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問
題
の
所
在

　
現
代
日
本
農
村
は
激
し
い
変
動
の
な
か
に
あ
る
が
、
本
稿
で
は
再
編
過
程
に
あ
る
農
村
社
会
に
地
域
論
的
な
考
察
を
加
え
た
い
と
考
え
る
。

と
・
う
が
人
文
鐘
鋳
あ
る
い
は
社
会
輩
学
に
お
い
て
「
地
域
」
と
い
う
概
念
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
、
従
ぞ
書
論
と
は
い
か
吻

な
る
理
論
体
系
な
の
か
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
今
日
で
も
な
お
十
分
な
共
通
認
識
が
成
立
し
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
本
稿
で
は
一
応
、
　
6
3



「
地
域
」
と
い
う
概
念
を
生
産
・
生
活
に
か
か
わ
る
一
群
の
空
間
的
な
諸
関
係
か
ら
な
る
有
意
味
な
泊
り
を
も
っ
た
単
位
空
間
と
考
え
て
論
を

進
め
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
機
能
地
域
と
か
統
一
地
域
と
呼
ば
れ
る
「
地
域
」
に
他
な
ら
な
い
。
勿
論
、
　
「
地
域
」
と
い
う
も
の
は
こ
れ
に

と
ど
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
主
と
し
て
こ
の
よ
う
な
内
容
の
「
地
域
」
を
問
題
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
「
地
域
」
を
こ
の
よ
う

に
定
義
す
る
な
ら
ば
、
　
「
地
域
」
を
研
究
対
象
に
す
る
地
域
論
的
研
究
が
目
ざ
す
の
は
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
・
経
済
的
な
諸
現
象
の
い
わ
ば

空
間
的
な
ブ
ロ
ー
か
ら
構
成
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
地
域
」
を
取
り
出
し
て
、
そ
れ
ら
の
内
部
構
造
や
門
地
域
」
相
互
の
構
造
連
関
、
さ
ら
に

は
諸
地
域
の
形
成
・
発
展
・
解
体
の
プ
ρ
セ
ス
等
を
分
析
す
る
研
究
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
稿
で
は
現
代
日
本
農
村
に
地
域
論
的
な
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

察
を
加
え
る
と
と
も
に
、
地
域
論
の
理
論
的
構
築
に
資
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
現
代
の
農
村
社
会
が
農
業
一
農
村
内
外
の
諸
条
件
の
変
化
に
対
応
し
て
急
激
な
変
動
過
程
に
あ
る
こ
と
は
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い

が
、
現
代
農
耐
の
重
要
な
変
化
の
一
つ
は
、
近
世
か
ら
現
代
ま
で
少
な
か
ら
ざ
る
変
容
を
う
け
な
が
ら
も
本
質
的
に
解
体
せ
ず
に
継
承
さ
れ
て

き
た
と
こ
ろ
の
諸
慣
行
や
施
設
体
系
を
基
礎
に
し
て
編
成
さ
れ
て
い
た
地
域
シ
ス
テ
ム
の
本
格
的
な
再
編
あ
る
い
は
解
体
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
ム
ラ
の
解
体
、
農
村
組
織
の
空
洞
化
、
更
に
は
農
村
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
分
解
と
呼
ば
れ
る
現
象
は
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
地
域
構
造
の
変
化

そ
の
も
の
で
あ
り
、
又
そ
の
変
化
と
密
接
に
関
連
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
再
編
あ
る
い
は
解
体
過
程
に
あ
る
地
域
シ
ス
テ
ム

と
し
て
重
要
な
の
が
農
業
水
利
を
め
ぐ
る
地
域
構
造
で
あ
る
。

　
農
業
水
利
の
た
め
の
地
域
シ
ス
テ
ム
の
特
質
は
、
一
つ
の
水
利
施
設
体
系
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
灌
概
地
域
と
そ
の
耕
地
を
所
有
あ
る
い
は
耕

作
す
る
農
民
相
互
の
社
会
的
・
経
済
的
な
関
係
の
活
動
領
域
、
換
言
す
れ
ば
水
利
を
め
ぐ
っ
て
密
接
な
関
係
を
も
つ
水
利
集
団
の
ひ
ろ
が
り
か

ら
な
る
　
つ
の
極
っ
た
単
位
空
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
水
を
契
機
に
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
領
域
は
、
諸
研
究
の
教

え
る
よ
う
に
、
日
本
農
村
の
ば
あ
い
単
に
水
利
に
係
る
領
域
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
諸
他
の
農
業
1
1
農
村
生
活
に
か
か
わ
る
空
間
関
係
を
も

枠
づ
け
る
と
い
う
作
用
を
も
ぞ
い
物
・
少
冬
と
も
そ
れ
篁
繭
他
の
空
間
的
諸
関
係
と
密
警
対
応
関
係
を
も
ぞ
い
る
と
い
え
る
・
こ
の

意
味
で
用
水
を
め
ぐ
っ
て
結
ば
れ
た
一
定
の
空
間
領
域
は
、
一
つ
の
「
地
域
」
と
考
え
て
よ
い
内
容
を
十
分
に
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
こ
こ
で
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現代農村の地域秩序とその変容（浜谷）

は
仮
に
水
利
地
域
と
呼
ん
で
お
こ
う
。

　
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
水
利
地
域
の
内
部
構
造
を
検
討
す
る
の
で
あ
る
が
、
水
利
地
域
を
考
え
る
ば
あ
い
次
の
点
が
特
に
重
視
さ
れ
ね
ば
な

る
ま
い
。
そ
の
一
つ
は
こ
の
水
利
地
域
と
い
う
一
つ
の
機
能
的
な
統
一
体
は
、
多
く
の
ば
あ
い
い
わ
ば
近
世
的
な
水
利
施
設
体
系
と
水
利
慣
行

を
中
心
と
す
る
多
く
の
慣
行
を
基
礎
に
し
て
組
織
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
地
域
」
の
内
部
構
造
を
み
る
と
、
そ
れ
が
内
部
に
矛
盾

を
孕
ま
な
い
よ
う
な
機
能
地
域
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
水
利
地
域
の
内
部
で
は
い
わ
ば
一
般
的
な
生
産
手
段
で
あ
る

と
こ
ろ
の
水
路
や
水
を
め
ぐ
っ
て
農
民
や
村
落
が
相
互
に
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
共
同
と
排
他
、
協
調
と
敵
対
、
連
続
と
非
連
続
と
表
現
さ
れ
る
よ

う
な
空
間
関
係
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
で
も
取
り
上
げ
た
よ
う
な
い
く
つ
か
の
村
落
に
わ
た
る
水
利
体
系
の
ば
あ
い
に
は
、
水

利
を
め
ぐ
っ
て
村
落
の
問
に
、
例
え
ば
水
上
あ
る
い
は
斎
女
に
あ
た
る
村
落
と
水
下
の
村
落
と
い
う
よ
う
に
、
水
利
を
め
ぐ
る
地
理
的
・
歴
史

的
な
事
情
を
反
映
し
て
、
一
つ
の
水
利
地
域
の
内
部
に
水
利
用
上
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
構
造
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら

は
水
利
の
地
域
構
造
に
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
特
質
で
あ
っ
て
、
既
に
多
く
の
研
究
者
が
と
り
上
げ
た
古
い
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
実
態

を
地
域
論
の
立
場
か
ら
事
例
に
則
し
て
よ
り
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
。
こ
れ
が
本
稿
の
一
つ
の
課
題
で
あ
る
。

　
水
利
地
域
を
検
討
す
る
ば
あ
い
重
視
す
べ
き
も
う
一
つ
の
点
は
、
水
利
を
め
ぐ
る
地
域
シ
ス
テ
ム
の
再
編
成
の
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
最

近
水
利
関
係
の
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
立
田
潮
水
利
用
の
展
開
や
水
利
組
織
の
再
編
成
に
関
す
る
現
代
的
な
問
題
で
あ

③る
。
農
業
水
利
慣
行
や
水
利
秩
序
と
い
う
も
の
が
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
ほ
ど
固
定
的
・
不
変
的
な
組
織
体
系
で
は
な
く
、
農
業
一
農
村
の
内

外
に
生
じ
た
諸
条
件
に
対
応
し
て
漸
次
改
編
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
諸
研
究
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
変
化
は
当
然
地

域
シ
ス
テ
ム
の
変
化
を
通
し
て
展
開
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
て
、
　
「
地
域
」
の
変
化
を
問
題
に
す
る
地
域
論
の
研
究
テ
ー
マ
の
｝
つ
に
な
る

に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
水
利
地
域
の
溝
造
変
化
に
対
応
し
て
、
既
に
触
れ
て
お
い
た
よ
う
な
水
利
地
域
内
の
階
層
的
な
秩
序
も
変
わ
っ
て

く
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
水
利
地
域
の
構
造
変
化
の
実
態
を
具
体
的
な
事
例
に
則
し
て
検
討
し
て
み
る
。
こ
れ
が
第
二
の
課
題
で
あ
る
。

「以

繧
ﾌ
よ
う
な
課
題
を
検
討
す
る
上
で
適
当
な
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
本
稿
で
は
最
上
川
の
支
流
で
あ
る
馬
見
ヶ
崎
川
を
水
源
に
す
る
笹
堰
を
選

65　（229）



び
出
し
て
み
た
。

　
①
　
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
視
点
あ
る
い
は
問
題
意
識
に
立
っ
た
労
作
が
最
近
発
表
さ

　
　
れ
て
い
る
。

　
　
橋
本
征
治
「
散
居
村
に
お
け
る
社
会
構
造
の
地
理
学
的
研
究
－
砺
波
に
お
け
る
事

　
　
　
例
i
」
　
（
『
人
文
地
理
』
二
～
一
六
）
、
～
九
六
九
。

　
　
田
林
明
「
黒
部
川
扇
状
地
に
お
け
る
農
業
水
利
の
空
間
構
成
」
（
『
地
理
学
評
論
』

　
四
七
一
二
）
、
　
九
七
四
。

②
石
原
潤
「
集
落
形
態
と
村
落
共
岡
体
一
特
に
讃
岐
の
事
例
を
中
心
に
一
」

文
地
理
』
　
七
一
一
）
、
一
九
六
五
。

余
田
博
通
『
農
粟
村
落
社
会
の
論
理
構
造
』
　
（
弘
文
堂
二
九
六
一
）
。

③
　
永
田
恵
十
郎
『
日
本
農
業
の
水
利
構
造
』
　
（
岩
波
書
店
・
一
九
七
一
）
。

（『

l
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ニ
　
フ
ィ
ー
ル
ド
の
概
況

　
本
稿
で
取
り
上
げ
た
風
脚
水
利
体
系
は
、
馬
見
ケ
崎
川
を
水
源
と
す
る
河
川
灌
概
体
系
で
あ
る
。
水
源
に
さ
れ
て
い
る
馬
見
ケ
崎
川
は
蔵
王

西
麓
を
集
水
域
と
す
る
、
最
上
川
の
小
支
流
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
流
水
量
は
さ
ほ
ど
豊
か
で
な
い
。
農
業
用
水
や
生
活
用
水
に
利
用
さ
れ
る
た

め
に
、
夏
季
は
澗
川
同
然
に
な
る
ほ
ど
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
川
に
慣
行
水
利
権
を
も
つ
堰
が
五
つ
あ
り
、
こ
の
五
堰
の
み
で
灌
概

面
積
は
約
二
〇
〇
〇
㎞
に
の
ぼ
り
（
昭
和
二
十
九
年
農
林
省
調
査
）
、
　
こ
の
一
帯
の
農
業
用
水
は
常
に
不
足
し
て
い
る
。
昭
和
二
十
九
年
の
農
林

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

省
調
査
で
み
て
も
、
取
水
量
は
当
時
五
七
と
も
必
要
水
量
の
五
〇
％
に
満
た
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
五
堰
の
灌
概
地
域
は
、
い
わ
ゆ
る

馬
見
ケ
崎
川
扇
状
地
と
須
川
右
岸
の
盆
地
底
に
及
ん
で
い
る
が
、
河
川
灌
概
地
域
と
い
っ
て
も
こ
こ
は
慢
性
的
な
用
水
不
足
地
帯
な
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
こ
れ
ら
の
水
利
体
系
が
確
立
さ
れ
た
近
世
中
期
か
ら
今
日
ま
で
堰
相
互
間
や
村
落
聞
に
い
く
た
の
熾
烈
な
水
争
い
が
繰
り
返
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
水
論
を
通
じ
て
馬
見
ケ
崎
川
の
表
流
水
を
め
ぐ
る
上
・
下
の
堰
の
間
に
厳
格
な
分
水
慣
行
が
形
成
さ
れ
、
明
治
以
降
は
五
堰
の
水
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

集
団
の
組
織
的
な
連
合
も
進
め
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
分
水
後
の
水
配
分
を
め
ぐ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
堰
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
水
利
規
制
が
み

ら
れ
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
笹
堰
の
番
水
制
を
根
幹
と
す
る
水
利
規
制
は
極
め
て
組
織
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
調
査
対
象
に
し
た
白
墨
は
こ
れ
ら
五
堰
の
内
で
最
大
規
模
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
取
水
日
は
五
堰
の
最
上
流
部
（
山
形
布
大
宇
妙
見
寺
地
内
）

に
あ
り
表
流
水
の
ほ
ぼ
半
ば
を
取
得
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
衝
心
地
域
は
扇
状
地
の
扇
頂
か
ら
単
車
（
奥
羽
本
線
付
近
）
に
か
け
て
の



一
帯
と
須
川
右
岸
の
盆
地
底
に
ま
で
拡
が
っ
て
い
る
（
第
1
図
参
照
）
。
受
益
面
積
は
昭
和
三
十
五
年
頃
約
一
〇
〇
〇
㎞
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
ま
た
ち
ょ
う
ど
山
形
市
街
地
の
南
半
分
を
囲
続
す
る
よ
う
な
型
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
こ
こ
は
昭
和
三
十
年
ご
ろ
か
ら
ス
プ
ロ
ー
ル

的
な
市
街
地
拡
大
の
波
を
直
接
に
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
笹
堰
水
利
体
系
は
近
世
の
は
じ
め
か
ら
部
分
的
に
着
手
さ
れ
近
世
中
期
に
は
ほ
ぼ
完
成
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
近
世
的
な
水
利
施
設
体
系
で
あ

る
。
こ
の
一
帯
の
村
や
町
は
近
世
を
通
じ
て
小
野
・
堀
田
・
土
屋
・
秋
元
等
の
多
く
の
領
主
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
分
割
支
配
さ
れ
、
領
主
を
異
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三　　凡例

　⊂コ箪堰水がかり地区

命灘鷺の主な

轡5堰取入ロ

ー幹線水路（笹堰〉

・：・：・：・市街地　’

第1図　笹堰灌概地域の概況

に
す
る
村
や
町
が
複
雑
に

交
錯
し
て
い
た
が
、
更
に

そ
の
間
に
寺
社
領
も
数
多

く
介
在
し
て
い
た
た
め
に
、

領
有
関
係
は
極
め
て
複
雑

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

領
有
関
係
が
笹
堰
水
系
の

空
間
構
造
に
少
な
か
ら
ざ

る
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
明
治
二
十
二
年

成
立
し
た
新
し
い
行
政
区

画
を
み
て
も
、
こ
の
㎝
帯

は
多
く
の
行
政
域
に
分
割
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さ
れ
、
笹
堰
の
灌
概
地
域
は
山
形
市
・
南
村
山
郡
東
沢
村
・
同
誌
山
村
の
そ
れ
ぞ
れ
一
部
、
さ
ら
に
同
郡
中
沼
原
村
・
同
城
西
村
（
銅
治
二
十

五
年
飯
塚
村
・
椹
沢
村
に
分
離
）
の
ほ
ぼ
全
域
に
及
ん
で
い
る
。
さ
ほ
ど
広
い
と
は
言
え
な
い
灌
概
地
域
は
、
行
政
区
画
上
一
撃
五
村
に
分
割
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
後
に
も
み
る
よ
う
に
笹
堰
関
係
の
村
（
藩
政
村
）
や
町
（
城
下
町
）
は
水
利
用
を
通
じ
て
実
に
密
接
な
関
係
で
結
ば
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
多
く
の
自
治
体
に
分
割
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
は
決
し
て
単
純
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
事
実
が
物
語
る
の
は
、
水
利
を
め
ぐ
る
村
落
相
互
の
関
係
が
決
し
て
融
和
的
・
協
調
的
な
も

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
そ
の
後
、
東
沢
村
大
字
小
白
川
は
早
く
も
昭
和
六
年
に
同
村
か
ら
分
離
し
て
山
形
市
に
合
併
し
、

東
沢
村
そ
の
他
四
ケ
村
も
昭
和
二
十
九
年
に
山
形
市
に
合
併
さ
れ
る
に
い
た
り
、
こ
の
灌
概
地
域
は
は
じ
め
て
単
一
の
行
政
区
画
の
下
に
包
摂

さ
れ
た
の
で
あ
如

　
次
に
笹
堰
に
関
係
す
る
主
な
村
落
の
農
業
構
造
を
簡
単
に
み
て
み
る
と
、
村
落
に
よ
っ
て
経
営
形
態
や
規
模
に
多
少
の
差
異
が
あ
っ
て
、
例

え
ば
扇
頂
部
を
し
め
る
小
由
川
で
は
畑
作
や
果
樹
作
の
比
重
が
高
く
、
衝
撃
や
盆
地
底
の
村
落
で
は
水
稲
作
が
基
幹
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

疏
菜
作
や
果
樹
作
と
い
っ
て
も
主
産
地
と
い
え
る
ほ
ど
の
も
の
は
発
展
し
て
お
ら
ず
、
こ
こ
は
や
は
り
東
北
地
方
に
共
通
の
水
稲
単
作
を
基
調

に
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
水
稲
作
中
心
の
農
業
構
造
は
市
街
地
の
ス
プ
ロ
ー
ル
的
な
拡
大
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
、
畑

地
や
樹
園
地
を
中
心
と
す
る
宅
地
化
が
急
速
に
進
行
し
、
昭
和
三
十
五
年
か
ら
四
十
五
年
の
十
年
間
に
、
関
係
十
四
集
落
の
耕
地
面
積
は
一
〇

・
七
％
方
減
少
し
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
昭
和
三
十
五
年
頃
に
芽
ば
え
て
い
た
経
営
の
多
角
化
も
阻
止
さ
れ
て
、
酪
農
や
畜
産
は
衰
退
過
程
を

た
ど
っ
て
い
る
。
養
畜
・
養
豚
・
疏
菜
な
ど
の
経
営
部
門
ご
と
に
つ
く
ら
れ
て
い
た
共
同
組
織
1
そ
れ
ら
は
す
べ
て
村
落
の
枠
を
こ
え
て
い

く
つ
か
の
村
落
を
包
摂
す
る
よ
り
広
い
空
間
関
係
を
も
ち
、
そ
の
意
味
で
新
し
い
農
村
地
域
の
形
成
要
因
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
が
一
、

そ
れ
ら
も
漸
次
空
洞
化
あ
る
い
は
解
体
の
過
程
に
あ
る
。
ま
た
農
家
の
経
営
規
模
は
東
北
農
村
と
し
て
は
極
め
て
零
細
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
典

型
的
な
水
田
単
作
地
帯
で
あ
る
旧
南
沼
原
村
の
三
集
落
（
南
館
．
吉
原
．
沼
木
）
を
み
る
と
、
昭
和
三
十
五
年
当
時
、
一
㎞
以
下
層
が
全
農
家
の

五
〇
．
五
％
を
も
占
め
、
二
漁
網
上
層
は
わ
ず
か
○
．
三
％
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
経
営
規
模
の
零
細
性
も
ま
た
、
住
宅
地
や
工
場
の
外
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延
的
な
拡
大
に
よ
る
農
地
の
転
用
に
伴
い
ま
す
ま
す
強
め
ら
れ
、
昭
和
四
十
九
年
に
は
一
㎞
未
満
層
は
五
六
．
九
％
を
占
め
る
ま
で
に
な
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
経
営
規
模
が
著
し
く
零
細
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
旧
来
の
水
利
組
織
の
改
編
、
例
え
ば
い
わ
ゆ
る
水
の
個
別
的
利
用
を

生
む
主
体
的
な
条
件
が
乏
し
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
後
に
み
る
よ
う
に
種
々
の
再
編
を
う
け
な
が
ら
も
近
世
的
な
水
利
施

設
に
よ
る
水
利
用
が
今
日
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
れ
を
改
編
す
る
要
因
と
な
る
は
ず
の
近
代
的
な
水
利
施
設
で
あ
る
深

井
戸
揚
水
機
の
設
置
と
い
え
ど
も
集
団
的
に
行
な
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
笹
堰
の
灌
概
地
域
は
地
方
中
心
都
市
と
し
て
発
展
し
て
き
た
山
形
の
市
街
地
に
接
す
る
よ
う
に
拡
が
っ
て
い
る
の
で
、
戦
後
こ
と
に
昭
和
三

十
年
以
降
、
激
し
い
市
街
化
の
波
に
あ
ら
わ
れ
て
耕
地
の
大
巾
な
減
少
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
非
農
家
の
大
量
流
入
を
み
た
。

例
え
ば
水
系
末
端
に
近
く
市
街
地
か
ら
最
も
離
れ
た
旧
諸
腰
原
村
の
三
集
落
の
農
家
率
で
さ
え
、
昭
和
三
十
五
年
当
時
そ
れ
ぞ
れ
六
七
・
四
％
、

七
一
・
二
％
、
七
九
・
四
％
で
あ
っ
た
も
の
が
、
昭
和
四
十
五
年
に
は
二
九
・
工
％
、
四
五
・
九
％
、
五
七
・
六
％
に
ま
で
低
下
し
て
い
る
。

最
も
早
く
市
街
地
化
を
は
じ
め
た
小
白
川
の
そ
れ
は
今
日
五
％
以
下
に
す
ぎ
な
い
。
非
農
家
の
急
激
な
増
大
は
、
村
落
の
地
域
集
団
と
し
て
の

等
質
性
を
薄
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
村
落
の
も
っ
て
い
た
自
律
性
あ
る
い
は
結
合
性
を
弱
め
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
村
落
の
排
他
性

や
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
も
薄
め
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
村
落
組
織
の
空
洞
化
・
解
体
と
称
さ
れ
る
現
象
が
、
こ
の
一
帯
の
村
落
に
も
確
実
に

進
行
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
旧
来
の
村
落
秩
序
の
変
動
は
水
利
を
め
ぐ
る
地
域
秩
序
に
少
な
か
ら
ざ
る
影
響
を
与
え
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

な
る
。
こ
の
点
は
後
に
再
び
言
及
す
る
。

①
　
農
林
省
農
地
局
資
源
課
『
全
国
農
業
用
水
現
況
調
書
・
第
　
輯
』
（
　
九
五
四
）
。

②
　
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
次
の
著
作
に
詳
し
い
。
山
崎
吉
雄
『
馬
見
ケ
崎
川

　
農
業
水
利
史
』
上
・
下
巻
（
山
形
布
役
所
・
一
九
六
五
）
。

③
　
山
形
県
地
方
雌
器
『
山
形
県
市
町
村
合
併
誌
』
　
（
一
九
六
三
）
。

④
以
上
の
事
実
は
次
の
資
料
に
よ
っ
た
。
農
林
省
統
計
調
査
部
編
『
　
九
七
〇
年

世
界
農
林
業
セ
ン
サ
ス
・
農
業
集
落
カ
ー
ド
』
山
形
市
の
項
。
山
形
県
企
画
部

　
『
山
形
県
の
農
業
』
一
九
七
四
。
山
形
市
農
業
委
員
会
『
農
地
の
理
由
別
移
動
及

　
び
転
句
状
況
調
駈
一
九
五
入
～
一
九
七
四
年
。
そ
の
他
。
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三
　
水
利
地
域
に
み
ら
れ
る
平
等
性
と
階
層
性

　
A
、
留
水
地
区
と
水
利
集
団
　
前
章
で
は
此
面
水
系
の
一
般
的
特
徴
や
社
会
的
・
経
済
的
な
事
情
を
概
観
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
章
で
は
笹

堰
農
業
水
利
秩
序
の
空
間
的
構
造
を
検
討
し
よ
う
。
笹
堰
の
水
利
慣
行
の
成
立
や
そ
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
は
法
学
畑
の
山
崎
吉
雄
氏
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
極
め
て
詳
細
な
研
究
が
既
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
調
査
時
点
は
昭
和
三
十
五
年
前
後
で
あ
り
、
氏
の
著
書
で
は
笹
堰
の
歴
史
的
事
情
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
昭
和
三
十
五
年
当
時
の
水
利
慣
行
の
実
態
に
も
詳
し
く
、
現
代
と
比
較
考
察
す
る
上
で
貴
重
な
資
料
を
提
供
し

て
い
る
が
、
し
か
し
空
間
的
な
側
面
の
分
析
に
は
な
お
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
本
稿
で
は
ま
ず
笹
堰
水
利
秩
序
の
考
察
を
昭
和
三
十
五
年

を
出
発
点
に
し
て
行
な
っ
て
み
た
い
。
こ
の
時
点
ま
で
は
近
世
的
な
水
利
施
設
体
系
に
基
く
地
域
秩
序
が
、
後
に
み
る
よ
う
な
部
分
的
な
変
化

を
う
け
な
が
ら
も
、
な
お
本
質
的
に
変
化
せ
ず
に
継
承
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
前
章
で
触
れ
て
お
い
た
よ
う
に
笹
堰
は
河
川
灌
概
施
設
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
慢
性
的
な
水
不
足
地
帯
で
あ
る
た
め
に
、
毎
年
き
わ
め
て

厳
格
な
番
水
制
を
実
施
し
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
番
水
制
と
呼
ぶ
水
利
慣
行
は
、
当
該
堰
の
水
利
権
を
も
つ
水
田
に
一
定
の
順
序
に
従
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
め
み
ず

定
ま
っ
た
期
間
の
聞
、
順
次
配
水
し
て
い
く
水
利
用
上
の
方
式
に
他
な
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
水
配
分
を
こ
の
地
方
で
は
留
水
（
止
水
）
と
称

し
て
い
る
。
こ
の
留
水
で
は
灌
概
地
域
内
の
特
定
の
水
田
（
群
）
が
、
予
め
定
め
ら
れ
た
順
序
に
従
っ
て
一
定
期
間
ず
つ
魚
水
さ
れ
て
い
く
わ
け

で
あ
る
が
、
笹
堰
で
は
こ
の
よ
う
な
留
水
の
基
本
単
位
と
し
て
「
水
が
か
り
地
区
」
（
以
下
慣
行
に
し
た
が
っ
て
留
水
地
区
又
は
地
区
と
称
す
る
）
が

設
定
さ
れ
て
い
る
。
留
水
地
区
は
昭
和
三
十
五
年
当
時
、
ほ
ぼ
一
〇
〇
〇
㎞
の
笹
三
盛
概
地
域
の
な
か
に
一
七
ほ
ど
設
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

数
は
市
街
地
化
の
波
を
う
け
た
現
在
も
変
ら
な
い
（
第
2
図
参
照
）
。
　
こ
れ
ら
十
七
の
留
水
地
区
を
雨
水
の
空
間
単
元
に
し
て
配
水
が
行
な
わ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
単
に
枯
朽
の
た
め
の
便
宜
的
な
単
元
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
極
め
て
強
い
自
律
性
を
も
ち
、
笹
堰
の
農
業
水
利
秩

序
は
こ
れ
ら
一
七
の
留
水
地
区
相
互
の
複
雑
な
諸
関
係
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
笹
堰
灌
概
地
域
は
強
い
自
律
性
を
も

っ
た
一
七
の
留
水
地
区
の
空
間
的
な
統
一
体
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
の
留
水
地
区
の
空
間
構
造
お
よ
び
そ
れ
ら
寒
国
の
空
間
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関
係
を
少
し
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
渓
水
の
基
本
単
位
に
さ
れ
て
い
る
一
七
の
留
水
地
区
を
み
て
ま
ず
注
意
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
水
田
面
積
が
第
1
表
の
A
欄
に
み
る
よ

う
に
実
に
千
差
万
別
で
、
し
か
も
大
き
な
差
異
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
小
は
平
清
水
地
区
（
第
2
図
3
番
）
の
一
㎞
ほ
ど
の
も
の
か
ら
、

大
は
沼
木
地
区
⑫
の
二
二
〇
㎞
の
大
留
水
地
区
が
あ
り
、
規
模
の
差
は
著
し
く
大
き
い
。
留
水
地
区
の
面
積
に
こ
の
よ
う
な
差
異
が
生
じ
た
の

は
、
留
水
地
区
の
設
定
が
あ
る
特
定
の
基
準
あ
る
い
は
枠
組
に
基
い
て
行
な
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
後
に
考
察
す
る
。
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〔注〕1）留水地区名　1．小白州　2．前田　3．平清水4．小立

　　　　5．荒楯　6．元木　7．下前田　8．八日頃　9．鉄砲町
　　　　エ0．吉原　11．南館　12，沼木　　エ3．上町　　14．下条

　　　　15，飯塚　16．上扇沢　17．下描沢

　　　2）大字名　イ．小白川　ロ．前詔　へ平溶水　二．小立
　　　　　ホ。元　木　へ．吉原　ト．南館　チ．沼木　リ．飯塚

　　　　　ヌ．上椹沢　ル．下橿沢

　　　3）留水地区，大字界は山形市利水係作製
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第1表　留水地区の規模と番水鳥

B　留水期間及び番水順位③

日賠3謡『日蟹諦10蟹誹10購笥

A灌瀧面積及び水利組合員

昭和36年①1昭和50年②
留水地区

単位番
×

7
ユ
6
3
2
5
4
1
8
7
8
6
5
2
4
3

3
2
3
2
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3

　単位

×

3

2

3

2

3

3

3

3

3

4

3

3

3

2

3

3

番

　8

13

10

15

　4

　3

11

14

　1

　4

　5

　6

16

12

　9

　7

2

2

2

4

3

3

5

3

3

6

4

3

単位　番
　　　　4

　　　　4

　　　　14

　　8．　14

　　　5．8

　　　　2

　　1e．　13

　　　　6

　　　　7

　　L　15

　　　　12

　　　　9

13

R
7
9
6

且P
O
　
　
O
J
　
3
　
　
0
0

単位　番
×囁

×

2

4

3

3

3

3

3

6

4

4

5

3

3

3

3

　　12

8．12

4．8

　　2

　11

　　5

　　6

1．13

　　10

　　7

9．　11

　　3

　　6

　　7

　　551　3

｝

｝

　ha
工3．2

38．0

30．0

12，0

12．0

49．e

100．0

65．7

82．O

se．e

55．0

マ

｝

戸
62

91

65

48

30

．ao

45

40

11e

110

210

123

23

153

110

107

　ha
30．0

36．0

1．0

22．0

20．0

戸
65

89

12

70

70

i　29．0　／　56

30．0

22．0

52，0

80．0

220．0

99．0

35．0

75．0

65．e

114．0

70

100

90

180

110

78

131

113

100

川
田
水
立
夏
木
田
麿
町
原
館
木
町
条
塚
沢
沢

白
　
清
　
　
　
前
日
砲
　
　
　
　
　
　
椹
椹

小
前
平
小
耳
元
下
八
鉄
吉
南
沼
上
下
飯
上
下

〔注〕①

　　　＠

　　　＠

山崎宵雄『前掲書』85頁による。一酌は不明のもの。

山形市役所利水係調べ。一印は不明のもの。

12時間を1単位と計算。なお，ゴチック体は留水期間を二分割した地区。又，番水

順位の内，ゴチック体は2地区同時留水のもの。x印は番水をうけなかった地区。

　
と
こ
ろ
で
一
七
の
留
水
地
区
は
そ
れ
ぞ
れ
慣
行
で
定
め

ら
れ
た
留
水
の
期
聞
を
水
利
権
の
重
要
な
内
容
と
し
て
持

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
第
1
表
の
B
欄
に
示
し
て
あ
る
通
り

だ
が
、
こ
の
留
水
期
間
は
強
い
固
定
性
を
も
ち
、
受
益
面

積
の
減
少
に
差
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
不
変
の
ま
ま
で

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
留
水
期
間
を
比
較
し
て
み
る
と
、
そ

れ
ら
の
差
は
水
田
面
積
の
差
に
く
ら
べ
て
は
る
か
に
小
さ

い
。
例
え
ば
昭
和
三
十
五
年
の
第
一
回
番
水
を
み
て
も
、

小
は
平
清
水
地
区
の
二
昼
夜
（
表
で
は
二
単
位
一
二
四
時
間
）

か
ら
大
は
吉
原
地
区
の
六
昼
夜
（
六
単
位
1
1
七
二
時
間
）
で

あ
る
。
ま
た
留
水
期
間
の
決
め
方
は
著
し
く
大
雑
把
な
も

の
で
、
　
一
二
時
間
（
元
々
は
日
の
出
・
入
を
目
や
す
に
し
て
い

た
の
だ
が
）
を
単
位
に
し
て
算
定
さ
れ
て
い
る
。
留
水
期
間

と
受
益
面
積
を
対
応
さ
せ
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
留
水

地
区
の
単
位
面
積
当
り
取
水
量
に
相
当
の
不
平
等
が
あ
ろ

う
こ
と
が
容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
。
す
べ
て
慣
行
で
運
営

さ
れ
て
い
る
た
め
正
確
な
統
計
資
料
は
入
手
し
よ
う
が
な

い
の
だ
が
、
」
七
地
区
の
間
に
は
相
対
的
に
水
の
潤
沢
な

地
区
と
著
し
く
不
足
す
る
地
区
が
あ
る
。
概
し
て
水
系
末
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端
の
諸
地
区
が
水
配
分
上
不
利
で
あ
る
。
こ
う
な
る
の
は
留
水
期
間
の
決
定
に
地
区
相
互
間
の
力
関
係
が
入
り
、
例
え
ば
有
力
な
地
主
層
の
多

い
漿
地
区
に
籍
対
的
に
長
い
留
水
期
間
が
あ
て
ら
れ
る
・
と
い
う
こ
と
が
あ
・
た
か
ら
で
あ
輸
・
か
一
て
水
利
慣
行
に
よ
る
葉
で
は
各

地
区
の
水
田
が
受
け
る
水
量
に
相
当
の
不
平
等
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
前
述
の
よ
う
に
笹
堰
灌
瀧
地
域
内
で
市
街
化
が
進
む
ば
あ
い
、

そ
の
テ
ン
ポ
は
決
し
て
一
様
で
な
く
各
地
区
の
受
益
面
積
の
減
少
率
は
そ
れ
ぞ
れ
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
第
1
表
の
A
欄
に
み
る
よ

う
に
小
白
川
・
八
日
町
・
鉄
砲
町
な
ど
の
留
水
地
区
で
は
大
巾
な
減
少
が
み
ら
れ
る
が
、
前
田
・
元
木
・
吉
原
な
ど
の
各
地
区
は
ほ
と
ん
ど
変

化
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
間
、
留
水
期
間
は
少
し
も
変
っ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
水
利
慣
行
の
固
定
性
の
一
面
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ

う
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
各
地
区
の
取
水
量
の
不
平
等
性
は
更
に
強
ま
っ
た
に
違
い
な
い
。
少
な
く
と
も
新
し
い
不
平
等
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
水
利
慣
行
に
基
く
番
水
で
は
、
留
水
地
区
網
互
の
問
に
水
利
用
上
相
当
の
実
質
的
な
不
平
等
が
あ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
点
を
ま
ず
確
認
し
た
い
。

　
次
に
検
討
す
べ
き
問
題
は
、
こ
れ
ら
留
水
地
区
の
空
間
構
造
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
留
水
地
区
は
温
水
の
基
本
単
位
と
し
て
一
定

範
囲
の
水
田
を
黒
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
部
の
水
田
は
当
該
地
区
の
番
水
時
期
に
同
時
に
配
水
さ
れ
、
他
地
区
の
番
水
時
期
に
取
水
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
一
枚
一
枚
の
水
田
は
水
利
用
上
、
ど
こ
か
の
地
区
に
所
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
集
団
的
な
性
格
を
も
ち
、
こ
の
た

め
水
利
用
を
強
く
外
か
ら
規
制
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
農
作
業
も
留
水
地
区
ご
と
に
同
一
歩
調
で
進
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
留
水
地
区
は
水
利
用
の
み
で
な
く
農
業
経
営
に
お
い
て
も
、
い
わ
ば
機
能
的
な
統
一
体
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
こ
の
よ
う
な
一
つ
の
空
間
的
な
作
用
構
造
体
と
も
言
え
る
よ
う
な
留
水
地
区
は
、
何
を
基
準
に
し
て
区
画
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
歴
史
的
資
料
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
地
区
設
定
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
推
定
す
る
一
つ
の
手
だ
て
と
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
留
水
地
区
の
範
域
を
調
べ
て
大
字
界
と
対
応
さ
せ
て
み
た
（
第
2
図
参
照
）
。
残
念
な
が
ら
入
手
し
え
た
資
料
は
昭
和
五
十
年

の
も
の
で
あ
り
、
旧
来
の
そ
れ
と
は
少
し
違
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
昭
和
四
十
年
号
の
前
半
に
須
川
右
岸
の
地
区
で
は
耕
地
整
理
と
水
路
改

修
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
際
に
旧
来
の
留
水
地
区
に
一
部
修
正
が
加
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
根
本
的
な
変
化
は
な
い
の
で
、
留
水
地
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区
と
大
字
と
の
比
較
は
十
分
有
効
で
あ
る
。
第
2
図
で
み
る
よ
う
に
爾
者
は
厳
密
に
は
ほ
と
ん
ど
整
要
し
て
お
ら
ず
、
相
互
に
か
な
り
ず
れ
あ

っ
て
い
る
の
が
目
立
つ
。
小
白
川
地
区
ω
は
同
名
の
大
字
④
の
他
、
大
字
妙
見
寿
や
平
清
水
の
め
一
部
に
も
ま
た
が
っ
て
い
る
し
、
沼
木
⑫
・

飯
塚
⑮
・
上
堰
沢
⑯
な
ど
の
諸
地
区
も
隣
接
す
る
二
、
三
の
大
字
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
。
こ
の
点
も
実
は
笹
堰
の
地
域
構
造
を
考
え
る
ば
あ

い
に
無
視
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
他
方
、
前
田
②
・
小
立
ω
・
元
木
（
6
・
7
、
下
前
田
を
含
む
）
・
吉
原
⑩
・
南
館
α
》
な
ど
の

留
水
地
区
の
露
霜
は
、
同
名
の
大
字
の
範
域
に
一
致
し
た
り
、
あ
る
い
は
大
字
内
部
に
ほ
ぼ
纒
っ
て
い
る
。
残
り
の
留
水
地
区
と
い
え
ど
も
、

そ
の
エ
リ
ア
の
過
半
は
そ
れ
ぞ
れ
同
名
の
大
字
域
か
ら
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
小
白
川
地
区
の
ば
あ
い
、
大
字
小
白
川
へ
帰
属
す
る
部

分
が
少
な
い
の
は
、
市
街
地
化
に
よ
っ
て
地
区
の
西
半
分
が
消
滅
し
た
た
め
で
あ
る
。
た
だ
荒
楯
地
区
㈲
の
み
は
、
同
名
の
大
字
を
も
た
ず
前

田
㈲
・
小
立
⇔
・
元
木
㈲
・
平
清
水
0
9
の
四
大
字
の
そ
れ
ぞ
れ
一
部
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
留
水
地
区
と
大
字
i
そ
れ
は
旧

藩
政
村
の
境
域
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
一
と
が
か
な
り
整
合
し
た
り
、
地
区
の
主
要
部
分
が
一
つ
の
大
字
か
ら
な
る
と
い
う

こ
と
か
ら
、
留
水
地
区
の
設
定
に
際
し
て
、
当
時
実
質
的
な
揚
り
を
も
っ
て
い
た
藩
政
村
の
境
域
が
地
区
設
定
の
枠
組
に
さ
れ
た
と
判
断
し
て

誤
り
な
か
ろ
う
。
こ
の
一
帯
で
は
村
落
形
態
は
集
村
が
一
般
的
で
あ
り
、
一
集
落
1
1
一
藩
政
村
で
あ
っ
た
。
し
か
し
留
水
地
区
設
定
の
基
準
が

こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
は
、
両
老
が
大
な
り
小
な
り
ず
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、
別
の
基
準
、
例
え
ば
水
路
網
の
形
態

や
村
落
農
民
の
耕
作
圏
の
ひ
ろ
が
り
等
が
そ
の
都
度
必
要
に
応
じ
て
頬
当
に
考
慮
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
と
も
か
く
留
水
地
区
と
大
字

と
の
空
間
的
な
対
応
関
係
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
留
水
地
区
の
内
部
構
造
や
地
区
相
互
の
空
間
関
係
と
密
接
な
関
係

を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　
笹
丘
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
留
水
地
区
ご
と
に
関
係
農
家
に
よ
り
水
利
集
団
が
組
織
さ
れ
て
水
管
理
の
主
体
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
今
日
ま
で
任
意
組
合
で
あ
る
が
、
こ
の
水
利
集
団
の
性
格
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
考
え
る
に
は
、
水
利
集
団
の
空
間
構

造
、
殊
に
水
利
集
団
と
農
業
集
落
と
の
空
風
的
な
対
応
関
係
を
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
選
曲
を
丹
念
に
調
査
し
た
山
崎
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て

意
識
的
な
調
査
は
お
こ
な
っ
て
い
な
い
が
、
氏
が
蒐
集
し
た
断
片
的
な
資
料
と
遣
老
の
最
近
の
調
査
か
ら
こ
の
関
係
を
み
る
と
、
両
者
の
対
応
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関
係
は
か
な
り
複
雑
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
水
利
集
団
の
構
成
メ
ン
バ
…
が
い
く
つ
か
の
村
落
に
分
散
し
て
い
る
の
が
目

立
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
最
も
極
端
な
例
と
し
て
荒
楯
地
区
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
こ
の
地
区
は
前
田
・
小
立
・
元
木
・
平
清
水

な
ど
四
大
字
に
介
在
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
は
ま
と
ま
っ
た
村
落
は
な
い
。
こ
の
留
水
地
区
の
水
田
所
有
卜
す
な
わ
ち
豪
富
水
利
組

合
員
は
、
第
3
図
に
み
る
よ
う
に
こ
の
地
区
の
周
辺
に
あ
る
上
町
・
五
日
前
・
鉄
砲
町
・
前
田
・
元
木
・
青
田
・
諏
訪
町
な
ど
の
農
業
集
落
の

　
　
　
　
③

農
民
で
あ
る
。
つ
ま
り
適
意
地
区
の
水
利
集
団
は
、
地
区
周
辺
の
村
落
農
民
の
混
合
集
団
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
水
利
集
団
が
村
落
的
な
性

格
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
大
字
平
清
水
に
分
離
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
平
清
水
地
区
の
水
利
組
合
員
は
平
清
水
と
前

田
の
二
集
落
の
農
民
か
ら
成
る
が
、
後
者
の
方
が
多
い
。
水
管
理
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
水
利
苗
代
も
現
在
は
前
田
村
落
か
ら
出
て
い
る
。
更

に
鉄
砲
町
地
区
⑨
の
水
利
組
合
員
は
昭
和
三
十
六
年
当
時
約
七
〇
名
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
内
鉄
砲
町
在
住
の
農
民
は
わ
ず
か
四
、
隠
名
に

双月町
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第3図　留水地区水利集団の空間構成

〔注）　1）留水地区番号は第2図に同じ。

す
ぎ
ず
、
他
は
近
隣
の
南
館
・
吉
原
・
上
町
な
ど
の
集
落
農
罠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
（
第
3
図
参
照
）
。
　
こ
こ
で
も
水
利

集
団
は
単
一
の
村
落
を
な
し
て
い
な
い
。
偉
し
、
鉄
砲
町
在
住

の
農
民
は
八
日
町
留
水
組
合
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
て
、
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

日
町
留
水
組
合
“
鉄
砲
町
（
農
業
集
落
）
と
み
て
よ
い
。
最
近
の

調
査
に
よ
る
と
、
例
え
ば
南
部
水
利
組
合
の
メ
ン
バ
ー
は
南
館

（
農
業
集
落
）
一
〇
七
名
を
筆
頭
に
鉄
砲
町
一
五
名
、
　
前
明
石

六
名
、
　
青
田
、
　
元
木
、
双
月
町
回
一
名
と
い
う
構
成
で
あ
る

（
第
3
図
参
照
）
。
　
水
利
集
団
の
メ
ン
バ
ー
は
相
当
広
範
囲
に
ま

で
広
が
っ
て
お
り
、
こ
の
状
態
は
時
と
と
も
に
強
ま
っ
て
さ
え

い
る
。
各
地
区
の
水
田
所
有
老
1
1
耕
作
者
の
空
間
的
範
囲
が
広
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が
る
傾
向
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
留
水
地
区
の
水
利
集
団
が
い
く
つ
か
の
村
落
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
る
の
は
、
既
に

み
た
よ
う
に
留
水
地
区
そ
の
も
の
が
い
く
つ
か
の
大
字
に
跨
が
っ
て
い
る
こ
と
、
更
に
各
村
落
農
民
が
所
有
す
る
水
田
が
当
該
大
字
に
限
ら
れ

ず
い
わ
ゆ
る
出
作
・
入
作
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
各
地
区
の
水
利
集
団
は
特
定
の
村
落
農
民
と
は
一
致
し
な
く
な
る
。
荒
楯

や
鉄
砲
町
地
区
の
よ
う
に
、
水
利
集
団
が
専
ら
隣
接
集
落
農
民
の
寄
合
集
団
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
出
て
く
る
。
ま
た
、
あ
る
農
家
が

二
、
三
の
留
水
地
区
に
水
田
を
所
有
し
、
そ
れ
ら
の
水
利
集
団
に
同
時
に
加
入
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。
各
農
家
の
所
有
地
が
広
く

分
散
し
、
そ
の
分
布
が
し
ば
し
ば
い
く
つ
か
の
留
水
地
区
に
か
か
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
笹
堰
水
系
の
灌
概
地
域
は
利

水
上
は
三
七
の
留
水
地
区
に
分
割
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
を
水
利
集
団
か
ら
み
れ
ば
相
互
に
重
層
し
た
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
点

で
、
水
利
を
め
ぐ
る
農
民
根
互
の
関
係
は
連
続
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
統
一
体
が
笹
堰
水
利
組
合
に
他
な
ら
な
い
。
笹
堰
を
め
ぐ
っ
て
結
ば

れ
た
水
利
集
団
の
機
能
地
域
は
、
そ
の
灌
瀧
地
域
よ
り
い
く
分
広
く
な
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
一
七
の
留
水
地
区
ご
と
に
編
成
さ
れ
て
い
る
水
利
集
団
は
、
何
ら
の
自
律
性
、
そ
し
て
そ
れ
を
基
礎
に
し
た
排
他
性
と
い
う
も
の

を
も
た
な
い
の
か
。
影
写
す
れ
ば
、
笹
堰
灌
概
地
域
の
内
部
に
は
水
利
を
め
ぐ
る
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
存
在
し
な
い
の
か
、
と
い
う
と
決
し

て
そ
う
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
や
は
り
水
利
用
を
め
ぐ
っ
て
地
域
的
な
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
し
か
も
い
わ
ゆ
る
村
落
的
な
水
支
配
秩
序
が
明

確
に
認
め
ら
れ
る
。
因
み
に
近
世
期
に
笹
堰
内
部
で
し
ば
し
ば
繰
り
返
さ
れ
た
水
論
は
、
常
に
村
や
町
相
互
の
水
論
と
い
う
型
で
顕
在
化
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

領
主
権
力
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
処
理
さ
れ
て
き
た
。
か
つ
て
は
笹
堰
関
係
の
村
や
町
を
「
組
合
村
」
と
呼
び
、
今
日
も
な
お
、

一
七
地
区
を
「
小
白
川
ほ
か
一
六
ケ
村
」
と
呼
び
習
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
留
水
地
区
の
水
利
権
の
主
体
が
や
は
り
柑
や
町
と
観
念

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

　
前
述
の
よ
う
に
各
地
区
の
水
利
集
団
は
村
落
と
は
必
ら
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
。
荒
骨
や
鉄
砲
町
地
区
の
よ
う
に
、
水
利
集
団
が
隣
接
集

落
農
畏
の
寄
島
集
団
の
よ
う
な
構
成
を
と
っ
て
い
る
例
も
確
か
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
の
多
く
の
留
水
地
区
の
水
利
集
団
に
つ
い
て
み
る

と
、
そ
の
構
成
員
の
大
部
分
あ
る
い
は
過
半
数
は
あ
る
特
定
の
集
落
、
殊
に
そ
れ
ぞ
れ
の
留
水
地
区
が
主
に
所
属
す
る
大
字
集
落
の
農
民
か
ら
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成
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
南
館
地
区
で
は
組
合
員
一
三
二
名
の
う
ち
、
南
館
村
落
の
も
の
が
一
〇
七
名
を
占
め
る
。
八
日
町
留
水

組
合
員
五
〇
名
の
う
ち
、
鉄
砲
町
在
住
者
は
三
〇
名
ほ
ど
で
あ
り
、
岡
様
に
小
立
水
利
組
合
員
六
五
豊
中
、
小
立
村
落
農
民
は
約
三
〇
名
を
占

め
る
。
こ
れ
ら
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
各
々
の
水
利
集
団
は
あ
る
特
定
の
農
業
集
落
の
農
民
を
中
心
に
し
て
編
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
地

区
内
の
水
管
理
の
最
高
責
任
者
で
あ
り
、
か
つ
他
地
区
と
の
折
衝
役
で
あ
る
水
利
惣
代
は
、
こ
れ
ら
特
定
の
集
落
か
ら
選
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
な
る
の
は
前
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
留
水
地
区
の
等
温
の
大
部
分
が
一
つ
の
大
字
か
ら
な
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
当
然
と
い
え
ば
言
え

よ
う
。
村
落
農
民
の
所
有
艮
耕
作
水
田
は
、
当
該
村
落
の
周
辺
に
纒
っ
て
い
る
の
が
普
通
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
留
水
地
区
の
主
要
部

分
が
特
定
の
大
字
か
ら
な
り
、
そ
の
結
果
各
地
区
の
水
利
集
団
が
そ
れ
ぞ
れ
の
大
字
集
落
の
農
民
を
主
要
メ
ン
バ
ー
に
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の

よ
う
な
空
間
構
造
を
と
っ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
留
水
地
区
の
水
利
権
は
旧
村
あ
る
い
は
そ
れ
を
継
承
し
て
き
た
村
落
に
帰
属
す
る
も
の

と
観
念
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
現
実
に
村
落
を
主
体
に
し
て
水
管
理
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
七
の
留
水
地
区
が
「
小
白
川
ほ
か
一
六

ケ
村
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
実
に
基
因
し
て
い
る
と
い
え
る
。
水
利
集
団
と
村
落
と
の
同
一
性
、
留
水
地
区
の
村
落
的
支
配
を

示
す
例
と
し
て
、
下
端
沢
地
区
で
は
か
っ
て
水
利
費
は
村
落
経
費
の
な
か
に
含
ま
せ
て
一
括
徴
集
さ
れ
て
い
た
し
、
南
館
地
区
で
は
水
利
副
惣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

代
は
村
落
の
区
長
が
兼
任
す
る
慣
例
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
更
に
吉
原
地
区
で
は
留
水
地
区
一
村
落
内
の
水
路
の
川
設
え
に
は
、
非
農
家
も

含
め
て
吉
原
村
落
全
員
が
参
加
の
義
務
を
負
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
今
日
こ
の
よ
う
な
水
の
村
落
的
支
配
を
示
す
慣
行
は
い
ず
れ
も
廃
止
さ

れ
て
い
る
が
、
し
か
し
昭
和
三
十
年
ご
ろ
ま
で
は
笹
堰
の
水
利
用
は
二
、
三
の
例
外
を
除
い
て
村
落
を
主
体
に
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
留
水
地
区
相
互
の
水
論
が
、
常
に
村
相
互
の
水
論
と
し
て
顕
在
化
す
る
の
は
こ
の
こ
と
を
傍
証
し
て
い
よ
う
。
か
く
て
笹
堰
水
利
地
域
は

水
利
体
系
や
水
利
集
団
の
上
で
は
確
か
に
連
続
性
を
も
っ
た
一
つ
の
統
一
地
域
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
部
に
は
や
は
り
村
落
的
な

水
支
配
秩
序
が
貫
徹
し
、
自
律
性
と
排
他
性
を
も
っ
た
多
く
の
留
水
地
区
（
水
利
集
団
）
に
分
断
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
意
味
で
笹

堰
水
利
地
域
は
非
連
続
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
各
地
区
や
村
落
は
同
一
水
系
に
沿
う
も
の
（
菊
ぞ
鎮
）
と
し
て
、
協
働
と
敵
対
、
開
放
と
閉

鎖
、
連
続
と
非
連
続
と
い
え
る
よ
う
な
空
間
関
係
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
地
域
秩
序
を
基
礎
に
し
て
次
に
み
る
よ
う
な
配
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水
を
め
ぐ
る
水
利
慣
行
が
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
又
特
有
の
地
域
秩
序
を
つ
く
り
あ
げ
る
。

　
B
、
番
水
制
を
め
ぐ
る
地
域
秩
序
　
前
項
A
で
み
た
よ
う
な
一
七
の
留
水
地
区
が
、
毎
年
五
月
下
旬
か
ら
実
施
さ
れ
る
腐
水
に
参
加
す
る
。

各
地
区
は
慣
行
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
留
水
期
間
を
権
利
（
留
水
権
）
と
し
て
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
二
時
間
を
一
昼
夜
と
し
て
算
定
さ

れ
第
1
表
B
欄
の
よ
う
に
二
～
六
昼
夜
（
表
で
は
単
位
）
で
あ
る
。
留
水
期
間
の
決
定
は
歴
史
的
な
事
情
や
地
区
聞
の
力
関
係
が
介
入
し
て
行

な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
す
べ
て
の
地
区
が
平
等
の
水
を
得
る
わ
け
で
は
な
い
。
概
し
て
水
系
末
端
の
諸
地
区
は
常
に
水
不
足
に
悩
ま
さ
れ
が
ち

で
あ
る
。
つ
ま
り
水
利
慣
行
に
よ
る
配
水
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
は
実
質
的
に
不
平
等
で
あ
る
。
こ
の
点
は
既
に
指
摘
し
て
お
い
た
の
で
こ

れ
以
上
触
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
笹
堰
の
水
利
慣
行
で
は
、
次
の
二
つ
の
方
法
で
水
配
分
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
番
水
方
式
で
あ
っ
て
、
一
、
二
の
地
区
ご

と
に
日
時
を
限
っ
て
順
次
番
水
し
て
い
く
方
式
。
も
う
一
つ
の
方
式
は
「
散
し
」
と
呼
ば
れ
る
方
式
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
支
堰
を
開
放
し
そ

れ
ぞ
れ
の
分
水
率
に
従
っ
て
自
然
流
水
を
行
な
う
も
の
。
い
わ
ば
番
水
の
」
時
的
な
中
止
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
番
水
と
散
し
と
い
う
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

つ
の
方
式
は
普
通
、
番
上
の
間
に
散
し
が
介
在
す
為
と
い
う
よ
う
に
交
互
に
と
ら
れ
る
（
第
4
図
参
照
）
。
と
こ
ろ
で
こ
の
二
つ
の
方
式
を
組
み

合
せ
て
一
七
地
区
に
配
水
し
て
い
く
場
合
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
全
部
の
留
水
地
区
の
主
水
を
終
了
さ
せ
る
に
は
著
し
く
長
い
日
数
を
要
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
昭
和
三
十
五
年
の
第
一
回
の
加
水
に
参
加
し
た
一
五
地
区
が
受
け
た
延
べ
寒
水
日
数
は
二
六
日
で
あ
る
。
こ

の
間
に
五
日
間
の
散
し
を
介
在
さ
せ
て
い
る
の
で
、
も
し
」
地
区
ご
と
に
番
水
し
て
い
く
な
ら
ば
一
回
の
留
水
日
程
の
完
了
に
三
一
日
を
要
す

る
こ
と
に
な
る
。
　
一
七
地
区
全
部
が
参
加
し
た
昭
和
四
十
三
年
の
第
一
帯
留
水
に
つ
い
て
同
様
の
計
算
を
す
れ
ば
三
三
・
五
日
に
も
及
ぶ
（
第

4
図
参
照
）
。
実
際
に
は
後
で
み
る
よ
う
な
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
一
回
の
番
水
日
数
は
少
し
短
か
く
な
る
。
だ
が
、
第
一
回
の
留
水
は
五
月
下
旬

か
ら
開
始
さ
れ
、
別
名
「
引
水
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
、
当
時
こ
の
地
方
で
は
苗
代
期
と
本
田
代
掻
期
と
い
う
稲
作
上
最
も
重
要
な
時
期
に
桐

廃
す
る
の
で
あ
る
が
、
魚
水
が
三
〇
日
以
上
に
も
及
ぶ
こ
と
は
留
水
地
区
聞
の
田
植
時
期
の
タ
イ
ム
ラ
ッ
グ
を
大
き
く
し
、
ひ
い
て
は
取
穫
量

や
所
得
に
も
少
な
か
ら
ざ
る
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
揚
水
の
時
期
が
い
つ
に
な
る
か
に
よ
っ
て
、
留
水
地
区
の
間
に
大
き
な
利
害
を
も
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た
ら
す
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
水
利
用
上
の
地
区
間
の
利
害
、
従
っ
て
不
平
等
性
を
で
き
る
だ
け
緩
和
す
る
た
め
の
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
番

結
に
際
し
て
一
地
区
ず
つ
留
蔵
す
る
の
で
な
く
複
数
地
区
を
同
時
に
留
齢
す
る
方
法
。
こ
の
方
法
に
よ
れ
ば
｝
定
の
留
水
期
間
内
に
各
地
区
が

取
水
で
き
る
用
水
量
は
確
か
に
減
少
す
る
け
れ
ど
も
、
各
地
区
が
慣
行
上
持
っ
て
い
る
留
水
期
間
の
消
化
は
早
ま
っ
て
一
回
の
含
水
審
問
は
短

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縮
さ
れ
る
の
で
、
配
水
の
タ
イ
ム
ラ
ヅ
グ
は
相
当

　
散
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
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第4図　第1回番水プラン（昭和43年＝旧方式の例）

に
小
さ
く
な
る
。
し
か
し
一
一
の
水
量
が
限
ら
れ

て
い
る
の
で
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
地
区
を
同
時
に
留

水
す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
普
通
は
せ
い
ぜ
い
二

地
区
の
同
時
留
水
が
行
な
わ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

ま
た
、
二
地
区
同
時
の
留
水
を
一
般
化
す
る
に
も

水
量
は
十
分
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
方
法
は
一
部

に
し
か
採
用
で
き
な
い
。
例
え
ば
工
地
区
同
時
三

水
は
昭
和
八
年
の
第
一
回
留
水
で
三
回
、
昭
和
三

十
五
年
に
六
回
、
昭
和
四
十
三
年
に
七
回
で
あ
っ

た
。
（
第
1
表
お
よ
び
第
4
図
参
照
）
。
同
時
留
水

は
し
だ
い
に
多
く
な
る
傾
向
に
あ
る
と
言
え
よ
う

が
、
こ
れ
を
普
遍
化
さ
せ
る
に
は
用
水
量
の
増
加
、

あ
る
い
は
必
要
水
量
の
減
少
と
い
う
条
件
が
い
る
。

因
み
に
二
地
区
同
時
留
水
が
完
全
に
実
施
さ
れ
た
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の
は
昭
和
四
十
五
年
か
ら
で
あ
る
。
と
も
か
く
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
墨
水
日
程
の
消
化
は
早
ま
り
、
例
え
ば
昭
和
三
十
五
年
半
は
二
三
日
、
昭

和
四
十
三
年
中
は
二
五
日
に
そ
れ
ぞ
れ
短
縮
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
番
水
か
ら
く
る
地
区
間
の
不
平
等
は
い
く
分
縮
小
さ
れ
た
と
言
っ

て
よ
い
。

　
だ
が
こ
の
よ
う
な
工
夫
に
よ
っ
て
も
、
最
初
の
留
水
地
区
と
最
後
の
そ
れ
と
の
間
に
は
二
五
日
前
後
の
タ
イ
ム
ラ
ッ
グ
が
生
じ
て
く
る
。
そ

こ
で
も
う
一
つ
の
四
三
が
凝
ら
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
各
地
区
の
も
っ
て
い
る
慣
行
留
水
期
間
を
二
分
し
て
、
前
後
二
回
に
分
け
て
平
水
す
る

と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
で
は
番
屋
期
問
は
勿
論
短
か
く
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
金
地
区
へ
の
垂
水
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
は
大
巾
に
早

ま
る
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
仮
に
金
地
区
の
留
水
期
間
を
前
後
に
二
分
す
る
と
、
配
水
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
は
半
分
に
な
る
計
算
で
あ
る
。
但

し
、
実
際
に
は
留
水
期
間
の
分
割
は
総
て
の
地
区
で
行
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
昭
和
八
年
四
地
区
、
昭
和
三
十
五
年
四
地
区
、
昭
和
四
十
三
年
五

地
区
と
い
う
よ
う
に
一
部
に
限
ら
れ
て
い
る
（
第
2
表
B
欄
参
照
）
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
配
水
上
の
タ
イ
ム
ラ
ッ
グ
は
大
巾
に
縮
小

さ
れ
、
　
一
部
の
例
外
を
除
い
て
普
通
、
配
水
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
は
一
五
～
六
日
程
度
に
な
っ
て
い
る
（
第
4
図
参
照
）
。
　
以
上
の
よ
う
な
番
水

の
地
域
シ
ス
テ
ム
の
合
理
化
に
よ
っ
て
、
配
水
上
の
タ
イ
ム
ラ
ッ
グ
か
ら
生
じ
る
地
区
（
村
落
）
間
の
不
平
等
や
利
害
を
可
及
的
に
緩
和
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
笹
堰
水
利
地
域
内
の
留
水
地
区
、
村
落
相
互
の
関
係
に
平
等
の
原
理
が
貫
徹
し
て
い
る
と
言
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
工
夫
を
導
入
し
て
み
て
も
、
一
七
地
区
す
べ
て
の
番
水
に
は
な
お
掘
当
の
日
時
を
要
す
る
。
そ
の
た
め
に
ど
う
し
て

も
旱
水
の
順
序
が
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
番
水
順
序
の
決
定
に
於
て
も
平
等
原
理
が
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値

す
る
。
つ
ま
り
、
第
一
回
の
出
水
に
際
し
て
一
七
地
区
の
水
利
聖
代
が
予
め
笹
堰
水
利
組
合
長
宅
（
大
字
小
白
川
、
現
小
白
川
町
）
に
参
集
し
、
各

地
区
の
農
作
業
の
進
捗
状
況
な
ど
を
話
し
合
っ
た
上
、
そ
の
都
度
協
議
に
よ
っ
て
満
水
順
序
が
決
定
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
特
権
的
な
権
利
を
も

っ
た
留
水
地
区
は
存
在
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
第
一
回
の
留
水
順
序
を
み
る
と
あ
る
程
度
の
固
定
性
が
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
昭
和

三
十
五
年
と
四
十
三
年
の
留
水
順
序
を
比
較
し
て
み
る
と
、
吉
原
地
区
は
い
ず
れ
の
年
も
】
番
に
留
水
さ
れ
て
い
る
し
、
元
木
地
区
は
二
番
、
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下
条
地
区
は
三
番
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
平
清
水
地
区
は
一
二
と
一
四
、
小
立
地
区
は
八
・
＝
一
と
八
・
一
四
、
荒
楯
地
区
は
四
・
八
と
五
・

八
番
と
な
っ
て
概
し
て
変
動
が
少
な
い
（
第
1
表
B
欄
参
照
）
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
漏
水
順
序
の
決
定
に
何
か
特
権
的
な
要
素
が
介
入
し
た
こ

と
を
意
味
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
留
水
地
区
そ
れ
ぞ
れ
の
例
年
の
農
作
業
の
進
捗
状
況
に
対
応
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
何
ら
か
の
事

情
で
農
作
業
が
例
年
早
い
地
区
と
遅
い
地
区
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
し
て
導
水
順
序
が
決
め
ら
れ
れ
ば
順
序
の
変
動
は
少
な
く
な
る
わ
け
で
あ

る
。
ま
た
、
第
一
回
の
番
水
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
は
ほ
ぼ
半
月
程
度
で
一
巡
す
る
の
で
、
外
声
順
序
が
さ
ほ
ど
決
定
的
な
影
響
を
も
た
な
い
と

い
う
こ
と
も
、
順
序
の
固
定
性
を
逆
に
助
長
し
た
も
の
に
違
い
な
い
。
番
水
順
序
が
極
め
て
重
要
な
問
題
に
な
る
の
は
第
二
回
以
降
の
番
水
に

於
て
で
あ
る
。

　
第
一
回
の
建
水
は
昭
和
四
十
四
年
以
前
に
は
、
ほ
ぼ
六
月
＝
一
日
前
後
に
完
了
す
る
が
、
そ
れ
に
引
き
続
い
て
第
二
回
以
降
の
番
水
が
始
め

散
　
し
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第5図　第2回以降の山水プラン

　　　（昭和35年第4回一1日方式の例）
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ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
番
水
は
初
物
と
異
な
り
一
地
区
ご
と
の
番
水
で
あ
る
。
ま
た
、
散
し
も
極
め
て
頻
繁
に
介
在
さ
せ
ら
れ
、
し
か
も
長
時
間

に
わ
た
る
。
こ
の
た
め
留
水
日
程
の
完
了
、
即
ち
領
水
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
一
ケ
月
半
と
い
う
実
に
驚
く
べ
き
長
時
間
を
要
す
る
。
例
え
ば

第
5
図
に
み
る
よ
う
に
昭
和
三
十
五
年
の
第
四
回
番
水
日
程
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
の
三
水
は
七
月
二
三
日
に
始
ま
っ
て
九
月
七
日
に
よ
う
や
く

終
了
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
間
の
散
し
日
数
は
延
べ
二
三
・
五
B
に
も
及
び
、
第
四
回
番
水
期
闘
（
四
六
・
五
日
）
の
五
〇
・
五
％
を

も
占
め
て
い
る
。
も
し
日
程
通
り
に
鉱
水
が
実
施
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
留
水
地
区
は
こ
の
一
・
五
カ
月
の
間
に
唯
一
回
の
漏
水
を
受
け
る

の
み
で
あ
る
。
現
実
に
は
こ
の
間
散
し
水
を
利
用
で
き
る
し
、
ま
た
後
に
述
べ
る
よ
う
に
流
し
と
呼
ば
れ
る
慣
行
が
あ
る
の
で
こ
の
よ
う
な
こ

と
は
な
い
が
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
配
水
方
式
を
と
る
か
ぎ
り
第
二
回
以
降
の
番
水
期
閾
中
の
用
水
不
足
は
実
に
激
し
い
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
水
利
事
情
の
た
め
、
番
水
時
期
が
い
つ
に
な
る
か
は
各
地
区
の
農
業
経
営
に
と
っ
て
極
め
て
重
大
な
利
害
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
、

番
長
順
序
は
常
に
論
争
の
対
象
に
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
い
つ
の
頃
か
詳
か
で
な
い
が
、
番
水
順
序
を
抽
籔
に
よ
っ
て
決
め
る
慣

行
が
成
立
し
た
。
即
ち
例
年
、
第
二
回
以
降
の
番
水
開
始
前
に
全
地
区
の
水
利
惣
代
が
集
ま
っ
て
、
そ
の
都
度
抽
籔
に
よ
っ
て
実
記
順
序
を
決

定
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
抽
籔
に
際
し
て
は
、
前
も
っ
て
そ
の
抽
籔
順
序
を
決
め
る
品
等
を
行
な
う
習
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
豆
く
じ
」
と
称

し
て
い
る
。
確
率
論
か
ら
言
え
ば
全
く
無
意
味
と
も
言
え
る
豆
く
じ
の
抽
籔
は
、
三
水
順
序
の
決
定
が
地
区
農
民
に
と
っ
て
い
か
に
重
大
な
関

心
事
で
あ
る
か
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
故
に
各
地
区
が
順
位
決
定
に
於
て
可
及
的
に
平
等
た
り
え
よ
う
と
い
う
感
情
の
強
さ
を
雄
弁
に
物
語
っ
て

い
て
興
味
深
い
。
抽
籔
に
よ
る
番
水
順
序
が
そ
の
都
度
全
く
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
な
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
第
二
回
以
降
の
番

水
を
め
ぐ
る
地
域
秩
序
の
な
か
に
も
平
等
原
理
が
よ
り
強
く
貫
徹
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
平
等
は
極
め
て
形
式
的
な
も
の
で
あ
る
点
に

注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
に
触
れ
た
よ
う
に
各
地
匿
の
単
位
面
積
当
り
取
水
量
に
は
相
当
の
不
平
等
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
質
的
に

は
不
平
等
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
形
式
的
に
は
平
等
を
追
及
す
る
。
こ
れ
は
農
村
社
会
に
固
有
の
行
動
原
理
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、

そ
れ
が
上
で
み
た
よ
う
に
水
利
を
め
ぐ
る
地
域
秩
序
に
典
型
的
に
表
わ
れ
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
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な
お
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
少
し
付
言
す
れ
ば
、
抽
籔
に
よ
る
脂
水
順
序
が
全
く
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
な
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

水
配
分
の
平
等
性
が
達
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
の
点
は
山
崎
氏
も
指
摘
し
て
い
る
こ
と
だ
が
、
例
え
ば
第
一
圓
の
末
尾
に
取
水

さ
れ
た
地
区
が
第
二
回
の
先
頭
に
く
る
こ
と
も
あ
る
し
、
逆
に
第
一
回
の
は
じ
め
に
留
水
を
受
け
た
地
区
が
第
二
回
の
宋
尾
に
当
る
こ
と
も
十

分
あ
り
え
よ
う
。
こ
う
な
る
と
前
者
の
ば
あ
い
に
は
第
二
回
の
越
水
は
充
分
生
か
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
し
、
後
者
の
ば
あ
い
に
は
一
足
と
二
回
の

番
水
の
間
に
著
し
い
水
不
足
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
に
違
い
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
抽
籔
に
よ
る
番
水
順
序
の
決
定
と
い
う
も
の
は
、

遊
水
に
煽
て
単
に
特
権
的
な
地
区
を
排
除
し
、
順
序
決
定
に
於
け
る
平
等
の
機
会
を
保
障
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
順
序
決
定
に

ま
つ
わ
る
地
区
間
の
論
争
を
回
避
す
る
た
め
の
苦
肉
の
策
と
も
言
っ
て
よ
く
、
こ
の
慣
行
に
よ
る
水
配
分
は
決
し
て
実
質
的
な
平
等
を
実
現
し

な
い
。
こ
の
よ
う
な
水
利
用
の
不
合
理
性
は
、
留
水
地
区
あ
る
い
は
村
落
の
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
基
礎
に
し
て
水
利
用
の
形
式
的
な
平
等
を

実
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
当
然
出
て
く
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
不
合
理
性
を
解
決
し
水
配
分
の
平
等
性
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、

留
水
地
区
ご
と
の
水
利
集
団
の
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
解
体
し
、
単
～
の
水
利
集
団
の
下
に
統
一
的
な
水
利
用
計
画
に
従
っ
た
用
水
配
分
が
行

な
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
今
日
で
も
な
お
実
現
し
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
そ
の
た
め
に
は
水
利
を
め
ぐ
る
地
区
間
の
利
害

を
解
決
す
る
物
的
な
条
件
、
例
え
ば
用
水
事
情
の
大
巾
な
改
善
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
が
。
因
み
に
宙
水
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
が
大
巾
に
縮
小
さ

れ
た
昭
和
五
十
年
の
第
三
回
番
水
順
序
は
第
二
回
の
そ
れ
を
無
抽
籔
で
踏
襲
し
た
。
一
つ
の
合
理
化
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
今
み
た
よ
う
な
不

合
理
性
を
今
お
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
番
水
に
於
て
は
特
権
を
有
す
る
留
水
地
区
は
な
く
、
総
て
の
留
水
地
区
が
平
等
の
原
則
で
結
ば
れ
て
い

る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
が
笹
堰
水
利
地
域
の
一
つ
の
特
質
で
あ
る
。

　
C
、
散
し
慣
行
を
め
ぐ
る
地
域
秩
序
　
前
項
で
み
た
よ
う
に
番
水
慣
行
に
於
て
は
一
七
の
留
水
地
区
は
利
水
上
、
　
一
応
フ
ラ
ッ
ト
な
関
係
に

あ
る
と
言
え
る
が
、
で
は
一
七
地
区
は
水
利
用
の
総
て
に
而
て
完
全
に
平
等
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、
一
七
地
区
の

中
に
は
利
水
上
常
に
優
位
な
地
区
と
劣
位
の
地
区
、
あ
る
い
は
特
権
を
も
つ
地
区
と
そ
う
で
な
い
地
区
が
あ
る
。
勿
論
、
豊
水
慣
行
に
於
て
も

歴
史
的
な
事
情
や
力
関
係
に
よ
っ
て
留
水
期
間
が
左
右
さ
れ
る
の
で
、
単
位
面
積
当
り
の
取
水
量
に
梢
当
の
差
異
が
あ
る
こ
と
は
既
に
再
三
触
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れ
て
お
い
た
の
で
、
こ
れ
に
は
論
及
し
な
い
。
水
配
分
上
の
一
層
大
き
な
不
平
等
は
、
実
は
番
水
の
閥
に
頻
繁
に
介
在
さ
せ
ら
れ
て
い
る
散
し

と
呼
ば
れ
る
配
水
か
ら
生
じ
て
く
る
。
こ
の
興
し
に
よ
る
配
水
期
間
は
昭
和
三
十
五
年
の
第
一
圓
番
水
で
は
二
三
日
の
内
五
日
間
（
二
一
・
七

％
）
、
同
年
の
第
四
回
番
水
で
は
四
六
・
五
日
の
内
で
二
三
・
五
日
（
五
〇
・
五
％
）
、
昭
和
四
十
三
年
の
第
一
回
番
水
で
は
二
五
日
の
内
五
日

（
二
〇
・
○
％
）
を
そ
れ
ぞ
れ
占
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
が
示
す
よ
う
に
散
し
期
間
が
一
回
の
番
水
期
間
に
占
め
る
割
合
は
、
第
一
回
の
い

わ
ゆ
る
引
水
に
於
て
は
ほ
ぼ
二
割
程
度
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
第
二
園
以
降
に
な
る
と
実
に
五
割
強
に
達
す
る
。
笹
堰
用
水
の
約
半
分
ほ

ど
が
散
し
水
に
な
る
計
算
で
あ
る
。

　
散
し
期
間
中
は
い
ず
れ
の
学
窓
も
開
放
さ
れ
て
各
論
堰
の
分
水
比
に
応
じ
て
自
然
流
水
が
行
な
わ
れ
る
の
で
全
地
区
が
平
等
に
取
水
で
き
る

よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
そ
う
は
な
ら
な
い
。
散
し
水
の
利
用
に
於
て
は
、
堰
口
に
近
く
二
大
幹
線
水
路
で
あ
る
大
堰
と
大
鷹
堰
水
路
の
最
上
流

部
を
地
域
独
占
す
る
小
白
川
・
前
田
の
二
地
区
が
絶
対
的
に
優
位
な
立
場
に
あ
る
。
二
地
区
は
水
下
地
区
よ
り
は
る
か
に
多
く
の
散
し
水
を
取

得
で
き
る
の
で
散
し
水
で
用
水
が
ほ
ぼ
充
足
さ
れ
、
そ
の
た
め
番
水
に
参
加
し
な
い
こ
と
が
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
散
し
慣
行
は
小

白
川
・
山
田
の
二
地
区
に
対
し
て
相
馬
的
に
潤
沢
な
用
水
を
提
供
す
る
の
で
、
散
し
期
間
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
二
地
区
の
水
利
用
上
の
優
位

性
は
強
く
な
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
散
し
慣
行
は
水
下
地
区
に
対
す
る
支
配
的
な
特
権
を
両
地
区
に
与
え
る
。
と
い
う
の
は
例
え
ば
両
地

区
は
散
し
水
の
利
用
を
多
少
加
減
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
水
下
地
区
に
回
る
用
水
を
操
作
で
き
る
立
場
に
あ
る
わ
け
で
、
こ
の
特
権
に
よ
っ
て
両

地
区
は
水
下
の
一
五
地
区
に
対
し
て
支
配
的
な
位
置
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
散
し
水
は
、
水
下
の
一
五
地
区
に
と

っ
て
は
小
白
川
・
前
田
地
区
の
い
わ
ば
余
水
と
も
言
え
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
さ
え
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
散
し
慣
行
に
基
く
水
利
用
に
よ

っ
て
笹
堰
関
係
一
七
地
区
の
間
に
は
水
上
・
水
下
と
い
う
地
理
的
位
置
に
対
蓋
し
た
明
確
な
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
秩
序
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
頂
点
に

立
つ
の
が
小
白
川
・
前
田
の
二
地
区
、
と
り
わ
け
堰
元
に
最
も
近
い
小
白
川
地
区
で
あ
る
。
こ
の
小
白
川
地
区
の
優
位
性
は
、
笹
堰
水
系
上
の

最
上
流
部
に
あ
り
、
幹
線
支
堰
の
分
水
を
操
作
す
る
の
に
最
適
の
位
置
に
あ
る
こ
と
で
更
に
強
化
さ
れ
る
。
例
え
ば
笹
堰
の
最
高
責
任
者
で
あ

る
笹
堰
水
利
組
合
委
員
長
は
、
小
白
川
地
区
の
水
利
組
合
に
よ
っ
て
小
白
川
村
落
在
住
の
農
民
か
ら
選
出
さ
れ
、
他
の
＝
ハ
地
区
で
彼
を
承
認
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す
る
慣
行
に
な
っ
て
い
る
。
委
員
長
は
笹
堰
用
水
を
取
仕
切
る
強
大
な
権
限
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
小
白
川
地
区
の
も
つ
特
権
の
人
格
化

に
他
な
ら
な
い
。

　
ま
た
小
白
川
・
前
田
地
区
の
利
水
上
の
優
勢
を
示
す
慣
行
を
二
、
三
あ
げ
て
み
る
と
、
例
え
ば
両
地
区
は
銀
水
の
実
施
を
最
終
的
に
承
認
す

る
権
限
を
も
つ
。
つ
ま
り
、
笹
堰
で
は
予
め
抽
選
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
玉
水
の
実
施
に
先
立
っ
て
、
当
該
地
区
は
い
わ
ゆ
る
留
水
許
可

証
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
慣
例
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
小
白
川
・
前
田
の
二
地
区
の
水
利
黒
棚
お
よ
び
妙
見
寺
区
長
の
承
認
印
が
い
る
。

妙
見
寺
村
落
が
許
可
証
に
顔
を
出
し
て
い
る
の
は
、
笹
堰
の
取
水
口
が
こ
の
大
字
地
内
に
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
も
近
世
以
来
継

承
さ
れ
た
村
落
的
な
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
見
ら
れ
て
興
味
深
い
。
ま
た
、
例
年
】
七
地
区
の
正
副
水
利
惣
代
と
山
形
市
の
水
道
・
消
防
関
係

老
が
参
集
し
て
、
三
思
の
守
り
神
で
あ
る
蔵
王
権
現
を
祭
る
行
事
が
催
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
、
小
白
川
地
区
の
四
駅
は
客
分
と
し
て
招
待

さ
れ
る
号
し
に
な
っ
て
い
る
。
勿
論
こ
の
慣
行
は
今
日
、
一
年
間
の
分
水
作
業
等
の
労
を
ね
ぎ
ら
う
と
い
う
意
味
が
大
き
い
の
で
あ
ろ
う
が
、

こ
の
慣
行
の
背
後
に
は
小
白
川
地
区
の
優
勢
な
地
位
が
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
翼
翼
水
利
地
域
を
精
神
的
に
統
一
す
る
機
能

を
も
つ
祭
祀
行
事
の
中
に
も
、
水
利
を
め
ぐ
る
階
層
的
な
地
域
秩
序
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

　
D
、
流
し
慣
行
を
め
ぐ
る
地
域
秩
序
　
と
こ
ろ
で
笹
堰
水
利
慣
行
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
特
徴
的
な
の
が
、
　
「
流
し
」
と
呼
ば
れ
る
慣
行
で

あ
る
。
こ
の
流
し
と
い
う
慣
行
は
、
第
二
回
以
降
の
番
水
実
施
中
に
相
当
量
の
降
雨
が
あ
っ
た
場
合
に
、
番
水
を
直
に
停
止
す
る
と
と
も
に
予

め
抽
籔
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
節
水
順
序
を
御
破
墨
に
し
、
三
、
四
日
後
、
改
め
て
抽
織
し
な
お
し
た
日
程
表
に
従
っ
て
番
水
を
再
開
す

る
と
い
う
慣
行
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
第
二
回
以
降
の
番
水
は
日
程
表
通
り
に
進
行
す
る
と
、
一
巡
す
る
の
に
一
・
五
ケ
月
を
要
す
る
。
各

地
区
は
一
・
五
ケ
月
に
一
度
の
番
水
し
か
受
け
ら
れ
な
い
の
で
、
深
刻
な
水
不
足
に
悩
ま
さ
れ
る
。
そ
こ
で
笹
堰
用
水
の
公
平
な
配
分
が
と
り

わ
け
重
要
に
な
る
。
も
し
物
言
の
途
中
で
相
当
量
の
降
雨
が
あ
る
と
聖
水
が
終
っ
た
ば
か
り
の
留
水
地
区
も
、
ま
た
こ
れ
か
ら
豊
水
に
当
る
地

区
も
千
載
一
遇
と
も
い
う
べ
き
番
水
が
無
意
味
に
な
る
。
つ
ま
り
降
雨
前
後
の
番
水
地
区
が
、
水
精
彫
上
で
不
利
益
を
こ
う
む
る
。
こ
の
よ
う

な
い
わ
ば
突
発
的
な
自
然
現
象
か
ら
生
じ
る
留
水
地
区
間
の
不
平
等
を
な
る
べ
く
平
準
化
し
よ
う
と
し
て
成
立
し
た
の
が
、
こ
の
流
し
慣
行
で
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第6図　笹堰水利地域の階層

　　　構造とサブ・グループ

　　　（模式図）

あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
夏
季
の
乾
燥
と
い
う
自
然

現
象
を
十
分
克
服
で
き
な
い
低
い
農
業
生
産
力
の
結
果
に
他
な
ら
な

い
。
流
し
は
普
通
年
に
三
、
四
回
、
多
い
年
で
五
、
六
回
も
実
行
さ

れ
る
。
七
月
下
旬
の
番
水
が
早
く
も
第
四
回
に
な
っ
て
い
る
（
例
・
昭

和
三
十
五
年
）
の
は
、
こ
の
時
ま
で
に
早
く
も
二
回
の
流
し
が
行
な
わ

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
流
し
の
回
数
は
比
較
的
多
雨
の
年
よ
り
も
、
早

越
の
恐
れ
の
あ
る
ほ
ど
鼻
骨
の
年
の
方
が
か
え
っ
て
多
い
と
い
う
。
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こ
の
事
実
は
流
し
の
も
つ
意
味
を
示
唆
し
て
興
味
深
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
度
決
め
ら
れ
た
番
水
順
序
の
停
止
・
割
替
え
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
留
水
地
区
に
と
っ
て
少
な
か
ら
ざ
る
利
害
を
も
た
ら
す

よ
う
な
流
し
の
決
定
は
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
し
て
行
な
う
の
か
。
流
し
慣
行
を
め
ぐ
る
地
域
秩
序
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
流
し
の
決

定
は
一
七
地
区
の
代
表
に
よ
る
協
議
に
よ
る
の
で
も
な
く
、
水
上
の
小
白
川
・
前
田
の
二
地
区
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
の
で
も
な
い
。
こ
の
流

し
の
決
定
を
な
し
え
る
の
は
、
笹
堰
水
系
の
末
端
に
あ
た
る
六
地
区
（
南
館
・
吉
原
・
元
木
・
沼
木
・
飯
塚
・
下
話
沢
）
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

六
地
区
の
中
で
も
南
館
・
吉
原
の
二
つ
の
留
水
地
区
は
、
流
し
の
提
案
者
に
な
る
権
利
を
も
っ
て
い
て
、
両
地
区
は
こ
の
権
利
を
一
年
交
替
で

交
互
に
所
有
す
る
習
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
地
区
の
一
方
と
他
の
四
地
区
は
、
流
し
の
提
案
に
対
し
て
承
認
す
る
権
利
を
も
つ
。
こ
れ
ら
五

地
区
は
流
し
の
い
わ
ば
共
同
提
案
者
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
笹
堰
水
系
の
末
端
に
位
置
す
る
留
水
地
区
で
あ
る
こ
と
は

注
目
を
要
す
る
。
流
し
慣
行
は
短
期
的
に
は
と
も
か
く
、
長
期
的
に
み
れ
ば
常
に
深
刻
な
水
不
足
に
悩
む
水
系
末
端
の
諸
地
区
に
有
利
に
作
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

す
る
慣
行
に
違
い
な
く
、
だ
か
ら
こ
そ
畢
魑
の
恐
れ
の
あ
る
よ
う
な
少
雨
の
年
に
よ
り
頻
繁
な
流
し
が
行
な
わ
れ
る
と
い
え
る
。
こ
の
意
味
で

流
し
の
提
案
権
（
も
っ
と
も
流
し
の
提
案
は
他
地
区
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
え
な
い
の
で
決
定
権
に
等
し
い
の
だ
が
）
は
水
利
用
上
の
一
つ
の
特

権
と
言
え
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
流
し
提
案
権
1
1
決
定
権
を
水
利
用
上
有
利
な
特
権
と
解
す
る
よ
り
は
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
な
平
等
原
理
の
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一
発
現
形
態
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
方
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。
六
地
区
は
番
水
・
散
し
の
双
方
に
於
て
常
に
不
利
な
位
置
に
あ
り
、
こ
の
不
平

等
を
流
し
に
よ
っ
て
少
し
で
も
緩
和
す
る
、
そ
う
い
う
役
割
を
流
し
慣
行
は
多
分
に
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
前
項
⑥

で
も
み
た
よ
う
に
、
　
一
連
の
水
利
体
系
で
統
一
さ
れ
た
笹
堰
水
利
地
域
の
内
部
に
は
、
一
方
に
散
し
慣
行
を
基
礎
に
し
て
水
利
用
上
の
特
権
を

も
つ
小
白
川
・
前
田
の
二
地
区
（
水
利
合
鍵
）
の
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
、
他
方
に
は
流
し
慣
行
の
特
権
を
有
す
る
六
地
区
（
水
利
集
団
）

の
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
第
6
図
参
照
）
。

①
　
山
雪
吉
雄
『
馬
見
ケ
崎
川
農
業
水
利
史
』
上
巻
（
山
形
市
・
一
九
六
五
）
。

②
　
例
え
ば
山
崎
氏
に
よ
れ
ば
八
臼
町
地
区
は
わ
ず
か
三
〇
㎞
程
度
の
受
益
面
積
し

　
か
な
い
の
に
昼
夜
三
日
（
三
六
晦
間
）
の
留
水
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ

　
の
地
区
の
地
主
勢
力
が
非
常
に
強
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
山
崎
吉
雄
『
前

　
掲
書
』
上
巻
、
　
〇
五
頁
。

③
山
騎
吉
雄
『
前
掲
書
』
、
一
〇
三
頁
。

④
　
山
騎
吉
雄
『
前
掲
書
』
、
一
〇
五
頁
。

⑤
こ
の
地
区
を
八
鶏
町
地
区
と
呼
ぶ
の
は
、
か
つ
て
こ
の
地
区
の
水
田
所
有
者
の

　
多
く
が
八
日
町
在
住
者
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
。
鉄
砲
町
農
民
の
ほ
と
ん
ど
は
小
作

　
人
で
あ
っ
た
。
な
お
戦
後
こ
の
地
区
に
設
け
ら
れ
た
土
地
改
良
区
は
鉄
砲
町
土
地

　
改
良
区
で
あ
る

⑥
山
晦
吉
雄
『
前
掲
書
』
。
一
五
七
～
一
六
九
頁
。
例
え
ば
宝
永
二
年
（
一
七
〇

　
五
）
の
沼
木
村
と
飯
塚
村
の
水
利
紛
争
、
同
じ
く
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
の
両

四
階
層
的
地
域
秩
序
の
変
容

　
村
の
紛
争
。
又
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
沼
木
村
と
上
町
の
紛
争
。
い
ず
れ
も

　
個
人
間
の
水
利
紛
争
で
あ
る
が
村
を
単
位
に
し
て
争
わ
れ
た
。

⑦
由
崎
吉
雄
『
前
掲
書
』
。
一
〇
五
頁
。
一
五
四
頁
。

⑧
但
し
、
第
｝
回
番
水
の
前
半
に
は
散
し
は
導
入
さ
れ
な
い
の
が
横
例
の
よ
う
で

　
あ
る
。
あ
わ
せ
て
第
五
図
、
八
図
参
照
。

⑨
こ
の
年
小
白
川
・
前
田
の
二
地
区
は
第
「
回
の
番
水
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
。
理

　
由
は
後
で
述
べ
る
。

⑩
山
崎
吉
雄
『
前
掲
書
』
。
＝
…
二
頁
。

⑭
　
も
っ
と
も
六
地
区
に
よ
っ
て
自
由
に
流
し
が
決
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
流

　
し
を
行
な
う
た
め
の
客
観
的
な
基
準
と
し
て
屋
根
（
萱
あ
る
い
は
欝
葺
）
か
ら
烹

　
滴
の
し
ず
く
が
落
ち
る
程
度
の
雨
盤
と
さ
れ
て
い
た
。
勿
論
、
こ
れ
以
上
の
雨
量

　
が
あ
っ
て
も
必
ら
ず
し
も
流
し
は
行
な
わ
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
流
し

　
を
め
ぐ
る
地
鷹
間
の
利
害
関
係
の
一
端
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。

　
A
、
水
利
を
め
ぐ
る
地
域
秩
序
の
変
化
要
因
　
前
章
で
は
ほ
ぼ
昭
和
三
十
五
年
ご
ろ
の
笹
堰
水
利
地
域
の
内
部
構
造
を
検
討
し
た
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

が
、
本
章
で
は
主
と
し
て
そ
の
後
の
水
利
地
域
の
再
編
成
を
考
察
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
最
近
の
農
業
水
利
に
関
す
る
研
究
に
よ
れ
ば
、
我
国
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の
水
利
慣
行
は
農
業
1
1
農
村
の
内
外
に
生
起
す
る
諸
条
件
に
対
応
あ
る
い
は
規
定
さ
れ
て
し
だ
い
に
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
精
力
的
に

追
究
し
て
い
る
永
田
恵
十
郎
氏
は
、
固
定
性
・
不
変
性
を
含
意
し
が
ち
な
水
利
慣
行
と
い
う
慣
用
語
を
避
け
て
、
可
変
性
を
含
む
よ
う
に
農
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

水
利
秩
序
な
る
語
を
強
い
て
用
い
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
本
稿
で
は
両
老
を
強
い
て
区
別
せ
ず
に
論
を
進
め
て
き
た
が
、
我
々
の
問
題
は
水
利

慣
行
で
あ
れ
農
業
水
利
秩
序
で
あ
れ
、
そ
れ
が
い
か
な
る
空
間
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
機
能
し
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ
の
変
化
が
い
か
な
る
地
域

秩
序
の
変
化
を
通
し
て
現
実
化
す
る
の
か
、
こ
う
い
う
問
題
で
あ
る
。
本
章
で
は
既
に
紹
介
し
た
笹
堰
水
利
地
域
の
内
部
構
造
が
、
こ
の
地
域

の
内
外
に
生
じ
た
諸
要
因
に
対
応
し
て
ど
の
よ
う
に
再
編
成
さ
れ
て
き
た
か
、
こ
れ
を
考
察
す
る
。
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
地
域
変
化
の
問
題
は
、

農
村
社
会
の
現
代
的
な
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
地
域
論
な
か
ん
ず
く
地
域
進
化
論
あ
る
い
は
地
域
変
動
論
の
理
論
的
な
課
題
で
も
あ
る
。

　
第
二
次
大
戦
後
か
ら
今
日
ま
で
に
笹
堰
関
係
地
域
に
生
じ
た
地
域
の
変
化
要
因
は
決
し
て
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
中
で
地
域
構
造
と
の
関
連

で
と
り
わ
け
注
屠
さ
れ
る
の
は
次
の
二
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
は
、
ほ
ぼ
農
地
改
革
が
終
了
し
た
昭
和
二
十
七
年
前
後
か
ら
、
水
系
末
端
に

位
置
す
る
留
水
地
区
に
数
多
く
の
深
井
戸
揚
水
機
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
。
こ
れ
ら
の
い
わ
ば
近
代
的
な
水
利
施
設
は
、
旧
来
の
笹
書
用
水
の
水

不
足
を
解
消
す
る
た
め
の
新
し
い
給
水
源
と
な
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
水
利
事
情
の
変
化
は
、
旧
来
の
水
利
地
域
を
変

化
さ
せ
る
大
き
な
要
因
と
な
る
。
水
下
地
区
の
水
利
事
情
を
改
善
し
、
そ
れ
が
引
い
て
は
薫
修
水
利
地
域
の
再
編
成
を
う
な
が
し
た
か
ら
で
あ

る
。
地
域
秩
序
の
変
動
を
招
来
し
た
も
う
一
つ
の
要
因
は
、
上
述
の
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
の
だ
が
、
昭
和
四
十
五
年
か
ら
番
水
方
式
が
大
巾

に
改
善
さ
れ
た
こ
と
。
つ
ま
り
、
こ
の
年
か
ら
複
数
地
区
の
同
時
霊
水
が
完
全
に
普
還
化
さ
れ
、
そ
れ
は
第
二
回
以
降
の
追
水
に
ま
で
適
用
さ

れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
全
地
区
の
番
水
期
間
の
消
化
が
著
し
く
促
進
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
そ
れ
に
伴
っ
て
散
し
日
数

も
大
巾
に
削
減
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
深
井
戸
揚
水
機
の
設
置
、
そ
し
て
配
水
方
式
の
大
巾
変
更
に
よ
っ
て
、
旧
来
の
近
世
的
な
水

利
施
設
体
系
と
水
利
慣
行
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
水
利
地
域
は
相
当
に
変
動
し
た
の
で
あ
る
。
次
に
こ
れ
を
具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
B
、
深
井
戸
揚
水
機
の
設
置
と
土
地
改
良
区
　
戦
前
こ
の
｝
帯
の
村
落
で
は
小
作
農
率
が
著
し
く
高
か
っ
た
の
だ
が
、
農
地
改
革
後
、
新
設

さ
れ
た
自
作
農
に
よ
る
商
品
生
産
へ
の
積
極
的
な
取
り
組
み
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
旧
来
の
水
利
慣
行
に
よ
る
水
利
用
は
重
大
な
障
害
に
な
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る
。
前
章
で
み
た
よ
う
な
厳
格
な
毒
水
規
制
、
長
期
間
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
、
と
り
わ
け
漫
性
的
な
水
不
足
、
こ
れ
ら
は
当
然
、
商
品
生
産
発

展
の
重
大
な
阻
害
要
因
に
な
る
が
、
殊
に
水
利
用
上
常
に
不
利
な
位
置
に
お
か
れ
た
水
系
末
端
の
諸
地
区
の
農
民
に
は
こ
れ
が
痛
感
さ
れ
た
に

違
い
な
い
。
こ
の
一
帯
に
は
古
く
か
ら
多
く
の
自
噴
性
の
堀
抜
井
戸
が
あ
り
は
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
概
し
て
底
が
浅
く
給
水
量
は
微
々
た
る
も

の
で
あ
り
、
素
線
用
水
の
補
水
源
と
し
て
の
役
割
は
極
く
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
に
代
っ
て
高
性
能
の
深
井
戸
揚
水
機
に
よ
る
給
水
が
強
く

望
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
昭
和
二
十
六
年
ご
ろ
か
ら
、
主
と
し
て
水
系
発
端
の
諸
地
区
に
深
井
戸
の
二
男
と
揚
水
機
の
設
置
が
み
ら
れ
る
の
は
こ

の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
（
第
2
表
お
よ
び
第
7
図
参
照
）
。
こ
れ
ら
の
深
井
戸
揚
水
機
に
よ
っ
て
用
水
不
足
を
解
消
す
る
と
と
も
に
、
他
か
ら
規
制

さ
れ
な
い
い
わ
ば
自
前
の
用
水
源
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
2
表
に
み
る
よ
う
に
、
深
井
戸
揚
水
機
は
昭
禰
三
十
五
年
ま
で
に
一

二
、
そ
の
後
高
に
七
つ
設
置
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
巨
額
の
資
金
を
要
す
る
こ
れ
ら
近
代
的
な
水
利
施
設
の
設
置
は
、
既
に
触
れ
て
お
い
た

よ
う
に
著
し
く
零
細
な
個
別
農
家
の
能
力
に
は
余
る
も
の
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
総
て
の
深
井
戸
揚
水
機
は
集
団
的
に
、
し
か
も
国
や
地
方
自
治

体
の
財
政
的
援
助
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
そ
れ
ぞ
れ
の
深
井
戸
揚
水
機
の
設
置
を
契
機
に
し
て
土
地
改
良
区
が
設
立
さ
れ
、
そ
の

組
織
（
集
団
）
に
よ
っ
て
水
利
施
設
の
維
持
・
管
理
、
更
に
は
水
利
用
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
第
2
表
参
照
）
。
土
地
改
良
区
の
こ
の

よ
う
な
設
立
事
情
や
機
能
か
ら
考
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
改
良
区
の
属
地
的
な
訟
訴
が
、
当
該
土
地
改
良
区
が
設
置
・
管
理
し
て
い
る
一
、

二
台
の
深
井
戸
揚
水
機
の
受
益
範
囲
に
一
致
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
第
2
表
を
み
て
も
各
土
地
改
良
区
の
管
轄
範
囲
と
そ
れ
が
管
理
し
て
い

る
揚
水
機
の
受
益
面
積
と
は
ほ
ぼ
…
致
し
て
い
る
。
こ
れ
は
土
地
改
良
区
の
設
立
当
初
か
ら
み
ら
れ
た
こ
と
で
、
二
台
目
の
揚
水
機
は
唄
台
目

の
そ
れ
を
補
完
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
戦
後
設
立
さ
れ
た
土
地
改
良
区
と
い
う
空
間
単
元
は
、
近
代
的
な
水
利
施
設
で
あ
る
深

井
戸
揚
水
機
の
水
が
か
り
地
区
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
揚
水
機
の
設
置
を
契
機
に
し
て
新
し
い
水
が
か
り
地
区
と
水
利
集
団
が
、
旧
来
の
留

水
地
区
と
水
利
集
団
の
上
に
形
成
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
第
7
図
に
み
る
よ
う
に
深
井
戸
揚
水
機
の
設
置
は
、
笹
堰
水
系
末
端
に
近
い
「
帯
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
帯
が
従
来
深
刻
な
用
水
不

足
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
既
に
触
れ
た
。
揚
水
機
の
設
置
に
よ
っ
て
こ
の
｝
帯
の
水
利
事
情
が
大
巾
に
改
善
さ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
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第2表　深井戸揚水機と土地改良区

深井戸
憩 受益面積② 管理団体（土地改良区：）の

揚水機名 る 管理団体名 堀繋年
昭和35年／肺・年 設立年・面積・組合員数③

昭和 ha 昭和　　　　　ha　　　人
鉄砲町1号 A－1 鉄砲町土地改良区 26年 33．0 33．0 27年　　48．7　　110

〃　2号 A－2 〃 33 58．5 585

吉原1号 B－1 吉原土地改良区 29 62．7 68．7 29　　　　51．7　　　110

〃　2号 B－2 〃 43
一

60．0

南　館1号 C－1 南館土地改良区 32 70．0 70．0 32　　　　65．3　　　117

〃　2号 C－2 〃 42
一

70．0

沼木1号 D－1 沼木堰土地改良区 32 71．0 30．0 32　　　　57，0　　　140

〃　2号 D－2 ク 43
｝

25．G

上　町1号 £一1 上町土地改良区 26 50．0 156．0 27　　　　97．6　　　156

〃　2号 E－2 〃 30 50．0 50．0

〃　3号 E－3 〃 43
一

56．0 34　　　　83．0　　　174

六十里越 F 飯塚土地改良区： 34 8G．0 48．G

石　関1号 G－1 石関土地改良区 34 76．0 80．0 34　　　　67．6　　　168

ク　2号 G－2 ク 42
一

80．0

椹　沢1号 H－1 椹沢土地改良区 33 60．0 60．0 33　　　　60．0　　　188

〃　2号 H－2 〃 45
一

6α0

城西 工 最上川中流土地改良区 33 75．0 75．0 33④　　6α5　　139

元木 M 元木水利組合 42
一

30．0

農業試験場 N 山　　　形　　　県 27 10．0
一

〔注〕①

　　　＠

　　　＠

　　　＠

記号は第7図に便宜的につけたもの。

山形市利水係調べ。

出形市利水係調べ。面積・組合員数は昭和5G年現在。

設立年その他の数値は城西土地改良区のもの。

な
い
が
、
し
か
し
揚
水
機
か
ら
の
給
水
で
は
な
お
必

要
水
量
を
満
た
す
に
は
至
ら
な
い
の
で
、
今
日
で
も

笹
堰
の
番
水
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
変
り
な
い
。
つ

ま
り
、
　
土
地
改
良
区
内
の
水
田
は
、
　
一
部
の
例
外

（
後
述
）
を
除
い
て
従
来
か
ら
の
笹
堰
用
水
と
新
設
の

揚
水
機
か
ら
の
用
水
と
い
う
、
水
源
を
異
に
す
る
二

つ
の
用
水
源
に
よ
っ
て
灌
概
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
こ

の
一
帯
の
水
利
組
織
は
極
め
て
複
雑
に
な
っ
た
の
だ

が
、
で
は
こ
れ
ら
二
つ
の
水
が
か
り
地
区
相
互
の
関

係
、
殊
に
新
旧
二
つ
の
水
が
か
り
地
区
の
空
間
的
な

対
応
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

を
図
示
し
た
の
が
第
7
図
で
あ
る
が
、
結
論
を
先
ど

り
し
て
言
え
ば
、
土
地
改
良
区
（
新
水
が
か
り
地
区
）

の
中
に
は
確
か
に
旧
来
の
留
水
地
区
を
ほ
ぼ
そ
の
ま

ま
踏
襲
し
て
い
る
も
の
や
一
部
の
境
界
を
継
承
し
て

い
る
も
の
が
あ
る
が
、
多
く
の
土
地
改
良
区
の
エ
リ

ア
は
旧
来
の
留
水
地
区
と
か
な
り
掛
離
れ
て
い
る
。

両
者
の
エ
リ
ア
は
相
当
に
重
複
し
て
は
い
る
が
、
む

し
ろ
ず
れ
が
圏
立
つ
の
で
あ
る
。
両
者
の
一
問
的
対
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応
関
係
が
こ
う
な
る
の
は
、
旧
来
の
留
水
地
区
が
3
の
A
で
指
摘
し
た
よ
う
に
近
世
的
な
領
有
関
係
や
村
落
秩
序
の
枠
組
に
規
捌
さ
れ
な
が
ら

設
定
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
新
し
い
水
が
か
り
地
区
が
配
水
の
合
理
性
を
よ
り
強
く
指
向
し
て
設
定
さ
れ
た
か
ら
に
相
違
な
い
。
こ
れ
を
具
体

的
に
み
る
と
、
例
え
ば
第
7
図
に
み
る
よ
う
に
吉
原
㈹
・
南
館
◎
の
土
地
改
良
区
は
ほ
ぼ
旧
来
の
留
水
地
区
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

場
合
に
は
当
然
、
旧
来
の
水
利
集
団
（
組
合
）
と
土
地
改
良
区
の
メ
ン
バ
ー
と
は
ほ
ぼ
合
致
す
る
の
で
あ
っ
て
、
因
み
に
吉
原
で
は
現
在
、

水
利
惣
代
と
理
事
長
と
は
同
一
人
物
の
兼
務
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
吉
原
で
は
笹
堰
の
水
利
権
は
依
然
と
し
て
留
水
地
区
の
水
利
集
団

現代農村の地域秩序とその変容（浜谷）
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〔注〕1）土地改良区名

土地改良区と留水地区

A，鉄砲町土地改良区　B．吉原土地改良区
C．南館土地改良区　D。沼木堰土地改良区

　　　　　　　　E．上町土地改良区

　　　　　　　　G．石関土地改良区

　　　　　　　　1、城西土地改良区
2）　深チト戸揚ガ（機名｝ま第2衷参照。

3）資料は山形市利水係調べ。

F．飯塚土地改良区
H．椹沢土地改良区

（
吉
原
村
落
）
の
所
有
で
あ
る
こ
と
に

変
り
な
い
け
れ
ど
も
、
留
水
地
区
内

の
番
水
の
実
際
上
の
運
営
は
土
地
改

良
区
が
取
り
仕
切
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
と
晋
う
。
か
つ
て
の
水
利
集
団

の
持
っ
て
い
た
権
限
や
機
能
は
実
質

的
に
は
新
設
さ
れ
た
土
地
改
良
区
に

移
行
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
く
、
こ

れ
に
よ
っ
て
水
利
用
の
村
落
的
性
格

は
著
し
く
弱
ま
る
の
で
あ
る
。
因
み

に
吉
原
村
落
で
は
か
っ
て
留
水
地
区

1
1
大
字
内
の
門
下
え
（
当
役
と
称
す
）

に
は
非
農
家
も
含
め
て
村
落
全
戸
が

出
役
の
義
務
を
負
っ
て
い
た
が
、
今
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日
年
一
度
の
市
清
掃
日
を
除
い
て
こ
の
よ
う
な
慣
行
は
な
い
。
ま
た
、
爾
館
地
区
の
水
利
副
惣
代
は
か
つ
て
石
巌
村
落
の
区
長
（
町
内
会
長
）
が

兼
務
す
る
慣
例
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
慣
行
は
今
日
な
く
な
っ
て
い
る
。
南
館
で
も
留
水
地
区
の
番
水
は
土
地
改
良
区
が
主
体
と
な
っ
て
実
施
す

る
。
南
館
や
吉
原
の
ば
あ
い
、
留
水
地
区
と
大
字
の
空
間
的
な
整
合
性
が
高
く
、
従
っ
て
水
利
集
団
の
村
落
的
性
格
が
強
固
で
あ
っ
た
の
だ
が
、

非
農
家
の
増
加
に
よ
っ
て
こ
の
性
格
は
漸
次
失
な
わ
れ
る
と
と
も
に
、
水
利
集
団
は
水
利
で
結
ば
れ
た
機
能
集
団
に
純
化
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ

の
過
程
で
新
設
の
土
地
改
良
区
へ
の
権
限
移
行
が
進
み
、
両
者
は
実
質
的
に
融
合
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
は
従
っ
て
笹
堰
と

深
井
戸
の
二
つ
の
水
源
か
ら
得
ら
れ
る
用
水
は
、
専
ら
土
地
改
良
区
に
よ
っ
て
統
一
的
に
管
理
さ
れ
る
。
従
来
の
留
水
地
区
と
水
利
集
団
の
機

能
地
域
は
漸
次
形
骸
化
す
る
。

　
と
こ
ろ
が
上
記
二
つ
の
土
地
改
良
区
以
外
の
ば
あ
い
、
そ
の
籟
域
は
旧
来
の
留
水
地
区
と
相
当
に
ず
れ
て
い
る
。
例
え
ば
沼
木
堰
土
地
改
良

区
㈲
は
沼
木
地
区
⑫
の
東
半
分
に
限
ら
れ
て
い
る
し
、
上
町
土
地
改
良
区
㈲
は
沼
木
と
鉄
砲
町
⑨
・
八
日
置
⑧
の
三
地
区
に
ま
で
拡
が
っ
て
い

る
。
ま
た
椹
沢
土
地
改
良
区
㈲
は
旧
来
の
上
・
下
椹
沢
地
区
㈲
・
α
り
を
包
摂
し
て
い
る
し
、
石
関
土
地
改
良
区
⑥
も
沼
木
・
飯
塚
⑯
・
上
町
㈹

三
地
区
の
そ
れ
ぞ
れ
に
跨
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
土
地
改
良
区
の
特
質
を
最
も
端
的
に
示
し
て
い
る
の
は
城
西
土
地
改
良
区
ω
で
あ

っ
て
、
そ
の
エ
リ
ア
は
密
訴
水
系
の
下
条
地
区
⑭
の
み
で
な
く
、
水
源
の
異
な
る
御
殿
堰
水
系
の
一
部
に
も
及
ん
で
い
る
。
深
井
戸
揚
水
機
の

設
置
を
契
機
に
し
て
、
二
水
系
に
跨
が
る
全
く
新
し
い
水
が
か
り
地
区
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
土
地
改
良
区
も
新
し
い
水
利
単

元
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
因
み
に
椹
沢
、
石
関
、
城
西
、
沼
木
堰
と
い
う
土
地
改
良
区
の
名
称
は
、
笹
堰
の
留
水
地
区
名
に
は
な
い
。

い
ず
れ
も
新
し
い
水
利
単
元
に
付
け
ら
れ
た
名
称
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
空
間
構
造
を
も
つ
土
地
改
良
区
が
設
立
さ
れ
た
地
域
で
は
、
水
源
の
異
な
る
二
つ
の
水
が
か
り
地
区
が
大
な
り
小
な
り
空
間
的

に
乖
離
し
な
が
ら
重
層
的
に
併
存
す
る
こ
と
に
な
り
、
当
然
そ
れ
ぞ
れ
の
水
利
集
団
も
構
成
メ
ン
バ
ー
を
一
部
異
に
し
な
が
ら
組
織
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
確
か
に
水
利
を
め
ぐ
る
村
落
間
の
空
間
関
係
を
緊
密
に
し
、
か
つ
て
の
留
水
地
区
（
水
利
集
団
）
相
互
の
排
他
性

や
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
漸
次
稀
薄
化
す
る
作
用
を
も
つ
に
違
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
後
に
み
る
よ
う
な
穂
水
方
式
の
大
巾
改
善
に
少
な
か
ら
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ざ
る
影
響
を
は
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
水
の
合
理
的
な
利
用
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
新
旧
二
つ
の
水
利
単
元
や
水
利
集
団
が

併
存
す
る
状
態
は
種
々
の
不
合
理
性
を
も
つ
。
こ
の
不
合
理
性
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
新
旧
二
つ
の
水
利
単
元
を
空
間
的
に
統
一
し
、
水
管

理
の
主
体
を
統
合
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
水
利
を
め
ぐ
る
地
域
シ
ス
テ
ム
の
根
本
的
な
再
編
成
は
未
だ
実
現
さ

れ
て
い
な
い
。

　
深
井
戸
揚
水
機
の
設
置
や
土
地
改
良
区
の
設
立
は
以
上
の
よ
う
な
空
間
構
造
や
問
題
点
を
も
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
近
代
的
な
水
利

施
設
の
完
成
は
笹
堰
水
系
末
端
の
諸
地
区
の
用
水
事
情
を
著
し
く
改
善
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
土
地
改
良
区
ご
と
に
独
立
し

た
水
源
を
も
ち
、
土
地
改
良
区
内
の
水
田
は
厳
格
な
番
水
規
制
か
ら
も
あ
る
程
度
解
放
さ
れ
、
水
の
個
別
的
利
用
－
揚
水
機
の
利
用
は
著
し

く
個
別
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
一
1
を
あ
る
程
度
実
現
し
た
。
こ
れ
ら
は
水
系
末
端
の
留
水
地
区
の
笹
堰
へ
の
依
存
度
を
大
巾
に
減
少
さ
せ
、

引
い
て
は
笹
堰
水
利
地
域
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
構
造
を
空
洞
化
あ
る
い
は
解
体
さ
せ
る
重
要
な
要
因
に
な
る
。
水
上
地
区
が
も
っ
て
い
た
水
利
用

上
の
優
位
性
や
特
権
は
漸
次
、
相
対
的
に
も
絶
対
的
に
も
弱
ま
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
地
域
秩
序
の
変
化
を
背
景
に
し
て
、
昭

和
四
十
五
年
に
従
来
の
水
配
分
方
式
の
大
巾
改
善
が
行
な
わ
れ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
又
、
地
域
秩
序
の
再
編
を
促
進
し
た
。
次

に
こ
れ
を
具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
C
、
配
水
方
式
の
改
善
と
地
域
秩
序
の
変
化
　
前
章
で
紹
介
し
た
よ
う
に
笹
堰
用
水
の
配
分
は
番
水
方
式
と
散
し
方
式
の
二
本
立
て
で
行
な

わ
れ
て
い
る
。
深
井
戸
揚
水
機
が
設
置
さ
れ
た
留
水
地
区
も
、
笹
堰
用
水
へ
の
依
存
度
を
柏
対
的
に
低
下
さ
せ
な
が
ら
も
番
水
か
ら
離
脱
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
依
存
度
が
な
お
著
し
く
強
固
で
あ
っ
た
昭
和
三
十
五
年
当
時
の
地
域
秩
序
を
復
原
し
た
の
が
前
章
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
紹
介
し
た
よ
う
に
羊
水
方
式
の
水
配
分
に
於
て
は
、
第
一
回
の
留
水
に
限
っ
て
地
区
間
の
タ
イ
ム
ラ
ヅ
グ
を
縮
小
さ
せ
る
た
め
に
、
複
数
地

区
－
普
通
二
地
区
一
を
同
時
に
混
水
さ
せ
る
こ
と
が
古
く
か
ら
部
分
的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
第
二
回
以
降
の
番
水
は
一
地
区
ず

つ
行
な
わ
れ
、
そ
の
間
に
多
く
の
散
し
期
間
を
介
在
さ
せ
て
い
た
の
で
、
一
圓
の
番
水
に
は
一
・
五
ヵ
月
を
も
要
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
水

利
慣
行
お
よ
び
配
水
方
式
で
は
水
下
地
区
に
深
刻
な
用
水
不
足
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
一
七
地
区
の
間
に
水
利
を
め
ぐ
る
階
層
的
な
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と
こ
ろ
が
方
式
が
改
善
さ
れ
た
昭
和
四
十
五
年
に
は
、
五
月
一
七
日
か
ら
始
め
て
早
く
も
五
月
三
一
日
に
は
一
回
目
を
終
了
し
て
い
る
。

か
一
四
日
で
透
水
を
一
巡
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
際
、
従
来
の
よ
う
に
貰
水
を
前
後
二
回
に
分
け
て
行
な
う
こ
と
は
中
止
さ
れ
た
。

必
要
が
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
だ
が
、
番
水
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
短
縮
は
第
二
回
以
降
の
雪
水
に
於
て
よ
り
悪
し
い
。
第
二
回
以
降
の
番
水
は
従
来
　
地
区
ず
つ
行
な
わ
れ

て
い
た
が
、
こ
れ
を
も
完
全
に
二
地
区
同
時
留
水
に
し
た
か
ら
で
あ
る
（
第
8
図
参
照
）
。
こ
れ
に
よ
る
番
水
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
短
縮
の
程
度

地
域
秩
序
が
形
成
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
同

一
水
系
に
沿
う
留
水
地
区
あ
る
い
は
村
落
間
の
セ
ク
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
を
助
長
す
る
。
こ
の
よ
う
な
水
利
地
域
内
の
矛

盾
（
地
域
矛
盾
）
の
根
本
原
因
と
な
っ
て
い
た
水
配
分
方

式
が
昭
和
四
十
五
年
か
ら
大
巾
に
改
善
さ
れ
た
。
即
ち
、

こ
の
年
の
第
一
回
番
水
か
ら
複
数
地
区
の
同
時
留
水
が
普

遍
化
さ
れ
た
。
昭
和
四
十
六
年
の
第
一
二
番
水
で
は
三
地

区
同
時
番
水
を
一
部
試
み
た
が
、
こ
れ
で
は
三
地
区
に
充

分
水
が
圓
り
切
ら
な
い
の
で
中
止
し
、
以
後
は
二
地
区
ご

と
の
番
水
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
当
然
、
番
水
の
ロ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
は
著
し
く
早
ま
っ
た
。
例
え
ば
昭
和
四
十
三

年
の
第
一
園
番
水
（
第
4
図
参
照
）
で
は
七
團
の
同
時
番
水

を
入
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
全
地
区
の
番
狂
は
五
月
一

七
日
か
ら
六
月
一
一
日
ま
で
、
二
五
日
間
を
要
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
は
や
そ
の
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は
、
第
5
図
と
第
8
図
を
比
較
し
て
み
れ
ば
歴
然
と
し
て
い
よ
う
。
つ
ま
り
、
昭
和
三
十
五
年
の
第
四
回
番
水
は
、
日
程
表
に
よ
れ
ば
七
月
二

三
日
か
ら
九
月
七
日
ま
で
、
四
六
・
五
日
中
要
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
昭
和
五
十
年
の
第
三
回
番
水
は
七
月
五
日
に
始
ま
り
二

二
日
に
早
く
も
完
了
し
て
い
る
。
こ
れ
に
要
し
た
日
数
は
わ
ず
か
一
七
日
で
あ
っ
て
、
昭
和
三
十
五
年
当
時
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
に
短
縮
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
宝
塔
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
大
巾
短
縮
に
よ
っ
て
合
理
的
な
水
管
理
が
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ

う
な
利
益
を
よ
り
多
く
享
受
し
た
の
は
水
系
末
端
の
諸
地
区
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
か
く
て
ま
す
ま
す
、
地
理
的
な
位
置
に
基

因
す
る
地
区
間
の
不
平
等
は
緩
和
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
階
層
性
の
平
準
化
、
階
層
的
な
地
域
秩
序
の
解
体
に
他
な
ら
な
い
。

　
だ
が
、
よ
り
注
目
さ
れ
る
の
は
、
改
善
さ
れ
た
新
し
い
配
水
方
式
は
単
に
取
水
ロ
1
テ
ー
シ
ョ
ン
を
縮
め
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
水
の
間
に

介
在
し
て
い
た
散
し
期
間
、
従
っ
て
散
し
水
を
大
巾
に
減
少
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
昭
和
三
十
五
年
の
第
四
回
番
水
を
例
に
と
る

と
、
延
べ
日
数
四
六
・
五
日
の
う
ち
散
し
期
間
は
二
二
・
五
日
（
五
〇
・
五
％
）
を
占
め
て
い
た
。
笹
身
用
水
の
ほ
ぼ
半
分
が
散
し
水
に
回
さ

れ
て
い
る
計
算
で
あ
る
。
こ
の
散
し
水
を
物
的
な
基
礎
に
し
て
小
白
川
・
前
田
の
両
地
区
は
他
に
優
勢
な
地
位
を
築
き
あ
げ
て
い
た
こ
と
は
既

に
指
摘
し
た
。
と
こ
ろ
が
配
水
方
式
が
改
善
さ
れ
た
後
の
例
え
ば
昭
和
五
十
年
度
の
第
三
回
番
水
を
み
る
と
、
延
べ
日
数
「
七
日
の
う
ち
散
し

は
延
べ
四
日
（
二
三
・
五
％
）
し
か
占
め
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
玉
水
方
式
の
改
善
に
伴
っ
て
散
し
瞬
数
の
占
め
る
割
合
は
半
減
し
、
笹
堰
用

水
の
四
分
の
一
し
か
散
し
水
に
回
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
散
し
水
の
減
少
は
、
小
白
川
・
前
田
の
優
勢
な
地
位
を
悟
り
崩
す
も

の
で
あ
り
、
両
地
区
を
頂
点
に
し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
階
層
的
な
地
域
秩
序
を
解
体
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
水
利
を
め
ぐ
る

地
区
あ
る
い
は
村
落
間
の
根
互
関
係
の
平
等
化
・
平
準
化
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
、
上
で
み
た
よ
う
な
水
利
地
域
の
地
域
秩
序
に
生
じ
た
客
観
的
な
変
化
が
、
諸
他
の
社
会
関
係
に
明
瞭
に
顕
在
化
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
留
水
許
可
証
の
承
認
印
を
小
白
川
・
前
田
の
二
地
区
お
よ
び
妙
見
寺
村
落
か
ら
受
け
る
と
い
う
慣
行
は
今
日
も
続
い
て
い
る
し
、

笹
堰
水
利
組
合
長
を
小
白
川
地
区
か
ら
選
出
す
る
と
い
う
内
規
も
廃
止
さ
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
年
一
度
の
水
神
祭
り
に
小
白
州
の
四
名
が
客

分
と
し
て
招
待
さ
れ
る
慣
行
も
続
い
て
い
る
。
勿
論
、
こ
の
よ
う
な
慣
行
は
以
前
の
よ
う
に
階
層
的
な
地
域
秩
序
に
強
固
に
裏
付
ち
さ
れ
た
慣
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行
と
言
う
よ
り
は
、
全
く
歴
史
的
な
伝
統
の
継
承
さ
れ
た
も
の
か
、
さ
も
な
く
ば
一
定
の
合
理
性
を
も
つ
慣
行
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
妙
見

寺
が
許
可
証
に
顔
を
出
す
の
は
前
者
の
例
で
あ
ろ
う
し
、
小
白
川
・
前
田
が
承
認
印
を
押
す
の
も
、
溜
水
作
業
上
必
要
な
事
務
処
理
か
も
し
れ

な
い
。
ま
た
堰
口
に
最
も
近
い
小
白
川
地
区
か
ら
分
水
係
（
委
員
長
）
を
選
出
す
る
の
も
合
理
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
し
、
そ
の
労
を
ね
ぎ
ら
う

た
め
に
招
待
す
る
の
も
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
旧
来
の
慣
行
の
本
格
的
な
改
廃
と
い
う
形
で
は
顕
在
化
し
な
い
が
、
笹
堰
水
利
地
域

の
内
部
構
造
の
変
化
は
着
実
に
進
行
し
て
い
る
と
言
え
る
。
従
来
水
下
地
区
が
小
白
川
・
前
田
の
農
民
に
対
し
て
も
っ
て
い
た
「
畏
敬
の
念
」

は
、
今
日
大
い
に
形
骸
化
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
の
は
こ
の
こ
と
を
傍
証
し
て
い
て
興
味
深
い
。
　
そ
の
よ
う
な
精
神
構
造
の
物
的
基
礎
（
地
域

秩
序
）
が
失
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。
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結
び
に
代
え
て

　
第
三
章
で
み
た
よ
う
な
階
願
的
な
地
域
秩
序
は
、
前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
漸
次
変
化
し
て
き
た
。
散
し
水
に
基
礎
を
お
い
た
小
白
川
・
前

田
の
特
権
を
弱
め
、
地
区
聞
の
階
層
性
を
空
洞
化
し
た
の
は
、
直
接
的
に
は
深
井
戸
揚
水
機
の
普
及
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
前
提
に
し
た
配
水

方
式
の
改
善
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
新
方
式
を
第
一
回
番
水
の
み
で
な
く
第
二
回
以
降
の
番
水
に
ま
で
導
入
さ
せ
た
条
件
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
は
決
し
て
単
純
で
は
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
地
域
の
農
業
一
農
村
内
外
の
多
く
の
要
因
が
複
雑
に
か
ら
ん
だ
一
つ
の
歴
史
的
な
帰
結
で

あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
な
配
水
方
式
の
大
巾
改
善
は
、
昭
和
四
十
五
年
の
第
一
回
番
水
の
協
議
の
席
上
で
、
あ
る
地
区
か
ら
提
案

さ
れ
、
簡
単
な
協
議
の
上
で
直
に
実
施
に
移
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
委
員
長
（
小
白
川
選
出
）
の
話
に
よ
れ
ば
、
　
「
や
っ
て
み
る
と
う
ま
く
行
く

の
で
そ
の
後
も
続
け
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
小
白
川
や
前
田
の
代
表
が
強
く
反
対
し
た
と
い
う
話
し
は
聞
か
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、

新
方
式
が
導
入
さ
れ
た
昭
和
四
十
五
年
以
前
に
既
に
、
小
肉
川
や
前
田
の
二
地
区
が
旧
慣
に
強
く
執
着
で
き
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
固
執
す
る

必
要
の
あ
る
よ
う
な
客
観
的
な
条
件
が
喪
失
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
水
利
を
め
ぐ
る
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
構
造
は
、
既
に
空
洞
化
あ
る

い
は
解
体
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
変
化
の
主
要
因
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
水
系
末
端
の
諸
地
区
に
普
及
し
た
深
井
戸
揚
水
機
で
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あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
諸
地
区
は
強
い
自
律
性
を
持
つ
と
と
も
に
相
互
に
緊
密
に
結
ば
れ
た
。
ま
た
新
し
い
水
源
に
よ
り
用
水
量
は

増
加
し
て
い
く
の
に
対
し
て
、
市
街
地
の
拡
大
で
水
田
は
減
少
し
て
き
た
の
で
、
農
業
用
水
は
各
地
区
と
も
根
対
的
に
潤
沢
に
な
っ
て
き
た
。

そ
れ
に
伴
っ
て
用
水
を
め
ぐ
る
地
区
間
の
競
合
関
係
も
漸
次
美
禰
さ
れ
る
と
と
も
に
水
上
地
区
の
優
位
性
も
低
下
す
る
。
水
利
を
め
ぐ
る
地
区

間
の
関
係
は
平
等
化
す
る
。
そ
し
て
更
に
重
要
な
こ
と
は
農
村
社
会
の
構
造
変
化
で
あ
っ
て
、
非
農
家
の
増
大
や
兼
業
化
の
進
展
に
よ
っ
て
村

落
組
織
の
空
洞
化
・
解
体
あ
る
い
は
村
落
意
識
の
稀
薄
化
と
い
う
現
象
が
急
速
に
進
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
水
利
地
域
の
内
部
構
造
は
元
々
近

世
的
な
村
落
秩
序
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
村
落
構
造
の
変
化
に
よ
っ
て
村
落
的
な
セ
ク
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
や
特
権
意
識
は
漸
次
稀
薄
化
し
て
い
く
。
そ
れ
は
水
利
集
団
1
1
村
落
と
い
う
対
応
関
係
を
破
壊
し
、
水
の
村
落
的
支
配
を
弱
め
て
い
く
。

そ
の
過
程
を
南
館
・
吉
原
に
つ
い
て
み
た
が
、
こ
の
よ
う
な
変
化
は
こ
の
二
村
落
に
限
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
主
と
し
て
昭
和
三
十
年
前
後

か
ら
進
展
し
て
き
た
農
業
一
農
村
内
外
の
条
件
変
化
、
そ
れ
ら
歴
史
的
な
変
化
の
集
中
的
な
現
わ
れ
と
し
て
配
水
方
式
の
大
巾
改
善
が
行
な
わ

れ
、
そ
れ
が
ま
た
地
域
秩
序
の
変
容
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
艦
影
水
利
地
域
は
目
下
急
激
な
変
化
の
過
程
に
あ
る
。
そ
の
変
化
の
方
向
一

そ
れ
は
本
文
中
で
も
一
部
示
唆
し
て
お
い
た
の
だ
が
一
は
詳
か
で
は
な
い
。

①
　
例
え
ば
玉
城
哲
他
『
日
本
農
業
に
お
け
る
個
劉
的
水
利
用
の
成
立
条
件
に
関
す

　
る
研
究
』
　
（
水
利
科
学
研
究
所
・
一
九
穴
一
）
　
永
田
恵
十
郎
『
前
掲
書
』
。

②
　
永
田
恵
十
郎
『
前
掲
歎
口
』
一
七
～
一
八
頁
。

③
例
え
ば
昭
和
二
十
二
年
八
月
の
小
作
農
率
・
小
自
俘
農
率
を
み
る
と
、
旧
南
沼

　
原
村
四
三
・
○
％
、
二
三
・
九
％
、
計
穴
六
・
九
％
、
旧
飯
塚
村
三
五
・
一
％
、

三
五
・
一
％
、
計
七
〇
・
二
％
、
叢
叢
沢
村
三
四
・
六
％
、
三
〇
・
二
％
、
計
六

四
・
八
％
で
あ
る
。
因
み
に
山
形
県
全
体
で
は
一
　
一
四
・
八
％
、
二
二
・
七
％
、
計

五
七
・
五
％
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
旧
来
の
水
利
慣
行
の
改
編
を
い
ち
じ
る
し
く

困
難
に
し
て
い
た
と
言
え
る
。
資
料
は
山
形
県
知
事
室
調
査
課
『
昭
和
二
十
三
年

山
形
県
統
計
書
』
　
（
一
九
畷
九
）
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
山
形
大
学
教
養
部
助
教
授
・
田
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century，　the　growth　of　the　1〈nightly　class，　and　the　formation　of　the

representative　parliament．　Nowadays　we　also　1〈now　that　their　theory

must　be　keen1y　criticized　by　the　mote　positive　studies　at　various　points．

But　it　seems　that　we　should　recognize　the　merits　of　their　ldea，　the

community　of　the　realm　or　commecnitas　regni．　So　in　this　article，　affected

by　this　idea　in　a　sense，　we　try　to　analize　the　governmental　power　in

the　feudal　state，　especially　the　power　of　the　King’s　Council　new！y

established　during　the　movement．

The　Regional　Order　in　the　Modern　Villages　and　its　Transition

　　　　　　　　Taklng　the　Case　of　Sasagefei笹堰Water　Supply　Area

by

Masao　Hamatani

　　Japanese　rural　society　is　now　undergoing　a　radical　change　as　the

social　conditions　in　and　around　the　agricultural　life　changes．　Scientists

of　our　days，　above　a11　geographers，　think　it　important　to　examine　the

actual　state　of　modern　villages．　ln　this　article，　taking　the　case　of

Sasa2elei　water　supply　area，　1　would　like　to　investigate　into　the　social

structure　of　the　area　under　an　agricultural　water　supply　and　its　chang－

ing　proc6ss．　This　case　study　will　make　the　change　of　modern　villages

clear，　and　contribute　to　the　development　of　‘area　study’，　whick，　I

think，　is　the　fundamental　theory　of　geography．

　　Sasa2elei　water　supply　area　was　subdivided　into　seventeen　small　areas

which　were　the　basic　units　to　get　water　supply．　These　sub－areas，

corresponding　to　the　rura！　communities　in　the　feudal　age，　were　apt　to

be　independent　and　opposed　one　another．　Water　for　agriculture　was

distribhted　to　the　sub－areas　by　two　methods．　By　bansui番水method

water　was　distributed　equal！y　to　the　seventeen　sub－areas，　whi！e　by

chiPtashi散しmethod　there　was　an　order　of　priority　according　to　the

locatioR　of　the　sub・areas．　Since　30’s　of　Sh6wa昭和era，　however，　this

water　supply　system　and　sectionalism　of　the　sub－areas　have　been　gra－

dually　undergoing　a　change，　whose　causes　and　phases　1　wi11　examine

in　this　paper．
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