
園
の
地
主
一
族

|
|
陳
西
省
米
脂
鯨
楊
家
溝
の
馬
氏
1

l

柔
抑
揚

507 

河

地

造

重

}ま

カ2

き

し

侠
西
省
北
部
を
縦
断
す
る
幹
線
道
路
は
緩
徳
鯨
域
か
ら
無
定
河
に

-139ー

沿
っ
て
北
上
し
、
米
脂
鯨
城
を
へ
て
撒
林
に
通
じ
て
い
る
。
綬
徳
と

米
脂
の
ち
ょ
う
ど
中
ほ
ど
に
四
十
里
舗
と
い
う
町
が
あ
る
。
こ
の
町

か
ら
東
に
わ
け
入
っ
て
四
十
華
皇
、
米
脂
鯨
城
か
ら
も
四
十
華
皇
、

経
徳
豚
城
か
ら
は
北
八
十
華
里
、
無
定
河
の
支
流
楊
家
溝
に
沿
う
一

つ
の
村
、
こ
れ
が
米
脂
鯨
河
合
匝
の
第
六
郷
、
楊
家
溝
で
あ
っ
た
。

一
九
三

0
年
代
こ
の
あ
た
り
に
行
く
に
は
、
東
隣
山
西
省
太
原
か
ら

の
ほ
う
が
便
利
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
「
沿
陽
か
ら
絞
徳
ま
で
は

，、

①

四
百
六
十
豆
、
急
い
で
も
七
、
八
日
は
か
か
っ
た
」
。

@
 

農
村
調
査
圏
の
放
行
日
誌
を
み
て
も
、

事
貫
侠
西
省

一
行
は
清
南
を
一
九
三
三
年

八
月
三
日
に
出
て
か
ら
、
鄭
州
・
石
家
荘
・
太
原
と
大
ま
わ
り
し
て
、
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」
こ
に
着
く
ま
で
十
七
日
を
要
し
て
い
る

と
り
わ
け
最
後
の
九
日

問
、
太
原
か
ら
の
陸
路
は
困
難
な
放
で
あ

っ
た
ら
大
小
数
十
の
流
は

間
に
あ
え
ば
忽
ち
急
耐
と
化
し

山
が
険
し
く
な
れ
ば
人
力
車
や

「
爽
筒
」
も
降
り
ね
ば
な
ら
ぬ

ζ

笛
時
こ

の
地
方

へ
の
道
は
遥
か

に

速
か

っ
た
。
こ
の
道
程
の
速
さ
と
険
し
さ
、
そ
れ
は
陳
北
の
お
く
れ

た
経
済
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
調
査
闘
は
八
月
二
O
目
、
官
家
阻
村
を

へ
て

一
丈
山

そ
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で
、

一
つ
の

「
富
裕
な
」
村
を
望
ん
だ
。
さ
ら
に

す
す
む
こ
と
十
数
分
、
果
然
壮
大
な
城
築
が
あ
ら
わ
れ
た
。
途
に
沿

っ
て
櫛
比
す
る
の
は
す
べ
て
精
巧
な
彫
刻
の
石
碑
で
あ
り
、
客
の
外

側
は
城
業
式
の
園
絡
が
め
ぐ
ら
さ
れ
、

上
に
は
守
術
が

二
・
三
十
人

屯
し
て

い
る
。

城
壁
を
く
ぐ
る
と
度
々
と
し
た
空
地

そ
の
奥
に
臆

接
用
石
客
が
あ

っ
た
。
客
は
青
紅
色
の

E
石
で
築
か
れ
、
門
や
窓
に

は
人
物

・
草
花
が
精
触
に
彫
ら
れ
て
い
る
。
客
内
は
天
井
高
く
、
周

圏
ま
た
油
漆
で
彩
ら
れ
、
調
度
品
も
高
級
で
あ
っ
た
。

一
行
は
見
な

か
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
コ

l
ト
、

ッ
ト
ボ

l
ル
場
ま
で
あ
っ
た
。

「
内
部
の
整
潔
無
比
な
る
こ
と
、
億

と
し
て
南
方
の
大
富
家
の
気
象
の
如
し
」
と
は
、
僻
遠
の
快
北
に
こ

れ
な
見
い
だ
し
た

一
行
の
嘆
聾
で
あ

っ
た
。
ζ

れ
と
そ
峡
北
右
越
え

て
音
に
聞
え
た
楊
家
溝
馬
氏

一
族
の
邸
宅
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

さ
て
筆
者
は
こ
れ
か
ら
、
馬
氏

一
族
の
姿
を
と
お
し
て
、
二

O
世

紀
中
園
の
地
主
制
の

一
斑
に
ふ
れ
た
い
と
思
-
つ
。
馬
氏
に
か
ん
し
て

①

①
 

は
、
観
山
氏
の
報
告
の
ほ
か
に
、
「
米
脂
蘇
陽
家
溝
調
査
」

(
以
下

「調
査
」
と
略
記
す
る
)
が
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

こ
れ
は
延
安
農
村

調
査
園
田
名
が
一
九
四
二
年
に
お

こ
な
っ
た
調
査
の
報
告
書
で
あ
る

'/J ~ 

一
つ
の
地
主
一
族
を
こ
れ
ほ
ど
精
密
に
調
べ
あ
げ
た
も
の
は

寡
聞
に
し
て
他
例
を
し
ら
な
い
。
我
々
は
一
九
二

0
年
代
後
牢
か
ら

三
0
年
代
に
か
け
て
中
聞
に
ま
き
お
こ
っ
た
農
村
調
査
ブ

l
ム
の
成

-140ー

果
と
し
て

お
び
た
だ
し
い
報
告
文
献
を
も
っ
て
い
る

だ
が
農
村

地
主
の
強
大
な
機
カ

お
び
え
た
農
民
、
あ
る
い
は
ま
た
調
査
の
方

法
的

・
技
術
的
未
熟

あ
れ
や
こ
れ
や
の
理
由
は
、
首
時
の
成
果
の

大
部
分
を
、
大
雑
把
な
統
計
表
の
堆
積
に
彩
ら
せ
て
し
ま

っ
た
。
も

ち
ろ
ん
そ
の
債
値
は
小
さ
く
な
か
っ
た
。
農
村
の
破
局
的
事
態
た
と

え
ば
土
地
所
有
の
極
度
の
集
中
、
苛
酷
な
小
作
制
、

零
細
で
劣
悪
な

フ

生
産
傑
件
に
う
ち
ひ
し
が
れ
て
い
た
農
民
経
営
、
地
主
の
商
業
・

高

利
貸
に
よ
る
搾
取
等
々
は
、
あ
ら
ゆ
る
地
方
に
つ

い
て
歴
然
と
示
さ

れ
た
。
し
か
し
嘗
時
の
中
国
農
村
経
済
の
軸
で
あ

っ
た
地
主
制
の
具

慌
的
・
立
鯉
的
な
映
像
を
構
成
す
る
こ
と
は

そ
う
い
う
統
計
表
の



重
ね
合
せ
か
ら
だ
け
で
は
む
つ
か
し
い
。
そ
こ
で
ケ

l
ス
・
ス
タ
デ

ィ
は
そ
の
鍛
黙
を
補
う
重
要
な
方
法
と
な
る
。
と
ζ

ろ
が
そ
の
た
め

の
正
確
、
詳
細
な
資
料
は
、
個
人
的
具
瞳
性
が
唱
す
だ
け
に
、
首
時

の
傑
件
の
下
で
は
作
製
さ
れ
に
く
か
っ
た
。

で
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

「
調
査
」
は
こ
の
意
味

「
調
査
」
が
馬
氏
一
族
の
数
十
年
に
わ
た

る
帳
簿
類
を
入
手
で
き
た
の
は
、
楊
家
溝
が
一
九
四

O
年
「
解
放
」

さ
れ
た
ζ

と、

し
か
も
そ
の
直
後
に
調
査
が
お
乙
な
わ
れ
た
と
い
う

傑
件
を
ほ
か
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。

な
お
「
調
査
」
の
債
値
は
、
そ
れ
に
止
ま
ら
な
い
。
楊
家
溝
は
，一

九
三
四
年
か
ら

「
間
紅
軍
」
の
時
期
を
む
か
え
、

四
O
年
「
解
放
」

さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
馬
氏
一
族
の
歴
史
の
末
尾
数
年
は
、
抗
日
戟

字
時
期
の
侠
甘
寧
透
直
の
歴
史
の
一
働
と
も
い
え
る
。
透
冨
治
下
の

地
主
の
僑
ら
ざ
広
姿
、
そ
れ
は
「
調
査
」
貫
施
の
直
接
の
動
機
で
あ

っ
た
し
、
我
々
の
興
味
を
ひ
く
と
ζ

ろ
で
も
あ
る
。

も
っ
と
も
「
調
査
」
に
は
不
満
も
あ
る
。

氏
の
帳
簿
類
が
、
そ
の
ま
ま
示
さ
れ
て

い
な
い
乙
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
「
調
査
」
が
整
理
し
統
計
表
に
ま
と
め
て
し
ま

っ
た
以
上
の
多
面

一
つ
は
原
資
料
た
る
馬

5ω 

的
な
分
析
を
可
能
に
し
て
く
れ
た
か
も
し
れ
な
い。

ま
た
一
つ
は
そ

の
整
理
の
仕
方
が
か
な
り
杜
撲
で
、
統
計
表
相
互
間
に
矛
盾
撞
着
が

あ
り
、
あ
る
い
は
本
文
中
、
表
中
に
補
正
す
る
術
も
な
い
誤
算

・
誤

植
が
散
見
す
る
ζ

と
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
事
情
は
、
筆
者
の
力
不

足
も
あ
っ
て
、
折
角
浮
び
か
け
た
地
主
制
の
立
瞳
的
な
映
像
を
ぼ
か

し
て
し
ま
い
、
ま
た
数
字
の
補
正
に
か
な
り
の
努
力
を
注
ぐ
と
と
を

徐
儀
な
く
し
た
。
だ
が
数
字
の
補
正
は
そ
れ
な
り
に
、
今
後
こ
の
責

料
を
利
用
さ
れ
る
方
に
、
基
礎
作
業
と
し
て
役
立
て
て
も
ら
え
る
で

あ
ろ
う
。

と
も
か
く
こ
う
し
た
わ
け
で
問
題
の
十
分
な
究
明
と
い
う
に
は
程

遠
く
、
し
か
も
許
さ
れ
た
枚
数
で
す
べ
て
を
吸
う
こ
と
は
で
き
な
か
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っ
た
。
そ
こ
で
、

こ
こ
で
は
序
論
と
も
い
う
べ
き
範
圏
、
す
な
わ
ち

馬
氏
一
族
の
麗
史
と
嘗
時
の
現
肢
の
素
描
、
地
主
経
済
の
概
略
を
述

べ
る
に
止
め
、
小
作
料

・
高
利
貸
業
・
「
字
暁
」
経
営
・
馬
氏
の
盤

臨
す
る
挟
北
農
村
の
構
造
な
ど
の
た
ち
入
っ
た
検
討

そ
れ
か
ら

「
閑
紅
軍

L
l
「
解
放
」

の
時
期
の
中
国
共
産
黛
の
農
業
政
策
と
地

主
経
済
の
費
貌
の
と
り
ま
と
め
た
技
述
は
い
ず
れ
も
割
愛
し
て
、
筆

者
の
力
の
ゆ
る
す
か
ぎ
り
別
稿
(
大
阪
市
大
寸
経
済
問
学
年
報
」
第

一

入
集
掲
載
の
橡
定
〉

で
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

第

節

馬
氏
一
族
の
略
史
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|鳴珂lー

第 1表馬氏家系

1-*鐙麟(徳仁堂)100徐
ー|公選ト一一一1-*鐙深(立仁堂)60徐

'-*錨鍵(逮仁掌)85 1-*漢匝 45 
1-唾豆l 一一一」哨義(厚徳堂)45

直亘-卜璽亙一一卜 瞳亙 一一 峨鮮(承徳堂)20徐
'-本鍛哲 典出 '60

ー*鎚瑠(盆徳堂)53 

ー|鐘秀1(双玉堂)一一一暢 44

直亙一一1-*鎚銘(明徳堂)48 
ーホ鑓御(立徳堂)典出51
4 鐘徳(軍基徳堂) 0 

51<Y 

ー*鴻藻(鰻仁堂)560 1キ飢 100自主

一|盃盃!(好義堂)一一ト 禎

匝亘一直j@1-~ 匝亙(依仁堂)ー|ー哨楢(明酷)(註d恭

一一一妻常旋支 | 
4 堕盟(明治堂)2901-林

4 鴻恩(威信堂)(註2)
|典出41.0 

(註1)貿地 452.5典地 61.5 
(註 2) 301. 5 典出 35.0

1-本鍾瑛(大中堂)買地 275.0 典地 4.0 典出 50.5

-岡 *問 ~\12- 1 -両1 (至正堂)→潤群賢哲郎奥地 21.0 
(中正堂) 一一一

1-鎚仁(策選と同居)

典出16.0
「ホ潤番(重慶堂)貿地471.5奥地47.0

-IFt豆」一一一 唖三重一一一-i-i間普

l 潤海

一一一 1 1-*師道(蹄徳堂)197.5 
団 組一 1

J祝 ~I 卜*師貞(近仁堂)買地350.5 奥地39.0 典出11.0 
二門 I (徐慶堂) I 買地211.5I ¥，I-:'J"!X-=/ ー*師承(亦是堂) 潤詩I蒔耳|一 1 "-IJIIJ 1;，1.' ¥'lJ';..t:..::. 典出 14.5

一一 ー官官一一ーー州市臥(術援堂)買地499.5 奥地39.0 典出157.0
!ー師糸

，-*祝~(育和堂) (設 3)-1 
ー直亘 I (瑞唐) 1師伊

'-*祝多(裕仁笠) (註4)
(新民)

(註 3)i調査J!C.瑞腐の名でしばしば現われる@

貿地1179.0 奥地77.0 典出34.0

(註4)新民の名であらわれる。

買地1107.0 典出74.0
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「本師儒(樹徳堂)353.5 

三門 「且監ト ー トホ師亮(崇徳堂)334.5 

回一回一I(三耐) I_*ffili fi;J (慨堂)叩

(三多堂)L*祝年(三徐堂)1297.0 

，-*潤液(大智堂)198.5 

ー膚酉一一一一 府 高ト一一一一ト哨澗(司iI育堂)152.0 典出20.0

|ー商習(忠勇堂)一明俄 80.0

1-*潤身

1 1- 師遜(集義堂)ートホ潤民四門 I I PIIJ soo!: ¥:;>'I"'":':;I:)(I，;t_/ I 

直亙一直亙 ト直面一一l ' I =~潤磨
白 I 200.0 

4 師賢(中和堂)典出55.0-潤回

70.0 

60.0 

70.0 

ー師仁 一一一一一*潤津(慈善掌).102.0 

一一一 「本師光(成和堂)316.0 奥地 8.0 典出62.0
l感選ト一一|
一一一 1-*師範(復和掌)316.0 

直富一一一一百羽一一一一一哨液体烈堂)441. 0 

市_， I一直塁l一一一一瞳室ト一一一一*凌雲(銘徳堂)120.0 
個績|ー|

扇面堂)1一直亙一一一噛瑞(裕善堂)120.0 

，-*鐘化 35.0 

-維繍一一一卜噛鮮(永遠堂) 35.0 

薗雇i-I 1-*鍾茎 35.0 

五門 I (高鐙堂)1<'" -Irl> ^ 1ー鍾晋
一一一| し*維城 O一|
直旦H (務本堂)- 1-鐙 雄

(五市高堂)I一一一ー
1-直盟一一*維新(街預堂)1175.5 

一→l雌維開一一一一本鐙岳(依徳堂)150.0 

! 一 r*圃園酎号語異臨語酌酌10∞0
厨蚕画Iド一斗|一睡遵ト 一 |
直喜堂)1 - -鍾智

ホ維宗(敏勝堂)100自主

一匿亙一一一噛猷(得和堂)110徐

この表は「調査」第2節の系聞と各戸現吠から作製したが、 '若干重量更、省略してある。

ホ印は1942年省時一家をなしているもので、合計53家ある。

Eコ は死亡を示す。

( )は堂放を示す。i

*印の家に附した数字は、所有地を示し、単位は椀 (3.5市畝)である。奥地とは典質と

して保有している土地、典出とは典質として他に占有権をゆずり渡した土地である。

いうまでもなく占有権の引渡しを伴わない指首はふくまない。
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旧
樹
家
溝
は
一
九
四
二
年
首
時
六
個
の
自
然
村
、
二
百
七
十

一
戸
か

ら
な
り
、
村
民
の
住
居
は
南
北
に
貫
流
す
る
場
家
溝
の
南
側
の
丘
に

散
在
し
て
い
た
。
二
百
七
十

一
戸
の
う
ち
五
十
五
戸
は
地
主
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
う
ち
五
十
一
戸
は
す
べ
て
馬
氏
の
分
支
で
あ
っ
た
。
第

一
表
馬
氏
家
系
に
中
小
印
を
附
し
た
五
十
三
家
の
う
ち
、
鐘
徳

・
維
城

の
二
家
は
、
阿
片
で
地
産
を
吸
い
輩
し
、
も
は
や
地
主
に
は
数
え
ら

れ
な
か
っ
た
。
馬
氏
五
十
三
家
の
大
多
数
の
住
居
を
ふ
く
む
例
の
城

案
「
扶
風
案
L

は
、
川
の
西
山
の
上
に
そ
び
え
、
馬
園
土
(
後
出
〉

が
同
治
六
年
回
蹴
を
防
ぐ
た
め
築
い
た
も
の
と
侍
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
馬
氏
一
族
の
興
起
と
始
祖
馬
嘉
幾
の
事
跡
に
つ
い
て

査
」

に
は
ほ
と
ん
ど
記
述
が
な
い
。
そ
の
聞
を
丁
度
埋
め
て
く
れ
る

の
が
、
観
山
氏
の
報
告
で
あ
る
。
氏
の
報
告
は
お
そ
ら
く
聞
き
書
に

よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
に
し
た
が
え
ば
馬
嘉
幾
は
、

八
・
九

十
年
前
絞
徳
城
内
の
「
舗
子
」
に
働
く

一
人
の
濁
身
の
彩
計
(
手

代
〉
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
か
れ
は
勤
勉
に
働
い
て
主
人
の
信
用
を
博

し
、
な
が
く
勤
め
あ
げ
た
の
ち
、
少
し
ば
か
り
の
金
を
貸
し
輿
え
ら

れ
た
。
嘉
幾
は
そ
れ
を
資
本
に

「
さ
さ
や
か
な
舗
子
」

を
ひ
ら
く

と
、
専
ら
「
放
賑
置
田
」
に
精
を
出
し
た
。

「
数
年
」
で
産
を
な
し

た
あ
と
も
、

「
一
一
銭
如
命
」
と
い
う
生
活
が
つ
づ
け
ら
れ
た
。
'/J~ 

れ

が
結
婚
し
た
の
は
六
十
数
歳
、
経
徳
と
米
脂
に
三
つ
の

「
大
き
な
」

@
 

舗
子
を
う
ち
た
て
た
あ
と
だ

っ
た
と

い
わ
れ
る
ι

嘉
築
は
観
山
氏
に
よ
る
と
七
人
の
子
を
生
ん
だ
。

「
調
査
」
で
は

名
に
「
鳴
」
字
を
い
た
だ
く
五
人
の
男
子
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

観
山
氏
に
よ
れ
ば
、
息
子
の
あ
る
も
の
は
舗
子
を
受
け
縫
い
で
経
営

し
、
あ
る
も
の
は
官
途
に
つ
き
蓄
財
し
て
家
郷
に
迭
金
し
た
。
舗
子

の
数
は
増
し
た
。
ま
た
大
群
の
長
工
が
雇
わ
れ
て
楊
家
溝
に
く
り
こ

ん
だ
。
そ
れ
ま
で
湯
家
溝
は
、
楊
姓
を
な
の
る
数
十
戸
の
農
民
が

山
畑
を
耕
す
静
か
な
無
名
の
村
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
が
馬
氏
の
経
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後
に
か
か
る
や
、
全
村
の
土
地
は
績
々
「
買
占
め
」
ら
れ
、
曲
炭
田
は

多
く
水
田
に
愛
り

い
か
な
る
皐
災
に
も
耐
え
う
る
米
脂
鯨
の
「
精

華
之
直
」
に
費
貌
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
絞
徳
に
本
擦
を
お
い
て
い

た
馬
氏
は
、
度
び
重
な
る
-
課
税
・
擁
汲
右
回
避
し
、
あ
げ
て
場
家
溝

に
移
住
し
た
。
そ
う
し
て
附
近
六
・
七
十
皇
の
田
地
が
、
大
部
分
馬

氏
の
所
有
に
鯖
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
観
山
氏
の
報
告
は
、
簡
翠
で
は
あ
る
が
、
注
目
す

ベ
き
貼
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
そ
の
第
一
は

と
の

E
大
な
地
主
一
族

の
形
成
に
あ
た
っ
て
原
動
力
と
な
っ
た
も
の
が
、
舗
子
H
字
披
経
営

に
よ
る
利
潤
の
蓄
積
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
第
二
は
、
そ
の



た
ん
な
る
既
耕
地
の
買
得
の
み
で
は
な
く
、

お
そ
ら
く
未
墾
地
・
荒
蕪
地
が
多
く
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
の
地
域
に

集
中
的
に
投
下
さ
れ
、
そ
れ
を
耕
地
に
か
え
、
あ
る
い
は
可
能
な
か

ぎ
り
濯
概
耕
地
に
か
え
る
た
め
に
、
大
量
の
長
工
を
雇
用
し
た
り
、

蓄
積
さ
れ
た
資
本
が
、

生
産
用
具
を
準
備
し
た
り
す
る
資
本
と
し
て
用
い
ら
れ
た

と
い
う

と
と
で
あ
る
。
楊
家
溝
一
帯
の
土
地
が
馬
氏
の
手
に
入
る
過
程
で

トま

「
買
占
め
」
だ
け
で
は
な
く
、

お
そ
ら
く
無
主
地
の
占
接
も
お

こ
な
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
が
そ
う
し
た
土
地
を
耕
地
に

か
え
る
た
め
に
は
、
農
民
の
力
を
と
え
た
資
本
が
必
要
だ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

そ
こ
で
舗
子
な
い
し
字
競
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
舗
子
と
は
、
観
山
氏
に
よ
る
と
、
地
主
が
域
鎮
に
設
け
て
、
小

作
料
徴
牧
、
高
利
貸
、
土
地
・
不
動
産
の
買
得
・
管
理
を
お
こ
な
う

機
闘
で
あ
っ
た
。
乙
の
説
明
の
背
景
と
し
て
氏
の
脳
裏
に
あ
っ
た
の

は
、
江
南
地
主
の
例
の
「
租
横
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
し
か

に
と
の
封
比
は
あ
る
程
度
安
嘗
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
観
山
氏
の
い
う
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「
調
査
」
の
い
う
字
挽
と
同
一
物
だ
っ
た
と
す
る
と
、
舗

子
な
い
し
字
挽
が
も
っ
租
横
と
異
る
面
も
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
と
い
う
の
は
字
挽
は
、
地
主
が
自
家
の
所
有
地
、
典
地
を
恒

舗
子
が

常
的
に
管
理
し
、
小
作
料

r

を
徴
収
す
あ
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
し
て

設
け
た
機
関
で
は
な
く
、
地
主
が
経
営
す
る
と
し
て
も
、
自
家
の
土

地
所
有
や
奥
地
保
有
、
そ
の
小
作
料
徴
枚
と
は
別
個
に
、
一
定
額
の

を
銀
股
と
し
て
出
資

資
本
(
土
地
・
現
金
・
糧
食
な
ど
の
形
態
)

一
人
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
銀
股
所
有
者
と
身
股
を
輿
え
ら
れ

た
経
理
が
、
合
股
制
に
よ
っ
て
経
営
す
る
濁
立
の
機
関
で
あ
っ
た
。

し嘗
然
出
費
者
に
は
、
|
|
嘉
幾
も
は
じ
め
は
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に

-
|
地
主
以
外
の
も
の
も
あ
り
得
た
。
ま
た
字
鵠
が
典
地
受
入
れ
を

媒
介
手
段
と
じ
て
買
地
を
ど
れ
く
ら
い
増
し
て
い
く
か
は
時
と
場
合

-145一

に
よ
っ
た
が
、
傾
向
と
し
て
は
そ
の
ば
あ
い
の
典
地
を
ふ
く
め
て
、

経
管
内
容
に
お
け
る
高
利
貸
部
門
(
典
質
、
指
場
面
)
や
糧
食
の
投
機

的
責
買
の
占
め
る
ウ
エ
イ
ト
が
大
き
か
っ
た
。
後
出
の
馬
維
新
の
例

に
よ
れ
ば
、
維
新
は
地
主
H
街
酒
堂
と
し
て
土
地
所
有
、
奥
地
保
有

に
よ
る
小
作
料
徴
吹
を
お
こ
な
う
か
た
わ
ら
、
典
地
の
出
入
や
指
嘗

(
指
地
掲
銭
の
ほ
か
指
客
、
指
牲
畜
な
ど
)
に
よ
っ
て
高
利
貸
資
本
を

四
時
さ
せ
、
ま
た
糧
食
を
投
機
的
に
買
買
し
た
。
で
は
そ
れ
と
全
く

同
様
の
こ
と
を
、
別
に
字
競
(
崇
徳
厚
)
に
お
い
て
お
こ
な
っ
た
理
由

は
な
ん
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
危
険
分
散
や
税
閥
係
な
ど
も
ろ
も
ろ
の

理
由
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
ひ
と
つ
に
は
同
じ
経
営
内
容
と
し
て
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も
、
そ
こ
に
一
方
は
枚
租
地
主
と
し
て
、
他
方
は
高
利
貸
機
閥
と
し

て
、
お
の
ず
か
ら
重
貼
の
ち
が
い
が
あ
り
、
高
利
貸
業
務
の
複
雑
煩

墳
な
解
信
一
を
別
置
す
る
意
味
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る

こ
の
よ
う
に
馬
氏
に
お
け
る
字
暁
経
営
は

お
そ
ら
く
馬
嘉
築
の

と
き
か
ら
一
貫
し
て
、
高
利
貸
機
閥
た
る
性
格
に
愛
り
な
か
っ
た
。

し
か
し
馬
氏
の
初
期
の
字
挽
経
営
は
、
馬
氏
の
資
本
蓄
積
の
主
要
基

盤
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
蓄
積
は

土
地
経
営
資
本
と
し
て
投
下
さ
れ
た
。
こ
の
ば
あ
い
馬
氏
の
本
来
の

地
盤
が
、
殺
徳
に
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

侠
北
は
経
酒
の
後
進
的
な
地
方
で
あ
っ
た
。
だ
が
絞
徳
は
そ
の
な
か

で
は
山
西
省
に
つ
な
が
る
交
通
の
要
衝
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
山
侠
商

@
 

人
の
出
身
地
の
ひ
と
つ
で
あ

っ
た
。
ま
た
「
調
査
」
は
商
買
に
失
敗

し
た
馬
維
綱
の
言
葉
と
し
て
、
「
米
脂
人
は
普
通
の
商
買
は
で
き
な

い。

放
脹
置
田
だ
け
が
比
較
的
む
い
た
仕
事
だ
」
と
記
し
て
い
る
。

普
通
の
商
買
な
ら
綬
徳
人
の
方
が
は
る
か
に
く
わ
し
く
上
手
だ
が
、

そ
れ
は
か
れ
ら
が
山
西
商
人
と
似
て
い
る
た
め
だ
、
と
い
う
の
で
あ

@
 

り
、
ζ

れ
も
紙
徳
が
商
業
の
中
心
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。
し
か
し
維
綱
は
米
脂
人
に
な
り
き
っ
て
い
て
、
も
と
も
と
馬
氏

勃
興
の
地
盤
の
ひ
と
つ
が
絞
徳
に
も
あ
っ
た
ζ

と
を
、
も
は
や
忘
れ

て
い
た
。
字
挽
経
営
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
資
本
が
、
経
徳
に
商
業

資
本
と
し
て
進
出
す
る
ζ

と
も
可
能
で
あ
っ
た
の
に
、
逆
に
米
脂
か

ら
さ
ら
に
山
村
に
入
っ
て

土
地
資
本
と
し
て
投
下
さ
れ
た
こ
と

そ
う
し
て
こ
の
初
期
の
土
地
経
営
が

一
族
あ
げ
て
の
土
地
開
霊

経
営
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
後
進
地
域
に
お
け
る
商
業
・
高
利
貸
資
本

と
地
主
資
本
の
深
い
つ
な
が
り
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

と
と
ろ
が
の
ち
の
馬
氏
は
a|
|
お
そ
ら
く
園
土
の
頃
を
境
と
し

て

||
、
急
速
に
山
村
に
盤
蹄
す
る
大
地
主
に
愛
貌
し
て
い
く
と
と

も
に
、
蓄
積
の
主
要
基
盤
を
、
{
子
競
か
ら
小
作
制
的
土
地
所
有
に
移

戸

h
v

A
守

唱

i

し
、
ま
た
開
震
や
土
地
改
良
に
よ

っ
て
さ
ら
に
外
部
へ
輩
展
す
る
こ

と
も
や
め
て
、
完
全
に
保
守
的
な
牧
租
地
主
に
な
っ
た

c

資
本
投
下

は
も
つ
ば
ら
既
耕
地
買
得
に
む
け
ら
れ
、
そ
れ
は
地
主
自
堂
の
手
で

お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
字
暁
経
営
は
、
い
っ
そ
う
高
利
貸

的
資
本
四
時
に
主
力
を
お
き
、
馬
氏
の
経
済
の
主
柱
で
あ
っ
た
位
置

を
お
り
て
、
寄
生
化
し
た
地
主
経
済
を
補
完
す
る
役
割
そ
果
す
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
字
蹴
経
営
の
費
化
は
、
馬
氏
の
経
済
全
瞳

の
性
格
出
現
化
に
封
躍
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ひ
と

つ
の
理

由
に

は
、
{
子
暁
経
営
に
不
況
期
が
お
と
ず
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

以
上
の
べ
た
こ
と
は
、
観
山
氏
の
筒
軍
な
記
述
と
、
こ
れ
か
ら
本



稿
や
別
稿
で
ふ
れ
る
の
ち
の
馬
氏
の
姿
を
ウ
き
あ
わ
せ
て
、
大
雑
把

な
推
測
を
試
み
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
大
部
き
き
ま
わ
り
し
て
述
べ

た
形
に
な
っ
た
が
、
馬
氏
の
略
史
に
も
ど
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
嘉
築

と
息
子
た
ち
が
築
い
た
財
産
は
や
が
て
玉
子
に
均
分
さ
れ
た
が
、
そ

の
額
は
一
入
賞
り
買
地
・
奥
地
に
あ
わ
せ
て
千
徐
摘
、
(
「
調
査
」
に

よ
る
と
こ
の
地
方
の
一
摘
は
約
三
・
玉
市
畝
。
「
陳
西
省
農
村
調
査
」

に
よ
る
と
約
三
畝
だ
が
、
生
産
力
か
ら
み
る
と
ほ
ぼ
一
畝
に
相
嘗
す

①
 

る
)
、
金
の
ベ
棒
二
本
、
銀
元
賓
八
十
個
に
達
し
た
。

そ
の
他
に
字

暁
資
本
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
た
大
き
な
資
産
が
あ
り

そ
れ
は
分

配
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

名
に
「
鳴
」
字
を
も
っ
五
子
の
時
期
の
こ
と
は
、
観
山
氏
も
「
調

査
」
も
な
に
も
の
べ
な
い
。

お
そ
ら
く
こ
の
時
期
に
も
、
馬
氏
の
霊

展
は
績
い
た
。
土
地
所
有
の
擦
大
を
み
て
も
、
た
と
え
ば
長
門
鳴
珂

が
得
た
遺
産
は
い
ま
の
べ
た
が
、
か
れ
が
三
子
に
の
こ
し
た
も
の

@
 

は
、
一
人
嘗
り
土
地
千
六
百
徐
端
で
あ
っ
た
か
ら
、
鳴
珂
一
代
土
地

は
千
絵
摘
か
ら
五
千
絵
摘
に
膨
脹
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も

長
門
に
く
ら
べ
る
と
、
五
門
鳴
鳳
の
よ
う
に
、
遺
昏
の
少
い
分
支
も
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あ
っ
た
。
鳴
鳳
の
遺
産
は
千
四
百
摘
で
あ
っ
た
か
ら
、
か
れ
一
代
土

@
 

地
は
、
〆
さ
し
て
増
え
も
へ
り
も
じ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

や
が
て
時
代
は
三
代
目
、
名
に
「
園
」
字
左
も
つ
十
一
家
の
時
期

と
な
っ
た
。
外
は
清
末
動
凱
の
時
代
に
入
っ
て
い
た
が
、
乙
の
遺
境

徐
波
も
及
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
と
の
世
代
の
な
か
で
、
外
に
む
か
つ

て
馬
氏
を
代
表
し
、
光
裕

堂
中
の
「
首
富
」
と
帯
さ
れ
た
の
は
、
園
土
で
あ
っ
た
F

か
れ
は
甘

で
は
回
数
徒
の
観
以
外
に
、

粛
直
隷
州
循
化
問
知
、
安
西
州
知
州
と
な
っ
た
の
ち
、
官
を
僻
し
て

家
郷
に
踊
る
や
、
扶
風
案
そ
築
い
た
り
、
荒
年
に
は
大
量
の
土
地
買

占
め
を
お
こ
な
っ
た
り
、
他
方
で
は
手
贋
く
字
競
も
経
営
し
た
。
台、

れ
の
最
盛
期
に
は
土
地
三
千
五
百
塙
(
政
租
千
石
以
上
〉
、

は
崇
徳
・
崇
裕
・
崇
義
・
崇
信
・
山
由
市
貫
・
崇
仁
な
ど
の
各
甥
が
あ
っ

⑪
 

た
と
い
う
。
買
に
典
型
的
な
郷
紳
地
主
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
官
紳

字
暁
に
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と
し
て
の
地
位
や
税
役
上
の
特
権
が
、
大
量
の
土
地
買
得
を
た
す
け

た
と
想
像
さ
れ
る
し
、
そ
の
絵
威
は
ま
た
一
族
の
地
主
的
費
展
に
た

い
し
て
も
及
ぼ
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
せ
い
も
あ
ろ
う
か
、

国
土
に
か
ぎ
ら
ず
、

族
は
、
全
盛
期
と
も
い
う
べ
き
時
期
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
国
土

の
兄
園
干
も
一
代
ほ
ぼ
千
五
・
六
百
捕
の
土
地
を
保
持
し
加
。
二
門

の
園
撃
の
遺
産
は
二
子
に
各
八
百
五
十
八
押
す
な
わ
ち
強
制
千
七

百
徐
塙
で
あ

っ
た
。
三
門
園
棟
の
富
も
大
き
か

っ
た
。
園
棟
の
子
祝

か
れ
を
筆
頭
と
す
る
一
九
世
紀
末
頃
の
馬
氏
一
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年
は
「
調
査
」
首
時
阿
片
を
吸
い
な
が
ら
「
閑
住
」
し
て
い
た
が
、

三
十
四
歳
の
か
れ
が
千
三
百
摘
を
自
力
で
獲
得
し
た
と
は
思
わ
れ
な

い
。
と
す
れ
ば
祝
齢
も
同
額
と
み
て
、
闇
棟
の
遺
産
は
二
千
六
百
摘

と
な
る
。
こ
う
し
て
計
算
す
る
と
十

一
家
あ
わ
せ
た
線
額
は
、
ゆ
っ

に
一
蔦
数
千
摘
の

E
額
に
の
ぼ
っ
た
と
推
計
さ
れ
る
。
こ
の
数
字
は

⑬
 

「
調
査
」
嘗
時
の一

族
の
総
計

一
高
三
千
九
百
七
十
七
・
五
摘
に
匹

敵
す
る
が
、
後
者
は
五
十
二
家
の
総
計
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必

要
が
あ
る

c

こ
の
貼
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
園
土
の
世
代
以
降
、
馬
氏

の
内
部
で
は
勢
力
の
消
長
が
あ
っ
た
が
、
全
憧
と
し
て
の
土
地
所
有

は
さ
し
て
綴
大
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
馬
氏
内
部
の

勢
力
消
長
は
、
も
ち
ろ
ん
外
部
か
ら
の
土
地
獲
得
と
外
部

へ
の
土
地

放
出
に
も
よ
っ
た
が
、
第
四
節
で
も
質
例
を
あ
げ
る
よ
う
に

内
部
の
土
地
移
動
に
も
閥
係
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
園
土
に
代
表
さ
れ
た
時
期
が
す
ぎ

一
九
・
二

O
世
紀
の
交

以
後
、
設
展
は
停
滞
し
、
傑
出
し
た
家
は
現
わ
れ
な
か
っ
た
。
光
緒

二
五
、
二
六
年
(
一
八
九
九
二
九

O
O〉
の
二
年
つ
づ
き
の
大
荒
年

は
、
穀
債
暴
騰
と
地
償
暴
落
の
た
め
、
地
主
の
土
地
機
大
に
と
っ
て

好
機
で
あ
っ
た
が
、
翌
年
か
ら
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
糧
食
の
生
産
過

剰
の
た
め
、
穀
債
は
ふ
た
た
び
暴
落
に
縛
じ
た
。
と
く
に
一
九

O
九

年
か
ら
の
数
年

一
斗
の
米
債

(
本
稿
に
米
と
い
う
の
は
小
米
す
な

わ
ち
穀
子
H
粟
の
も
み
が
ら
を
と
り
さ
っ
た
も
の
。
楊
家
溝
で
は
穀

子

・
黒
豆
を
粗
糧
の
代
表
と
し
、
小
米
を
細
糧
の
代
表
と
し
、
南
者

は
二
封
一
で
換
算
さ
れ
た
)
は
わ
ず
か
二
千
四
百
文
前
後
を
低
迷
し

た
。
高
利
貸
業
の
資
金
回
輔
は
鈍
化
し
、

し
た
が
っ
て
字
暁
経
営
は

不
況
に
お
ち
い
っ
た
。
た
と
え
ば
園
弼
が
光
緒
一

一
年
開
業
し
た
崇

義
長
は
、
高
利
貸
、
雑
貨
販
賀
、
糧
食
運
迭
の
「
い
ず
れ
も
金
儲
け

に
な
ら
ず
」
、
光
緒
二
八
年
(
二
九
年
?
)

閉
鎖
さ
れ
た
‘

つ
い
で

宣
統
元
年
(
一
九

O
九
)
に
は
、
嘉
幾
以
来
光
裕
堂
の
事
業
の
中
心

-148ー

族

で
あ
っ
た
崇
盛
西
と
崇
元
蹴

(園
弼
の
兄
弟
四
家
の
共
同
出
資
で
光

緒
二
五
年
に
開
い
た
ば
か
り
の
字
暁
)
が
閉
鎖
さ
れ
た
。

「
崇
盛
西

は
儲
け
た
が
、
崇
元
挽
は
経
管
不
振
だ
っ
た
」
の
で
あ
加
。

し
か
し
こ
の
不
況
期
は
、
投
機
の
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
っ
た
。
嘗
時

は
小
作
人
の
家
に
さ
え
穀
物
が
充
満
し
、
地
主
が
小
作
料
を
自
分
で

荷
造
り
し
て
運
び
だ
し
て
も
何
と
も
い
わ
な
い
、
と
い
う
ほ
ど
で
あ

っ
た

闇
弼
の
子
維
新
は
こ
の
機
に
乗
じ
て
糧
食
を
ス

ト
ッ
ク
し

た
。
や
が
て

一
九
一
七
年
穀
慣
は
一
時
し
て
上
騰
し
た
。
維
新
は

こ

の
利
潤
で
大
量
に
典
地
受
入
れ
を
は
じ
め
、

業
し
た
。

同
年
字
暁
崇
徳
厚
も
聞

い
ま
維
新
の
土
地
に
は
、

組
産
す
な
わ
ち
鳴
鳳
の
遺
産
三



百
五
十
四

・
五
柄
、
園
開
の
遺
産
=
一
百
七
十
八
・
五
摘
、
宣
統
元
年

の
字
競
閉
鎖
に
と
ーも
な
う
分
配
百
二
十
八
捕
の
ほ
か
に
、
維
新
の
新

産
三
百
十
四

・
五
摘
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
ゆ
典
地
は
鳴
鳳
か
ら
園
弼

へ
の
相
績
時
は
四
百
八
十

一
摘
、
維
新
が
園
開
に
か
わ
っ

て
家
業
を

縫
い
だ
光
緒
二
八
年
ハ
二
九
年
?
)
は
三
百
捕
前
後
と
推
定
さ
れ
る

「
調
査
」
嘗
時
は
百
五
十
・
土
地
に
へ
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ

3う2の
減
少
は
近
々
数
年
の

と
く
に
謹
直
政
府
の
「
減
租
政
策
」
に
よ

る
も
の
で
あ
り
、
全
盛
期
の
一
九
三
三
年
に
は
、
奥
地
も
五
百
七
十

七

・
七
摘
を
有
し
て
い
向
。
ま
た
嘗
時
維
新
は
、

一
九
三
八
年
崇
徳

厚
そ
閉
鎖
し
て
引
上
げ
た
資
産
(
二
高
四
千
吊
前
後
?
)
を
癒
し
て

⑪

ー

い
た
は
ず
で
あ
る
c

か
く
て
全
盛
期
の
維
新
は
、

「
楊
家
溝
の
な
か

で
も
。
口
不
譲
人
、
銭
不
譲
入
。
と
い
わ
れ
た
騎
子
L

で
あ
っ
た
。

⑬
 

か
れ
は
一
九
四
一
年
保
長
に
、
翌
年
は
河
合
匝
長
に
選
ば
れ
た
。
そ

の
富
と
地
位
と
年
配
は
、

ま
ず
嘗
時
の
馬
氏
を
代
表
す
る
人
物
だ
っ

た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
嘗
時
維
新
は
五
十
七
歳
で
あ
り

一
族
の

長
は
七
十
五
歳
の
長
老
、
築
選
と
さ
れ
て
い
た
。

以
上
が
馬
氏
一
族
の
略
史
で
あ
る
。
馬
維
新
の
一
代
は
、
本
稿
で
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も
別
稿
で
も
こ
れ
か
ら
く
わ
し
く
と
り
あ
げ
る
激
定
で
あ
る
。
と
も

か
く
か
れ
は
皐
校
教
育
も
う
け
ず
、
直
・
郷
の
長
に
も
な
ら
ず、

生
事
業
に
専
念
し
た
。
か
れ
は
九
歳
か
ら
馬
氏
の
家
塾
に
家
庭
教
師

を
招
き
、
一
族
の
子
弟
と
一
緒
に
勉
強
し
た
が
、
十
八
歳
か
ら
は
老

年
の
父
に
か
わ
っ
て
家
務
を
み
は
じ
め
、
今
日
に
い
た
っ
た
の
で
あ

る
。
地
方
政
治
の
表
面
に
出
な
か
っ
た
こ
と
は
、
山
口
同
時
中
国
の
大
地

主
の
一
般
的
信
僚
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
事
質
上

地
方
官
衝
と
密
接
に
結
託
し
、
か
つ
財
力
と
自
衛
武
力
を
も
っ
て
、

ζ

の
地
方
一
帯
を
制
座
し
て
い
た
こ
と
は
、
た
や
す
く
想
像
し
う
る

と
ζ

ろ
で
あ
る
。
た
だ
馬
国
土
の
時
期
の
馬
氏
と
清
朝
支
配
の
結
び

っ
き
、
馬
維
新
の
時
期
の
馬
氏
と
軍
閥

・
闘
民
議
の
結
び

つ
き
の
具

-149ー

瞳
的
な
様
相
、
あ
る
い
は
馬
氏
の
ど
の
よ
う
な
農
村
支
配
僅
制
が

そ
れ
を
し
て
軍
閥

・
国
民
黛
支
配
の
基
盤
た
ら
し
め
た
の
か
と
い
っ

ζ

れ
ら
は
「
調
査
」
に
よ
っ
て
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
今

た
問
題
、

後
の
検
討
を
要
す
る
こ
と
が
ら
と
思
わ
れ
る
。

第

節

馬
氏

一
族
内
部
の
階
層
分
化
と
現
蹴

さ
て
こ
こ
で
は
馬
氏
の
内
部
に
、

も
う
少
し
限
を
む
け
て
お
か
ね

一
族
の
一
世
紀
の
歩
み
は
、

子
孫
が
、
や
が
て
E
大
な
地
主

一
族
に
ふ
く
れ
上

っ
て
い
く
姿
を
印

ば
な
ら
な
い
。

一
人
の
濁
身
の
彩
計
の

象
ず
け
る
が

そ
れ
と
と
も
に
興
味
深
い
の
は

そ
の
過
程
で
歴
然
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と
現
わ
れ
て
く
る
一
族
内
部
の
貧
富
の
差、

つ
ま
り
少
数
の
大
地
主

と
多
数
の
中
小
地
主
へ
の
階
層
分
化
で
あ
る
。
あ
る
世
代
に
あ
る
家

が
E
富
を
築
き
一
一
族
を
代
表
す
る
と

つ
ぎ
の
世
代
に
は
別
の
家
が

一
族
は
そ
う
し
た
縛
境
を
く
り
か
え

し
な
が
ら
、
ぞ
が
て
は
す
べ
て
洩
落
し
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。
だ

そ
の
地
位
に
と
っ
て
か
わ
る

が
そ
の
時
に
は
ま
た
別
の
一
族
が
興
起
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
地
主

階
級
全
盟
が
貫
は
た
え
ず
流
動
し
て
い
た
の
で
あ
り

そ
こ
に
中
闘

地
主
制
の
特
徴
の
ひ
と
つ
が
あ
っ
た

地
主

一
族
の
興
起
と
内
部
分
化
の
契
機
、
そ
れ
は
馬
氏
の
腫
史
か

ら
み
る
な
ら
ば
、
主
と
し
て
放
賎
置
回
、

つ
ぎ
に

「
倣
官
費
財
」
で

あ
っ
た
。
だ
が
反
封
側
か
ら
中
園
地
主
制
を
眺
め
、
さ
き
の
流
動
性

と
な
ら
ん
で
中
園
地
主
制
の
も
う
ひ
と

つ
の
特
色
を
な
す
も
の
、
す

な
わ
ち
中
小
地
主
の
摩
倒
的
優
勢
と
い
う
特
徴
的
現
象
を
も
た
ら
し

た
も
の
は
何
か
と
考
え
る
と
き
、
馬
氏
の
歴
史
か
ら
た
だ
ち
に
気
ず

く
の
は
、
小
作
料
枚
入
に
た
よ
る
地
主
生
活
と
均
分
相
績
制
の
問
題

で
あ
る

長
門
鳴
珂
の
子
孫
を
ふ
た
た
び
例
に
と
ろ
う
。
す
で
に
の
ぺ
た
ご

と
く
園
干
や
園
士
の
世
代
は
、
各
家
の
貫
質
的
な
富
裕
に
お
い
て
、
も

っ
と
も
充
質
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
だ
が
か
れ
ら
の
父
鳴
珂
の
代
と

ち
が
っ
て
、
因
子
一
代
土
地
は
櫓
え
も
減
り
も
し
な
か
っ
た
。
そ
の

結
果
闘
干
の
三
子
が
分
家
し
た
と
き
、
各
家
は
す
で
に
五
百
徐
捕
の

中
地
主
に
痩
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
長
男
公
選
自
身
は
ま
だ
よ
か
っ

た
。
秀
才
の
肩
書
も
と
り
、

一
生
を
ゆ
う
ゆ
う
と
地
主
生
活
に
過
し

た
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
公
選
の
つ
ぎ
の
世
代
は
ど
う
か
。
第
一
表
の

よ
う
に
「
調
査
」
嘗
時
の
三
家
は

い
ず
れ
も
百
徐
摘
も
し
く
は
そ

れ
以
下
の
小
地
主
に
す
ぎ
な
い
。
衣
男
際
選
は
「
柾
騎
蛇
」

業
〉
に
失
敗
し
、
か
な
り
の
土
地
を
典
出
し
た
。
三
子
に
の
こ
し
た

額
は
、

一
家
雷
り
百
塙
以
上
だ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
表
に
漢
群
が

わ
ず
か
二
十
徐
楠
と
い
う
の
は
、
母
と
本
人
で
阿
片
を
吸
い
、
原
有

六
十
徐
摘
を
減
ら
し
た
の
で
あ
る
。
鐘
哲
は
妻
と
日
本
に
留
摩
し
た

(
運
迭

-150一

ま
ま
婦
ら
ず
、
漢
好
に
な
っ
て
い
る
と
噂
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
土

地
六
十
摘
は
す
べ
て
典
出
さ
れ
て
い
た
。
国
干
の
三
男
登
選
は
公
選

と
よ
く
似
た
中
地
主

か
つ
て
秀
才
と
な
り
諮
問
鯨
鯨
長
に
も
な
っ

た
。
だ
が
遺
産
は
五
家
に
分
配
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

⑬
 

り
の
額
は
八
十
三
・
五
摘
、
そ
れ
も
表
の
よ
う
に
維
持
さ
れ
か
ね
て

一
家
首

い
る
。

母
が
亡
夫
の
遺
産
を
つ

と
く
に
幾
は
八
路
軍
に
身
を
投
じ
、

ぎ
つ
ぎ
に
阿
片
に
か
え
て
い
た
。

り
、
鐘
偉
は
「
走
水
生
意
」

鐙
銘
は
西
安
で
商
買
を
し
て
お

(
行
商
〉
で
一
時
儲
け
た
が
ま
た
損
を



し
、
阿
片
を
吸
い
な
が
ら
行
商
を
績
け
て
い
て
、
五
十
一
摘
は
オ
ベ

て
典
出
さ
れ
て
い
た
。
鐘
徳
は
西
安
電
報
局
に
勤
め
て
い
る
。
後
妻

だ
っ
た
母
が
阿
片
に
耽
溺
し

ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
地
の
と
ら
ず

「
吸
い
蓋
し
」
で
し

こ
う
し
て
園
干
一
門
十
二
家
は
す
べ
て
小
地
主
と
化
し
、

う
ち
一
一一

家
は
貫
際
上
は
所
有
地
ゼ
ロ
と
な
っ
て
い
た
。
と
れ
に
た
い
し
園
土

の
一
門
五
家
は
、
そ
ろ
っ
て
中
地
主
の
地
位
を
保
っ
て
い
た
。
凱
が

百
徐
摘
に
す
ぎ
な
い
の
は
、
鴻
猷
の
五
百
五
十
五
摘
が
最
近
妻
と
四

@
 

子
に
五
等
分
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
匂
こ
の
五
百
五
十
五
摘
と
い
う
額

は
、
鴻
植
の
買
地
・
奥
地
・
典
出
地
の
合
計
額
と
ぴ
っ
た
り
一
致
す

る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
均
分
額
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
長
男
鴻
藻
の
み

が
五
摘
を
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
園
干
一
門
が
そ
ろ

っ
て
小
地
主
、
園
土
一
門
が
そ
ろ
っ
て
中
地
主
と
い
う
現
状
は
、

に
も
地
主
的
経
済
活
動
に
差
異
が
あ
っ
た
結
果
で
は
な
い
。
園
士
一

門
の
鴻
藻
兄
弟
と
園
干
一
門
十
二
家
で
は
、
得
た
均
分
額
に
は
じ
め

か
ら
頼
著
な
差
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
差
は
国
土
一
代
の
致
富

も
闘
係
が
あ
る
。
だ
が
そ
れ
よ
り
直
接
の
原
因
は
、
国
土
以
後
文

選
、
師
租
と
二
代
つ
やつ
い
て
一
子
相
績
が
お
こ
な
わ
れ
た
貼
に
あ
る
。
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だ
か
ら
こ
の
ま
ま
推
移
す
れ
ば
、
分
散
化
は
や
は
り
克
れ
が
た
い
で

あ
ろ
う
。
そ
の
徴
候
は
ま
ず
鴻
猷
の
家
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
も
は

や
説
明
は
加
え
な
い
が
、
同
様
の
こ
と
は
第
一
表
か
ら
う
か
が
え
る

よ
う
に
、
園
均
、
園
華
、
園
棟
、
園
賓
、
園
憲
、
園
璽
ら
の
各
門
に

も
ほ
ぼ
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

地
主
的
大
土
地
所
有
の
分
散
化
が
均
分
相
績
の
進
行
度
に
よ
る
こ

「
調
査
」
で
も
、
中
小
地
主
へ
の
轄
落
の
要
因
は
「
分
家
、

と
は

抽
大
畑
、
生
意
賠
本
」
の
三
つ
で
あ
る
、
と
い
う
形
で
指
摘
さ
れ
て

@
 

い
る
。
け
れ
ど
も
阿
片
や
商
買
の
失
敗
は
限
ら
れ
て
い
た
。
侠
西
は

阿
片
の
産
地
だ
け
に
、
吸
飲
は
嘗
時
馬
氏
一
族
に
も
か
な
り
賢
ま
つ

-151-

て
お
り

五
十
三
家
の
う
ち
家
長
や
母
、
妻
あ
る
い
は
家
中
で
吸
飲

し
て

い
る
と
報
告
さ
れ
た
も
の
は
十
九
家
に
達
す
る
が
、
そ
の
所
有

地
喪
失
に
及
ぼ
す
影
響
は
一
様
で
は
な
か
っ
た
。
生
意
賠
本
の
例
も

な

か
な
り
多
い
。
際
還
や
鐘
偉
は
さ
き
に
で
て
き
た
が
、

五
門
の
鏡
瑞

は
雑
貨
版
買
で
失
敗
し
、

維
綱
は
失
敗
か
ら
頭
が
費
に
な
っ
て
い

る
。
ま
た
維
漢
は
洋
畑
に
目
を
つ
け
た
が
、

四
・
五
千
元
損
し
て
引

き
下
り
、
鐘
衡
は
服
毒
し
て
自
殺
し
た
。
し
か
じ
放
脹
置
田
と
ち
が

っ
て
一
般
の
「
生
意
」
は
、
，
成
功
し
て
中
小
地
主
を
大
地
主
に
引
き

上
げ
る
に
せ
よ
、
逆
に
失
敗
し
て
所
有
地
を
喪
失
さ
せ
る
に
せ
よ
、

あ
る
一
門
の
あ
る
世
代
と
い
う
よ
う
に

限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
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た
。
す
で
に
の
へ
た
よ
う
に
馬
氏
は
全
髄
と
し
て
、

は
じ
め
か
ら
商

業
資
本
へ
の
途
を
回
避
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
園
弼
は
い
つ

も
「
要
死
坐
死
吃
、

不
要
揮
銭
」

(
じ
っ
と
し
て
い
よ
、
金
儲
け
に

手
を
出
す
な
)
と
戒
め
て

い
た
と
い
う。

「
只
有
財
揮
人
、

不
能
人

機
財
」
と
は
、
財
産
は
財
産
が
つ
く
る
の
で
、
人
が
追
い
か
け
て
も

@
 

と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

出
来
る
も
の
で
は
な
い
、

国
間
の
家
憲

は
、
あ
る
程
度
馬
氏
全
憧
の
信
傑
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
だ
け
に
か
か
る
地
主
経
隣
に
と
っ
て
、
ど
の
門
ど
の
世
代
も

避
け
ら
れ
な
い
均
分
相
績
は
問
題
で
あ
っ
た
。

一
代
か
か
っ

て
所
有

地
を
少
し
ば
か
り
増
や
し
て
も
、
三
紘
一
寸
分

四
等
分
さ
れ
て
い
く
土

地
を
元
の
規
模
に
回
復
す
る
の
は
容
易
で
な
い
。
し
た
が
っ

て
地
主

的
土
地
所
有
の
分
散
化
は
、
中
園
地
主
制
の
一
般
的
趨
勢
で
あ
り
、

そ
の
よ
い
貫
例
が
馬
氏
の
姿
に
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
だ

が
中
園
地
主
制
は
と
め
ど
な
く
細
分
化
さ
れ
た
の
で
は
な
い。

均
分

相
績
が
も
た
ら
す
細
狩
化
と
い
う
一
般
的
な
律
動
を
内
包
し
な
が

ら
、
現
買
に
は
地
主
制
が
た
え
ず
新
生
し
再
生
し
た
。
そ
の
ば
あ
い

の
ひ
と
つ
の
契
機
で
あ
る
放
脹
置
田
の
詳
細
は
別
稿
に
譲
ら
ね
ば
な

〉

仁

、

:

p
uv
d

中
レ
句

I
V
品

川
川

そ
の
よ
う
な
一
族
の
小
地
主
化
あ
る

た
だ
こ
こ
で
は
、

い
は
特
定
の
家
の
大
地
主
へ
の
設
展
と
い
う
ζ

と
と
関
連
し
て
、

e

宗

族
的
結
合
の
問
題
に

一
一
言
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
族
内
の
貧
富
の
差
の

激
化
、
破
綻
を
お
し
と
ど
め
る
宗
族
的
結
合
、
そ
れ
は
「
調
査
L

を

と
お
し
て
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
馬
氏
に
は
き
わ
め
て
稀
薄
な
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
義
国
と
い
っ
た
も
の
は
な
か
っ
た
ら
し
く

わ
ず
か
に

馬
維
新
の
例
で
は
「
五
一
隅
墳
命
日
」

へ
の
土
地
接
出
が
わ
か
る
の
み
で

あ
り

従
兄
弟
の
維
城
に
た
い
す
る
維
新
の
態
度
は

手
厚
い
援

助
者
で
は
な
く
、
酷
薄
な
土
地
粂
併
者
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ

れ
ら
は
の
ち
に
も
ふ
れ
る
@
と
こ
で
は
主
と
し
て
均
分
相
績
の
貼
か

ら
馬
氏
の
現
扶
を
紹
介
し
た
の
を
一
歩
す
す
め
て
、
大
地
主
あ
る
い

n
J
U
 

t
-v
 

守
よ

は
中
小
地
主
の
現
肢
を
、
家
計
の
概
略
の
貼
か
ら
み
て
お
き
た
い
と

思
う
。

第

節

大

地

主

の

家

計

本
節
で
は
二

O
世
紀
に
入
つ
て
の
ち
の
こ
と
と
な
る
が

馬
維
新

の
家
計
を
例
に
と
っ
て
、
家
計
の
側
か
ら
地
主
経
衡
の
一
面
を
み
て

み
た
い
。
「
調
査
」
に
よ
っ
て
わ
か
る
維
新
家
の
家
計
は

一
九
一
一
一

年
か
ら
四
一
年
ま
で
の
三
十
年
間
に
つ

い
て
で
あ
る
。
第
二
表
は
蚊

入
の
明
細
、
第
三
表
は
支
出
の
明
細
、
そ
し
て
第
四
表
は
牧
支
を
穂

@
 

合
し
て
え
た
徐
剰
お
よ
び
資
産
増
加
の
一
覧
で
あ
る
。

(
以
下
必
要
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次 11吋額四れー瓦|由競

A
U
 

内ぺ

u
nHd 

-
i
 l

l

|

 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

226.30 

167.58 

283.16 

216.03 

200.62 

125.65 

258.11 

303.48 

387.64 

196. 75 

80.43 

449. 76 

298.04 

328.18 

550.07 

309.42 

340.46 

329.57 

206. 72 

327.85 

lIM 

204.30 

104.32 

215.51 

202.87 

158.18 

100.41 

244.90 

210. 78 

282.46 

77. 72 

56.56 

378.93 

267.33 

212.37 

337.23 

125.24 

289.20 

186.27 

162.50 

264.38 

139.85 

80.04 

175.99 

q
d
n
t
n
u
n
υ
q
i
v

お

T
A
n
w
d
ヴ
，

A
3
A
U
P
0
4
9

。o
s

u

τ

巧

d
n
p

-

-

-

-

-

-

-

-

F

D

n

L

P

b

n

L

n

L

η

a

n

v

勾

t

。L
F

D

n

L

a

q

A

4

4

A

T

1晶

Q
d
q
υ
R
υ

《

H
V
A
Hv
q
d
R
u
n
d
η
J

R
u
d
-
η
4
噌

i
p
h
u
a
n
T
A
3
0
0
噌

i
q
a

，

.

 

5

7

6

6

2

8
一
8

2

4

2

'

内ペ

υ
a
a
・
Fhv

21.92 

2
内

b

'

b

7

0

0

。O
A

υ

7

t

u

白
U
A
U

F
b
Aり
勾

d

。，u
Q
o
q
a
巧

d
A
3

。O
A
り

q
d

《

b

。。。
0
4
a
FL3
4
q
q
d
ヴ

d
n
L
n
d
o
o

n
L
q
u
n
L
R
u
n
d
n
4
9
u
A
A
唱

1

噌
E
ム

噌

'

ム

F「リ
V
A
H
u
p「
U
A
H
V
A
H
V
'
h
J
v
n，d
n
R
u
n
J
“
n
，・
n可
uv

pnv

弓

d

A
日

F
D
q
o
z
d
n
o

。L
P
b
勾

t
p
O
A
U

に
d

内

3

0

0

n
リ

q
a
唱

i
n
L
Q
d
n
F
A
U
n
d
噌

i
噌

i

qδ

寸

i
η
J
F
O
A
F

5.11 

0.07 

作

作

作

年卒

不

堕

r
3
内

d
n
u

d生

F
o
n
B

r
a
q
a
r
D
 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

99.45 

180.86 

0.16 

2.50 

8.40 

0.20 

6. 75 

3.86 

0.50 

堕作

盤作

不作

大豊作

2.95 

1.臼

数字は、すべて各種穀類、各種貨幣を石米に換算したものである。

a.作柄は参考のため「調査」第15節によって挿入した。毎嫡産量3斗以下を凶作、 3斗

-4斗を不作(原文数年)、 5斗前後を卒年作、 7斗-9斗を堕作、 1石前後を大堕作

iとしてある。

b. これによると、 1916年の糧食牧入 174.21石は、 74.12石の謀りと思われる。以下本文

では、 74.21石として論をすすめる.

c. bによって165.18石とすべきである。

-1臼ー
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第3表馬維新の歴年支出

|年
内 害事

次 支出総額
機|工糧

1912 204.00 60.83 6.25 22. 71 10.01 104.20 

1913 176.39 74.12 3.68 27.48 31. 47 39.64 

1914 286.01 88.57 6.21 48.49 45.19 97.55 

1915 107.70 38.30 8.14 15.19 10.62 35.45 

1916 90.93 43.89 1.59 12.04 1. 02 32.39 

1917 88.33 44.96 4.63 17.25 7.13 14.36 

1918 202.19 78. 71 4. 73 19.08 31.37 68.30 

1919 220.02 79.63 4. 71 30.36 27.65 77.67 

1920 135.51 46.57 5.93 16.40 19.47 47.20 

1921 99.19 42.02 16.36 13.03 21. 31 

1922 82.12 34.55 2.36 12.65 5.35 27.21 

1923 75.01 41. 57 6.21 2.98 6.51 17.74 

1924 87.54 45.41 6.28 7.31 6.89 21.65 

1925 56.58 38.90 2.87 3.44 4.20 7.17 

1926 75.24 36.61 5.02 5.15 9.28 19. 18 

1927 135.65 49.41 25.59 11. 66 4.80 17.05 27.14 

1928 120.17 50.63 2.85 14.61 9.65 11. 79 30.64 

1929 77.12 37.80 5.88 3.90 19.29 5. 73 4.52 

1930 137.13 48.66 5.82 10.00 34.67 15.98 22.00 

1931 140.19 43. 72 12.65 10.30 51. 40 11.07 11. 05 

1932 274.53 55.62 34.50 27.74 93.35 13.11 50.21 

1933 281. 71 53.25 72.22 33.63 64.16 8.65 49.30 

1934 311.04 42.69 6.56 33.55 165.93 5.80 56.51 

1935 287.56 52.40 5.96 14.50 189.62 4.34 20.74 

1936 239.01 47.25 13.86 8.85 134.58 3.05 31. 42 

1937 141. 94 36.96 31. 72 5.98 42.90 4.17 20.21 

1938 125.89 42. 70 17.68 9.74 25.17 16.67 13.93 

1939 132.29 44.58 19.47 7.03 29.47 6.80 24.94 

1940 253.35 41.62 7.41 46.49 2.96 33.08 

1941 123.50 25.20 70.33 8.69 0.82 

数字はすべて各種穀類、各種貨幣を石米に換算したものである。

a-
F
h
υ
 

1
i
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第4表慶年'*剰及び資産安動

資
時
間

一
日

ω

食
(
一

M
m

糧

一

剰
米

一
組

臼

石

一
1
仏

絵

↑

次

一一9
u
n
d

年

一

M
m
m
ロ
m
m
m
m
n
2
n
M
お

m
m
m
μ
n
m
m
m抑
制

叫

n
'm品
川
品
お
お
幻
叩
ぬ
ぬ

ω
4

A
u
d
A
B
nヨ
ハ
ヨ
ハ
ヨ

n
F
A
F
A
u
d

ハH
J
nヨ
ハ
ヨ
ハ
ヨ
ハ
ヨ
ハ
ヨ
ハ
ヨ
ハ
ヨ
ハ
百
円
宮
内
日

n
3
A
y
n日
口
百
円
宮
内
ヨ
ハ
ヨ
ハ
ヲ

n
ヨ

唱
E
A

噌
B
A

噌
E
4

唱
P
ム

句

E
ム

唱

E
A

唱
E
EA

唱
町
よ

噌

a
A

司
E
ム

守

E
ム

唱

E
A

守
E
ム

略

目

A

噌
E
A

噌

'

ム

唱

'Ea

噌
E
A

唱

目

ム

唱

'

目

晶

唱

E
4

唱
E
A

噌
E
E晶
噌

E
ム

司

E
ム

唱

E
ム

司

a
A

噌
B-A

49.45 

86.36 

(a) 174.25 

132.69 

85.24 

6.28 

32.07 I 
183.97 

133.91 
l
lf

j

!

 

句
E
ム

司

E
A

内べ
u

n
O
句

i
p
D

-

-

-

R
υ
A
K
U

噌ー

の
L

q

J

A
リ

唱

i

n

L

228.24 

251. 99 

76.58 

3.31 

181.02 

143.67 

135.44 

51. 87 

34.84 

113.36 

149.97 

93.12 

120.24 

153.11 

224.85 

50.53 

41. 33 

226.32 

286. 77 

31. 24 

64. 78 

201. 96 

39.13 

153.90 

57.36 

67.99 

180.31 

228.24 

127.89 

99.85 

典地
u向)

8.0 

19.0 

6.0 

76.5 

49.5 

65.。
40.0 

62.0 

35.0 

84.0 

28.5 

15.0 

19.。
98.5 

52.0 

88.5 

16.0 

70.0 

99.5 

96.5 

45.5 

24.5 
6.。

3.0 

20.0 

10.0 

41. 0 

48.5 

14.0 

73.5 

27.5 

17.5 

31. 0 

31. 0 

1 

1 

この表は「調査J P .140-142、歴年牧支比較表からとったが、 同表の牧入、 支出の数

字は、第2麦、第3表とかなりくいちがいがある。 どちらが正しいかわからないので

第 2表、第3表が正しいものとし、したがって盈徐額を訂正した。

(a) 第2表設bにしたがえば74.24石となる。以下74.24石として論をすすめる。

声、uto 

唱
E
A
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(単位石米)第 5表な
ば
あ
い
は
、

213.489 (188.809) 「枚入」総額

158.949 (134.269) 

息(牧畜利息、，租貿をふくむ)

20.976 

33.564 商披盈自主

89.820 「支出」 総額

三
表
の
牧
支
を
さ
す
と
き
「

食糧

手IJ

的
な
意
味
で
の
牧
支
と
匝
別
す
る
)
。「

調
査
」
は
ほ
と
ん
ど
説
明
を
加
え

ちつ

た
だ
こ
の
三
表
に
つ

い
て

41. 272 食組ちつ

48.548 その他
」
を
附
し
て
、 123.669 (98.989) 

( )の うちは，崇徳厚への出資 123.4絢に

みあう租子 24.68石をひいた計算である。 以

下本文も同じ。

2余剰

般

て
い
な
い
。

そ
こ
で
三
表
が
一
示
す
牧
入

・
支
出
が
、
馬
維
新
の
多
面

的
な
経
済
活
動
の
う
ち
、
ど
の
範
固
ま
で
を
含
む
も
の
で
あ
る
か
を

推
定
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
そ
れ
は
馬
維
新
の
地
主
経
済

の
全
慨
に
つ
い
て
の

一
憾
の
説
明
と
も
な
る
か
ら
で
あ
る

ま
ず
牧
入
か
ら
は
じ
め
て

「
商
暁
盈
徐
」
の
項
が
あ
る

こ
と
は
、
維
新
が
経
営
す
る
字
挽
崇
徳
厚
と
の
開
係
を
示
し

て
い
る
c

崇
徳
厚
は
毎
年
「
頬
長
銭
」
す
な
わ
ち
純
利
金
金

を
計
上
し
、
こ
れ
を
積
立
て
て
三
年
に

一
度、

股
肪
に
聴
じ

て
分
配
し
た
υ

こ
う
し
て
維
新
の
得
る
「
財
東
分
利
」
が
、

」
の
「
商
挽
盈
徐
」
の
源
泉
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
レ
な
い

し
か
し

一
九

一
七
年
以
前
は
崇
徳
厚
が
開
業
さ
れ
て

い
な
い

し
、
開
業
後
も
帳
簿
を
み
る
と
、

一
九
一
九
年
最
初
の
財
東

分
利
が
あ
り

そ
れ
も
二

O
年
一
年

間
は
す
ぐ

「
財
東
幽

日
山

唱

'A

支
銭
浮
存
」

(
首
座
預
金
)
と
さ
れ
て
引
き
出
さ
れ
て
い
な

L、

し
た
が
っ
て
少
く
も
一
九
二

O
年
以
前
の
商
脱
盈
徐

は
、
他
の
字
蹴

へ
の
出
資
か
ら
え
た
利
金
と
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

だ
が
こ
乙
で
は
も
っ
と
重
要
な
黙

す
な
わ
ち

こ
の
商
暁
盈
徐

が
、
維
新
の
字
暁
か
ら
え
た
利
盆
全
曜
か
ら
み
れ
ば
、
ご
く
小
部
分

そ
占
め
る
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
を
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
第

一に

い
ま
の
、へ
た
ど
と
く
、
山
宗
徳
厚
の
例
に
よ
る
と
、
財
東
分
利
は
全
額

た
だ
ち
に
家
計
に
繰
り
入
ら
れ
た
の
で
は
な
く

一
旦
財
東
名
儀
の

首
座
預
金
に
う
つ
さ
れ
、

必
要
に
臨
じ
て

一
部
が
引
き
出
さ
れ
る
例



が
多
か
っ
た

ω

第
二
に
は
、

そ
の
引
出
額
が
必
ず
し
も
全
部
家
計
に

く
り
こ
ま
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
維
新
は
一
九
二
一
年

一
年
間
に
二
百
八
十
八

・
O
八
九
吊
、
二
二
年
は
二
百
二

・
三
五
八

吊
を
崇
徳
厚
の
財
東
嘗
座
預
金
か
ら
引
き
出
し
て
い
る
。
こ
れ
が
第

二
表
同
年
の
商
観
盈
徐
五
十
五

・
六
石

二
・
四
石
と
封
醸
し
な
い

乙
と
は
明
か
で
あ
る
。

か
り
に
石
米
十
吊
で
換
算
す
れ
ば
、
引
出
額

は
二
一
年
は
約
二
十
八

・
八
石
、
こ
れ
が
他
競
か
ら
の
分
と
合
し
て

五
十
五

・
六
石
に
な
っ
た
と
し
よ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
二
二
年
の
二
十

-二
石
の
う
ち
大
部
分
は
家
計
に
く
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
ζ

と
に

な
る
。
だ
が
第
三
に
も
っ
と
大
き
い
カ
ラ
ク
リ
が
あ
る
。
そ
れ
は
崇

徳
厚
の
串
長
銭
し
た
が
っ
て
ま
た
財
東
分
利
宕
毎
年
計
上
す
る
ば
あ

い
の
資
産
評
債
法
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
崇
徳
厚
は
二
一
年
の
糧
食

資
産
を
米
一
石
銭

E
巾
、
二
二
年
は

0
・
五
吊
で
銭
吊
に
換
算
し
て

い
る
。
だ
が
こ
れ
は
と
う
て
い
貫
際
の
糧
債
と
は
い
え
な
い
。

り
毎
年
の
資
産
評
債
は
不
嘗
に
低
く
見
積
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
純
利

つ
ま
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盆
計
上
も
抑
え
ら
れ
、
資
産
の
貫
質
内
容
の
み
が
肥
大
さ
せ
ら
れ
て

い
っ
た
。

(
低
許
債
法
は
現
物
資
産
の
み
で
な
く
、
現
金
に
つ
い
て

も
、
諸
種
貨
幣
の
銭
吊
へ
の
換
算
に
用
い
ら
れ
た
〉
。
そ
の
過
小
見

積
分
は
必
要
時
あ
る
い
は
字
暁
閉
鎖
・
清
算
の
さ
い
に
だ
け
修
正
さ

れ
、
表
面
に
浮
び
上
る
仕
組
で
あ
っ
た
。
首
然
そ
の
ば
あ
い
の
折
債

か
く
て
維
新
が
崇
徳
厚
か
ら
得
た
利
盆
の
質
額

率
は
は
ね
上
る
。

は
、
こ
の
と
き
は
じ
め
て
全
貌
を
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
り
、
卒
年
の

ぎ利
な 盆
か計
つ上

~ I 
け財
で東
あ分
る@矛IJ
。トま

そ
の
年
の
貰
際
の
利
盆
の
一
部
に
す

つ
ぎ
に
、
以
上
の
こ
と
か
ら

「
利
息
」
も
明
か
に
な
っ
た
。
こ

れ
も
崇
徳
厚
と
は
別
個
の
、
街
一
隅
堂
が
お
こ
な
っ
た
高
利
貸
の
利
息

に
ち
が
い
な
い
。
た
だ
し
街
一
踊
堂
の
高
利
貸
事
業
自
櫨
が
か
な
り
大

き
か
っ
た
の
に
、
こ
の
項
の
額
は
は
な
は
だ
少
い
。
そ
こ
で
こ
れ
に

は
具
地
か
ら
入
る
小
作
料
が
含
ま
れ
ず
、
も
つ
ば
ら
指
嘗
(
抵
嘗
物

ヴ
d

E
U
 

件
の
占
有
権
受
渡
し
を
と
も
な
わ
な
い

い
わ
ゆ
る
指
地
掲
鎮
の
ほ

か
牛

・
躯
・

螺

・
羊
・

猪

・
樹
・

工

・
客
な
ど
を
抵
嘗
と
す
る
も

(
例
外
的
な
〉
無
据
保
貸
借
の
利
息
で
あ
っ
た
こ
と
が
推

の
〉
と

定
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
指
嘗
の
月
利
は
三
分
か
ら
一
分
ま
で
、

さ
ま

ざ
ま
で
あ
っ
た
。

つ
ぎ
に
「
牲
畜
利
息
」
は
、

言
葉
通
り
で
は
指
嘗
と
直
別
が
つ
き

ζ

れ
は
お
そ
ら
く
「
伏
喫
牲
畜
」
形
式
の
高
利
貸
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
伏
唆
牲
畜
と
い
う
の
は
、
績
を
主
と
し
た
が
、
簡
問
中

か
ね
る
が
、

に
い
え
ば
地
主
が
誼
を
買
い
、
債
格
(
日
貸
付
元
本
)
と
契
約
を
定
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め
て
伏
喫
戸
に
貸
興
す
る
。
伏
唆
戸
は
牧
穫
期
の
よ
う
な
特
定
期
間

地
主
の
使
用
を
認
め
る
ほ
か
は
自
由
な
使
用
機
を
も
ち
、
そ
の
か
わ

り
飼
養
の
責
任
を
負
う。

さ
て
嘗
事
者
の

一
方
が
止
め
た
レ
と
思
え

ば
躯
は
買
却
さ
れ
(
相
手
方
に
先
買
醐
慣
が
あ
り
、
断
れ
ば
第
三
者
に

買
却
す
る
)
、
貰
債
か
ら
ま
ず
元
本
が
差
引
か
れ
、
な
お
絵
剰
が
あ

っ
て
も
不
足
と
な
っ
て
も
、
地
主
と
伏
哩
戸
は
楢
利

・
義
務
を
折
牢

し
た
。
し
か
し
伏
唆
舗
は
大
概
母
襲
で
あ
っ
た
か
ら
、
仔
を
生
め
ば

利絵
息、剰
だは
っか
たな
のり
で生
あじ
る@た

乙
の
ば
あ
い
の
利
盆
が
地
主
に
と
っ
て
は

「
租
賃
」
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
房
屋
そ
の
他
の
賃
貸
料
牧
入

で
あ
る
。

最
後
に
こ
れ
ら
各
項
目
よ
り
は
る
か
に
大
き
く
、
術
一繭
堂
の
「
牧

入
」
の
大
宗
を
な
し
て
い
た
の
は

「
糧
食
」
枚
入
で
あ
っ
た
。

れ
は
糧
食
形
態
の
牧
入
一
般
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
現
物
形
態
に
よ

る
小
作
料
の
と
と
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
「
調
査
」
二
六
頁
に
一
九

「
奥
地
、
買
地
合
せ
て
千
六
百
七
十

三
三
年
の
馬
維
新
の
牧
入
は
、

六
摘
、
租
糧
牧
入
六
百
七
十
四
石
」
だ
っ
た
と
あ
る
。
と
れ
は
粗
糧

に
よ
る
計
算
で
、
米
に
換
算
す
れ
ば
三
百
三
十
七
石
、
す
な
わ
ち
端

数
そ
度
外
視
す
る
と
第
二
表
同
年
の
数
と
ぴ
っ
た
り

一
致
す
る
。

こ
か
ら
第
二
表
の
可
糧
食
」
牧
入
は
、
買
地
と
奥
地
の
小
作
料
で
あ

っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
ζ

れ
が
租
子
と
よ
ば
れ
な
か
っ
た
の
は、

胤
(
地
の
小
作
料
や

「
安
伏
子
」
制
の
牧

入

(
「
調
査
」

は
こ
れ
を
分

糧
と
か
糧
食
と
か
書
い
て

い
る
)
な
ふ
く
む
項
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

@
 

』
円
ノ

こ
こ
か
ら
計
算
す
る
と
租
子
は

一
地
雷
り
粗
粟
四
斗
(
米
二

斗
)
で
あ
る
。
租
子
は
多
種
多
様
の
品
種
を
粗
糧
ま
た
は
米
に
換
算

し
て
表
示
さ
れ
た
。

一
例
と
し
て
一
九
三
二
年
、
馬
維
新
が
楊
家
溝

に
有
し
た
土
地
百
十
摘
の
租
子
を
み
る
と
、
米
八

・
五
石
、
姿
。

日
司
自
-
A

玉
石
、
線
豆
ニ
・
四
石
は
各
二
倍
の
粗
糧
に
、

黒
豆
ム
l

三

・
八
石
、

黍
四

・
三
石
、
雑
莱
十
石
は
各
々
等
量
の
粗
糧
と
し
て
換
算
さ
れ
て

い
る
(
黒
豆
の
原
表
三
・
入
は
十
三

・
八
の
、
雑
粟
一
は
十
の
誤
り

ζ 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
可

こ
の
ば
あ
い
で
い
う
と
租
子
は
、
粗
糧

五
十

・
九
石
(
原
表
の
四
十
一

・
九
石
は
誤
算
〉

H
米
二
十
五

・
四

@
 

一
一
明
嘗
り
約
四
・
六
二
斗
H
米
二

・
三
一
斗
で
あ
っ
た
。
ち

五
石

な
み
に
第
二
表
「
糧
食
」
牧
入
を
う
み
だ
し
た
買
地
額
、

@
 

を
、
第
六
表
、
第
七
表
と
し
て
掲
げ
て
お
ζ

う
。

典

地

額

乙

こ
う
し
て
馬
維
新
の
牧
入
は
多
種
多
嫌
で
あ
っ
た
が
、
買
地
・
典

安
伏
子
制
の
牧
入
、
指
首
の
利
息
、
商
蹴
盈
徐
、
伏
吸

地
の
租
子
、
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第6表馬維新土地占有饗化表 (単位、摘)

年 次 国弼買地 |維新買地|分 出 所有地

1884(光緒10)前 354.5 (a) 354.5 

1884 - 1893 103.5 458.0 

1894 - 1903 275.0 (b) 733.0 

1904 - 1913 35.0 768.0 

(1909) 128.0 (c) 896.0 

1914 - 1923 (h) 7 (d) 889.0 

1924 - 1928 71.0 960.0 

1929 - 1933 136.0 1096.0 

1934 - 1935 

1936 27.5 1123.5 

1937 17.5 1141. 0 

1938 31. 0 2 (e) 1170.0 

1939 31.0 5 (fi 1196.0 
1940 20.5(g) 1175.5 
1941 

ぷ口込 計 861. 0 34.5 

盛西、崇元競が閉業し、資産が分配された。

この表は、 「調査」

P.29-30の表に手

伝加えて作製したも

のである。

(a) この年、鳴鳳の

遺産を園弼が相績

した。

(b) r調査」第4節、

馬維新小停では、

園弼の買地は、375

楠とある。これが

正しいとすれば、

275楠のうち3.5摘

は、 1902年 (1903

? )維新が家事を

縫いだのちの買地

となる。

(c) この年、字続崇

この 128摘をふくめて、園弼貿地の欄にあるものが「租産」、維新買地の欄にあるもの

が、 「新産」である。 r調査JP .29には、維新の「新産」を説明して、 「ー共購買了

981楠(計算のまちがい、 349拘とあるべきである)地、裏透有由、崇徳厚'縛来的有

136.5楠(計算のまちがい、 126.4楠とあるべきである)Jとあるが、これは正しくないe

崇徳厚には嘗初、土地で123.4摘出資され、 1922年3拘増加して、 1938年閉業時は126.4

摘であった。なるほどこの 126.4摘は、ふたたび街幅堂の賞地にくり入れられた。しか

し嘗初の123.4拘は、 「崇徳厚創緋子1917年。官的底子、原是過去崇盛西、崇西競分来

的遺産。J (r調査JP. 51)、 「這使崇徳厚的買地、従康京鑑承来的 123楠買地、増加到

T126柄。J (同、 P.56)とあるように、 128摘の大部分が、ふたたび出資されたもので

あった。それ故「新産」にかぞえうるのは、 3摘にすぎない。この 3摘は、本表が崇徳

厚へ出資した土地もふくんでいるとすれば、嘗然本表に加えられねばならないが、脱落

している。そこで(h)のところへ加えれば、「新産」は352柄、うち崇徳厚から移管3摘と

いうことになる。また以上のことから123.4摘の出資も、 126.4拘の回収も本表に記帳さ

れていないので、本表が崇徳厚の土地もふくめたものであるととは、確賞である。

但) 五福墳曾(園弼の祭りの曾)へ提供。 (e) 妹に分給。

(f) この年の冬、 2女に分給。 (g) 土地「劃分J (波牧)

(h) r調査JP.41-43、土地償格捜動質例表、 P46-47の歴年土地債格奏化表、および

本稿第4表に照合して、ここに1922年買得3摘を加えるべきであり、それは(c)で、のべた

崇徳厚の寅地3柄である。「調査JP.56には、李高和なるものの奥地3楠が、 1922年、

買地に縛化したことをのべたあと、 (c)で引用したように書いている。

-159-



1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

第7表馬維新歴年典地饗化表

。。
96.5 。
45.5 

24.5 

6.0 

0 

。。。
。

というよりは、、消滅した'といった方が正しい。

577. 7 

577. 7 

470.2 

467.2 

419. 7 

383. 7 

388.2 

150.2 

528 

この表は、「調査」

P. 34 -35の履年

典地愛化表をもと

として作製した。

(a) との年、鳴鳳

の遺産として、

園弼に渡され

Tこ。

(bl 回臓は、本来

の意 味 では、

「請戻し」であ

るが、この表で

は次の欄の買地

に縛化した分も

ふくんでおり、

、国瞭された。

(c) r調査JP.35の説明中、 「鑓化しつつある奥地(つまり被瞭額)Jのうちに「鞠篤買

地」額の占める比率があげられており 、 それによると、 この 2欄に脱落があると思わ

れ、逆算して帰入した。その結果、買地に縛化した奥地の合計は550楠となり、「調査」

の説明と一致した。ただし説明中、 1884-1911年を2.6%としているのは、40%の誤算で

なければならない。

だが、これで本表白穫の説明はついたが、第6表及び第4表との聞に重大な矛盾が生

じた。すなわち1912-1921の買地縛化84.5摘は、第4表、第6表に該嘗する買地がない

のである。この疑問は解くすべがないので、いまはかりにこの年次の「鱒箆買地」はO

として諭をすすめたい。

(d) 1933年以後の寅存典地額は、奥入、被般の項の数字が正しいものとして、原表の誤算

を訂正しである。したがってこの前提に課りがあれば、再修正が必要となる。

-1ω 



灘
の
利
盆
、
租
賃
、
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
投
下
資
本
に
た
い

す
る
賢
い
意
味
で
の
利
子
牧
入
と
で
も
い
う
べ
き
性
質
で
あ
る
。
第

二
表
の
「
牧
入
」
は
こ
の
範
圏
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
術

一
踊
堂
の
経
済
に
限
っ
て
も
、

流
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
で
は
な
ら
な
い
。

こ
の
表
の
外
に
、
大
き
な
資
産
と
そ
の

「
牧
入
」
の
源
泉
た

年
々
の
徐
剰
を
加
え
て
増
加
し
て
い

た
。
ま
た
そ
れ
は
現
買
に
は
土
地
買
得
、

る
庚
い
意
味
で
の
元
本
は

奥
地
の
受
入
れ
と
回
顧

ハ
請
戻
し
〉
、
貸
付
と
返
済
、
糧
食
の
ス
ト
ッ
ク
と
放
出
、
字
競
へ
の

出
資
と
回
牧
と
い
っ
た
経
路
と
形
態
で
四
時
流
動
し
て
い
た
。
も
ち

ろ
ん
元
本
携
大
に
と
も
な
う
利
子
的
枚
入
の
増
加
は
、
年
々
表
に
書

き
加
え
ら
れ
て
お
り
、
買
地
・
典
地
の
婚
加
は
第
四
表
で
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
だ
が
糧
食
貰
買
な
ど
は
出
買
量
が
わ
か
る
だ
け
で
、
利

盆
線
額
す
ら
も
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
崇
徳
厚

の
利
盆
総
額
も
、
第
二
表
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

「
支
出
」
も
消
費
家
計
的
な
部
分
に
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
ほ
う

は
各
項
目
と
も
標
題
ど
お
り
考
え
て
も
ら
え
ば
よ
く
、
簡
寧
な
説
明

に
止
め
よ
う
。
た
だ
こ
こ
で
注
目
に
慣
す
る
の
は
、

わ
ち
租
税
・
灘
涯
の
僅
小
さ
で
あ
る
。
特
別
賦
課
の
あ
っ
た
ば
あ
い

「
負
据
」
す
な
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や
一
九
三
六
年
以
降
を
の
ぞ
け
ば

そ
れ
は
十
石
以
下
で
あ
「っ
た
。

と
く
に
す
ぐ
あ
と
で
の
ベ
る
十
年
間
の
負
携
は
、

一
年
卒
均
わ
ず
か

四
・
九
五
石
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

と
の
間
街
一
踊
堂
の
土
地
は
典
地
を

受
入
れ
側
と
典
出
側
の

の
ぞ
い
て
も
(
買
は
奥
地
の
公
課
負
携
が
‘

ど
ち
ら
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
か
わ
か
ら
な
い
の
で

一
醸
の
ぞ
い

て
)

九
百
摘
に
達
し
て
い
た

(
崇
徳
厚
出
資
分
を
こ
こ
で
は
ふ
く

し
か
ら
ば
一
摘
首
り
「
負
携
」
は
約

0
・
0
五
五
斗

で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
一
摘
嘗
り
租
子
枚
入
は
、
前
述
の
よ
う
に

め
て
お
く
〉
。

漸
増
傾
向
を
勘
定
に
い
れ

一
九
三
三
年
概
算
二
斗
で
あ
っ
た
が
、

て
、
さ
き
の
十
年
間
の
卒
均
を
か
り
に

一
・
六
五
斗
と
し
よ
う
。
そ

-161-

れ
で
も
「
負
携
」
は
貰
に
三
十
分
の
一
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
話
が
横
に
そ
れ
た
が
、

「
支
出
」
の
つ
ぎ
の
項
目
「
工
資
」
は
、

雇
工
の
賃
金
で
あ
っ
た
。

し
か
し
維
新
に
か
.
き
ら
ず
馬
氏
一
族
は
、

雇
用
労
働
に
よ
る
農
業
経
営
応
は
食
指
を
動
か
さ
な
か
っ
た
か
ら
、

賃
金
は
す
べ
て
家
中
使
役
の
男
女
長
・
短
工
す
な
わ
ち
雑
役
や
各
種

洗
衣
婦
、

匠
人
(
石
工
・
木
工
・
柳
工
な
ど
)
、

妨
婦
、
倣
飯
的
、

童
工
(
「
欄
羊
」
の
小
夜
子
U

の
賃
金
で
あ
っ
明
。
最
後
の

家
中
雑
用
・
柴
茨
・
針
鰭
雑
用
・
肉
食
・
伏
食
雑

「
家
中

雑
用
」
費
は
、

用
・
婚
喪
撞
儀
・
牲
畜
草
料
・

i

水
果
・
脚
筒
薬
・
迷
信
・
農
業
雑
費
・
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郵
電

・
文
具
紙
張
の
各
費
で
あ
っ
た

ι

以
上
で
第
二、

第
三
表
の
内
容
は
ほ
ぼ
明
か
と
な
っ
た
。
地
主
家

計
の
歴
年
の
費
動
は
思
い
の
外
大
き
い
。
牧
入
で
は
「
糧
食

L
H租

子
が
大
部
分
を
し
め
て
い
た
た
め
、
農
産
物
作
柄
の
影
響
は
直
接
か

っ
甚
大
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
年
々
の
自
然
保
件
の
餐
化
に
よ
る
あ

ま
り
に
大
き
い
牧
穫
の
差
は
、
こ
の
地
方
の
農
業
の
後
進
性
を
端
的

に
物
語
っ
て
い
る
。
支
出
で
は
饗
動
は
「
家
中
雑
用
」
費
に
大
き

ぃ
。
だ
が
こ
れ
は
特
別
の
ば
あ
い
の
よ
う
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
一
九

一二
|

一
四
年
の
支
出
増
加
は

一
三
年
の
母
の
死
と
、

一一一一. 
一

四
年
の
新
客
建
築
に
よ
る
も
の
で
あ
り

一
九
一
八
|

一
九
年
は
父

闇
弼
の
死
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
ζ

の
五
年
を
の
ぞ
き

ま
た
一
九
二
七
年
以
降
は
別
に
検

討
す
べ
き
期
間
と
し
(
二
七
年
以
降
は
皐
費
が
大
き
く
出
現
し
た
ほ

か
、
桁
稿
堂
の
経
済
が
全
盛
期
に
む
か
つ
て
膨
脹
し

つ
や
つ
い
て
紅

軍
の
出
現
以
後
急
速
に
牧
縮
過
程
に
入
る
費
動
期
で
あ
っ
た
〉

較
的
卒
常
な
十
年
間
(
一
九
一
五
|

一
七
、

て
、
卒
均
的
な
牧
支
を
み
て
お
き
た
い
。

二
O
l一

一六
)
を
と
っ

そ
の
算
出
し
た
結
果
は
第
五
表
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
第
五
表
に

よ
れ
ば
、
牧
人
で
は
「
糧
食
」
が
質
に
七
十
四

・
四

%
(
七
十

一
・

O
%
)
を
占
め
、

「
利
息
」
は
九

・
八

%

(
十
一

・
一
%)、

商

競
盈
徐
」

は
十
五

・
七
%
(
十
七

・
七
%
〉
で
あ
っ
た
ι

支
出
は
少

く
、
総
額
で
牧
入
の
四
十
二

・
五
%
(
四
十
七

・
五
%
〉
す
な
わ
ち

山十
分
に
満
た
な
か
っ
た
c

か
か
る
多
額
の
徐
剰
、
租
子
牧
入
を
主
要

源
泉
と
す
る
徐
剰
は
、

や
が
て
直
接
土
地
買
得
に
投
下
さ
れ
る
か
-

高
利
貸
部
門
に
投
下
さ
れ
て
増
殖
さ
れ
た
の
ち
、

土
地
費
本
に
回
踊

し
て
、
徐
剰
を
い
っ
そ
う
抜
大
さ
せ
た
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
ば
あ
い

「
商
暁
盈
徐
」
の
比
重
が
小
さ
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
馬
維
新
の
資
本

蓄
積
に
お
け
る
字
挽
経
営
の
役
割
を
過
小
評
慣
し
て
は
な
ら
な
い
ι

内
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だ
が
見
方
在
か
え
て
い
え

こ
の
貼
は
す
で

に
注
意
し
て
お
い
た

ι

は
、
桁
一
繭
堂
の
牧
租
地
主
と
し
て
の
大
規
模
さ
は
、
字
蹴
の
牧
症
の

大
部
分
を
家
計
に
く
り
こ
む
必
要
を
な
く
し
た
む
利
回
り
か
ら
い
え

ば
は
る
か
に
率
の
わ
る
い
租
子
枚
入
、

し
か
も
作
柄
に
よ
る
費
動
の

大
き
い
租
子
牧
入
が
、
卒
均
し
て
み
れ
ば
そ
れ
を
可
能
に
す
る
程
大

比

き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
元
本
に
た
い
す
る
リ
ス
ク
の
小
さ
い
貼

と
相
ま
っ
て

土
地
資
本
が
街
踊
堂
の
経
済
の
主
柱
だ

っ
た
こ
と
を

物
語
っ
て

い
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
租
子
が
現
物
形
態
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
蓄
積

し
た
糧
食
を
投
機
的
賀
買
に
投
入
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
牧
入
の
作



栴
に
よ
る
費
動
を
調
整
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
@
な
ぜ
な
ら
っ
糧

食
」
減
枚
の
凶
・
不
作
年
は
穀
慣
が
騰
貴
し
、
「
農
民
救
糟
」
の
美

名
の
下
に
九
ト
ッ
ク
を
放
出
し
、
暴
利
を
む
さ
ぼ
る
チ
ャ
ン
ス
で
も

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
四
表
の
糧
食
出
買
の
項
の
数
字
は

ζ

の

聞
の
事
情
を
的
確
に
示
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
維
新
み
ず
か

ら
諮
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
e

た
と
え
ば
一
九
三
九
年
は
凶
作
で
あ
っ

た
の
に
、
出
費
額
は
わ
ず
か
三
十
二
初
で
あ
っ
た
。
と
れ
は
維
新
の

、
「
見
込
み
ち
が
い
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

か
れ
は
二
七
年
、
翌
年

を
穀
債
下
落
と
応
ん
で
大
量
に
放
出
し
た
‘
と
こ
ろ
が
二
八
年
大
皐

災
が
お
そ
っ
た
。
あ
わ
て
た
か
れ
は

」
の
年
も
二
百
八
十
徐
石
を

放
出
じ
た
‘

し
か
る
に
さ
ら
に
翌
二
九
年
も
凶
作
は
つ
づ
い
た
ι

ス
ト
ッ

ク

を
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る@こ

ι の

と
き
ば
カ〉

り
は
貰
る
'̂、
き

「
限
の
き
く
」
人
だ
っ
た
維
新
も
、

馬
維
新
は
嘗
時
の
馬
氏
き
つ
て
の
手
腕
家
で
あ
っ
た
。
経
掛
活
動

そ
の
範
囲
は
そ
の
こ
ろ
映
北
地
主
が
普
通
手

が
け
る
利
殖
方
法
な
ら
な
ん
で
も
ふ
く
ん
で
い
た
と
さ
え
思
わ
れ

は
多
方
面
に
わ
た
り
、

531 

る
。
だ
が
多
面
的
に
み
え
る
の
は
、
買
は
高
利
貸
業
務
の
内
容
に
出
変

化
が
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
.
牧
租
辺
主
制

i

を
中
心
と
し
て
、
そ
の
前

方
に
あ
る
の
が
高
利
貸
部
門
と
も
い
う
べ
き
典
質
(
典
地
の
ほ
か
典

客
・
房
な
ど
)
、
指
首
、
秋
唆
牲
畜
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
後
方
に
あ

る
の
は
糧
食
の
投
機
的
責
買
で
あ
っ
た

G

高
利
貸
部
門
と
牧
租
地
主

制
は
、
資
本
供
給
お
よ
び
高
利
貸
利
潤
の
土
地
費
本
化
の
面
だ
け
で

な
く
、
奥
地
か
ら
買
地
へ
の
轄
化
が
土
地
買
得
の
通
常
の
経
路
で
あ

っ
た
と
い
う
貼
で
も
結
合
し
て
お
り
、
糧
食
費
買
と
枚
租
地
主
制
の

結
び
つ
き
は
い
ま
の
べ
た
と
お
り
で
あ
っ
た
‘
そ
う
し
て
高
利
貸
業

お
よ
び
糧
食
費
買
を
主
内
容
と
す
る
字
暁
経
営
が
、
同
じ
く
牧
租
地

@
 

主
制
を
中
心
と
し
て
そ
の
周
圏
に
設
置
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
ε

こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
馬
維
新
の
経
済
は
、

お
く
れ
た
中
園
地

-163一

主
制
の
な
か
で
も
レ
っ
そ
う
後
進
的
で
あ
り
、
単
純
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。

現
物
経
済
が
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
と

馬
維
新
の
活
動
に

(
糧
食
費
買
を
の
ぞ
け
は
〉
商
業
資
本
家
的
要
素
が
ほ
と
ん
ど
な
い

馬
維
新
の
経
済

は
、
中
園
地
主
制
の
お
く
れ
た
側
面
の
旗
大
鏡
と
は
い
え
な
い
だ
ろ

と

み
な
そ
う
で
あ
る
。

だ
が
逆
に
み
れ
ば

う
か
。
ま
た
農
業
生
産
へ
の
直
接
的
投
資
が
ほ
と
ん
ど
な
い
黙
も
、

中
園
地
主
制
の

一
般
的
特
徴
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
街
一
繭
堂

の
投
資
の
う
ち
生
産
面
へ
の
投
資
と
い
え
そ
う
な
の
は
安
伏
子
制
の

雇
工
経
僚
の
ご
と
き
は
、
一
九
日
二
年
の
伏
種
地
に
た

い
す
る
減
租
規
定
制
定
後
、
自
種
が
安
種
・
伏
種
に
比
べ
て
有
利
と

み
で
ゐ
り
、
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ま
っ
た
く
採
用
さ
れ
な
か
っ
た

(
別

稿
)

な
っ
た
あ
と
で
も

の
安
欣
子
制
と
て
質
瞳
は
註
聞
に

の
べ

た
と
お
り
で
あ
り
、
こ

の
制

度
が
街
一
漏
堂
の
経
燐
中
に
占
め
る
比
重
も
い
う
に
足
り
ぬ
一
ほ
ど
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
さ
え
一
九
二
六
年
か
ら
中
止
さ
れ
た
。

「
馬
維

新
の
話
に
よ
る
と
一
九
一
五
l
一
六
年
以
降
、
卒
均
し
て
枚
穫
量
が

多
く
な
り

小
作
料
が
増
加
し

出
小
作
が
安
欣
子
よ
り
有
利
に
な

っ
た
」
か
ら
で
あ
っ
た
。

第
四
節

中
小
地
主
の
家
計

そ
の
他

前
節
で
は
大
地
主
馬
維
新
の
家
計
を
検
討
し
た
。
だ
が
第
二
節
で

の
べ
た
よ
う
に
、
現
賞
の
馬
氏
の
大
部
分
は
中
小
地
主
で
あ
っ
た

そ
こ
で
巌
密
に
い
え
ば
不
可
能
だ
が
、
維
新
の
家
計
か
ら
中
小
地
主

の
姿
も
一
躍
推
測
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

そ
こ
で
い
ま
中
小
地
主
の
「
支
出
」
を

「
糧
食
」
は
街
一
踊
堂
の

三
分
の
二
、

そ
の
他
は
控
え
目
に
見
積
る
意
味
か
ら
、
三
分
の
一
で

足
り
た
と
限
定
し
た
ら
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
a

第
五
表
を
基
準
に

と
る
と
、
支
出
総
額
は
約
四
十
三

・
七
石
と
な
る
。

「
糧
食
」
支
出

を
三
分
の
こ
と
限
定
し
た
第
一
の
理
由
は
、
こ
れ
が
肉
食

・
水
果
な

ど
を
含
ま
ぬ
最
低
必
要
経
費
だ
っ
た
こ
と

(
肉
食

・
水
果
な
ど
は そ

「
家
中
雑
用
」
費
)
、

第
二
の
理
由
は
、
首
時
の
桁
稿
堂
の
家
族
構

成
が

雇
工
六

一
九

一
六
年
を
例
に
と
る
と
大
口

小
口
四

(仙川計
H
長
工
三
、
妨
婿

針
桟
工
一
)
、
す

倣
飯
的
女
人

な
わ
ち一
農
工
数
に
お
い
て
通
常
以
上
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
ョ
で
は
そ

の
四
十
三
・
七
石
の
支
出
を
ま
か
な
う
に
は
、

土
地
は
い
か
程
必
要

だ
っ
た
ろ
う
か
。
い
ま
牧
入
は
す
べ
て
租
子
収
入
と
侵
定
す
れ
ば

街
一
繭
堂
の
租
子
枚
入
百
三
十
四
石
に
封
躍
す
る
土
地
は
約
千
百
五
十

摘
(
第
六
表
か
ら
、

崇
徳
厚
出
資
分
を
差
引
い
た
買
地
を
約
八
百

摘
、
第
七
表
か
ら
奥
地
を
約

三
百
五
十
摘
と
し
て
)

で
あ
っ
た
か

-164一

ら
、
四
十
三

・
七
石
に
封
臆
す
る
土
地
は
約
三
百
七
十
楠
と
な
る
。

も
し
以
上
の
よ
う
な
大
雑
把
な
推
計
が
あ
る
程
度
事
質
に
接
近
し

て
い
た
と
す
れ
ば
、
筆
者
が
第
二
節
で
三
百
l
五
百
摘
の
地
主
を
中

地
主
と
よ
ん
だ
の
は
、

ほ
ぼ
嘗
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
中
地
主
と

い
え
ば
維
新
の
父
園
調
は

は
じ
め
三
百
五
十
四
捕
か
ら
出
費
し
た

が
か
れ
一

代
「
家
用
少
く
、
牧
租
多
し
」
と
い
わ
れ

ま
た
三
人

の
兄
弟
と
合
資
で
字
蹴
崇
元
暁
を
聞
い
た
り
、
濁
力
で
崇
義
長
を
開

い
た
り
し
て
放
脹
置
田
に
努
力
し
た
。
そ
の
成
績
は
あ
ま
り
香
ば
し

く
は
な
か
っ
た
が
、
園
摘
の
利
殖
の
努
力
は
と
も
か
く
一

代
で
、
買

地
三
百
七
十
八

・
五
摘
の
増
加
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
し
jp 



し
反
封
に
著
修
的
で
安
逸
な
地
主
生
活
を
す
ご
し
た
ば
あ
い
、
中
地

主
程
度
の
租
子
牧
入
で
は
消
費
と
の
差
は
少
く

阿
片
に
で
も
耽
溺

す
れ
ば
土
地
鎖
大
ど
こ
ろ
か
、
現
肢
維
持
も
容
易
で
な
か
っ
た
。
そ

の
よ
い
例
が
馬
維
城
で
あ
る
。

馬
維
新
の
従
兄
弟
に
嘗
る
維
域
は

一
九
一
二
年
兄
維
綱
(
こ
れ

も
商
責
で
失
敗
し
た
〕
と
分
家
し
て
か
ら
一
九
四
一
年
ま
で
に
、
百

八
十
五
摘
を
維
新
に
併
呑
さ
れ
た
。
ζ

の
額
は
所
有
地
の
七
十
三
%

に
首
っ
た
と
い
う
か
ら
、
維
域
は
は
じ
め
二
百
五
十
三
・
四
摘
を
有

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
維
城
が
土
地
を
維
新
に
う
ば
わ
れ
る
く
わ

し
い
経
緯
は
、

「
調
査
」
第
八
節
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

要
す
る
に

一
九
四
二
年
、

維
新
や
方
々
に
借
金
を
重
ね
て
首
の
ま
わ
ら
な
く
な

っ
た
維
城
の
土
地
は

一
捕
の
ζ

ら
ず
返
慣
の
た
め
に
消
え
う
せ

た
。
か
れ
は

「
日
が
な
一
日
阿
片
を
吸
っ
て
暮
し
た
」
《

そ
の
た
め

「
先
租
が
残
し
た
土
地
は
、

ま
た
た
く
ま
に
阿
片
の
煙
管
を
と
お
っ

て

多
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
。
喉
に
吸
い
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
し
の
で

あ
る
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
維
判
例
の
維
城
に
た
い
す
る
態
度
は
、

さ
き
に
も

一
苦
悶
し
た
よ
う
に
、
酷
薄
な
粂
併
者
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
援
助
の
措
置
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
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ぐ
あ
と
で
の
へ

る
無
利
息
の
借
金
を
み
と
め
た
貼
や
、

わ
ず
か
で
は

あ
る
が
無
償
供
輿
も
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
一
九
二
八
年
で
い
う
と
、

穀
子
二
石
相
首
額
で
あ

っ
た
。

こ
れ
は
手
厚
い
援
助
と
い
う
よ
り

』ま

ウ
面
子
」
の
た
め
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
ζ

の
貼
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
馬
氏
一
族
内
部
に
は
、
宗
族
的
結
合
が
、

ほ
と
ん
ど
見
首

ら
な
い
の
で
あ
る
。
義
国
ら
し
き
も
の
も
な
か
っ
た
ら
し
く
、
維
新

家
で
い
え
ば
、
第
六
表
註
d
の
土
地
七
摘
の
提
供
|
|
「
五
幅
墳
曾
」

へ
の
接
出
ー
ー
が
わ
か
る
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
分
支
の
み
の
曾

で
あ
っ
た
。
な
お
も
う
少
じ
つ
け
加
え
て
お
と
う
。
維
城
が
つ
く
っ

た
維
新
か
ら
の
借
財
を
一
九
二
八
年
一
年
間
に
つ
い
て
み
る
と

そ

E
3
 

0
0
 

司よ

の
総
計
は
無
利
息
も
の
二
百
十
四
・
八
五
元
、
高
利
五
十
元
、
計
二

百
六
十
四
・
八
五
元
で
あ

っ
た

c

し
か
し
ζ

の
額
は
維
新
の
家
計
に

お
レ
て
み
た
ら

い
く
ば
く
の
比
重
を
も

つ
で
あ
ろ
う
か
。
雇
工
賃

金
に
か
ん
す
る
「
調
査
」
の
説
明
に
よ
る
と

一
九
二
六
年
の
糧
慣

は
米
一
斗
一
・
二
元
で
あ
っ
た
。
二
八
年
も
と

の
‘程
度
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば

二
百
六
十
四
・
八
五
元
は
二
十
二
・

O
七
石
で
あ
る
。
試

み
に
第
三
表
か
ら
、
馬
維
新
が
教
育
費
に
支
出
し
た
額
と
比
較
し
て

い
た
だ
き
た
い
。

も
っ
と
も
ζ

の
教
育
費
と
の
比
較
は
、
あ
る
い
は
安
嘗
で
な
い
か

も
し
れ
な
い
。
ζ

こ
か
ら
い
う
べ
き
は
む
し
ろ
、
子
弟
数
育
が
お
ど



器

海
外

留
感

日
本

ド
イ

ツ

ア
メ

リ
カ

高
等

専
門

数
育

を
受

け
た

者
(

中
退

を
ふ

く

む
)

な
い

し
そ

う
と

推
定

さ
れ

る
者

中
等

数
育

(
中

率
、

師
範

、
買

業
皐

校
な

ど

の
卒

業
、

中
退

)
を

受
け

た
者

、
な

い
し

そ

れ
と

推
定

さ
れ

る
者

初
等

教
育

を
受

け
た

者

不
明

そ
、

の
他

第
8
表

3
 

1
 

1
 

9
 

12 3
 

5
 

馬
氏

一
族

の
撃

歴
、

職
業

1. 
天
m

紡
織

工
廠

経
理

1. 
苦手

務
1. 

城
l司

西
北

l併
大

文
与

院
院

長

四
川
大
~
教
授

1. 
西

安
高

等
中

皐
校

長
(

現
在

行
方

不
明

)
1. 

柿
木
県
系
政
府
工
程
師

1. 
I?I~甘

寧
透
庖
参
議
員
粂
本
村
小
喜
望
校
長

1. 
i検

林
原
革
政
府
工
作

2. 
商

業
3. 

(
家
務
か
)

1. 
1羊

蘇
銀

行
1.

雲
南

関
民

主
旗

第
隊

の
軍

需
工

作
2.

小
皐

校
教

員

6. 3. 1. 

1. 

1. 2. 

君臣
務

1
.
在

星塾

家
務

関
民

黛
第
86

師
の

軍
需

工
作

八
路

軍
p::
参

加

の
も

と
で

工
作

か
つ

て
靖

透
豚

長

現
在

家
務

寡
婦

10.
家

4. 

現
在

家
務

中
1. 

1
.
商

業
1

.
西

安
電

報
局

勤
務

務
1. 

米
脂
係
、
国
民
黛
級
遣
軍
系
長

1. 
現

在
河

合
直

長

$
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ろ
く
ほ
ど
金
の
か
か
る
仕
事
だ
っ
た
こ
と

に
も
か
か
わ
ら
ず
馬
氏

一
族
は
、
意
外
な
ほ
ど
子
弟
敬
育
に
力
を
住
い
だ
こ
と
、
の
ほ、
っ
か

一
族
に
は
古
い
「
倣
官
護
財
」
の
観
念
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
中
小
地
主
だ
か
ら
こ
そ
、
放
脹
置
田
や
糧
食

も
し
れ
な
い
。

貰
買
に
力
の
限
界
を
感
じ
、
家
運
挽
回
の
期
待
を
そ
こ
に
か
け
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

と
も
か
く
子
弟
数
育
は
必
ず
し
も
大
地
主
だ
け
の
仕

事
で
は
な
か
っ
た
。

と
す
れ
ば
数
育
費
は
維
域
の
阿
片
代
に
劣
ら

ず
、
中
小
地
主
の
家
計
を
座
迫
し
た
で
あ
ろ
う
。

教
育
も
楊
家
溝
の
小
泉
校
や

せ
い
ぜ
い
綬
徳
の
中
翠
校
、
師
範

ま
で
な
ら
ま
だ
よ
か
っ
た
。
し
か
し
太
原
と
か
そ
れ
以
遠
の
遊
撃
と

な
る
と
話
は
ち
が
っ
て
き
た
。
観
山
氏
に
よ
る
と
一
九
二
六

・
七
年

頃
、
北
京
だ
け
で
馬
氏
の
子
弟
の
中
事
・
大
撃
に
撃
ぶ
者
は
五
十
鈴

人
の
多
き
に
の
ぼ
っ
た
。
か
れ
ら
に
は
一
人
一
年
に
一
千
な
い
し
二

千
元
か
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
他
少
く
な
か
っ
た
外
国
留
皐

も
、
費
用
は
相
嘗
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
そ
の
一
千

・

二
千
元
の
現
金
を
う
る
の
に
、
侠
北
の
楊
家
機
は
ど
ん
な
に
不
便
で

日5

あ
っ
た
か
。
観
山
氏
に
よ
る
と
、

元
、
一
匹
の
鶏
が
一
角
、
ま
た
村
か
ら
鯨
城
ま
で
何
十
星
の
道
を
一

架
の
茄
子
を
か
つ

い
で
い
っ

て
大
洋
一
角
、

百
個
の
卵
が
た
つ
た
大
洋

一
匹
の
駄
畜
に
小
米
の

袋
を
二
つ
積
ん
で
い
っ
て
四
角
と

い
う
土
地
柄
で
あ
っ
た

そ
れ
で
も
と
に
か
く
金
さ
え
あ
れ
ば
、
教
育
の
機
禽
は
た
や
す
く

手
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
@
と
こ
ろ
が
巨
費
を
く
う
割
に
、

「
倣
官

費
財
」
の
ほ
う
は
昔
通
り
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
第
八
表
は
試
み
に

一
九
四
二
年
頃
の
五
十
三
家
の
家
長
も
し
く
は
代
表
的
な
男
子
の
察

歴
と
職
業
を
、
判
明
す
る
か
ぎ
り
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
目
立
つ

た
存
在
は
海
外
傷
撃
五
名
の
う
ち
の
三
名
、
す
な
わ
ち
師
儒
(
聯
大

文
撃
部
長
)
、
師
亮
(
四
川
大
教
授
)
、
師
尚
(
天
津
紡
織
廠
経
理
)

の
三
兄
弟
な
ど
で
あ
ろ
う
。
だ
が
乙
の
三
兄
弟
に
か
ぎ
ら
ず
家
郷
を

-167ー

出
て

い
る
者
に
は

「
費
財
」
し
て
家
郷
に
迭
う

や
が
て
踊
郷
し

て
地
主
に
納
ま
る
可
能
性
の
薄
い
者
が
少
く
な
い
。
そ
う
し
て
第
八

表
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
職
業
的
分
化
は
、

経
営
、
商
業
、
高
利
貸
な
ど
の
組
合
せ
|
|
族
的
な
協
力
種
制
ー
ー

と
い
っ
た
も
の
で
な
い
こ
と
も
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
族
内
部
に
お
け
る
土
地

む

す

び

こ
う
し
て
透
境
に
お
い
て
も

一
九
三

0
・
四

0
年
代
の

E
大
な

地
主
一
族
は
、
時
勢
の
推
移
と
内
か
ら
の
土
地
分
散
化
の
も
と
で

階
層
的
分
化
や
職
業
的
分
化
の
波
に
あ
ら
わ
れ
よ
う
と
し
て

い
た
。
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だ
が
こ
の
こ
と
は
地
主
制
の
費
質
と
か
、
農
民
支
配
の
弱
化
を
意
味

し
な
い
。

い
や
そ
の
反
封
で
あ
り
、
大
地
主
の
中
小
地
主
化
が
、
直

接
支
配
下
に
あ
る
小
作
農
民
の
搾
取
の
強
化
を
随
仲
け
す
る
こ
と
は

一
九
三

0
年
代
中
国
農
村
の
質
態
調
査
が
し
ば
し
ば
指
摘
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

さ
て
と
う
し
た
馬
氏
一
族
の
上
に
は

一
九
三
四
年
か
ら
思
い
が

け
な
い
事
態
が
出
現
し
た
。
紅
軍
の
出
現
か
ら
抗
日
戦
字
勃
霊

し
て
透
匿
の
人
民
民
主
政
府
成
立
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
の
下
で
減

租
政
策
は
具
鵠
的
に
は
地
主
経
済
に
ど
の
よ
う
な
影

響

を
輿
え
た

か
。
租
子
牧
入

土
ル
所
有
国
地
ハ
地
保
有
、

{子
暁
経
衝
な
ど
は
ど
う

礎
化
し
た
か
ら
ま
た
そ
の
な
か
で
地
主
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
封
策
を

こ
う
じ
、
苦
境
を
切
り
ぬ
け
よ
う
と
し
た
か
。

こ
れ
ら
の
貼
は
別
稿

に
ゆ
ず
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
は
は
じ
め
に
も
の
ベ
た
よ
う
に
、

製
容

l
解
鱒
前
夜
の
一
地
主
一
族
の
経
憐
生
活
の
素
描
に
止
ま
る
の

で
あ
る
。
た
だ
こ
の
在
地
地
主
の
生
態
の
描
潟
は
、
経
機
的
側
面
に

つ
い
て
も
十
分
で
な
く
、
政
治
的

・
枇
曾
的
側
面
に
つ

い
て
は
き
わ

め
て
不
十
分
、

と
い
う
よ
り
ノ

ー

コ
メ
ン
ト
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ

て
も

いJ
わ
ゆ
る
地
主
封
達
制
な
る
概
念
が
、
基
礎
概
念
か
ら
は
じ
め

て
政
治

・
枇
合
間
制
と
の
統

一
的
把
握
に

い
た
る
ま
で
、
般
衝
な
照

史
的
再
検
討
を
必
要
と
し
て
レ

る
こ
と
は
示
唆
し
て

い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
の
前
近
代
的
な
地
主
経
済
が
同
時
に
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ

る
面
で
明
瞭
に
示
し
て

い
る
性
質
、
貨
幣
経
済
的
諸
閥
係
に
ふ
か
く

立
脚
し
て

い
る

側
面
に

つ
い

て
は

そ

別
稿
で
の
べ
る
こ
と
に
し
た

し、

① 註

槻
山
「
侠
北
唯

一
的
ぷ
暢
家
潜
馬
家
。
大
地
主
」
、
新
中
華
、
第
二

容
第
二
ハ
期
、
一
九
三
四
年
。

行
政
院
農
村
復
興
委
員
曾
叢
書

「隙
西
省
農
村
調
査
」
、
商
務
印
書

館
、
一
九
三
四
年。

B
六
版
一
六
九
頁
。
三
脚
明
書
広
、
一
九
五
七
年
。

ζ

の
綴
山
氏
の
記
述
は
、

年
代
の
船
舶
で
は
疑
問
が
あ
る
。
「
調
査」

に
よ
る
と
孫
幾
が
は
じ
め
て
設
立
し
、
の
ち
な
が
く
光
裕
蛍

(磁
楽

の
営
一
腕
た
る
と
同
時
に
、
馬
氏
全
慨
を
き
し
て
も
用
い
ら
れ
た
)
の

事
業
の
中
心
と
な
っ
た
字
放

「
崇
感
西
」
(
資
本
金
銭
ニ
キ
申
、
う

ち
嘉
幾
千
申
、
羨
安
邦
千
串
、
股
肪
は
嘉
幾
と
姿
、
銀
股
各
二
分
、

申
日
謝
、
李
逢
源
身
股
各
一
分
、
李
崇
元
半
分
は
、
す
で
に
道
光

一
三
年
、
米
脂
に
創
設
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
乙
れ
が
本
文
の
「
さ
さ

や
か
な
舗
子
」
で
あ
れ
、
「
大
き
な
舗
子
」
で
あ
れ
、

議
終
の
結
婚

が
道
光
一
三
年
(
一
八
三
=
己
以
後
と
な
る
と
、
そ
れ
か
ら
生
れ
た

長
子
嶋
刻
、
そ
の
嶋
珂
の
次
男
闘
士
が
同
治
六
年
(
一
八
六
七
)
、

官
を
刷
僻
し
て
飾
っ
て
扶
風
楽
を
築
い
た
と
い
う
の
は
勘
定
が
あ
わ
な

一168-

① ①③  
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@ 

ぃ
。
老
年
ま
で
濁
身
を
押
し
通
し
た
と
い
う
話
も
、
お
そ
ら
く
立
志

停
に
あ
り
が
ち
の
粉
飾
な
の
で
あ
ろ
う
。

藤
井
宏
「
新
安
商
人
の
研
究
、
二
」
、
東
洋
皐
報
第
三
六
省
第

二
鋭
、
一
九
五
三
年
。
三
五
頁
。

「
調
盗
」
ニ
ム
ハ
頁

U

「
調
査
」
一
一
一民
岳

、

「
調
査
」
二
一良
の
脚
註

U

「
調
査
」
一
一
一
一
頁
に
よ
る
と
、
光
絡
一

O
年
鴫
鳳
の
遺
産
が
四
子
に

分
配
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
人
た
る
闘
弼
の
分
け
前
は
三
百
五
十
四
・

四
摘
で
あ
っ
た
。

「
調
査
」
八
頁
の
脚
註
。

註
③
に
同
じ
。
か
れ
は
鳴
珂
の
三
子
の
一
人
と
し
て
千
六
百
絵
柄
を

受
け
つ
ぎ
、
死
後
三
子
に
各
五
百
絵
柄
を
の
こ
し
た
。

「
調
査
」
三
三
頁
。
馬
瑞
唐
の
孟
地
所
有
を
の
べ
た
館
所
に
、
瑞
腐

の
千
百
除
摘
の
う
ち
八
百
五
十
八
摘
は
、
分
家
に
よ
っ
て
得
た
と
あ

る
。

も
っ
と
も
こ
の
数
字
は
買
地
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
賞
際
は
も

っ
と

多
か
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

「
調
査
」
一
四
頁
。

「
調
査
」
一
一
一
一

l
二
四
頁
。

こ
れ
ら
の
数
字
は
、
「
調
査
」
ニ
九
頁
、
馬
維
新
土
地
占
有
出
変
化
表

を
も
と
に
作
製
し
た
本
稿
第
六
表
(
第
三
節
掲
載
)
参
照
。
原
表
に

つ
い
て
の
「
調
査
」
の
説
明
は
誤
植
が
多
く
、
採
用
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
の
数
字
は
、
「
調
査
」
三
四
頁
、
馬
維
新
歴
年
典
地
出
現
化
表

を
も
と
に
作
製
し
た
本
稿
第
七
表
(
第
三
節
掲
載
)
参
照
。

ζ

の
年
元
本
一
商
吊
を
回
収
し
た
ほ
か
、
清
算
に
よ
る

「
財

東

分
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利
」
約
一
高
四
千
六
百
吊
を
得
て
い
る
。
〈
厳
密
に
い
う
と
、

ζ

の

う
ち
六
百
吊
は
字
放
所
有
の
買
地
の
錦
町
償
額
だ
が
、
乙
の
貿
地
は
本

文
で
あ
げ
た
維
新
家
所
有
地
と
ダ
ブ
っ
て
い
る
か
ら
、
差
し
引
く

べ

き
で
あ
る
)
。
乙
の
財
貨
は
「
解
放
」
後
、
積
極
的
に
投
資
す
る
場

を
見
つ
け
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
く
わ
し
く
は
別
稿
で
の
べ

る
政
定
c

「
調
査
」
二
七
一氏
⑤

「
調
査
」
六
頁
。
鎚
落
の
碩
ω

「
調
査
」

七
頁
。
凱
の
項
ρ

「
調
査
」
二
頁
の
胸
註
。

「
調
査
」
二
五

1
二
六
頁
。

「
調
査
」
第
一
四
節
の
各
表
に
よ
る
。

「
調
査
」
附
件
二
、

崇
徳
厚
歴
年
諸
問
帽
販
の
八
表
参
照
。
詳
し
く
は
別

稿
で
の
べ
る
。

指
山
断
、
仙
川
隈
牲
玄
聞
に
つ
い
て
は
、
「
調
査
」
第
一
一
節
参
照
。

安
欣
子
あ
る
い
は
安
伏
則
の
こ
と
は
、
「
調
査
」
第
一
二
節
に
詳
し

い
。
乙
の
制
度
は
馬
維
新
家
で
は
一
九
二
六

1
三
八
年
の
間
中
止
さ

れ
て
い
た
か
ら
、
一
九
三
三
年
の
数
字
に
は
関
係
な
い
が
、
こ
こ
で

筒
寧
に
説
明
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
陳
翰
笠
が
「
中
園
経
済
年
鑑
」

第
一
輯
の
第
七
章
、
租
佃
制
度
で
、
物
租
制
の
第
一
類
「
分
収
的
物

租
」
の
第
一
形
式
と
し
て
あ
げ
た
「
驚
工
佃
種
」
制
に
首
る
も
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
地
主
は
土
地
の
ほ
か
種
子
、
牲
畜
、
幾
具
な
ど
の

生
産
資
本
を
提
供
し
、
さ
ら
に
秋
子
の
卒
日
の
食
料
、
柴
炭
、
住
居

た
る
土
容
も
貸
輿
え
る
。
炊
子
は
労
働
力
の
み
を
提
供
す
る
の
で
、

乙
の
貼
で
は
麗
工
に
近
い
ι

し
か
し
賃
金
支
梯
方
法
か
ら
み
る
と、
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こ
れ
ば
小
作
制
に
ち
近
い
の
で
ゐ
る
。

つ
ま
り
収
師
団
か
p
つ
ま
ず
種

子
、
牛
料
が
天
引
き
れ
、
残
り
が
地
主
と
伏
子
で
折
牢
さ
れ
る

u

そ

う
し
て
伏
子
は
自
己
取
分
の
な
か
か
ら
、
食
料

・
柴
炭
な
ど
前
借
分

を
返
済
し
た
。
常
然
こ
の
制
度
の
も
と
で
は
、
伏
子
の
地
主
に
依
存

す
る
度
合
が
強
い
。
そ
の
現
わ
れ
は
、
伏
種
地
の
耕
作
以
外
の
種
々

の
義
務
に
み
ら
れ
た
。
伏
子
は
地
主
の
自
種
地
の
た
め
の
草
取
、
施

肥
、
耕
種
、
収
穫
、
打
数
な
ど
に
も
従
事
し
、
一
安
は
地
主
家
の
使
役

に
感
じ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
か
わ
り
一
日
あ
る
い
は
一
日
の

大
学
を
地
主
の
た
め
に
働
け
ば
、
食
事
を
輿
え
ら
れ
、
作
業
日
数
が

多
く
な
れ
ば
、
賃
金
も
興
え
ら
れ
た
。
ま
た
伏
極
地
の
う
ち
一
、
二

阻
(
一
阻
は
一
拘
の
五
分
の
二
は
、
瓜
・
山
葵
な
ど
を
栽
消
し
、

そ
の
枚
穫
は
す
べ
て
伏
子
の
機
利
と
さ
れ
た
。

ま
た
伏
種
地
の
柴

革
、
「
牲
畜
走
」
(
糞
肥
F
)
は
す
べ
て
地
主
の
所
有
に
締
し
た

が
、
一
、
二
背
の
黒
豆
桔
あ
る
い
は
数
拙
の
高
梁
棒
棒
が
火
つ
け
用

と
し
て
給
奥
さ
れ
た
。

乙
の
制
度
が
な
ぜ
中
止
さ
れ
、
共
産
黛
治
下
に
な
っ
て
な
ぜ
復
活

き
れ
た
か
は
商
白
い
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
ば
別
補
足
泌
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。

「
調
査
」
八
二
頁
。
本
文
で
の
べ
た
租
子
は
質
交
額
で
あ
り
‘
賞
十
父

割
削
は
原
租
額
(
定
額
)
を
も
と
に
、
そ
の
年
々
の
作
柄
を
参
酌
し
て

決
定
さ
れ
た
。

し
た
が
っ
て
質
交
額
は
も
ち
ろ
ん
年
々
鑓
動
し
た

が
、
原
租
額
も
畏
い
年
月
の
間
徐
々
に
鑓
動
し
た

u

こ
れ
ら
の
詳
し

い
貼
は
別
稿
で
ふ
れ
た
い
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
本
文
の
数
字
か
ら
、
思
い
が
け
な
い
問
題
が
み
つ
か
っ

た
。
本
文
一
九
三
三
年
の
「
千
六
百
七
十
六
抽
出
は
、
第
六
表
第

⑧ 
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七
一
一
衣
の
同
年
の
蚊
の
合
計
L

二
放
す
る
(
一
、
Q
九
六
プ
ラ
ス
第
六

表
註
h
の
一
ニ
プ
ラ
ス
五
七
七
・
七
)

M

し
た
か
っ
て

「
租
借
枚
入
六
百

七
十
四
石
」

H
第
二
表
一
九
三
三
年
「
糧
食
」
枚
入
は
、
第
六
表
一

九
三
三
年
の
買
地
千
九
十
六
塙
(
表
の
註
h
で
の
べ
た
よ
う
に
笑
は

千
九
十
九
絢
)
の
組
子
を
!全
部
ふ
く
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ

ろ
が
こ
の
千
九
十
九
塙
は
、
第
六
表
の
註

c
で
の
べ
た
よ
う
に
、

一

九
一
七
j
、
三
八
年
の
閲
字
鋭
崇
徳
厚
の
所
有
し
た
土
地
も
ふ
く
め
た

蚊
字
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
第
二
表
の
枚
入
各
項
目
で
は
、
街
一
繭
堂

と
崇
徳
厚
が
分
離
さ
れ
て
い
た
の
に
、
「
段
食
」
の
項
だ
け
は
雨
者

が
混
同
さ
れ
て
い
た
乙
と
に
な
る
。
ζ

れ
は

「
調
査
」
の
ミ
ス
な
の

か
ど
う
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
と
も
か
く
街
刺
堂
の
経
済
を
般
僚

に
推
計
す
る
必
要
が
あ
る
ば
あ
い
は
、
乙
の
貼
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。
租
子
に
つ
い
て
い
え
ば
、
土
地
百
二
十
三
・
四
拘
こ
九
二

二
年
以
降
は
三
嶋
プ
ラ
ス
)
に
み
あ
う
豆
、
か
り
に
一
摘
二
斗
と
し

て
二
十
四
・
六
八
石
(
二
十
五
・
二
八
石
)
を
差
引
く
べ
き
で
あ

マ
心
。

た
に
し
奥
地
の
ば
あ
い
は
、
第
七
表
に
崇
徳
厚
の
分
が
含
ま
れ
て

い
な
い
公
算
が
大
き
い
(
詳
細
は
別
稿
)
ゅ
そ
乙
で
興
地
は
、
以
下

第
七
表
す
な
わ
ち
街
一耐
常
一保
有
分
の
み
と
し
て
論
を
す
す
め
る
。

「
調
査
」
第
-
三
郎
に
よ
る
。

「
調
査
」
一
三
九
頁
の
隆
年
支
出
種
類
後
化
表
の
う
ち
こ
の
十
三
項

目
の
数
字
の
合
計
が
、
第
三
表
「
出
家
中
雑
用
」
貨
と
一
致
し
た
。

こ
の
十
年
間
の
作
柄
は
、
大
豊
作
二
年
、
随
筆
作
三
年
、
卒
年
作
一

年
、
不
作
三
年
、
凶
作
一
年
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
一
八
九
四
年
以
降

五
十
年
間
の
傾
向
、
す
な
わ
ち
十
年
毎
に
大
慌
豊
作
四

l
五
年、

卒
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年
作
ま
た
は
不
作
四

l
三
年
月
凶
作
二
年
と
、
ほ
ぱ
一
致
す
る
。

「
調
査
」

一
四
三
頁
。

乙
こ
で
参
考
の
た
め
、
金
時
間
期
一
九
三
三
年
を
と
っ
て
、
馬
維
新
の

経
済
の
う
ち
、
字
続
お
よ
び
糧
食
費
買
部
門
を
の
ぞ
き
、
貿
地
と
租

子
収
入
、
奥
地
と
租
子
枚
入
、
指
常
・
伏
唄
殖
の
元
本
と
蚊
入
の
比

重
を
、
紙
略
で
あ
る
が
量
的
に
み
て
お
こ
う

マ
乙
の
年
の
資
産
構
成

は
、
所
有
地
九
七
二
・
六
地
(
第
六
表
一

、
O
九
六
梢
プ
ラ
ス
三
地

か
ら
字
税
分
一
一
二
ハ
・
四
坊
を
'ひ
い
た
も
の
)
、
奥
地
五
七
七
・
七

刷
、
指
山
川
元
本
は
銀
四
二

O
婦
、
現
洋

一
、
四
二
一
元
、
銭
七
六
四

.一

吊
、
そ
の
他
米
二
五

・
二
七
石
相
常
の
租
賃
を
も
た
ら
す
不
動

産
で
あ
っ
た
(
指
筒
元
本
は
「
調
査
」
九
六
貞
に
よ
石
て
興
地
は

典
債
を
貿
地
の
四

O
%と
す
る
と
、
員
地
二
三
一

摘
に
柑
筒
す
る

d

ま
た
銀
一

一隅
は
洋
二
・
四
元
、
銭
一
局
は
洋

O

四
元
と
す
れ
ば
、

指
悦
元
本
総
計
は
洋
二
、
七
三
四
・
六
元
で
ゐ
'
)
、
一
一
刷
三

O
元
と

し
て
は
地
約
九
一

一刷
に
相
似
す
る

4

す
な
わ
ち
三
者
の
許
似
額
に
お

け
る
比
重
は
、
九
七
二
・
六
、
二
三
一
、
九
一
、
い
い
か
え
れ
ば
一

0
0
、
二

三

・
七
、
九
・

三
の
比
で
あ
っ
た
(
地
似
お
よ
び
典
般
を

費
似
の
四

O
%と
し
た
こ
と
は
別
稿
参
照
ω

ま
た
銀
柄
、
銭
吊
の
洋

元
へ
の
換
算
は
崇
徳
厚
側
係
の
資
料
に
よ
っ
た

u

出
前
徳
厚
の
換
算
出平

に
法
別
稿
で
の
べ
る
よ
う
な
問
題
が
あ
る
が
、
乙
の
年
に
つ
い
て

は
、
大
掛
川
問
題
が
な
い
て

乙
の
比
は
第
五
表
に
み
た
枚
人
構
成
比
、
す
な
わ
ち
績
食
七
五
、

利
息
一

O
と
大
憾
合
致
し
て
い
る

，
政
入
而
で
は
貿
地
と
典
地
の
差

は
な
い
か
ら
、
地
獄
と
お
り
ほ
ぼ
質
地
ニ
封

興

地

一
と
し
て
働
食

(
民
地
、
興
地
の
租
子
紋
人
)
を
わ
け
る
と
、
七
五
は
五

O
封
二
五

と
な
る
。
貿
地
枚
入
五

O
、
曲
問
地
枚
入
二
五
、
利
息
一

O
は
、
い
い

か
え
れ
ば
一

0
0
、
五

O
、
二

O
で
あ
る
e

資
産
構
成
比
で
興
地
が

二
三
・
七
、
指
骨
同
元
本
が
九
・
三
で
あ
っ
た
の
に
、
枚
入
構
成
比
で

奥
地
が
五

O
、
利
息
が
ニ

O
で
あ
っ
た
の
は
、
典
地
、
指
笛
の
利
回

り
が
、
貿
池
小
作
制
の
二
倍
以
上
だ
っ
た
こ
と
に
よ
る
e

一
九
三
三
年
の
枚
入
賞
数
で
い
え
ば
、
樋
食
枚
入
三
三
七

・二

三

石
を
貿
地
と
奥
地
の
面
積
比
で
わ
け
る
と
、
二

一
一
・
六
石
と
一
一
一

五
・
六
石
、
乙
れ
に
利
息
が
乙
の
年
は
や
や
多
く
六
三
・
三
石
と
な

る
。
こ
れ
は
一

0
0
、
五
九
、

三
O
の
比
で
あ
る
。
第
五
表
か
ら
算

出
し
た
収
入
国
情
成
比
と
若
干
異
る
が
、
四
只
地
と
興
地
・
指
常
の
利
回

り
の
蒸
か
ら
い
え
ば
、
む
し
ろ
こ
の
方
が
よ
い
く
ら
い
で
あ
る
。
利

回
り
に
つ
い
て
は
別
摘
を
参
照
し
て
い
た
た
き
た
い
。

勺
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