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武

藤

直

　
【
要
約
】
　
日
本
古
代
の
村
落
形
態
に
つ
い
て
は
、
条
里
式
村
落
と
自
然
村
落
と
の
二
つ
の
概
念
が
あ
る
。
海
者
が
と
も
に
、
村
落
形
態
と
し
て
数
十
戸
口

　
度
の
か
な
り
大
き
な
集
村
を
想
定
し
て
い
る
の
は
、
豊
○
～
五
〇
戸
一
里
と
い
う
挫
令
制
下
の
村
落
制
度
が
、
律
令
以
前
か
ら
の
村
落
の
実
態
を
継
承
し

　
て
い
る
と
い
う
前
提
の
た
め
で
叢
る
。
だ
が
古
代
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
村
は
、
文
字
の
上
で
、
行
政
村
の
璽
や
郷
と
異
な
る
性
質
を
表
現
し
て
い
る
と
し

　
て
も
、
そ
の
性
質
は
、
自
然
村
落
と
い
う
一
つ
の
言
葉
で
要
約
繊
来
る
程
、
一
様
で
は
な
い
。
ま
た
播
磨
国
風
土
記
に
つ
い
て
、
里
と
村
と
の
関
係
を
調

　
べ
る
と
、
里
の
中
に
は
、
多
数
の
、
き
わ
め
て
小
規
模
な
集
落
を
ふ
く
む
可
能
性
を
示
す
も
の
が
あ
る
。
従
っ
て
、
日
本
古
代
の
村
落
研
究
に
は
、
い
ま

　
ま
で
よ
り
数
多
く
の
集
落
類
型
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
五
二
巻
六
号
　
一
九
六
九
年
＝
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
成
立
過
程
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
は
、
出
来
な
い
が
、
こ
れ
が
古
代
の
土

　
　
　
　
　
一
、
条
里
集
落
と
郷
里
集
落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
制
度
と
深
い
関
連
の
も
と
に
成
立
し
た
地
割
で
あ
る
こ
と
は
、
．
広
く
承
認

　
日
本
古
代
の
村
落
景
観
が
、
当
代
の
記
録
の
上
で
記
述
さ
れ
る
こ
と
は
、
　
　
　
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
米
倉
二
郎
博
士
は
、
早
く
、
近
江
の
野
洲
郡

き
わ
め
て
ま
れ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
国
郡
よ
り
小
さ
な
地
方
　
　
　
十
塁
村
な
ど
に
お
い
て
、
村
域
の
境
界
が
条
盈
の
里
の
界
線
に
拠
り
、
方
～

行
政
区
画
で
あ
る
璽
や
郷
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
法
的
規
定
や
実
際
の
　
　
　
里
を
し
め
る
こ
と
、
農
地
の
地
割
が
条
里
地
割
を
示
す
こ
と
、
方
六
町
一
里

区
繭
名
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
い
き
お
い
古
代
村
落
に
つ
い
て
の
　
　
　
の
村
域
の
中
央
部
の
一
個
の
坪
を
中
心
に
集
落
が
立
地
す
る
こ
と
、
集
落
内

研
究
は
、
地
方
制
度
と
村
落
の
実
態
の
間
を
ど
う
関
係
づ
け
る
か
と
い
う
点
　
　
　
の
宅
地
割
が
、
計
画
的
宅
地
割
を
お
も
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
、
関
心
が
集
中
し
て
き
た
と
い
え
る
。
い
っ
ぽ
う
、
日
本
各
地
の
平
野
部
．
　
特
色
を
も
つ
条
里
式
村
落
の
存
在
を
指
摘
し
た
。
米
倉
差
土
は
、
こ
の
よ
う

に
分
布
す
る
条
里
地
割
に
つ
い
て
は
、
ひ
ど
つ
の
地
域
に
つ
い
て
史
料
約
に
　
　
　
な
特
色
を
も
つ
村
落
が
、
条
里
の
標
式
的
に
施
行
さ
れ
た
近
江
や
、
大
和
、
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肥
前
な
ど
に
多
く
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
条
里
式
村
落
が
、
一
つ
の
理
想
型

に
な
ら
っ
て
、
各
地
で
計
画
的
に
編
成
さ
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
、
条
里
制

村
落
の
展
開
過
程
に
於
て
、
当
初
の
原
理
的
な
理
想
型
が
自
か
ら
実
現
さ
れ

る
に
い
た
っ
た
も
の
と
解
し
た
。

　
米
倉
博
士
の
提
出
し
た
理
想
型
は
、
条
里
式
村
落
一
村
に
つ
き
、
3
0
戸
の

農
家
を
ふ
く
む
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
化
前
代
の
3
0
戸
1
里
制
に
基
礎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
お
く
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
3
0
戸
1
里
制
に
つ
い
て
は
、
①
④
改

新
詔
の
第
4
飾
に
、
仕
丁
3
0
戸
に
1
人
を
、
5
0
戸
に
1
人
に
改
め
る
、
と
の

記
事
が
あ
り
、
こ
れ
か
ら
、
大
化
前
代
に
お
け
る
こ
の
村
落
制
度
の
存
在
が

想
定
さ
れ
る
。
＠
播
磨
国
風
士
記
揖
保
郡
越
部
踏
面
に
、
3
0
戸
に
よ
る
墨
編

成
の
記
事
が
あ
り
、
そ
の
年
代
を
持
統
四
年
の
羅
拝
年
と
す
る
こ
と
が
出
来

る
が
、
そ
れ
は
、
大
化
改
新
詔
に
規
定
す
る
5
0
戸
1
里
制
か
ら
、
旧
制
へ
の

復
帰
を
意
味
す
る
。
②
3
0
戸
1
里
制
の
戸
は
、
自
然
的
家
族
を
内
容
と
す
る

も
の
（
後
の
房
戸
）
で
、
房
戸
3
0
戸
か
ら
な
る
里
は
、
後
に
郷
里
制
の
里
と

　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
③
こ
の
よ
う
な
3
0
戸
1
里
の
対
落
は
、
『
そ
れ
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

身
条
里
制
の
一
内
容
を
な
せ
る
も
の
』
で
あ
っ
て
、
郷
里
制
が
短
期
に
廃
さ

れ
、
行
政
区
と
し
て
の
里
名
は
、
早
く
消
減
し
た
が
、
　
『
そ
の
形
態
は
、
条

里
式
村
落
と
称
す
べ
き
計
画
性
を
帯
び
た
も
の
が
多
く
、
そ
れ
を
の
せ
る
地

割
と
時
を
同
じ
く
し
て
成
立
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
条
里
式
村
落

は
、
そ
の
耕
地
区
画
と
と
も
に
、
依
然
と
し
て
農
村
の
支
配
的
景
観
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

存
在
し
て
い
る
所
が
多
い
。
』

　
以
上
の
よ
う
な
考
察
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
計
画
的
集
村
で
あ
る
条
盤
式

集
落
が
、
条
里
制
の
襟
開
に
基
礎
づ
け
ら
れ
な
が
ら
、
古
代
の
村
落
制
度
の

中
に
郷
里
制
の
里
の
プ
ラ
ン
と
し
て
、
く
み
こ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
広
く
成

立
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
古
代
村
落
の
代
表
的
形
態
の
一
つ
が
、

こ
こ
に
示
さ
れ
た
と
云
え
る
。

　
こ
れ
は
直
接
、
現
存
す
る
地
割
か
ら
古
代
集
落
の
実
態
を
復
原
せ
ん
と
し

た
も
の
で
あ
っ
て
、
地
方
制
度
と
し
て
、
当
時
の
現
突
の
村
落
と
の
間
を
間

接
的
な
方
法
で
し
か
さ
ぐ
り
得
な
か
っ
た
従
来
の
古
代
村
落
研
究
に
は
全
く

見
ら
れ
な
い
新
局
面
を
切
り
ひ
ら
い
た
。
し
か
も
米
倉
博
士
の
こ
の
見
解
は
、

郷
里
制
の
里
は
、
行
政
村
と
し
て
の
里
制
の
里
を
あ
ら
た
め
て
郷
を
お
き
、

当
初
の
里
の
中
に
ふ
く
ま
れ
た
2
～
3
の
自
然
村
を
下
級
行
政
村
と
し
て
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

り
あ
げ
る
た
め
に
お
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
通
説
と
も
整
合
す
る
。
こ

の
た
め
、
郷
里
制
の
里
こ
そ
、
当
時
の
村
落
形
態
の
実
態
に
近
い
も
の
で
あ

り
、
三
里
が
一
郷
を
形
成
す
る
郷
里
村
落
は
、
現
実
に
も
、
2
～
3
の
自
然

村
で
、
一
壷
を
な
し
て
い
た
も
の
と
久
し
く
通
念
的
に
み
と
め
ら
れ
て
き
た
。

条
里
式
村
落
の
発
達
す
乱
地
域
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
郷
里
村
落
が
即
ち
条
里

式
村
落
で
、
一
郷
は
、
一
二
つ
の
条
里
式
計
画
集
落
村
よ
り
成
る
こ
と
が
多
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

つ
た
と
い
う
の
が
米
倉
博
士
の
規
定
で
あ
る
が
、
郷
里
村
落
な
る
概
念
に
対

し
て
、
岸
俊
男
博
士
は
、
郷
社
制
と
い
う
制
度
が
、
造
籍
、
編
戸
上
の
操
作
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に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
行
政
上
に
こ
の
制
度
が
適
用
さ
れ
た
の
は
、
養
老
五
年

（
七
二
一
）
～
天
平
一
一
年
（
七
三
九
）
の
2
0
年
間
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

し
、
ま
た
、
郷
里
制
の
里
は
、
一
三
が
ほ
と
ん
ど
2
～
3
里
に
定
数
化
さ
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
播
磨
風
土
記
の
里
（
後
の
郷
）
は
村
を
全
く
ふ
く
ま

ぬ
も
の
か
ら
多
い
場
合
は
4
力
村
を
ふ
く
む
も
の
ま
で
区
々
で
あ
り
、
里
制

下
の
村
が
そ
の
ま
ま
里
に
な
っ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
郷
里
制
の
里

を
も
っ
て
、
行
政
村
と
自
然
村
の
接
近
を
は
か
っ
た
結
果
と
す
る
見
質
を
否

　
　
⑧

定
し
た
。
こ
れ
は
、
条
塁
式
村
落
即
郷
里
村
落
と
し
、
村
落
制
度
と
プ
ラ
ン

と
の
結
合
か
ら
同
形
式
の
計
画
集
村
の
広
汎
な
成
立
を
説
明
す
る
立
場
を
も
、

大
き
く
後
退
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
事
実
、
古
代
村
落
に
関
す
る
地
理
的

立
場
か
ら
の
説
明
は
、
下
墨
制
と
村
落
の
関
係
、
又
は
、
計
画
的
開
拓
と
村

落
の
局
面
に
か
ぎ
っ
て
、
こ
の
条
里
式
計
画
集
村
を
と
り
あ
げ
る
に
す
ぎ
ず
、

よ
り
広
汎
に
お
よ
ん
で
・
古
代
村
落
を
説
く
こ
と
が
な
暉
・
し
か
し
・
こ
れ

は
、
古
代
村
落
の
説
明
と
し
て
ま
こ
と
に
不
充
分
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
る

ま
い
。
ま
た
、
条
里
式
計
画
集
村
と
い
う
古
代
集
落
類
型
が
想
定
さ
れ
、
そ
．

れ
が
、
郷
里
制
と
む
す
び
つ
け
て
郷
里
村
落
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
事
実

か
ぢ
、
こ
の
類
型
の
集
落
が
、
そ
の
分
布
の
示
す
よ
う
な
一
般
性
を
、
歴
史

的
背
景
か
ら
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
集
落
の
、
か
な
り
一
般
的
形

態
ヘ
ア
プ
ロ
…
チ
す
る
と
い
う
意
図
を
く
み
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
現
時

点
に
お
け
る
古
代
集
落
の
地
理
学
的
研
究
は
、
・
こ
の
す
ぐ
れ
た
意
図
か
ら
も
、

大
き
く
後
退
し
て
い
る
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
古
代
の
村
落
に

つ
い
て
の
一
般
的
概
念
が
現
在
全
く
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

二
、
自
然
村
落
と
計
画
村
落

　
古
代
の
史
料
中
に
あ
ら
わ
れ
る
「
村
」
や
「
邑
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が

村
落
の
発
生
的
な
形
態
を
想
起
せ
し
あ
る
，
「
ム
ラ
」
の
訓
が
あ
て
ら
れ
る
た

め
に
、
こ
れ
が
即
ち
、
実
際
の
村
落
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば
と
さ
れ

や
す
い
。

　
し
か
し
、
荘
園
文
書
に
出
現
す
る
村
に
つ
い
て
は
、
そ
の
す
べ
て
を
現
実

の
村
落
と
同
一
視
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
、
清
水
三
男
氏
に
よ
っ
て
早
く

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

か
ら
注
意
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
、
文
書
記
載
の
上
で
、
こ
れ
ら
の
村
は
、
例

え
ば
、
宇
智
郡
阿
早
雪
鵜
野
村
の
如
く
、
郷
名
の
下
に
記
さ
れ
る
か
ら
、
行

政
村
と
し
て
の
郷
よ
り
小
さ
な
単
位
、
即
ち
自
然
村
落
で
あ
る
（
と
清
水
氏

の
考
え
た
）
郷
里
制
の
里
が
、
そ
の
も
と
の
呼
称
に
も
ど
っ
た
も
の
と
も
推

論
出
来
る
し
、
ま
た
官
制
上
「
村
」
の
呼
称
が
消
え
な
が
ら
、
地
名
と
し
て

は
、
ひ
き
つ
づ
き
公
文
書
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
民
間
通
称
と
し
て

「
村
」
は
消
滅
せ
ず
、
行
政
上
の
郷
里
制
と
重
な
っ
て
自
然
村
落
が
存
続
し

て
い
た
欝
が
想
定
さ
れ
、
墾
田
の
荘
が
生
ず
る
に
お
よ
ん
で
、
官
制
上
潜
在

し
て
い
た
村
が
、
新
た
な
形
で
復
活
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
村
は
、
名
称
は
劇
に
復
し
た
が
、
実
体
は
旧
態
そ
の
ま
ま
で
は
な
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’

日本古代の村落形態に関する一考察（武藤）

い
。
　
「
村
」
が
「
庄
」
と
も
よ
ば
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

そ
こ
に
「
村
」
と
記
さ
れ
る
も
の
は
、
私
領
主
上
の
呼
称
で
各
所
に
散
在
す

る
領
地
の
集
合
体
の
場
合
も
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
旧
来
の
村
名
又
は
郷
・
里

名
で
よ
ば
れ
る
村
も
、
内
容
的
に
は
、
新
設
の
集
落
、
新
開
の
地
を
あ
ら
わ

す
も
の
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　
清
水
氏
は
、
村
落
生
活
上
に
お
け
る
集
落
内
の
地
縁
的
結
合
の
意
義
を
重

視
す
る
見
地
か
ら
、
そ
う
し
た
村
落
の
も
つ
力
を
無
視
鳩
来
ず
に
設
置
さ
れ

た
郷
里
刷
の
里
が
自
然
村
落
で
あ
る
と
の
立
場
に
た
っ
て
お
り
、
里
に
対
し

　
　
　
　
　
⑪

て
「
単
一
村
落
」
と
い
う
こ
と
ば
も
用
い
て
い
る
の
で
、
右
に
見
た
清
水
氏

の
所
説
に
あ
る
自
然
村
落
は
、
形
態
上
、
．
集
村
を
念
頭
に
お
い
て
お
ら
れ
る

も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

　
郷
里
制
の
里
に
つ
い
て
、
こ
の
濾
水
氏
と
全
く
異
な
っ
た
事
実
を
明
ら
か

に
し
た
岸
博
士
も
、
自
然
村
落
に
対
す
る
見
方
に
於
て
は
、
軌
を
一
に
し
て

お
り
、
「
わ
が
国
古
代
村
落
と
し
て
は
、
既
に
早
く
か
ら
人
々
の
居
住
の
様
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
し
て
、
一
つ
の
集
落
を
な
し
た
自
然
村
落
が
存
在
」
し
た
と
解
し
て
い
る
。

　
一
般
に
こ
の
自
然
村
落
な
る
言
葉
は
、
．
計
画
村
落
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
が
両
者
の
概
念
内
容
は
、
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
す
な
わ
ち
、
計
画
村
落
と
い
う
の
は
、
あ
る
原
則
に
も
と
づ
い
た
宅

地
割
、
耕
地
割
を
伴
う
も
の
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
、
そ
の

様
な
地
割
、
プ
ラ
ン
を
も
た
ぬ
も
の
は
、
す
べ
て
自
然
村
落
の
籍
疇
に
嘱
せ

し
め
ら
れ
る
か
と
云
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
い
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た

と
え
ば
計
画
的
地
割
を
と
も
な
わ
ぬ
場
合
で
も
、
散
村
は
自
然
村
落
と
し
て

は
う
け
と
ら
れ
な
い
で
、
小
村
や
集
村
の
み
が
自
然
村
と
し
て
あ
っ
か
わ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
　
こ
れ
は
、
わ
が
国
で
は
散
村
が
、
比
較
的
開
拓
の
新
し

い
地
域
に
み
ら
れ
る
居
住
形
態
で
あ
る
こ
と
や
、
、
村
と
い
う
こ
と
ば
自
体
、

ム
ラ
ガ
ル
か
ら
き
て
い
る
の
で
、
本
来
住
居
の
集
中
し
て
い
る
の
が
自
然
の

形
態
で
あ
る
と
の
観
念
が
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
少
く
と
も
、
山

間
支
谷
で
大
き
な
集
落
の
発
達
を
ゆ
る
さ
ぬ
地
域
を
の
ぞ
け
ば
、
散
村
は
き

わ
め
て
新
し
い
開
拓
地
集
落
で
、
古
い
集
落
は
集
村
を
な
す
も
の
と
さ
れ
や

す
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
古
代
の
村
落
と
云
え
ば
、
自
然
村
と
い
わ

ず
と
も
、
集
村
が
想
起
さ
れ
、
ま
た
散
村
の
中
世
起
源
説
な
ど
も
行
な
わ
れ

　
　
　
　
⑬

る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
長
い
集
落
の
発
達
史
か
ら
見
て
、
散
村
は
集
村
よ

り
起
源
の
新
し
い
も
の
ど
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
採
取
狩

猟
民
の
集
落
と
原
始
農
耕
民
の
集
落
と
で
は
後
者
が
著
し
く
多
様
性
を
示
す

こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
日
本
の
古
代
と
い
え
ば
、
す
で
に
～
方
で
全
国
に
わ

た
っ
て
統
一
的
な
条
里
の
方
格
地
割
が
農
地
に
施
さ
れ
、
水
田
農
業
に
経
済

基
盤
を
お
い
て
古
代
統
一
国
家
が
誕
生
す
る
な
ど
、
農
耕
社
会
と
し
て
か
な

り
成
熟
し
た
段
階
に
達
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
集
落

形
態
と
し
て
、
語
源
的
に
想
定
さ
れ
る
も
っ
と
も
原
始
的
な
姿
の
み
を
想
超

す
る
と
す
れ
ば
、
現
実
の
姿
を
見
誤
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
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ま
た
、
日
本
の
農
耕
文
化
の
申
核
を
な
す
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
水
田
耕
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
’

で
あ
ろ
う
が
、
畑
作
も
ま
た
主
要
な
食
料
供
給
源
を
な
し
て
い
た
。
．
宮
本
常

一
博
士
は
、
和
名
抄
の
国
別
の
郷
数
と
田
数
を
比
較
し
て
、
1
郷
当
り
の
田

数
に
あ
ま
り
に
差
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
も
し
5
0
戸
1
郷
が
規
定
ど
お
り
に

行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
水
田
を
班
給
さ
れ
る
農
家
一
戸
の
構
成
に
、
地
域
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

差
異
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
ま
た
、
東
国
・
九
州
と
西
国
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

は
、
水
田
と
畑
作
の
い
ず
れ
か
に
対
す
る
依
存
度
が
こ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

水
田
地
帯
の
村
落
は
立
地
形
態
を
異
に
す
る
「
畑
作
の
村
」
と
も
云
え
る
村

落
類
型
の
あ
る
こ
と
な
ど
を
示
す
。
こ
う
し
た
事
実
は
日
本
の
農
耕
文
化
の

多
而
的
性
格
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、
こ
の
点
か
ら
も
、
自
然
村
落
と
い
う
概

念
を
一
義
的
に
解
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
自
然
村
落
を
こ
の
よ
う
に
広
義
に
解
す
る
と
、
た
と
え
史
料
中
の

「
村
扁
が
自
然
村
落
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
古
代
村
落
の
実

態
を
推
測
す
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
困
難
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
逆

に
、
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
「
村
一
の
中
に
は
、
計
画
村
落
が
あ
る
ど
い
う
こ

と
が
推
瀾
拙
来
る
と
し
て
、
そ
の
形
態
を
条
里
村
落
又
は
そ
の
荊
身
の
斜
格

　
　
　
芳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
癖

地
割
村
落
に
擬
す
る
見
解
が
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
自
然
村
落
と
い
う
概
念

を
広
義
に
用
い
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
現
実
の
村
落
景
観
を
描
写
し
た

事
例
が
き
わ
め
て
少
な
い
以
上
、
お
そ
ら
く
は
、
こ
う
し
た
現
存
す
る
集
落

の
形
態
や
地
割
を
手
が
か
り
に
、
古
代
の
そ
れ
を
推
測
す
る
方
法
か
ら
、
結

払
酬
が
み
ち
び
き
出
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
、
播
磨
風
土
記
の
村

　
右
の
よ
う
に
「
村
扁
は
単
に
自
然
村
落
と
は
な
し
が
た
い
と
主
張
さ
れ
て

き
た
の
で
あ
る
が
、
播
磨
風
土
記
の
中
に
数
多
く
記
さ
れ
る
「
村
」
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
が
自
然
村
落
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
で
、
ほ
と
ん
ど
異
論
が
な
い

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
然
村
落
の
内
容
が
、
決
し
て
単
一
の
集
落
と
は

か
ぎ
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
風
土
記
の
地
名
標
記
項
目
に
示
さ
れ
る
以
上
に
数
多

く
の
集
落
が
、
璽
や
柑
の
下
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

黒
に
せ
よ
村
に
せ
よ
、
形
態
上
、
い
く
つ
も
に
分
散
し
た
小
さ
な
集
落
か
ら

成
っ
て
い
た
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
ず
、
里
と
村
と
の
関
係
に
も
と
づ
き
、
播
磨
風
土
記
の
盤
ご
と
の
記
述

様
式
を
四
つ
に
分
類
し
た
門
脇
禎
二
博
士
は
、
　
「
村
を
一
ケ
も
含
ま
ず
、
自

然
的
地
域
に
新
ら
た
に
区
画
さ
れ
た
も
の
」
と
い
う
里
の
類
型
を
た
て
て
、

こ
れ
が
、
里
制
の
漸
次
施
行
さ
れ
て
ゆ
く
時
点
で
の
、
も
っ
と
も
後
進
的
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

態
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
そ
の
他
の
墨
の
内
部
構
成
は
、

「
一
ケ
或
は
ニ
ケ
以
上
の
村
と
、
別
に
自
然
的
地
域
と
を
ふ
く
む
も
の
砧
で

あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
　
「
村
を
一
ケ
も
ふ
く
ま
な
い
」
タ
イ
プ
の

記
載
様
式
は
、
「
村
」
　
の
記
載
を
ふ
く
む
里
が
、
未
だ
自
然
的
結
合
を
内
包

し
な
か
っ
た
時
の
状
態
を
伝
え
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
状
態
の
場
所
に
、
里
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の
行
政
区
画
が
設
定
さ
れ
た
姿
を
示
し
て
い
る
と
み
る
の
で
み
る
。

　
こ
れ
ら
の
里
は
、
標
記
項
目
と
し
て
は
、
村
を
ふ
く
ん
で
い
な
い
が
、
た

と
え
ば
・
こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
神
前
単
記
塁
鞠
・

　
　
『
的
部
等
、
此
の
村
に
居
り
き
。
故
、
的
部
の
里
と
い
ふ
。
』

と
あ
る
よ
う
に
、
集
落
を
ふ
く
ん
だ
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の

里
が
、
ま
た
村
と
も
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
里
の
下
部
単
位
と
さ
れ
て
い
る

他
の
村
と
同
じ
く
、
一
箇
の
村
落
と
解
せ
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
同
様

に
こ
の
タ
イ
プ
に
分
類
さ
れ
る
璽
の
内
、
神
前
郡
多
駝
里
条
に
は
、

　
　
『
多
駝
と
善
く
る
所
以
は
、
（
（
中
略
）
佐
伯
部
等
が
始
祖
、
阿
我
乃
古
、

　
　
此
の
土
を
欲
請
ひ
申
し
き
。
そ
の
時
、
天
皇
、
勅
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
直

　
　
に
請
ひ
つ
る
か
も
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
多
駝
と
い
ふ
。
（
中
略
）

　
　
梗
岡
は
、
（
中
略
）
早
旦
り
て
丘
と
為
る
。
又
其
の
籏
を
遣
け
る
梗
を
墓

　
　
と
い
ひ
、
関
城
牟
礼
山
と
い
ふ
。
一
ひ
と
い
へ
ら
く
、
城
を
掘
り
し
処

　
　
は
、
晶
太
の
天
皇
の
群
俗
、
参
度
り
来
し
百
済
露
里
、
有
俗
の
随
に
城

　
　
を
造
り
て
房
り
き
。
其
の
孫
等
は
、
川
辺
の
里
の
三
家
の
人
、
夜
代
等

　
　
な
り
。
』

と
の
記
事
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
多
駝
墨
に
は
、
あ
る
時

点
で
、
二
つ
の
集
落
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
の
記
事
の
中
に
出

て
く
る
「
川
辺
の
里
」
は
、
同
機
川
辺
里
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
里
も
ま
た
、

「
村
を
一
ケ
も
含
ま
な
い
」
タ
イ
プ
で
あ
る
。
そ
の
記
載
は
、
．

　
　
儲
．
川
辺
の
里
勢
賀
川
・
珂
川
霞
土
は
中
の
下
な
り
。
此
の
村
、
川
の
辺
に

　
　
居
り
。
故
、
川
辺
の
里
と
号
く
。
勢
賀
と
い
ふ
所
以
は
、
（
中
略
）

　
　
蝦
川
山
と
い
ふ
所
以
は
、
（
下
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
』

と
な
っ
て
い
て
、
多
重
里
に
み
え
る
「
三
家
」
の
こ
と
は
、
全
く
ふ
れ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

て
い
な
い
。
こ
の
「
三
家
」
は
、
盤
の
役
所
と
解
す
ろ
こ
と
も
出
来
る
の
で
、

一
つ
の
集
落
と
は
断
言
出
来
な
い
。
ま
た
た
と
え
役
所
で
な
く
て
も
、
　
「
夜

代
等
」
の
集
団
が
、
ど
れ
ほ
ど
の
規
模
か
全
く
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
「
三
家
」

が
村
落
を
な
す
ほ
ど
の
人
家
の
集
団
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
疑
問
で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
「
三
家
」
が
一
つ
の
集
落
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
川
辺
里
の

核
心
を
な
す
集
落
と
別
個
の
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
も
知
る
こ
と
が
出
来
な

い
ρ
し
か
し
、
帰
化
し
た
百
済
入
の
子
孫
が
、
川
辺
里
の
本
村
と
は
別
村
を

つ
く
っ
て
住
ん
で
い
た
可
能
性
を
否
定
し
重
る
こ
と
も
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
標
記
項
目
に
「
村
を
一
つ
も
ふ
く
ま
ぬ
…
…
」
タ
イ
プ

の
里
に
も
、
複
数
の
集
落
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
場
合
が
存
在
し
た
の
で
は
な
、

か
ろ
う
か
。

　
次
に
、
播
磨
風
土
記
の
中
で
、
村
の
記
載
を
併
記
す
る
里
は
、
ほ
と
ん
ど

異
論
な
く
そ
れ
ら
の
村
の
集
合
体
と
レ
て
説
明
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
村
が
、
多

核
あ
る
い
は
単
核
の
里
の
核
心
を
な
す
自
然
村
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

こ
れ
に
対
し
、
八
木
充
氏
は
、
こ
れ
ら
の
村
は
、
行
政
区
域
と
し
て
の
里
と

は
～
応
別
個
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
法
制
上
の
地
位
で
は
、
里
に
対
し
て
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何
ら
か
の
従
属
関
係
に
あ
る
「
未
編
戸
の
自
然
村
扁
で
あ
る
、
解
し
た
。
そ

の
嶺
否
を
論
ず
る
こ
と
は
、
当
面
私
に
は
出
来
な
い
が
、
少
く
と
も
、
同
風

土
記
に
は
、
里
の
構
成
要
素
と
し
て
記
さ
れ
る
以
外
の
場
所
に
登
場
し
、
そ

の
所
属
が
不
明
で
あ
る
村
が
い
く
つ
か
あ
る
。
ま
た
、
「
村
」
　
と
記
さ
れ
な

い
標
記
事
項
の
申
に
も
、
集
落
の
存
在
を
示
す
も
の
が
、
散
見
さ
れ
る
。
今

こ
れ
ら
の
事
例
を
次
に
か
か
げ
る
。

　
1
　
賀
古
郡
　
高
宮
村
、
酒
屋
村
、
館
村
、
（
郡
名
の
項
に
あ
り
、
　
所
属

　
　
　
　
　
　
　
不
明
。
）

　
　
　
　
　
　
　
神
前
村
（
鴨
波
里
条
に
あ
り
。
所
属
不
明
。
）

　
2
　
錺
磨
郡
　
手
苅
村
、
（
伊
和
里
条
に
あ
り
。
　
但
し
追
録
記
事
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
本
文
と
同
年
代
の
状
況
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
）

　
3
　
揖
保
郡
　
伊
勢
野
（
林
田
里
長
に
あ
り
。
　
『
荒
壁
の
猪
手
、
漢
人
の

　
　
　
　
　
　
　
刀
良
等
が
祖
、
此
処
に
居
ら
む
と
し
て
、
社
を
山
本
に
立

　
　
　
　
　
　
　
て
て
敬
ひ
祭
り
き
。
　
（
中
略
）
此
よ
り
以
後
、
家
に
静
安

　
　
　
　
　
　
　
く
し
て
、
遂
に
里
を
成
す
こ
と
を
得
た
り
。
』
）

　
　
　
　
　
　
　
麻
打
山
（
広
山
里
並
に
あ
り
。
　
『
昔
、
但
馬
の
国
の
人
、

　
　
　
　
　
　
　
伊
頭
志
君
麻
良
此
、
此
の
肉
に
宵
居
し
き
。
こ
の
女
、
夜
、

　
　
　
　
　
　
　
麻
を
打
つ
に
、
即
て
麻
を
己
が
胸
に
置
き
て
死
せ
き
。
故
、

　
　
　
　
　
　
　
麻
打
山
と
号
く
。
今
に
此
の
辺
に
居
る
者
は
、
夜
に
至
れ

　
　
　
　
　
　
　
ば
麻
を
打
た
ず
。
』
広
山
里
の
中
心
を
な
す
握
村
（
都
可
、

46 5

　
　
　
　
村
）
の
集
落
の
一
部
と
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
が
、

　
　
　
　
広
山
里
の
称
を
遺
す
龍
野
市
誉
田
町
広
山
と
、
麻
打
山
の

　
　
　
　
遺
霊
地
に
擬
せ
ら
れ
る
太
子
町
阿
曾
は
、
1
㎞
余
を
へ
だ

　
　
　
　
て
る
。
両
者
を
別
村
と
し
な
い
場
合
も
、
一
つ
の
自
然
村

　
　
　
　
の
中
に
、
少
く
と
も
二
つ
の
集
落
が
あ
っ
た
と
す
る
方
が

　
　
　
　
良
い
で
あ
ろ
う
。
）

　
　
　
　
家
嶋
（
浦
上
里
条
に
あ
り
。
　
「
人
民
、
家
を
作
り
て
居
り
。

　
　
　
　
故
家
嶋
と
号
く
。
』
）

讃
吉
郡
　
吉
川
（
讃
吉
墨
条
に
あ
り
。
　
『
稲
狭
部
の
大
吉
川
、
此
村

　
　
　
　
に
居
り
。
放
、
吉
川
と
い
ふ
。
』
）

　
　
　
　
御
井
村
（
邑
宝
里
条
に
あ
り
。
　
『
弥
麻
都
比
古
命
、
井
を

　
　
　
　
治
り
て
、
狼
を
食
し
た
ま
ひ
て
、
即
ち
云
り
た
ま
し
く
、

　
　
　
　
「
暑
は
多
く
の
国
を
占
め
つ
、
」
　
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
、

　
　
　
　
大
の
村
と
い
ふ
。
井
を
治
り
た
ま
ひ
し
処
は
、
御
井
の
村

　
　
　
．
と
導
く
。
』
標
記
項
目
に
御
井
村
な
し
。
）

　
　
　
　
嶋
村
（
柏
原
里
条
に
あ
り
。
　
「
訓
説
偏
の
説
明
記
事
中
1
7
N

　
　
　
　
あ
っ
て
所
属
関
係
不
明
。
）

宍
禾
郡
　
矢
田
村
（
郡
名
由
来
の
条
に
あ
り
。
所
属
不
明
。
）

神
前
郡
　
大
川
内
（
壁
岡
二
条
に
あ
り
。
　
『
異
俗
人
三
十
許
口
あ

　
　
　
　
り
。
』
）
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湯
川
（
同
右
）

　
　
　
　
　
　
山
郷
村
（
敷
草
由
来
の
条
に
あ
り
。
神
前
山
の
添
注
。
所

　
　
　
　
　
　
属
不
明
、
但
し
、
神
前
山
は
、
同
郡
高
岡
里
条
で
説
明
さ

　
　
　
　
　
　
れ
る
が
、
薄
紅
の
条
に
ば
、
山
埼
村
の
記
載
な
し
。
）

　
　
　
　
　
　
磨
布
理
村
（
蔭
山
里
条
「
蔭
岡
」
の
説
明
文
中
に
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
錺
磨
郡
大
野
里
条
下
に
「
租
堀
」
あ
り
。
）

　
　
　
　
　
　
　
三
家
（
多
駝
下
条
、
　
「
梗
岡
」
の
説
明
文
中
に
あ
り
。
川

　
　
　
　
　
　
辺
里
に
属
す
。
）

　
7
　
甲
賀
郡
　
大
海
山
（
賀
半
里
条
に
あ
り
。
　
『
明
石
郡
大
海
の
里
の
人
、

　
　
　
　
　
　
到
来
た
り
て
、
此
の
単
射
に
居
り
き
。
』
）

　
8
　
糞
土
郡
　
臭
江
（
起
勢
里
条
に
あ
り
。
　
『
勉
励
の
天
皇
の
み
世
、
播

　
　
　
　
　
　
磨
の
圏
の
田
の
村
看
で
百
八
十
の
層
累
あ
り
て
、
己
が
村

　
　
　
　
　
　
　
別
に
相
闘
ひ
し
時
、
天
皇
、
黒
し
て
、
此
村
に
追
ひ
聚
め

　
　
　
　
　
　
　
て
、
悉
皆
に
斬
り
死
し
た
ま
ひ
き
。
故
、
臭
江
と
い
ふ
。
」
）

　
　
　
　
　
　
　
長
畝
村
（
些
些
郡
愛
糞
里
条
に
、
　
『
長
駆
川
と
号
く
る
所

　
　
　
　
　
　
　
以
は
、
（
中
略
）
賀
毛
の
郡
の
長
畝
の
村
の
人
、
到
来
た

　
　
　
　
　
　
　
り
て
蒋
を
苅
り
き
。
』
と
あ
り
。
　
倶
し
、
神
前
郡
下
に
同

　
　
　
　
　
　
　
村
名
な
し
。
）

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
種
所
属
不
明
の
「
村
」
あ
る
い
は
、
「
村
」
　
と
標

記
さ
れ
な
い
集
落
の
分
布
は
、
播
磨
国
の
各
郡
に
わ
た
っ
て
在
在
す
る
の
で
、

決
し
て
あ
る
地
域
だ
け
の
特
殊
事
清
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
他

地
域
の
説
明
町
中
に
村
と
し
て
登
場
し
な
が
ら
、
独
立
し
た
標
記
項
目
と
し

て
と
り
あ
げ
ら
れ
な
い
た
め
に
、
い
ず
れ
の
里
の
条
に
所
属
す
べ
き
も
の
か

わ
か
ら
な
い
「
村
」
が
い
く
つ
も
み
ら
れ
る
こ
と
は
榎
記
に
あ
ら
わ
れ
な
い

が
「
村
」
が
ま
だ
か
な
り
存
在
し
た
こ
と
を
推
測
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
村
」
の
標
記
を
ふ
く
む
里
に
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
標
詑
さ
れ

た
「
村
」
や
自
然
地
域
の
み
の
集
合
体
と
解
し
て
し
ま
う
こ
と
は
出
来
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
伊
勢
野
、
麻
北
山
、
家
嶋
、
大
川
内
、
湯
平
、
大
海
山
、
臭
江
な

ど
は
、
自
然
地
域
と
し
て
標
記
項
目
に
た
て
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
内
容
か
ら
、

集
落
を
ふ
く
む
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
風
土
記
の
記
述
に

あ
ら
わ
れ
な
い
さ
ら
に
数
多
く
の
集
落
の
存
在
が
推
測
さ
れ
る
。

　
以
上
の
諸
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
播
磨
国
風
土
記
の
「
村
」
は
、
い
ち
が
い
に

「
単
一
村
落
」
式
の
自
然
村
落
と
は
決
し
が
た
い
。
何
故
な
ら
ば
、
「
村
」
の

中
に
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
集
落
の
存
在
す
る
可
能
性
が
残
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
た
と
え
、
広
義
に
解
し
て
い
く
つ
か
の
集
落
を
ふ
く
め
た
自
然
村
を
み

と
め
た
と
し
て
も
、
風
土
記
に
あ
ら
わ
れ
る
「
村
」
の
内
、
い
ず
れ
の
段
階

の
も
の
を
自
然
村
と
す
る
か
に
問
題
が
の
こ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
風
土
記

の
表
面
に
あ
ら
わ
れ
な
い
多
数
の
集
落
の
推
測
が
ゆ
る
さ
れ
る
な
ら
ば
、
居

住
地
の
著
し
く
散
在
し
た
状
態
、
即
ち
小
村
乃
至
散
村
を
想
定
す
る
こ
と
も
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出
来
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
可
能
性
が
播
磨
風
土
記

全
般
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
古
代
村
落
に
つ
い
て
一
般

化
す
る
こ
と
は
な
お
飛
躍
が
大
き
す
ぎ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
現
存
す
る
集
落

形
態
か
ら
す
れ
ば
播
州
内
陸
部
は
日
本
で
も
か
な
り
分
布
の
か
ぎ
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
疎
塊
村
の
卓
越
地
域
で
あ
る
こ
と
が
石
原
潤
氏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
お
り
、

風
土
記
の
村
落
関
係
記
事
か
ら
か
な
り
居
住
地
の
分
散
し
た
状
況
が
よ
み
と

r
れ
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
琳
実
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

四
、
村
　
と
　
郷

　
播
磨
国
風
土
記
の
里
が
後
代
の
郷
に
あ
た
る
こ
と
は
、
こ
の
風
土
記
が
、

他
国
の
風
土
記
と
ち
が
っ
て
郷
を
全
く
の
せ
て
い
な
い
こ
と
や
、
和
名
抄
の

郷
名
と
こ
の
風
土
記
の
里
名
が
一
致
す
る
も
の
の
多
い
こ
と
に
よ
っ
て
確
か

め
ら
れ
る
が
、
こ
の
行
政
村
で
あ
る
里
乃
至
郷
の
構
成
に
つ
い
て
も
、
従
来

「
自
然
村
落
」
と
の
関
係
に
重
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
際
、
郷
が
自
然

村
落
と
解
…
さ
れ
た
2
～
3
の
盟
か
ら
な
る
こ
と
と
な
ら
ん
で
、
播
磨
国
風
土

記
の
里
が
、
や
は
り
自
然
村
落
と
解
さ
れ
た
「
村
」
の
い
く
つ
か
を
包
含
し

て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
構
成
を
考
え
る
上
で
の
有
力
な
手
が
か
り
と
な
り
、

里
乃
至
郷
は
、
自
然
村
落
を
い
く
つ
か
包
含
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
見

方
が
ほ
と
ん
ど
固
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
播
磨
国
風

土
記
の
里
名
由
来
記
事
を
検
討
し
た
八
木
充
氏
は
、
　
（
皇
子
代
村
↓
皇
子
代

里
↓
越
部
璽
）
の
よ
う
に
羅
の
成
立
後
、
里
の
名
称
に
変
更
の
あ
っ
た
場
合

や
、
　
（
瓶
落
村
↓
含
芸
里
）
の
よ
う
に
、
里
設
置
の
際
、
地
名
の
変
動
が
あ

っ
た
場
合
な
ど
、
村
か
ら
墨
に
な
っ
た
時
、
ま
た
は
里
設
定
後
の
地
名
変
更

が
記
述
さ
れ
る
事
例
よ
り
も
、
地
名
変
更
の
記
載
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
里

設
置
以
前
の
「
村
」
の
時
代
の
こ
と
で
あ
る
場
合
（
鴨
村
↓
上
鴨
、
下
鴨
村
）

や
、
地
名
の
変
更
を
全
く
記
さ
ず
、
里
の
成
立
に
つ
い
て
格
別
の
説
明
が
な

い
事
例
が
は
る
か
に
多
い
（
8
0
％
以
上
）
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
八
木
氏

は
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
地
名
の
改
訂
も
、
村
落
制
度
の
改
変
も
記
載
さ
れ
な

い
の
は
、
旧
村
が
そ
の
ま
ま
里
に
移
行
し
た
か
ら
で
、
そ
の
場
合
は
、
地
名

だ
け
で
な
く
、
村
落
構
造
も
継
承
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
8
0
％
以
上

を
し
め
る
以
上
、
里
の
構
造
を
考
え
る
の
に
、
こ
う
し
た
旧
村
継
承
型
の
里

を
無
視
繊
来
な
い
と
し
た
6
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
旧
村
継
承
型
の
里
（
後
の

郷
）
が
多
数
を
し
め
る
結
果
、
。
里
の
戸
数
の
不
均
等
が
承
認
さ
れ
ざ
る
を
得

ず
、
他
方
－
里
5
0
戸
の
法
制
に
適
応
さ
せ
る
た
め
に
戸
の
人
為
的
編
成
が
不

可
避
と
な
っ
た
ば
か
り
か
、
編
戸
に
よ
る
法
制
と
実
態
の
調
整
が
継
続
さ
れ

た
た
め
に
、
実
際
は
戸
口
が
増
益
し
た
と
考
え
ら
れ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
郷

（
里
）
数
の
変
化
は
僅
少
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
、
と
も
述
べ
て
い
る
。

　
八
木
氏
も
ま
た
「
村
」
琵
自
然
村
落
と
解
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
旧
村
も

自
然
村
落
　
（
的
結
合
）
　
を
念
頭
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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「
村
」
即
自
然
村
落
と
す
る
こ
と
は
、
前
節
に
記
し
た
と
お
り
疑
点
が
あ
る

し
、
ま
た
自
然
村
落
も
、
広
義
に
解
釈
す
れ
ば
、
そ
の
内
部
構
造
は
不
萌
と

な
る
点
も
す
で
に
の
べ
た
。
し
か
し
、
そ
の
い
ず
れ
を
も
し
ば
ら
く
別
と
し

て
「
旧
村
」
が
継
承
さ
れ
た
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
、
地
名
の
継
承
だ

け
か
ら
云
い
き
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
播
磨
国
風
土
記
の
成
立
か
ら
和
名
抄
の
郷
貫
年
代
ま
で
1
世
紀
余
の
へ
だ

た
り
が
あ
る
。
風
土
記
に
は
明
石
郡
と
赤
穂
郡
を
の
ぞ
く
諸
郡
の
8
0
郷
が
の

せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
内
和
名
抄
郷
名
と
対
比
出
来
ぬ
も
の
が
、
2
2
里
に

も
の
ぼ
る
。
こ
れ
は
他
の
風
土
記
に
比
し
て
も
多
い
。
2
2
里
と
は
、
賀
古
郡

鴨
波
里
、
印
南
郡
六
継
里
、
錺
磨
痴
漢
部
里
、
麻
跡
里
、
賀
野
里
、
安
々
里
、

少
（
小
）
川
里
、
揖
保
郡
日
下
都
里
、
枚
方
塁
、
萩
原
里
、
出
水
里
、
百
薬
郡

雲
三
里
、
神
前
郡
高
岡
里
、
多
並
々
、
託
賀
郡
都
麻
里
、
賀
毛
郡
下
鴨
里
、

修
（
条
）
布
里
、
楢
原
里
、
語
勢
里
、
山
田
墨
、
端
鹿
里
、
雲
底
里
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
内
、
安
相
、
小
州
の
2
里
を
の
ぞ
け
ば
、
あ
と
は
す

べ
て
、
旧
村
継
承
型
に
属
す
る
。
本
来
、
村
落
の
も
っ
て
い
る
自
然
的
結
合

を
重
視
す
る
が
故
に
、
制
度
の
改
革
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
名
も
内
部
構
造

も
ひ
き
つ
が
れ
た
里
が
、
一
世
紀
の
間
に
こ
の
よ
う
に
数
多
く
、
改
変
又
は

消
滅
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
と
は
別
に
、
日
本
書
紀
に
登
場
す
る
地
名
か
ら
も
古
代
の
「
村
」
．
や

「
邑
」
の
字
の
用
い
ら
れ
ろ
こ
と
の
方
が
多
い
。
書
紀
の
用
字
例
か
ら
み
て
、

両
者
の
使
用
に
は
若
干
の
区
別
が
あ
り
、
そ
の
起
算
は
、
記
述
さ
れ
る
村
落

の
性
格
の
ち
が
い
を
意
識
的
に
表
現
し
た
も
の
で
、
そ
こ
か
ら
「
村
」
の
中

に
新
開
地
の
計
画
村
落
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
書
紀
の
編
者
が
、
歴
史
上
の
地
名
を
、
当
代
の
行
政
区

蔚
で
あ
る
郷
や
里
に
ひ
き
う
つ
し
て
記
述
し
て
い
な
い
の
は
、
令
制
以
前
の

古
い
村
落
を
あ
ら
わ
す
に
は
、
日
本
で
古
く
か
ら
村
落
を
さ
し
て
用
い
ら
れ

て
い
．
た
「
村
」
の
字
や
中
国
の
史
書
に
み
ら
れ
る
「
邑
」
の
字
が
適
当
と
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

青
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
「
村
」
や
門
邑
」
も
ま
た
、
自
然
村
落
ま

た
は
村
落
行
政
区
域
で
は
な
い
集
落
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

も
、
先
程
の
よ
う
に
書
紀
の
地
名
と
和
名
抄
の
雷
名
の
対
比
を
試
み
る
。
別

表
に
記
し
た
の
は
、
明
ら
か
に
「
邑
」
又
は
「
村
」
と
し
て
記
さ
れ
る
地
名

と
、
上
級
（
国
郡
）
行
政
区
画
を
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

よ
り
下
位
の
地
域
を
あ
ら
す
わ
す
こ
と
が
明
白
な
地
名
で
あ
る
。
そ
の
内
、

和
名
抄
の
種
名
と
対
比
出
来
る
も
の
は
、
表
に
み
る
と
お
り
、
き
わ
め
て
わ

ず
か
し
か
な
い
。
も
し
、
こ
れ
ら
の
地
名
が
、
自
然
村
落
を
あ
ら
わ
し
て
お

り
、
自
然
村
落
の
社
会
的
機
能
を
重
視
し
て
隣
村
継
承
型
行
政
村
が
多
く
設

定
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
結
果
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
書
紀
の
中
に

「
村
「
や
「
在
国
と
し
て
記
さ
れ
る
地
名
が
、
必
ず
し
も
村
落
、
少
く
と
も
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畿　内

東海道

東山道

北陸道

書紀記載の邑，村関係の
地名

国

火　和

河　内

和　泉

摂　津

山　背

伊　勢

尾張掻

近江國

越前国

佐渡国

郡

山辺郡

添上郡

紀伊郡

高島郡

蒲生郡

村
郡
に
く

，
は
下
づ
名

琶
又
名
つ
地

忍坂患

長髄邑

＝鶏邑

＝鳥見

　邑
猛田邑

来目邑

葛城高丘
宮

当麻邑

桑　原

額田邑

山　村

檜網島

1日市邑

佐　廉

胆心の
長野邑

石川の
百済村

活田村

内　村

深草里

三三尾

阪二野

高望（邑）

左と比定される

和名抄郷名

域上郡　忍坂郷

添下郡鳥貝感力

宇陀郡多気郷力

高市郡　久米郷

葛上郡　高富郷

葛下郡　当麻郷

葛上郡　桑原郷

平群郡額田郷力

添上郡　山村郷

高市郡　檜前郷

古市郡　古市郷

錦部郡　佐備郷

細目己器轟　　長野郷

錦部郡　i済郷

八田部誕生田郷

宇治郡宇治願力

紀伊郡　深草菟

高島郡　三尾郷

蒲生郡必佐郷力

坂井郡　高向郷

書紀記載地名の内和名抄郷名に見えないも

の。（）内は備考。〈〉を付した地名は，

国郡所属を明記しないが，蓑のとおり，そ

れぞれの国に比定繊来るもの。

菟田穿郡（宇陀郡あり），磐余郡（石村あり，
また十市郡を中心に，磯城郡南部，高市郡
一帯におよぶ地域を磐余とよぶ），　磯城郡
（域上郡，城下郡あり），葛城邑（葛上郡，葛下
郡あり），築坂琶，笠縫邑，〈高橋邑〉，　穴
磯琶，〈春H穴産月〉，〈忍海邑・忍海郡あ
り〉，二四の広津邑，水派邑，今来郡の川原
甘楢山　　　　　　　　　　　・

〈母木琶〉，〈丹比邑・丹上郡，丹下郡あり〉，
更荒郡鶴鵜野邑，桑市村，石川の大伴村，
下百済の阿田村

陶邑，茅淳県有馬香村，菱城邑

く桑津邑〉鷹甘村，〈住吉邑・住吉郡あり〉，

来爽々村，難波の来鼠邑，三島郡願臆

伏見村（伏見郡あり）

藤形村，来來々，登欝，朝明郡泌太川辺

吾湯市村（愛智郡あり）

露虫邑，栗太郡谷上浜，玉倉部邑
コ

佐渡島の東萬武邑

山陰劃丹波國1

山陽道 播磨国

（吉備）

長門国

博引細郡桑畷塵隠）・i
宍粟邑（宍粟郡あり）

上道郡蚊島田邑

山田邑
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旧本古代の村落形慧に関する一考察（武藤）

名草邑（名草郡アリ〈誹言輪邑〉）

出浅邑

長邑（那賀郡あり）

的邑（生葉郡あり），

村〉、松浦県五島里，
〈小山田邑〉，く荷持田

名草郡有真郷力

牟婁郡神戸郷力

熊野の
有馬村

熊野の
神　琶

紀伊国

玉来名邑（玉名郡あり）
〈速見邑：速見郡あり〉

八代郡豊福郷

直入郡松納強力

臼杵郡英多郷

八代県

豊村
来田見邑

吾田邑

淡路国

阿波国

筑前國

肥前国

肥後国

豊後国

H向国

南海道

西海道

宮
然
村
落
（
広
義
に
解
し
て
）

を
あ
ら
わ
し
て
は
い
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
磐
余
の
よ
う
に
、

後
代
、
広
い
地
域
名
称
と
し
て

残
存
す
る
も
の
は
、
そ
れ
自
身

あ
る
広
が
り
を
も
っ
た
地
域
に

対
す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が

あ
り
、
葛
城
邑
、
吾
湯
市
村
な

ど
の
よ
う
に
後
に
郡
名
と
し
て

残
存
す
る
も
の
は
、
何
ら
か
の

政
治
的
領
域
に
対
す
る
地
名
で

あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
今
一
つ
の
可
能
性
は
、
里
、

郷
な
ど
の
村
政
区
画
が
、
そ
れ

ほ
ど
自
然
村
落
の
存
在
を
顧
慮

し
て
お
ら
ず
、
と
き
に
は
意
識

的
に
無
視
し
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
問
題
は
あ
ま
り
に
広

汎
な
範
囲
に
わ
た
る
の
で
、
嶺
面
こ
れ
以
上
立
入
る
こ
と
は
出
来
な
い
、

五
、
お
わ
り
に

　
以
上
の
ご
く
か
ぎ
ら
れ
た
範
囲
で
の
考
察
は
古
代
村
落
の
研
究
に
関
す
る

問
題
点
の
一
、
二
を
指
摘
し
た
に
と
ど
ま
り
、
そ
こ
か
ら
何
ら
か
の
結
論
を

ひ
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
す
べ
て
は
、
今
後
に
の
こ
さ
れ
る
わ
け
で

あ
る
が
、
そ
の
場
食
こ
れ
ま
で
の
「
自
然
村
落
」
と
い
う
よ
う
な
、
実
態
の

は
つ
ぎ
き
り
し
な
い
概
念
の
ま
わ
り
で
、
論
議
が
空
転
せ
ぬ
よ
う
注
意
を
要

す
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
集
落
地
理
学
上
の
ム
ラ
や
行
政
村
、
自
然
村
、
村

落
形
態
な
ど
に
つ
い
て
の
研
究
が
一
段
と
整
理
さ
れ
る
必
要
が
痛
感
さ
れ
る
。

ま
た
、
第
二
次
大
戦
後
、
日
本
古
代
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
で
は
、
都
市
研

究
が
す
ば
ら
し
い
発
達
を
み
せ
た
の
に
対
し
、
村
落
研
究
は
大
変
立
遅
れ
て

い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
．
集
落
の
発
達
は
都
市
、
村
落
そ
れ

ぞ
れ
全
く
独
自
の
あ
ゆ
み
を
示
す
も
の
で
は
な
ぐ
、
生
活
空
間
の
中
で
た
が

い
に
か
ら
み
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
各
々
の
存
在
意
義
が
生
れ
て
く
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
当
面
古
代
村
落
の
研
究
は
、
数
歩
さ
き
ん
じ
て
い
る
古
代

都
市
研
究
の
中
か
ら
、
何
を
く
み
と
る
こ
と
が
出
来
る
か
に
、
一
つ
の
カ
ギ

が
あ
る
と
云
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

①
　
米
食
三
郎
「
律
令
時
代
初
期
の
村
落
」

ペ
ー
ジ
。
　
一
九
三
三
。

『
地
理
論
叢
』
2
、
一
九
八
～
二
二
八
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②
こ
の
制
度
が
実
施
さ
れ
た
可
能
性
は
み
と
ゆ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
長
期
に
わ

　
た
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
八
木
充
『
律
令
国
家
成
立
過
程
の
研
究
』
＝
二
〇

　
ペ
ー
ジ
。
一
九
六
八
。

③
米
倉
二
郎
『
爽
亜
の
集
落
』
～
六
八
・
一
七
二
ペ
ー
ジ
。
一
九
六
〇
。

④
米
倉
・
前
掲
論
文
（
注
①
）
二
二
五
ぺ
「
ジ
。

⑤
米
倉
・
前
掲
書
（
注
③
）
一
七
二
ペ
ー
ジ
。

⑥
た
と
え
ば
、
清
水
三
男
『
日
本
中
世
の
村
落
臨
八
八
ペ
ー
ジ
。
一
九
四
二
。

⑦
米
倉
二
郎
「
村
落
の
発
達
－
先
史
・
古
代
・
中
世
」
『
集
落
地
理
講
座
（
第

　
一
　
巻
）
』
一
〇
ペ
ー
ジ
。
　
一
九
五
七
。
同
「
古
代
の
村
落
」
　
『
歴
史
地
理
講
座
3

　
日
本
』
六
六
ペ
ー
ジ
。
、
一
九
五
七
。
隅
『
東
亜
の
…
集
落
』
｝
六
二
～
一
六
三
ペ
ー

　
ジ
。

⑧
岸
俊
男
「
古
代
村
落
と
郷
里
制
」
（
藤
直
幹
編
『
古
代
社
会
と
宗
教
』
所
収
。
）

　
ム
自
刃
口
一
　
一
一
一
一
～
二
五
四
【
ペ
ー
ジ
。
　
一
九
五
一
。

⑨
足
利
健
亮
「
声
帯
と
村
落
－
計
画
を
中
心
と
し
て
」
（
『
朝
食
地
理
講
座
（
第

　
七
巻
）
　
「
歴
史
地
理
」
V
日
本
1
古
代
、
声
調
一
六
九
～
一
七
五
ペ
ー
ジ
、
一
九

　
六
七
。
矢
守
一
彦
「
条
里
髄
と
古
代
村
落
」
　
（
人
文
地
理
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
『
歴
史
地

　
理
』
　
「
村
落
の
歴
史
地
理
」
の
章
。
同
書
七
三
～
七
六
ペ
ー
ジ
。
　
九
穴
七
。

⑩
　
清
水
・
前
掲
書
（
注
⑥
）
、
八
七
～
九
四
ペ
ー
ジ
。

⑪
清
水
・
前
掲
欝
（
注
⑥
）
八
八
ペ
ー
ジ
。

⑫
　
岸
俊
男
・
前
掲
論
文
（
注
⑧
）
｛
＝
七
ペ
ー
ジ
。

⑬
　
こ
う
し
た
通
念
的
解
釈
は
、
そ
れ
ほ
ど
古
く
か
ら
固
定
し
て
い
た
も
の
と
は
思

　
わ
れ
な
い
。
何
赦
な
ら
、
有
名
な
越
中
砺
波
の
散
居
村
落
を
我
園
地
理
学
界
に
紹

　
介
し
、
こ
れ
を
孤
立
荘
宅
と
名
づ
け
た
小
川
、
琢
治
博
士
は
、
こ
の
地
方
の
散
村
の

　
成
立
を
条
里
制
施
行
と
関
係
づ
け
、
ま
た
、
讃
岐
平
野
の
散
村
も
条
盤
制
遺
跡
の

　
判
然
た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
日
本
の
よ
う
な
島
国
の
最
も
古
い

　
羅
行
形
態
は
孤
立
荘
宅
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
定
し
て
い
る
。
小
州
琢
治
『
人
文

　
地
理
学
研
究
』
五
四
～
五
五
ペ
ー
ジ
。
一
九
二
八
。

⑭
　
虎
尾
俊
哉
『
班
田
収
M
技
法
の
研
究
』
二
五
四
～
二
五
五
ペ
ー
ジ
。
　
一
九
六
一
。

⑮
宮
本
常
｝
『
村
の
な
り
た
ち
』
　
（
日
本
民
衆
史
四
）
一
九
六
五
。

⑯
　
宮
本
常
～
『
開
拓
の
歴
史
』
　
（
日
本
罠
衆
史
一
）
　
○
○
ペ
ー
ジ
。
一
九
六
五
。

⑰
　
宮
本
・
前
掲
書
（
注
⑮
）

⑱
　
直
木
孝
次
郎
「
古
代
国
家
と
村
落
」
　
（
直
木
『
奈
良
時
代
史
の
諸
問
題
』
一
九

　
六
〇
所
…
収
）
一
二
〇
～
一
四
一
ペ
ー
ジ
。

⑲
門
脇
禎
二
「
上
代
の
地
方
敵
治
」
　
（
藤
壷
・
前
掲
書
（
注
⑧
）
所
収
。
同
獣
呈

　
七
二
～
～
七
四
ペ
ー
ジ
、
一
九
五
～
。

⑳
秋
本
吉
郎
校
注
『
風
土
記
』
　
（
日
本
古
典
文
学
熱
讃
二
、
二
九
六
二
）
に
よ
る
。

　
以
下
、
本
稿
中
の
播
磨
国
風
土
記
の
引
用
は
、
す
べ
て
岡
書
に
よ
っ
た
。

⑳
　
播
磨
国
風
土
記
（
前
掲
、
注
⑳
）
秋
本
吉
郎
氏
の
注
に
よ
る
。

⑫
八
木
充
「
奈
良
時
代
の
村
に
つ
い
て
」
『
吉
日
本
紀
研
究
』
七
の
九
、
六
ペ
ー

　
ジ
。
　
一
九
穴
○
。

⑳
　
前
掲
（
注
⑳
）
風
土
記
秋
本
点
描
は
、
こ
の
村
を
磁
堀
と
同
じ
土
地
を
さ
す
も

　
の
と
し
て
い
る
。

⑳
　
石
原
潤
「
集
落
形
態
と
村
落
共
同
体
」
　
『
人
文
地
理
』
一
七
の
一
、
四
一
ペ
ー

　
ジ
。
　
一
九
｛
ハ
五
。

㊧
　
八
木
・
前
掲
書
（
注
②
）
　
一
五
六
～
～
五
七
ペ
ー
ジ
。

・
雛
　
　
「
蝿
打
山
」
を
里
に
か
ぞ
え
れ
ば
、
8
1
郷
。
池
辺
弥
『
和
名
類
聚
抄
郷
名
考

　
誕
』
穴
四
【
ペ
ー
ジ
。
　
一
九
六
山
ハ
参
昭
…
。

⑫
・
　
　
直
木
・
仙
山
僻
書
　
（
注
⑱
）
　
一
二
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
阪
教
育
大
学
講
師
）

124 （892）



Parade　pf　the　state　cerernony，　Chiao－ssu　fiK／i－“E，　dedicated　to　all　the／

Gods　of　Heaven－and－Earth　in　the　first　month　of　years　（A．　D．　142i－1530）

in　Peking．　And　we　have’ ≠氏@account　of　the　leopardhouse　“Parsk－hona”’

in　the　6th　chapter．　Probably三t　corresponds　to　Pao－fang　豹房　ill．

Chinese，　bpilt　by　the　Emperor　Chang－te　in　the　2nd　year　of’　his　reign

（A．　D．　1507），　which　means　his　own　private　Hq．　rem　for　lasciviousness．

　’It　is　generally　known　that　travellers　to　China　were　only　treated　as・

tribute　envoys　in　the　Celestial　Empire　during　the　period　of　Ming　Dy－

nasty．　” gis　descriptions　report　such　important　experiences　with　more　or’

iess　iimited　and　inaccurate　informations　as　it　were　under　those　circum一・

stances．

　　This　note　is　written　on　the　basis　of　Turkish　manuscri’pt　Esat　Ef．　No．

2107　in　Sttleyrnaniye　Library，　lstanbul，　with’the’reports　which　have　ever’

been　published　on　the　Persian　text．

A　Study　on　the　Form　of　Villages　in　Ancient　Japan

by

Tadashi　Muto

　　There　are　two　conceptions　about　the　forins　of　villages　in　ancient

Japan，　lori－shilei条里．式and　natural　villages；bot1ユof　which　were　expected

as　several　tens　of　fairly　large　villages，　because　the　village　system　under

the　i～itsuryo律令System　of　30　to　50　families　a」石～2里had　accepted　the

reality　of　villages　before　Ritsuryo　System．　The　village　in　the　ancient

literatures，　however，　is　different，　as　a　woi’d，　from　Ri　or　G∂郷as　an

administrative　village，　but　it　is　not　so　similar　that　it　cannot　be　abridged

as　words，　natural　villages．　．

　　Judging　from　the　relation　betweep　1？i　and　villages　in　Ha・rima－no－leuni－

F％40勉播磨国風土記，Ri　proved　poss三bly　to　include　villages　of　very　little

size，　and　more　forms　of　villages　should　be　needed　in　studying　the　ancient

vlliages　in　Japan．
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