
現
代
中
国
農
村
の
生
活
空
間

一
江
蘇
省
六
合
県
の
ば
あ
い
一

小

島

泰

雄

【
要
約
】
　
生
活
空
間
の
重
層
性
に
着
目
し
つ
つ
、
現
代
中
国
農
村
に
お
け
る
生
活
空
間
と
社
会
生
活
の
相
互
関
係
の
一
端
の
解
明
を
目
的
と
し
た
、
農
村

調
査
に
基
づ
く
実
態
的
検
討
が
本
稿
で
は
行
わ
れ
る
。
中
国
農
村
研
究
の
有
力
な
分
析
枠
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ス
キ
ナ
ー
の
市
場
社
会
概
念
の
再
考
も
本
稿

の
射
程
の
一
部
を
構
成
す
る
。
二
八
戸
の
調
査
村
は
小
村
的
集
落
形
態
を
も
つ
稲
叢
村
で
あ
り
、
村
民
小
組
と
し
て
生
産
隊
の
領
域
性
を
継
承
し
て
い
る
。

生
業
と
し
て
の
農
業
に
お
い
て
、
生
産
責
任
制
導
入
以
降
の
強
固
な
家
族
経
営
の
も
つ
個
別
性
に
対
し
て
、
村
民
小
組
レ
ベ
ル
に
確
認
さ
れ
る
村
落
は
、

そ
の
生
活
と
生
産
の
二
重
の
近
接
性
に
支
持
さ
れ
、
家
族
経
営
の
補
完
的
機
能
を
微
弱
な
が
ら
も
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
生
産
・
生
活
の
多
段
階
に
農
民

と
集
市
・
蚕
繭
と
の
経
済
的
関
係
が
見
ら
れ
、
そ
の
範
域
で
あ
る
市
場
圏
の
特
徴
と
し
て
大
規
模
性
と
不
均
質
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
婚
姻
を
め
ぐ
る
検
討

か
ら
は
、
村
落
が
外
婚
単
位
的
傾
向
を
示
す
こ
と
、
市
場
圏
は
調
査
村
の
通
婚
圏
を
内
包
す
る
が
そ
の
婚
姻
の
過
程
に
は
市
場
社
会
概
念
的
な
原
理
は
認

め
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
四
巻
三
号
　
一
九
九
丁
年
五
月

現代中国農村の生活空間（小島）

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ス
キ
ナ
！
の
四
川
省
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
研
究
は
、

市
・
中
心
地
研
究
の
古
典
と
し
て
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

地
理
学
で
は
、
そ
の
整
形
さ
れ
た
正
六
角
形
モ
デ
ル
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
定
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

同
じ
こ
の
研
究
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
市
場
社
会
（
護
三
碧
ぎ
σ
q
O
。
ヨ
き
信
a
釘
）
概
念

は
、
以
後
の
中
国
農
村
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

ス
キ
ナ
ー
は
市
場
町
を
三
階
層
に
分
け
、
そ
の
最
下
層
の
基
層
市
場
町
の
取
引
範
囲
で
あ
る
市
場
圏
を
社
会
単
位
と
み
な
し
、
市
場
社
会
と
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呼
ん
だ
。
こ
の
正
気
社
会
概
念
は
、
二
つ
の
認
識
に
基
づ
い
て
導
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ス
キ
ナ
ー
は
、
五
〇
歳
ま
で
に
三
〇
〇
〇
回
と

象
徴
的
に
示
さ
れ
た
、
農
民
の
定
期
市
へ
の
参
集
頻
度
の
高
さ
に
よ
っ
て
、
市
場
圏
全
域
に
定
期
市
で
の
交
流
を
媒
介
と
し
た
農
民
の
面
識
が

ひ
ろ
が
る
と
考
え
、
市
場
圏
全
域
に
関
す
る
農
民
の
等
質
的
な
認
知
地
図
を
想
定
す
る
。
そ
し
て
こ
の
面
識
に
墓
つ
い
て
、
市
場
圏
を
範
域
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

し
た
、
婚
姻
な
ど
の
社
会
関
係
が
発
生
し
、
宗
族
や
秘
密
結
社
な
ど
の
社
会
組
織
が
形
成
さ
れ
る
と
す
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
認
識
は
、
市
場
圏

を
文
化
単
位
と
見
な
す
も
の
で
あ
り
、
度
量
衡
・
民
問
伝
承
・
言
葉
な
ど
の
文
化
項
目
に
お
い
て
、
市
揚
圏
間
に
差
異
が
存
在
す
る
と
し
て
い

⑤
る
。　

市
場
社
会
概
念
の
導
出
過
程
に
つ
い
て
、
も
う
一
点
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
村
落
と
市
場
圏
の
評
価
で
あ
る
。
経
済
的
関
係
の
み
な
ら
ず
社

会
的
関
係
ま
で
も
村
落
の
枠
を
越
え
て
発
生
し
て
い
る
と
い
う
観
察
に
基
づ
い
て
、
ス
キ
ナ
ー
は
、
従
来
の
中
国
農
村
の
人
類
学
的
研
究
が
、

単
一
村
落
内
で
の
研
究
に
終
始
す
る
コ
ミ
ェ
ニ
テ
ィ
・
ス
タ
デ
ィ
的
限
界
を
持
っ
て
い
た
点
を
指
摘
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
村
落
を
越
え
て
発

生
し
た
諸
関
係
の
ほ
と
ん
ど
は
市
場
圏
内
に
完
結
す
る
と
想
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
キ
ナ
ー
は
社
会
・
経
済
的
関
係
に
お
け
る
村
落
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

開
放
性
と
市
場
圏
の
閉
鎖
性
を
相
対
的
に
捉
え
た
う
え
で
、
市
場
社
会
概
念
を
提
示
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
市
場
社
会
概
念
は
、
新
た
な
分
析
の
枠
組
と
し
て
ス
キ
ナ
ー
以
後
の
研
究
に
多
大
の
影
響
を
与
え
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
画
期
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

な
も
の
で
あ
っ
た
。
ナ
ッ
プ
の
台
湾
北
部
農
村
に
お
け
る
研
究
は
、
ス
キ
ナ
ー
以
後
の
研
究
状
況
を
端
的
に
表
し
た
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

こ
の
研
究
は
台
湾
農
村
社
会
に
お
け
る
社
会
経
済
的
「
基
礎
単
位
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
生
産
物
販
売
や
消
費
財
購
入
な

ど
の
経
済
活
動
と
、
宗
教
や
婚
姻
な
ど
の
社
会
関
係
の
分
析
形
態
を
実
態
的
に
検
討
し
た
興
味
深
い
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
分

析
に
際
し
て
は
、
そ
の
出
発
点
か
ら
市
場
厚
東
空
間
ス
ケ
ー
ル
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
「
基
礎
単
位
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
そ
の
目
的
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
村
落
は
考
察
の
対
象
外
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
ナ
ッ
プ
の
研
究
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
村
落
の
軽
視
と
呼
び
得
る
観
点
は
、

市
場
社
会
概
念
の
受
容
過
程
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
日
本
に
お
い
て
は
、
ス
キ
ナ
ー
の
市
場
社
会
概
念
の
受
容
は
、
主
に
歴
史
学
の
分
野
に
お
い
て
進
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
歴
史
学
的
研
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現代中国濃i村の生活空間（小島）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

究
の
主
眼
は
封
建
的
社
会
構
造
の
解
明
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
採
用
し
た
生
活
空
間
研
究
の
視
点
か
ら
、
日
本
に
お
け
る

市
場
社
会
概
念
の
導
入
前
後
の
研
究
状
況
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
日
中
戦
争
期
に
行
わ
れ
た
農
村
実
態
調
査
に
よ
っ
て
、
中
国
農
村
に
お
け
る
村
落
共
同
体
の
存
在
は
否
定
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
福
武
直
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
存
在
を
否
定
さ
れ
た
村
落
共
同
体
を
、
土
地
共
有
制
的
、
血
縁
的
、
孤
立
小
宇
宙
的
と
い
う
、
三
種
類
の
共
同
体
に
ま
と
め
て
い
る
。
中
国

農
村
を
理
解
す
る
た
め
の
仮
説
と
し
て
提
示
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
共
同
体
概
念
は
、
い
ず
れ
も
反
証
の
提
示
に
よ
る
実
証
的
否
定
を
受
け
た
わ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
農
民
の
生
産
・
生
活
レ
ベ
ル
に
お
け
る
村
落
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
生
活
空
間
と
し
て
の
村
落
に
関
し
て
市
場
社
会
概
念
の
導
入
以
前
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
農
民
の
相
互
関
係
の
少
な
か

ら
ざ
る
部
分
が
村
落
を
超
出
し
て
発
生
し
て
い
る
こ
と
と
、
村
落
の
共
同
体
的
機
能
が
一
般
に
微
弱
で
あ
っ
た
こ
と
の
二
点
に
集
約
さ
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
村
落
共
同
体
の
存
在
の
否
定
が
否
定
に
止
ま
り
、
代
替
的
な
準
拠
枠
を
生
み
出
し
得
な
か
っ
た
点
が
、
一
九
七
〇
年
前
後
の
市
場
圏
論
の
登

場
に
一
定
の
前
提
を
与
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ス
キ
ナ
ー
の
帯
場
祉
会
概
念
の
影
響
下
に
展
開
さ
れ
た
市
場
圏
論
は
、
中
国
農
村
に
関
す

る
村
落
共
同
体
的
理
解
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
地
主
制
的
支
配
と
の
関
連
か
ら
理
論
的
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
市
場
圏
を
中
国
農
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
⑰

に
お
け
る
社
会
・
経
済
的
に
最
も
重
要
な
隠
沼
と
す
る
認
識
を
共
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
市
場
圏
に
関
し
て
は
、
通
婚
圏
や
祭
祀
圏
と
の
分

布
的
対
応
が
文
献
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
実
態
的
研
究
は
経
済
圏
的
側
面
を
含
め
て
、
全
く
手
薄
な
状
態
に
止
ま
っ
て
い
る
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
市
場
社
会
概
念
に
つ
い
て
、
ス
キ
ナ
ー
以
降
、
実
証
的
研
究
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
「
社
会
生
活
の
い
と
な
ま
れ
る
空
間
的
基
盤
」
で
あ
る
生
活
空
間
は
、
本
質
的
に
重
層
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
伝
統
的
な
日
本
農
村
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

い
て
は
、
村
落
が
基
礎
地
域
と
し
て
、
重
層
的
な
生
活
空
間
の
中
で
極
め
て
強
い
機
能
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
日
本
農
村
を
対
象
と
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

生
活
空
間
研
究
は
村
落
を
考
察
の
中
心
に
置
い
て
進
め
ら
れ
て
来
た
と
言
え
よ
う
。
そ
う
し
た
生
活
質
問
研
究
の
課
題
は
、
社
会
生
活
と
生
活

空
間
の
相
互
関
係
の
解
明
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
活
空
聞
研
究
は
社
会
生
活
の
空
間
的
ひ
ろ
が
り
の
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
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と
同
時
に
、
生
活
空
間
の
社
会
生
活
へ
の
作
用
構
造
を
解
読
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
上
述
の
研
究
状
況
の
展
望
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
国
農
村
の
生
活
空
間
の
存
在
形
態
は
、
国
本
農
村
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
村
落
に
社
会

生
活
の
諸
機
能
が
集
中
し
て
ゆ
く
性
格
の
も
の
と
は
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
日
本
に
お
け
る
村
落
を
市
場
圏
に
置
き
換
え
て

考
え
れ
ば
中
国
農
村
の
生
活
空
間
を
語
り
得
る
と
考
え
る
に
は
、
我
々
の
掌
中
に
あ
る
情
報
、
す
な
わ
ち
研
究
の
蓄
積
は
あ
ま
り
に
も
不
十
分

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
本
稿
の
醤
的
は
、
中
国
農
村
に
お
け
る
生
活
空
間
と
農
民
の
生
産
・
生
活
と
の
相
互
関
係
の
解
明
を
め
ざ
し
、
そ
の

端
緒
と
な
る
べ
き
実
態
的
検
討
を
行
う
こ
と
に
あ
る
。

　
本
来
、
重
層
的
で
あ
る
生
活
空
間
の
分
析
に
際
し
て
、
上
述
の
展
望
か
ら
自
ず
と
導
か
れ
る
よ
う
に
、
村
落
と
市
場
圏
を
中
国
農
村
に
お
い

て
何
ら
か
の
機
能
を
有
す
る
生
活
空
間
と
し
て
仮
説
的
に
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
生
活
空
間
を
複
眼
的
に
扱
う
試
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
、
早
く
福
武
直
に
よ
っ
て
「
町
村
共
同
体
」
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
ス
キ
ナ
ー
の
市
場
社
会
概
念
に
は
都
鄙
共
同
体
的
な
発
想
を
占
い
だ

　
　
　
　
　
　
　
⑫

す
こ
と
が
で
き
る
が
、
都
鄙
共
同
体
自
体
は
、
サ
…
ビ
ス
機
能
を
中
心
と
し
た
、
農
家
と
地
方
中
心
地
の
直
接
的
な
結
び
付
き
が
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
合
衆
国
の
農
村
に
お
け
る
モ
デ
ル
で
あ
る
。
生
産
・
生
活
を
個
別
経
営
体
レ
ベ
ル
で
完
結
し
得
な
い
小
農
的
性
格
の
強
い
中

国
農
村
に
、
こ
の
都
郡
共
同
体
を
直
霊
的
に
適
用
す
る
こ
と
の
不
完
全
性
は
、
す
で
に
福
武
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ

れ
と
同
時
に
福
武
は
、
自
ら
行
っ
た
華
中
農
村
の
実
態
調
査
に
基
づ
い
て
、
村
落
に
集
団
累
積
性
を
認
め
た
上
で
、
農
民
と
地
方
中
心
地
と
の

経
済
的
関
係
を
も
視
野
に
収
め
た
町
村
共
同
体
概
念
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
提
示
者
自
身
に
よ
っ
て
も
、
実
証
的
展
開
を
含

め
て
、
研
究
を
深
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
点
で
こ
の
町
村
共
同
体
概
念
は
市
場
社
会
概
念
と
類
似
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

学
び
つ
つ
、
以
下
、
江
蘇
省
六
合
県
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ
い
て
、
中
国
農
村
の
生
活
空
間
の
考
察
を
進
め
て
行
き
た
い
。

　
①
　
O
．
を
’
u
o
江
言
。
ざ
寓
㊤
蒔
Φ
け
一
p
σ
q
雪
二
ω
。
g
巴
Q
Q
鉾
口
9
罎
。
一
。
菊
旨
a
O
三
箒
p
　
　
　
　
　
る
定
期
市
の
規
範
的
検
討
」
（
『
人
文
地
理
』
三
八
－
四
、
一
九
八
六
）
特
に
三
〇

　
　
§
馬
旨
ミ
謡
ミ
ミ
臥
蔑
§
炉
の
ミ
ミ
塗
く
。
一
．
卜
。
倉
お
⑦
膳
（
邦
訳
”
今
井
清
一
他
訳
　
　
　
　
　
七
1
三
〇
八
頁
参
照
。
ま
た
、
モ
デ
ル
化
以
前
の
定
期
市
の
分
布
把
握
の
現
実
と

　
　
『
中
国
農
村
の
市
場
・
社
会
構
造
』
法
律
文
化
社
、
一
九
七
七
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
乖
離
に
つ
い
て
の
報
告
と
し
て
、
　
｝
一
§
α
q
出
。
μ
σ
q
｝
ぎ
σ
q
噛
U
翼
二
σ
葺
¢
o
霧
o
h

　
②
　
モ
デ
ル
化
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
多
目
利
明
「
デ
カ
ソ
高
原
南
端
部
に
お
け
　
　
　
　
0
2
㌶
巴
℃
冨
8
ω
翼
。
p
『
ξ
0
7
窪
σ
q
含
貯
ω
。
鼠
H
毛
①
簿
Ω
臥
葛
、
H
．
O
．
d
、
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閃
。
σ
q
一
〇
葛
一
〇
〇
三
年
夏
8
じ
ご
。
ご
一
p
σ
Q
い
一
㊤
り
P

③
ω
登
霞
①
び
。
℃
．
9
f
や
ω
“
。
．

④
き
ミ
‘
娼
や
ω
㌣
。
。
O
■

⑤
　
＆
凡
3
℃
や
ω
O
ム
O
．

⑥
　
開
放
性
・
閉
鎖
性
は
「
社
会
の
分
析
解
明
の
出
発
点
な
い
し
根
底
と
な
る
べ
き

　
も
の
で
あ
る
」
。
　
臼
井
二
尚
「
日
本
村
落
の
封
鎖
性
と
開
放
性
」
（
『
京
都
大
学
文

　
学
部
研
究
紀
要
』
五
、
一
九
五
九
）
一
頁
。

⑦
閃
。
舜
置
ρ
内
舜
℃
℃
㌧
鼠
餌
二
お
け
ぎ
α
Q
き
α
ω
0
9
鉱
℃
箕
8
ヨ
ω
貯
菊
霞
巴

　
H
巴
’
爵
蟄
箆
§
§
㌃
ミ
ミ
馬
抵
塁
。
叙
ミ
帖
§
＆
」
嘩
起
ミ
執
§
蕊
＄
£
ミ
慧
ミ
鯵
命
掛
㌧

　
お
刈
一
」
℃
や
一
ω
㌘
一
繍
●

⑧
趨
ミ
‘
℃
■
δ
b
。
．

⑨
ス
キ
ナ
ー
の
一
九
六
四
年
論
文
の
早
期
の
紹
介
と
し
て
は
、
斯
波
義
信
の
書
評

　
（
『
東
洋
学
報
』
四
九
i
二
、
一
九
六
六
、
九
九
一
一
一
五
頁
）
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

⑲
歴
史
学
研
究
の
展
望
と
し
て
、
内
山
雅
生
「
華
北
農
村
社
会
研
究
の
成
果
と
課

　
題
」
（
『
駿
台
史
学
』
四
〇
、
一
九
七
七
）

⑪
策
北
、
華
北
、
華
中
の
農
村
で
行
わ
れ
た
実
態
調
査
の
な
か
で
、
華
北
農
村
に

　
つ
い
て
法
社
会
学
的
な
方
法
論
の
下
に
進
め
ら
れ
た
慣
行
調
査
は
そ
の
代
表
と
さ

　
れ
る
。
『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
（
全
六
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
一
五
八
）

⑫
旗
田
鋭
『
中
国
村
落
と
共
同
体
理
論
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
）

⑬
　
福
武
直
『
中
国
農
村
社
会
の
構
造
』
（
福
武
直
著
作
集
九
、
東
京
大
学
出
版
会
、

　
一
九
七
六
）
二
五
六
一
二
五
九
買
、
た
だ
し
初
出
は
一
九
四
六
年

⑭
こ
の
点
に
関
し
て
共
同
体
論
の
立
場
か
ら
、
市
場
言
論
へ
の
批
判
と
し
て
、
再

　
生
産
媒
介
の
物
質
的
条
件
の
究
明
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
田
中
正
俊
「
中
国
－
経

　
済
史
」
（
『
ア
ジ
ア
経
済
』
一
九
1
一
・
二
、
一
九
七
入
、
四
五
頁
）
ま
た
、
八
十

　
年
代
に
入
っ
て
、
日
中
戦
争
期
の
資
料
を
利
用
し
た
、
村
落
の
共
同
体
的
性
格
の

　
再
考
“
石
田
浩
『
中
国
農
村
社
会
経
済
構
造
の
研
究
隔
（
晃
洋
書
房
、
一
九
八
六
）

　
や
、
村
民
間
の
共
同
関
係
の
再
考
時
内
山
雅
生
「
近
代
華
北
農
村
社
会
に
お
け
る

　
共
岡
関
係
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
『
金
沢
大
学
経
済
学
部
論
集
隔
三
－
一
、
一
九

　
八
二
）
が
閉
始
さ
れ
て
い
る
。

⑮
　
市
場
圏
論
と
し
て
は
、
河
地
重
蔵
『
毛
沢
東
と
現
代
中
圏
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

　
房
、
一
九
七
二
、
一
三
〇
－
一
五
〇
頁
、
た
だ
し
初
出
は
一
九
六
七
年
）
お
よ
び
、

　
古
島
和
雄
『
中
国
近
代
社
会
史
研
究
』
（
研
文
出
版
、
一
九
八
ご
、
三
ー
ゴ
　
三
頁
、

　
た
だ
し
初
出
は
一
九
七
二
年
）
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

⑯
　
石
隣
【
浩
「
至
心
中
園
【
農
村
に
、
お
勘
り
る
市
場
醐
閲
と
通
傭
淵
圏
」
（
『
史
林
』
占
冠
ー
ニ
ー
五
、

　
一
九
入
○
）

⑰
　
中
村
哲
夫
「
清
末
華
北
に
お
け
る
市
場
圏
と
宗
教
圏
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
四

　
〇
1
三
、
㎝
九
七
四
）

⑱
水
津
一
朗
『
社
会
地
理
学
の
基
本
間
題
（
新
訂
増
補
）
』
（
大
明
堂
、
一
九
八
○
）

　
三
一
頁

⑲
　
同
書
、
一
四
頁

⑳
簡
潔
な
研
究
展
望
と
し
て
、
浜
谷
正
人
『
日
本
村
落
の
社
会
地
理
』
（
古
今
書

　
院
、
一
九
八
八
）

⑳
　
福
武
直
、
前
掲
書
（
一
九
七
六
）
二
六
一
頁

⑫
斯
波
義
信
の
前
掲
書
評
（
一
九
六
六
、
九
九
頁
）
も
市
場
社
会
と
都
鄙
共
同
体

　
の
近
似
性
を
述
べ
て
い
る
。

⑳
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
農
村
と
東
ア
ジ
ア
の
農
村
と
の
比
較
に
つ
い
て
述
べ
た
も

　
の
と
し
て
、
今
村
奈
良
臣
『
揺
れ
う
ご
く
家
族
農
業
』
（
柏
書
房
、
｝
九
八
六
）

⑳
現
地
調
査
は
、
一
九
八
八
年
か
ら
一
九
九
〇
年
に
か
け
て
、
四
回
、
計
二
週
問

　
あ
ま
り
実
施
さ
れ
た
。
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調
査
地
の
概
況
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（
1
）
位
置

　
地
域
分
化
の
検
討
が
地
理
学
の
伝
統
的
課
題
で
あ
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
調
査
地
の
地
域
性
の
理
解
を
抜
き
に
し
て
、
中
国
農
村
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

お
け
る
一
般
化
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
近
年
、
中
国
に
お
い
て
南
北
・
東
西
の
地
域
格
差
が
拡
大
し
つ
つ
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た

地
域
格
差
は
経
済
的
発
達
状
況
の
地
域
間
の
差
異
と
し
て
最
も
明
瞭
に
表
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
調
査
地
の
属
す
る
江
蘇

省
六
合
県
の
中
国
に
お
け
る
位
置
付
け
を
、
農
民
収
入
を
通
し
て
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
一
九
八
八
年
の
農
昆
一
人
あ
た
り
純
収
入
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
全
国
平
均
は
五
四
五
元
と
な
っ
て
い
る
。
江
蘇
省
平
均
は
七
九
七
元
で
、

三
直
轄
市
、
漸
江
省
、
広
東
省
に
次
い
で
全
国
第
六
位
で
あ
る
。
こ
の
数
字
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
一
九
八
五
年
以
来
全
国
第
一
位
の
工
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

総
生
産
額
を
誇
る
江
蘇
省
は
、
そ
の
農
村
地
域
に
お
い
て
も
中
国
に
お
け
る
経
済
的
な
先
進
地
域
を
形
成
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
続
い
て
江
蘇
省
内
部
に
お
け
る
地
域
分
化
の
検
討
を
通
し
て
、
六
合
県
の
位
置
付
け
を
考
察
す
る
た
め
に
、
農
民
収
入
の
県
別
デ
ー
タ
を
取

り
上
げ
る
（
図
一
）
。
六
合
県
の
平
均
農
民
収
入
は
六
九
四
元
で
、
江
蘇
省
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
中
位
の
経
済
水
準
に
あ
る
。
江
蘇
省
の
農
村
経
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
類
型
化
研
究
で
も
、
四
段
階
に
分
け
ら
れ
た
経
済
的
水
準
に
お
い
て
、
六
合
県
は
第
三
段
階
に
位
置
し
て
い
る
。
江
蘇
省
の
農
村
経
済
の
地

域
分
化
と
し
て
は
、
図
一
か
ら
明
瞭
に
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
大
き
な
南
北
差
が
存
在
す
る
。
省
爾
部
に
お
け
る
農
民
収
入
の
高
さ
は
、
主
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

郷
鎮
企
業
の
発
達
に
伴
う
非
農
業
収
入
の
多
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
江
蘇
省
の
農
村
地
域
に
お
い
て
、
総
生
産
額
に
占
め
る
農
業
以
外
の
生

　
　
　
　
⑧

産
額
の
割
合
は
、
無
謬
・
常
州
・
蘇
州
の
南
部
先
進
地
域
で
は
八
○
％
台
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
徐
州
・
軸
壁
の
北
部
後
発
地
域
で
は
五
〇
％

に
満
た
な
い
。
六
合
県
の
そ
れ
は
五
二
％
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
江
蘇
省
に
お
け
る
六
合
県
の
産
業
構
造
の
性
格
と
し
て
、
工
業
の
発
達
が
不

十
分
で
、
依
然
と
し
て
農
業
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
う
経
済
状
況
を
描
く
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
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（
2
）
　
概
　
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
調
査
地
は
行
政
上
、
竹
鎮
鎮
鼠
壁
村
に
属
す
る
。
竹
叢
鎮
の
中
心
集
落
で
あ
る
竹
鎮
集
鎮
は
、
六
合
県
城
の
西
北
二
四
㎞
に
あ
り
、
県
西
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

部
の
重
要
な
集
鎮
（
地
方
町
）
で
あ
る
。
竹
鎮
鎮
の
総
人
口
は
二
〇
八
九
八
人
、
う
ち
二
七
三
六
人
が
集
鎮
人
口
で
あ
る
。
農
村
地
域
は
一
四
の

行
政
村
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
粗
壁
村
は
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
農
村
地
域
の
労
働
力
と
し
て
、
九
〇
三
六
人
が
登
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
四

分
の
三
の
七
〇
三
〇
人
が
農
業
労
働
力
と
さ
れ
る
。

　
竹
鎮
鎮
は
農
業
地
域
区
分
上
、
「
鎮
台
揚
丘
陵
農
業
区
」
に
属
す
る
。
こ
の
農
業
地
域
に
お
い
て
は
、
一
般
に
、
農
民
一
人
あ
た
り
耕
地
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

江
蘇
省
内
で
は
比
較
的
広
く
、
水
稲
・
小
麦
の
二
毛
作
を
中
心
と
し
た
穀
物
生
産
が
行
わ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
一
寸
鎮
に
お
け
る
耕
地
面
積

に
対
す
る
播
種
面
積
の
比
率
を
見
る
と
、
夏
作
は
九
四
％
が
水
稲
で
あ
り
、
冬
作
は
六
九
％
が
小
麦
、
一
八
％
が
油
菜
で
あ
る
。
水
稲
に
つ
い

て
は
、
一
九
七
六
年
以
降
、
多
収
量
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
米
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、
既
に
三
圓
の
品
種
の
更
新
が
行
わ
れ
、
現
在
「
汕
優
六
三
」

が
ほ
と
ん
ど
の
水
田
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
。

　
農
業
以
外
の
産
業
と
し
て
は
、
羽
毛
加
工
、
食
品
冷
凍
加
工
な
ど
産
地
立
地
型
の
工
場
を
は
じ
め
と
し
た
鎮
営
企
業
が
、
合
計
一
五
七
七
人

の
労
働
者
を
擁
し
て
い
る
。
郷
鎮
企
業
と
し
て
は
、
鎮
営
の
他
に
、
村
営
と
個
人
経
営
・
聯
営
の
企
業
が
あ
り
、
生
産
額
で
は
村
営
以
下
の
企

業
が
全
体
の
四
分
の
一
を
占
め
て
い
る
。
工
業
以
外
の
郷
鎮
企
業
と
し
て
は
、
生
産
額
に
占
め
る
構
成
比
は
小
さ
く
な
る
が
、
建
築
業
・
運
輸

業
・
商
業
な
ど
の
主
と
し
て
地
域
内
サ
ー
ビ
ス
を
目
的
と
し
た
も
の
が
見
ら
れ
る
。

　
兆
漁
村
は
、
竹
鎮
集
鎮
の
西
お
よ
そ
二
㎞
に
位
置
し
、
地
形
的
に
は
取
跳
河
の
支
流
沿
い
の
低
平
地
と
、
そ
れ
を
囲
む
か
た
ち
で
広
が
る
、

標
高
差
二
〇
m
ほ
ど
の
丘
陵
地
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
耕
地
の
有
効
灌
瀧
面
積
比
率
は
七
四
％
で
、
電
力
ポ
ン
プ
に
よ
る
灌
概
が
、
人

民
公
社
時
期
に
整
備
さ
れ
た
水
路
を
利
用
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

　
兆
壁
村
の
戸
数
は
三
四
二
　
、
人
口
は
一
二
六
九
人
で
あ
る
。
人
民
公
社
時
期
の
生
産
大
隊
の
二
十
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
村
域
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

一
一
の
村
民
小
組
が
あ
る
。
六
七
二
の
労
働
力
の
大
部
分
（
七
九
％
）
は
農
業
労
働
力
で
あ
り
、
こ
の
ほ
か
工
業
（
六
％
）
、
建
築
業
（
＝
％
）
な
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ど
の
労
働
力
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。

　
重
点
的
な
調
査
は
、
糧
食
村
の
南
部
に
位
置
す
る
沙
子
醐
で
実
施
さ
れ
た
。
沙
子
闘
は
一
一
の
村
民
小
組
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
沙
子
醐
は
そ

の
名
の
と
お
り
砂
質
の
、
西
南
か
ら
の
び
た
丘
陵
の
先
端
に
集
落
が
立
地
し
て
お
り
、
そ
の
周
辺
に
耕
地
が
広
が
っ
て
い
る
。
景
観
的
に
は
、

小
村
的
集
落
形
態
を
呈
し
て
い
る
。
一
九
八
九
年
四
月
に
は
、
戸
数
が
二
八
戸
、
人
口
は
一
一
七
人
、
う
ち
女
性
が
五
七
人
で
あ
っ
た
。
労
働

に
従
事
し
て
い
る
八
○
人
の
う
ち
、
一
七
人
が
常
年
の
農
業
以
外
の
労
働
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
郷
戸
企
業
に
勤
め
る
者
は
九
人
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

主
と
し
て
農
業
に
従
事
し
て
い
る
六
三
人
の
う
ち
、
男
性
労
働
力
の
多
く
は
農
閑
期
に
建
築
業
を
は
じ
め
と
し
た
農
業
以
外
の
労
働
を
行
っ
て

い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
沙
子
縄
は
、
清
朝
末
期
に
王
姓
が
こ
こ
に
居
を
定
め
た
こ
と
に
そ
の
集
落
史
は
始
ま
る
と
さ
れ
る
。
現
在
、
沙
子
山
岡
に
は
そ
の
王
姓
（
六
家
族

一
＝
人
）
の
ほ
か
、
侯
姓
（
九
家
族
三
四
人
）
、
周
姓
（
五
家
族
二
四
人
）
の
比
較
的
大
き
な
宗
族
と
、
四
姓
・
戴
姓
（
各
二
家
族
）
、
下
姓
・
夏
姓
・

陳
姓
・
趙
姓
（
各
一
家
族
）
が
住
ん
で
お
り
、
雑
姓
村
落
を
構
成
し
て
い
る
。

現代中騒農村の生活空間（小島）

　
（
3
）
　
村
民
小
組
・
生
産
隊
・
自
然
村
・
集
落

　
村
民
小
組
・
生
産
隊
・
自
然
村
・
集
落
に
つ
い
て
、
そ
の
概
念
的
整
理
と
四
馬
間
の
関
係
の
明
確
化
が
本
節
の
目
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う

ち
集
落
を
除
く
三
者
は
、
い
ず
れ
も
中
国
に
お
い
て
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
ま
ず
自
然
村
と
村
民
小
組
に
つ
い
て
用
語
的

な
解
説
を
行
う
。

　
中
国
農
村
で
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
自
然
村
は
、
日
本
に
お
い
て
付
与
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
社
会
学
的
概
念
、
す
な
わ
ち
集
団
累
積
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

で
あ
り
、
か
つ
住
民
意
識
の
社
会
的
統
一
体
で
あ
る
と
い
う
意
味
内
容
を
持
た
な
い
。
実
態
と
し
て
は
、
景
観
的
概
念
と
し
て
の
集
落
と
同
義

に
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

　
村
民
小
組
は
、
行
政
単
位
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
行
政
村
の
下
位
に
あ
っ
て
、
末
端
行
政
補
完
的
な
機
能
を
持
ち
、
居
住
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⑯

地
域
に
従
っ
た
自
動
的
加
入
に
よ
る
住
民
組
織
で
あ
る
。
人
民
公
社
の
解
体
時
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
、
任
意
み
と
し
て
は
、
人
民
公
社
下
の

生
産
隊
を
引
き
継
ぐ
か
た
ち
と
な
っ
て
い
る
。

　
次
に
、
集
落
・
自
然
村
と
村
民
小
組
・
生
産
隊
と
の
空
間
的
な
対
応
関
係
を
検
討
す
る
。
表
一
は
竹
固
縮
域
（
当
時
は
竹
鎮
人
民
公
社
）
の
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

行
政
村
（
当
時
は
生
産
大
隊
）
ご
と
に
、
自
然
村
と
生
産
隊
の
数
量
的
対
応
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
自
然
村
あ
た
り
の
生
産
隊
数
は
、
竹
鎮
鎮

域
の
平
均
で
一
・
一
四
、
行
政
村
ご
と
の
数
値
は
○
・
八
か
ら
一
・
七
で
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
平
均
値
の
前
後
に
集
中
し
て
お
り
分
散
度
は

低
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
竹
鎮
鎮
域
の
自
然
村
と
生
産
隊
と
は
、
一
対
一
対
応
を
示
す
も
の
が
多
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
対
応
を
よ
り
具

体
的
に
検
討
す
る
た
め
に
、
兆
壁
村
に
お
け
る
自
然
村
と
村
民
小
組
の
対
応
関
係
を
表
し
た
の
が
表
二
で
あ
る
。
自
然
村
と
村
民
小
組
が
一
対

一
対
応
を
示
す
も
の
が
五
組
、
一
対
二
対
応
を
示
す
も
の
が
三
組
と
な
っ
て
い
る
。
調
査
地
域
の
集
落
に
は
二
十
数
戸
か
ら
な
る
小
村
的
傾
向

を
示
す
集
村
が
多
く
、
そ
う
し
た
小
村
的
集
落
は
一
般
に
一
集
落
一
村
民
小
組
と
な
っ
て
い
る
。
や
や
規
模
の
大
き
な
集
落
が
、
分
割
さ
れ
て
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表1　竹鎮鎮域の自然村と
　　　生産隊の対応関係

比　率
（B／A）

生産隊数
　（B）

自然村数
　CA）大隊名

M
H
レ
M
α
8
皿
L
o
エ
D
鎗
H
U
U
U
U

15

Q0

P2

P3

V
1
2
9
9
7
8
1
1
9
9
1
1

！1

P9

V
9
9
1
2
9
9
7
7
8
8
8
1
0

農
楽
貢
羊
画
品
山
龍
山
雲
壁
林
橋
里

元
豊
宝
輪
東
金
龍
双
黍
十
八
竹
頭
八

1．1410．99．5平均

表2　兆壁村における自然村と

　　　村民小組の対応関係

自然村名
村民小組名1戸数（戸）1人口（人）

81

O9

I1

O0

R4

Q0

V8

W3

V4

V9

X6

1
　
　
一
　
　
ユ
　
　
一
凶
　
1
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
1

50

Q7

R0

Q7

R3

Q9

Q0

Q2

T5

Q2

Q5

山
河
河
王
口
闘
余
余
銚
果
果

　
　
　
二
蠣
子

羊
東
西
井
大
沙
南
北
西
東
西

一
」
一
＝
一
」
一
一
」
一

頭
庄
王
口
山
岡
庄
銚
王

由
和
二
三
子
　
　
二

品
三
井
大
自
余
西
大

村民用維の戸数・人口は1988年のデータ



現代中国農村の生活空聞（小島）

二
村
民
小
組
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
塁
壁
村
に
お
い
て
二
村
民
小
組
か
ら
な
る
集
落
、
三
和
庄
・
余
庄
・
大
二
王
は
い
ず
れ
も
人
民
公
社
時

期
に
分
割
さ
れ
、
二
生
産
隊
に
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
四
上
間
に
は
、
空
聞
的
に
、
〈
村
民
小
組
睦
生
産
隊
払
自
然
村
1
1
集
落
〉

と
い
う
関
係
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

①
　
国
家
統
計
局
農
村
調
査
総
隊
『
中
国
農
民
収
入
研
究
』
（
山
西
人
民
出
版
社
、
一

　
九
八
七
）
七
頁

②
本
稿
で
は
、
統
計
デ
ー
タ
は
、
以
後
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
一
九
八
八
年
の
も

　
の
を
利
用
す
る
。

③
　
『
中
国
農
村
統
計
年
鑑
　
一
九
八
九
』
（
中
国
統
計
出
版
社
、
一
九
八
九
）
二
二

　
五
頁
、
三
四
三
頁
、
デ
ー
タ
の
年
次
は
　
九
八
八
年
。
な
お
、
純
収
入
と
は
、
総

　
収
入
か
ら
生
産
性
支
出
と
税
金
な
ど
を
差
し
引
い
た
も
の
で
あ
る
。

④
額
松
年
ほ
か
編
『
江
蘇
経
済
十
年
縦
論
一
九
七
八
一
一
九
八
八
』
（
南
京
出
版

　
社
、
一
九
八
九
）
六
－
七
頁

⑤
　
江
蘇
省
統
計
局
編
『
江
蘇
省
市
県
経
済
一
九
八
九
』
（
中
国
統
計
出
版
社
、
一

　
九
八
九
）
三
六
三
－
三
六
九
頁
、
デ
ー
タ
年
次
は
一
九
八
八
年
。
た
だ
し
、
明
ら

　
か
な
記
載
ミ
ス
と
考
え
ら
れ
る
、
射
陽
・
建
湖
・
大
豊
の
三
県
に
つ
い
て
は
、
総

　
収
入
と
高
い
稲
関
（
当
該
県
を
含
む
塩
城
市
轄
区
に
お
い
て
、
糎
関
係
数
○
・
九

　
二
）
を
示
す
農
畏
一
人
あ
た
り
農
村
社
会
総
生
産
額
に
よ
っ
て
修
正
し
た
。

⑥
曾
主
導
・
陸
誠
「
江
蘇
省
郷
村
経
済
類
型
的
初
歩
分
析
」
（
『
地
理
研
究
』
八
i

　
三
、
一
九
八
九
）
八
○
一
八
三
頁

⑦
前
掲
『
中
国
農
民
収
入
研
究
』
二
〇
〇
頁

⑧
前
掲
『
江
蘇
省
市
県
経
済
　
一
九
八
九
』
二
九
一
i
二
九
七
頁

⑨
中
国
の
一
般
的
な
行
政
系
統
は
、
県
一
郷
・
鎮
－
村
と
な
っ
て
い
る
。
郷
と
鎮

　
の
区
別
は
、
中
心
集
落
の
非
農
業
人
口
比
率
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
竹
鎮
鎮
は
、

　
一
九
八
八
年
に
郷
か
ら
鎮
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

⑩
　
『
中
華
人
民
共
禰
國
地
名
詞
典
　
江
蘇
省
』
（
商
務
印
譲
館
、
一
九
八
六
）
三
五

　
頁

＠
　
金
其
銘
ほ
か
編
『
江
蘇
省
地
理
』
（
江
蘇
教
育
幽
版
社
、
一
九
八
六
）
二
四
四
－

　
二
四
六
頁

⑫
　
生
産
責
任
制
以
後
、
家
屋
の
新
・
改
築
に
紺
す
る
農
民
の
意
欲
が
高
く
、
既
に

　
ほ
と
ん
ど
の
農
家
は
レ
ン
ガ
建
瓦
葺
に
な
っ
て
お
り
、
竹
鎮
鎮
守
で
は
五
％
前
後

　
が
二
階
建
て
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
労
働
力
に
占
め
る
建
築
業
に
従
事
す
る

　
も
の
の
多
さ
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
背
景
に
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑬
沙
子
商
の
二
八
戸
の
う
ち
一
五
戸
を
任
意
に
サ
ン
プ
リ
ン
グ
し
て
、
重
点
的
聞

　
き
取
り
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
一
五
戸
の
う
ち
構
成
員
が
ひ
と
り
も
農
業
外
労

　
働
を
行
っ
て
い
な
い
農
家
は
一
二
戸
に
過
ぎ
な
い
。

⑭
六
合
県
地
名
委
員
会
鉱
質
六
合
県
地
名
録
』
（
一
九
八
三
）
飯
豊
村
で
は
三
和

　
庄
、
羊
山
頭
の
二
集
落
も
同
じ
清
末
の
成
立
と
さ
れ
る
。

⑮
鈴
木
栄
太
郎
『
日
本
農
村
社
会
学
原
理
』
（
『
鈴
木
栄
太
郎
著
作
集
1
・
豆
』
、
未

　
来
社
、
　
一
九
六
八
）

⑯
王
貴
寝
編
『
中
国
農
村
経
済
学
』
（
中
口
人
民
大
学
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
三

　
五
頁

⑰
前
掲
『
六
合
県
地
名
録
』
に
よ
る
。
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構
造
契
機
ご
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の
分
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生
活
空
間
の
重
層
性
は
社
会
生
活
の
諸
局
面
に
お
け
る
多
様
な
空
間
的
ひ
ろ
が
り
を
前
提
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
章
で
は
、
生
活

空
間
と
社
会
生
活
の
相
互
関
係
を
、
農
業
生
産
と
い
う
農
民
の
直
接
生
産
過
程
、
笹
蟹
に
代
表
さ
れ
る
流
通
経
済
と
農
民
と
の
関
係
、
そ
し
て

婚
姻
に
関
す
る
社
会
関
係
の
三
つ
の
局
面
か
ら
考
察
す
る
。

　
（
1
）
　
農
業
を
め
ぐ
る
空
間

　
農
民
の
生
活
に
お
け
る
農
業
の
も
つ
意
味
を
、
農
家
経
済
に
占
め
る
農
業
収
入
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
六
合
県
の
一
九
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

八
年
農
家
基
本
状
況
調
査
に
よ
る
と
、
総
収
入
の
八
五
％
は
家
族
経
営
に
よ
る
収
入
が
占
め
て
い
る
。
そ
の
家
族
経
営
の
内
訳
は
、
農
業
収
入

が
四
三
％
、
豚
∵
鶏
な
ど
の
家
畜
生
産
に
よ
る
収
入
が
四
二
％
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
農
業
収
入
の
七
四
％
は
、
米
・
小
麦
な
ど
の
穀
物
生
産

に
よ
る
収
入
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
当
地
域
の
農
家
経
済
は
、
家
族
経
営
に
よ
る
、
穀
物
生
産
を
中
心
と
し
た
農
作
物
生
産
と
家
畜
生
産
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

大
き
く
依
存
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
生
業
と
し
て
の
農
業
に
お
い
て
、
労
働
の
投
下
や
資
源
の
循
環
な
ど
は
、
耕
地
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
そ
の
耕
地
の
所
有

・
経
営
に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
中
国
農
村
に
お
い
て
は
、
土
地
公
有
制
の
下
、
耕
地
は
集
団
所
有
さ
れ
て
お
り
、
調
査
地
域
で
は
、
人
民
公
社
時
期
に
耕
地
の
所
有
主
体
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

さ
れ
た
生
産
隊
を
引
き
継
い
だ
村
民
小
組
が
所
有
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
村
民
小
組
の
所
有
耕
地
に
は
明
確
な
境
界
が
存
在
し
、
そ
の
分
布
は

一
円
的
で
あ
る
。
沙
子
嵩
で
は
、
耕
地
は
集
落
を
囲
む
よ
う
に
広
が
っ
て
い
る
（
図
二
）
。
ま
た
沙
子
醐
の
隣
接
集
落
の
大
背
王
に
は
二
つ
の
村

民
小
組
、
東
果
・
西
果
が
あ
る
が
、
そ
の
所
有
耕
地
は
、
喜
界
が
集
落
付
近
に
、
西
果
は
遠
方
な
が
ら
耕
地
条
件
の
よ
い
集
落
南
方
に
、
そ
れ

ぞ
れ
一
円
的
に
分
布
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
村
民
小
組
レ
ベ
ル
で
、
集
落
と
耕
地
が
セ
ッ
ト
と
な
っ
た
「
村
落
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
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1＝良質耕地　　ロ：中質耕地　　皿＝劣質耕地

A：灌涯水路　　B：自留地　　C：集落　　D＝脱穀楊
○印はある農家の経営耕地の分布を示す

　
　
　
⑤

と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
村
落
が
境
界
を
明
確

に
有
す
こ
と
か
ら
、
村
落
に
は
何
ら
か
の
領
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

性
が
発
生
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
続
い
て
耕
地
の
経
営
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
⑦

生
産
責
任
制
の
導
入
に
伴
っ
て
、
農
業
経
営
の

大
部
分
が
集
団
（
生
産
隊
）
か
ら
個
別
農
家
に
委

ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
個
別
農
家
へ
の
経

営
権
の
移
転
は
、
耕
地
に
関
し
て
、
そ
の
所
有

主
体
で
あ
る
生
産
隊
を
単
位
と
し
て
、
耕
地
一

筆
ご
と
に
行
わ
れ
て
い
る
。
沙
子
歯
で
は
、
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

口
一
人
あ
た
り
八
分
、
一
労
働
力
あ
た
り
三
畝

　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
い
う
二
つ
の
基
準
に
基
づ
い
て
、
各
農
家
ご

と
の
耕
地
の
配
分
が
ま
ず
決
め
ら
れ
た
。
次
い

で
生
産
隊
の
耕
地
を
、
低
平
地
の
良
質
地
、
丘

陵
斜
面
の
中
質
地
、
灌
概
水
路
よ
り
高
所
の
劣

質
地
の
三
種
に
評
価
分
類
し
た
う
え
で
、
農
家

間
の
平
等
を
図
っ
て
、
農
家
ご
と
に
配
分
面
積

に
応
じ
た
耕
地
が
こ
の
三
種
の
耕
地
群
に
分
散

し
て
割
り
当
て
ら
れ
た
。
家
族
五
人
で
二
労
働
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⑩

力
を
有
し
て
い
る
あ
る
農
家
は
、
上
述
の
基
準
に
従
っ
て
一
〇
畝
の
経
営
耕
地
を
、
良
・
中
・
劣
の
各
耕
地
群
の
七
ヵ
所
に
分
散
し
て
持
つ
こ

と
に
な
っ
た
（
図
二
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
こ
う
し
て
分
配
さ
れ
た
経
営
耕
地
の
請
け
負
い
期
間
は
、
一
般
に
一
五
年
以
上
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
計
画
生
産
に
従
っ
た
生
産
請
け
負

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

い
部
分
以
外
は
、
作
付
作
物
の
自
主
的
な
選
択
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
別
農
家
に
強
い
経
営
権
が
発
生
し
て
い
る
と
見
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
生
産
責
任
制
下
に
お
け
る
こ
う
し
た
個
別
農
家
の
強
い
経
営
権
は
、
実
際
の
農
業
生
産
過
程
に
お
い
て
は
、
完
結
性
の
強

い
家
族
経
営
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
耕
地
一
筆
ご
と
の
作
付
作
物
の
相
違
や
、
同
一
作
物
で
あ
っ
て
も
耕
地
一
筆
ご
と
に
成
長
差
が
見
ら
れ
る

こ
と
、
農
作
業
が
一
人
か
ら
二
、
三
人
で
行
わ
れ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
な
ど
は
、
家
族
経
営
の
貫
徹
が
景
観
的
に
観
察
さ
れ
る
例

で
あ
る
。
ま
た
、
各
作
期
の
農
作
業
に
関
す
る
聞
き
取
り
に
お
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
生
産
過
程
に
お
い
て
、
労
働
力
・
生
産
手
段
が
個
別
農

家
レ
ベ
ル
で
充
足
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
強
固
な
家
族
経
営
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
狭
小
な
経
営
耕
地
と
伝
統
的
な
生
産
方
式
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
農
民
一
人
あ
た
り

の
耕
地
面
積
は
、
影
響
黒
甜
で
一
・
五
八
敵
、
沙
子
陶
で
一
・
七
九
畝
で
あ
る
。
こ
の
平
均
値
に
表
さ
れ
た
経
営
耕
地
の
狭
小
さ
が
、
耕
起
・

整
地
に
は
耕
牛
を
利
用
し
、
播
種
・
移
植
・
収
穫
な
ど
い
ず
れ
の
農
作
業
も
人
力
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
生
産
方
式
と
結
び
付
い
て
、
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

己
完
結
性
の
強
い
家
族
経
営
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。
調
査
地
域
で
は
一
般
に
一
農
家
あ
た
り
二
労
働
力
を
有
す
が
、
こ
の
二
労
働
力
で
十
分
な

農
業
生
産
を
行
い
得
る
限
界
を
、
竹
鎮
鎮
の
農
業
行
政
担
当
者
は
八
畝
か
ら
一
〇
敵
と
す
る
。
実
際
の
一
農
家
あ
た
り
の
平
均
経
営
耕
地
面
積

は
、
竹
鎮
詩
業
で
六
・
〇
四
品
、
沙
子
闇
で
七
・
六
五
畝
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
家
族
経
営
の
完
結
性
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
自
己
完
結
性
の
強
い
家
族
経
営
に
お
い
て
も
、
農
業
生
産
の
完
全
な
自
己
充
足
は
行
い
得
な
い
。
耕
起
・
整
地
に
用
い
ら
れ

　
　
⑭

る
耕
牛
は
、
生
産
責
任
制
（
大
急
干
）
の
導
入
時
に
、
生
産
隊
の
所
有
で
あ
っ
た
も
の
が
農
家
に
分
配
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
沙
子
山
岡
に
は
八
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
耕
牛
が
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
か
ら
四
家
族
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
お
り
、
耕
牛
を
所
有
し
て
い
な
い
農
家
は
、
こ
の
八
頭
の
い
ず
れ
か
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

借
り
て
農
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
農
作
業
の
特
定
さ
れ
な
い
過
程
で
、
沙
子
笹
萱
で
の
労
働
力
の
交
換
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
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し
た
生
産
手
段
の
貸
借
や
労
働
力
の
交
換
は
一
般
に
金
銭
を
介
し
た
も
の
で
、
日
本
の
「
ム
ラ
」
に
見
ら
れ
た
「
ゆ
い
」
的
な
互
助
関
係
と
は

性
格
を
異
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
家
族
経
営
の
補
完
的
機
能
が
村
落
と
し
て
の
沙
子
樹
に
お
い
て
充
足
さ
れ
る
傾
向
が
存
在

す
る
こ
と
は
、
見
逃
せ
な
い
意
味
を
も
つ
。

　
農
業
生
産
が
家
族
経
営
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
行
く
中
で
、
規
制
・
慣
習
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
村
落
が
生
産
過
程
に
直
接
介
入
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

状
況
は
、
調
査
地
に
お
い
て
は
観
察
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
村
落
の
領
域
性
は
実
質
的
な
統
制
の
機
能
を
欠
い
て
お
り
、
不
完
全

な
も
の
、
あ
る
い
は
微
弱
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
日
本
農
村
の
生
活
空
間
と
比
較
す
る
と
、
農
業
に
関
し
て
、
村
落
の
作
用
体
と
し

て
の
機
能
が
低
い
こ
と
は
、
現
在
の
中
国
農
村
の
生
活
空
間
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
生
産
手
段
の
貸
借
や
労
働
力
の
交
換

な
ど
の
、
家
族
経
営
を
補
完
す
る
機
能
が
村
落
内
で
完
結
す
る
傾
向
は
ど
う
位
置
づ
け
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
傾
向
は
、
小
村
的
集

落
形
態
を
示
す
居
住
様
式
と
、
分
散
錯
圃
的
か
つ
一
円
的
な
耕
地
分
布
と
い
う
、
村
落
と
い
う
生
活
・
生
産
の
場
に
お
け
る
、
二
重
の
近
接
性

に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
重
の
近
接
性
こ
そ
、
生
活
空
間
と
し
て
の
村
落
の
存
在
を
支
持
す

る
も
の
で
あ
る
。
新
た
に
沙
子
崩
に
住
む
た
め
に
は
現
在
の
住
民
全
体
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
、
実
際
に
近
年
移
っ
て
き
た
三
家
族
が
い
ず
れ

も
住
民
と
の
婚
姻
関
係
あ
る
い
は
親
族
の
紹
介
に
よ
っ
て
定
住
し
て
い
る
こ
と
に
も
、
村
落
レ
ベ
ル
の
近
接
性
維
持
の
志
向
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
現
代
中
国
農
村
に
お
け
る
村
落
は
、
生
業
た
る
農
業
に
関
し
て
、
村
民
小
組
レ
ベ
ル
の
、
す
な
わ
ち
村
落
の
領
域
性
と
家
族
経
営
の

個
別
性
の
均
衡
と
い
う
構
図
の
中
で
理
解
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
生
産
責
任
制
の
導
入
以
降
は
、
領
域
性
の
機
能
の
低
下
、
個
別
性

の
増
大
と
し
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
2
）
　
集
市
を
め
ぐ
る
空
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
調
査
地
域
に
お
け
る
農
民
と
商
業
経
済
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ま
ず
農
家
経
済
の
検
討
を
通
し
て
考
察
す
る
。
近
年
、
農
作
物
の
商
品
化
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

進
展
と
各
種
労
務
的
活
動
の
増
加
に
よ
っ
て
、
農
民
の
現
金
収
入
が
増
大
し
て
い
る
。
六
合
県
に
お
い
て
は
、
総
収
入
の
七
四
％
が
現
金
収
入
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と
な
っ
て
い
る
。
現
金
収
入
の
五
六
％
が
農
産
物
の
売
却
に
よ
る
収
入
で
あ
り
、
そ
の
農
産
物
収
入
の
三
五
％
が
農
作
物
の
売
却
に
よ
る
、
ま

た
六
三
％
が
家
禽
・
家
畜
等
の
売
却
に
よ
る
収
入
で
あ
る
。
建
築
業
・
運
輸
業
な
ど
の
労
務
性
収
入
を
は
じ
め
と
し
た
農
業
以
外
の
収
入
は
現

金
収
入
の
一
五
％
を
、
郷
鎮
企
業
か
ら
の
収
入
は
＝
一
％
を
占
め
て
い
る
。

　
次
い
で
支
出
に
つ
い
て
見
る
と
、
現
金
支
出
は
総
支
出
の
六
八
％
を
占
め
て
い
る
。
主
と
し
て
農
業
再
生
産
に
用
い
ら
れ
る
家
族
経
営
支
出

が
現
金
支
出
の
三
三
％
、
そ
の
家
族
経
営
支
出
の
七
八
％
は
家
畜
生
産
に
関
わ
る
支
出
で
あ
る
。
生
活
消
費
支
出
は
現
金
支
出
の
四
九
％
で
あ

り
、
そ
の
生
活
消
費
支
出
の
三
九
％
が
食
品
、
二
五
％
が
衣
類
・
生
活
用
品
の
支
出
と
な
っ
て
い
る
。
前
節
で
検
討
し
た
農
業
に
つ
い
て
も
、

生
産
の
前
段
階
・
後
段
階
で
は
深
く
商
品
経
済
と
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
や
、
現
金
支
出
の
半
分
が
生
活
消
費
に
振
り
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

な
ど
が
、
以
上
の
農
家
経
済
の
数
値
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
以
下
、
農
民
が
如
何
な
る
空
間
的
ひ
ろ
が
り
の
な
か
で
、
商
品
経
済
と
交
渉
を
持
っ

て
い
る
か
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
沙
子
闘
の
農
民
の
商
品
経
済
と
の
関
係
を
、
物
品
の
売
却
・
購
入
の
両
面
か
ら
整
理

す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
農
作
物
の
売
却
は
米
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
請
け
負
い
生
産
部
分
お
よ
び
自
家
消
費
部
分
を
除
い
た
米
は
、
竹
馬
累
歳
の
糧
食
所
に
市
場

価
格
（
議
価
）
で
売
却
さ
れ
る
も
の
が
多
く
、
五
畜
集
市
に
お
い
て
自
由
売
買
さ
れ
る
も
の
は
わ
ず
か
で
あ
る
。
竹
砂
潜
市
の
主
要
取
引
商
品
の

ひ
と
つ
で
あ
る
生
鮮
野
菜
に
つ
い
て
、
沙
子
醐
の
農
民
に
は
、
売
却
す
る
人
、
量
と
も
に
少
な
い
。
ま
た
商
品
作
物
と
し
て
近
年
導
入
さ
れ
た

西
瓜
は
、
売
却
に
際
し
て
集
市
を
介
さ
ず
、
買
い
付
け
に
や
っ
て
来
る
仲
買
人
な
ど
に
直
接
売
却
さ
れ
て
い
る
。
売
却
目
的
で
飼
育
さ
れ
る
家

畜
・
家
禽
と
し
て
は
、
ブ
タ
・
ニ
ワ
ト
リ
・
ア
ヒ
ル
・
ガ
チ
ョ
ウ
が
見
ら
れ
る
。
各
農
家
ご
と
に
、
舎
飼
の
ブ
タ
が
二
頭
か
ら
三
頭
、
ニ
ワ
ト

リ
等
が
十
数
羽
か
ら
数
十
羽
放
し
飼
い
に
さ
れ
て
い
る
の
が
一
般
的
な
生
産
形
態
で
あ
る
。
ブ
タ
は
通
常
、
一
頭
が
春
節
な
ど
の
際
に
自
家
消

費
さ
れ
、
残
り
の
一
、
二
頭
が
竹
鎮
集
市
で
売
却
さ
れ
る
。
ニ
ワ
ト
リ
等
と
そ
れ
ら
の
卵
は
、
比
較
的
頻
度
高
く
竹
鎮
集
市
に
お
い
て
売
却
さ

れ
る
。
こ
れ
ら
の
農
産
物
の
売
却
に
見
ら
れ
る
特
微
は
竹
鎮
魚
市
と
の
結
び
付
き
の
強
さ
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
西
瓜
の
場
合
を
除
い
て
は
、
村

内
で
の
取
引
を
含
め
て
、
竹
鎮
集
市
以
外
で
の
売
却
は
稀
で
あ
る
。
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現代中国農村の生活空間（小島）

　
続
い
て
物
品
の
購
入
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。
購
入
さ
れ
る
主
な
生
産
財
と
し
て
は
、
化
学
肥
料
・
農
薬
・
農
業
用
ビ
ニ
ー
ル
が
挙
げ

ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
化
学
肥
料
と
農
業
用
ビ
ニ
ー
ル
は
、
需
要
が
供
給
を
上
回
る
状
況
に
あ
り
、
計
画
供
給
が
実
施
さ
れ
て
い
る
生
産
財
で
あ

る
。
実
際
に
は
、
政
府
に
よ
る
計
爾
供
給
分
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
不
足
分
は
竹
鎮
集
鎮
の
供
鎗
合
作
社
の
生
産
資
料
小
売
部
で
購
入
さ

れ
て
い
砺
・
農
薬
は
計
画
供
給
の
対
舞
で
・
こ
摯
℃
竹
野
舞
の
供
響
作
社
で
購
入
さ
れ
て
い
る
ゴ
よ
た
蒙
牽
蚕
の
聯
詩
は
竹
鎮

集
市
に
あ
る
幼
苗
の
専
門
市
場
で
購
入
さ
れ
る
。

　
食
品
を
は
じ
め
衣
類
や
日
用
品
な
ど
の
購
入
の
特
徴
は
、
ま
と
め
買
い
を
せ
ず
、
少
量
つ
つ
頻
度
高
く
行
わ
れ
る
点
に
あ
る
。
こ
う
し
た
農

民
の
購
買
行
動
は
、
農
民
と
集
市
・
集
鎮
と
の
接
触
を
密
接
に
す
る
点
で
重
要
で
あ
る
。
一
般
に
、
食
品
は
竹
叢
集
市
に
お
い
て
、
衣
類
は
番

謡
集
鎮
の
個
人
経
営
（
個
体
戸
）
の
屋
台
や
商
店
で
、
日
用
品
は
竹
鎮
集
鎮
の
商
店
で
購
入
さ
れ
て
い
る
。
一
部
の
雑
貨
が
兆
壁
村
の
唯
一
の
小

　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

商
店
で
購
入
さ
れ
る
ほ
か
は
、
生
活
財
の
竹
鎮
集
市
・
集
鎮
以
外
で
の
購
入
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
の
よ
う
に
、
物
品
の
売
却
・
購
入
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
竹
鎮
集
市
・
集
鎮
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
・
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

活
の
多
段
階
に
お
い
て
、
沙
子
閥
の
農
民
と
竹
累
累
市
・
集
鎮
と
の
問
で
経
済
的
関
係
が
発
生
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
沙
子
闘
の
農
民
の
多
く

が
、
農
繁
期
を
除
い
て
、
市
日
ご
と
に
徒
歩
あ
る
い
は
自
転
車
を
使
っ
て
竹
鎮
集
市
・
集
鎮
に
参
集
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
つ
づ
い
て
、
農
民
と
竹
詩
集
市
・
集
鎮
と
の
関
係
を
、
集
市
の
参
集
者
の
調
査
に
基
づ
い
て
集
計
的
に
検
討
す
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
竹

鎮
集
市
の
財
の
到
達
範
囲
で
あ
る
市
場
圏
の
範
域
の
画
定
と
、
そ
の
分
布
特
性
の
解
明
を
目
的
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
韻
書
集
市
は
陰
暦
の
三
・
六
・
九
の
つ
く
日
に
開
催
さ
れ
る
九
斎
市
で
あ
る
。
集
市
は
、
竹
鎮
集
鎮
の
西
南
に
あ
る
常
設
の
穀
物
・
食
品
市

場
（
一
部
に
屋
根
つ
き
、
一
一
畝
）
を
中
心
に
催
さ
れ
、
取
引
は
こ
の
常
設
市
場
周
辺
の
道
路
上
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
一
九
八
八
年
の
竹
輪
集
市

の
交
易
額
は
九
三
〇
万
元
で
あ
る
。
市
日
一
日
あ
た
り
の
交
易
額
は
八
・
六
万
元
と
な
り
、
江
蘇
省
の
大
中
型
農
村
雛
市
の
平
均
交
易
額
の
二

・
三
万
元
に
比
べ
て
か
な
り
多
額
で
あ
る
。
統
計
上
は
畜
産
物
と
家
畜
の
幼
苗
の
交
易
額
が
大
き
い
が
、
こ
の
ほ
か
に
穀
類
、
野
菜
類
、
水
産

品
が
主
要
な
交
易
品
と
な
っ
て
い
る
。
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　図3　竹鎮集市の参集者分布
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参
集
者
は
平
常
時
で
一
万
人
前
後
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、

春
節
前
の
最
も
人
出
の
多
い
時
期
に
は
二
万
か
ら
三
万
人

が
参
集
し
て
く
る
と
さ
れ
る
。
参
集
者
の
ほ
と
ん
ど
が
農

民
で
あ
り
、
販
売
者
の
ほ
と
ん
ど
も
、
自
ら
生
産
し
た
農

産
物
や
カ
ゴ
・
ホ
ゥ
キ
な
ど
の
副
業
生
産
物
を
自
ら
売
却

し
に
き
た
農
民
で
あ
る
。
集
市
が
農
民
的
取
引
の
場
で
あ

る
こ
と
は
こ
の
参
集
者
の
構
成
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

利
用
交
通
手
段
と
し
て
は
、
自
転
車
、
荷
車
と
と
も
に
ト

ラ
ク
タ
ー
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
バ
ス
の
利
用

は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
竹
鎮
集
市
の
付
近
に
は
、
馬
継
・
程
橋
・
鷺
宮
・
半
塔

の
四
つ
の
集
市
が
分
布
（
図
三
）
す
る
。
各
集
市
の
市
日
は
、

馬
集
が
一
・
四
・
七
、
溝
橋
が
二
・
六
・
九
、
施
官
が
二

・
五
・
八
、
半
農
が
一
・
四
・
七
と
な
っ
て
お
り
、
竹
鎮

適
職
の
市
日
（
三
・
六
・
九
）
と
重
複
す
る
も
の
は
程
橋
の

二
回
線
み
で
あ
り
、
隣
接
集
磯
間
の
市
日
調
整
の
行
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
い
る
可
能
性
が
看
取
さ
れ
る
。
ま
た
、
竹
鎮
鎮
に
隣
接

す
る
泉
水
郷
・
立
石
郷
・
竹
程
郷
の
各
郷
政
府
所
在
地
に

は
、
主
と
し
て
野
菜
・
肉
類
な
ど
の
生
鮮
食
品
を
売
買
す
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現代中園農村の生活空闘（小島）

る
小
規
模
な
市
が
存
在
す
る
が
、
い
ず
れ
も
定
期
市
化
し
て
い
な
い
。
な
お
竹
鎮
鎮
域
に
は
竹
鎮
窪
々
以
外
の
集
市
は
な
い
。
図
三
に
は
上
述

の
四
つ
の
集
市
の
分
布
と
と
も
に
、
参
集
者
の
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
デ
…
タ
の
う
ち
参
集
者
の
居
住
地
の
分
布
を
原
則
と
し
て
郷
単
位
に

表
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
参
集
老
の
分
布
は
、
観
点
を
転
換
す
れ
ば
、
集
市
で
取
引
さ
れ
る
財
の
到
達
範
囲
を
表
し
た
も
の
と
も
言
え
る
。

こ
の
想
定
さ
れ
る
財
の
到
達
範
囲
を
も
と
に
、
前
述
の
付
近
の
寧
静
分
布
、
さ
ら
に
集
市
管
理
部
門
で
の
聞
き
取
り
の
結
果
を
参
考
に
す
る
と
、

竹
鎮
馬
市
の
市
場
圏
は
、
竹
田
鎮
・
泉
水
郷
・
築
石
郷
の
三
行
政
地
域
に
、
竹
程
郷
の
一
部
と
安
徽
省
平
安
県
の
一
部
を
含
ん
だ
も
の
と
す
る

の
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
て
画
定
さ
れ
た
竹
鎮
集
市
の
市
場
圏
の
特
徴
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
空
間
的
、
入
口
的
規
模
の
大
き
さ
で
あ
る
。
竹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
リ

鎮
鎮
・
泉
水
郷
・
鳥
指
郷
の
三
行
政
地
域
の
み
で
、
面
積
は
一
九
六
㎞
、
人
口
五
八
六
七
七
人
（
一
九
八
七
年
）
に
上
る
。
世
界
的
に
見
て
定
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

市
の
市
場
圏
の
人
口
規
模
は
一
万
人
前
後
が
多
い
と
さ
れ
る
の
に
比
べ
る
と
、
竹
鎮
魚
市
の
市
場
圏
規
模
の
大
き
さ
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

中
国
農
村
の
定
期
市
の
市
場
圏
に
つ
い
て
、
ス
キ
ナ
ー
は
そ
の
標
準
的
規
模
を
人
口
七
〇
〇
〇
人
あ
ま
り
、
半
径
四
・
五
㎞
と
し
た
。
ま
た
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

キ
ナ
ー
は
市
場
圏
の
規
模
は
人
口
密
度
に
対
応
す
る
と
考
え
、
人
口
密
度
と
市
場
圏
規
摸
の
対
応
表
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
表
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
り

上
述
の
三
行
政
地
域
の
人
口
密
度
二
九
九
人
／
㎞
に
対
応
す
る
市
場
圏
の
規
模
は
、
表
の
中
で
は
最
も
規
模
の
大
き
な
部
類
に
属
す
る
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
で
も
人
口
八
八
五
〇
人
、
面
積
二
九
・
五
㎞
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ス
キ
ナ
ー
の
提
示
す
る
市
場
圏
規
模
と
比
較
し
て
も
、
竹
鎮
集
市
の
市
揚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

圏
の
規
模
は
明
ら
か
に
大
き
い
。

　
参
集
者
の
分
布
に
見
ら
れ
る
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
サ
ン
プ
ル
の
六
一
％
が
竹
甲
掛
域
か
ら
の
参
集
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
う
し
た
集
光
に
近
接
し
た
地
域
か
ら
の
参
集
者
の
相
対
的
多
さ
は
、
竹
鎮
鎮
域
の
行
政
村
ご
と
の
参
集
者
の
分
布
に
も
、
近
接
村
か
ら

の
参
集
者
の
多
さ
と
し
て
現
れ
て
い
る
（
図
四
）
。
元
農
村
は
竹
鎮
集
鎮
の
南
に
隣
接
す
る
行
政
村
で
あ
る
が
、
野
菜
生
産
隊
と
し
て
販
売
目
的

の
野
菜
生
産
が
行
わ
れ
て
い
る
。
調
査
に
お
い
て
も
多
く
の
元
農
村
か
ら
の
参
集
者
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
竹
鎮
集
市
と
近
接
地
域
と
の
関
係

の
強
さ
を
物
語
る
ひ
と
つ
の
例
と
考
え
ら
れ
る
。
地
域
の
経
済
的
状
況
を
表
す
指
標
の
ひ
と
つ
で
あ
る
農
民
収
入
の
竹
鎮
鎮
域
に
お
け
る
分
布

19　（325）
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状
況
に
も
、
竹
鎮
集
鎮
か
ら
離
れ
る
ほ
ど
農
民
収
入
が
減
少
す
る
傾
向

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
四
）
。
こ
れ
ら
の
状
況
は
、
現
段
階
で

の
竹
鎮
集
市
・
集
鎮
が
、
近
接
地
域
に
対
し
て
は
強
い
影
響
を
与
え
る

が
、
市
場
圏
内
で
あ
っ
て
も
集
市
・
集
鎮
か
ら
離
れ
る
と
そ
の
影
響
は

弱
ま
っ
て
し
ま
う
程
度
の
作
用
し
か
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
表
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
経
済
的
側
面
に
お
い
て
も
、
竹
鎮
集
市
の
市
場
圏

は
そ
の
内
部
に
非
等
質
的
性
格
を
有
す
と
言
え
よ
う
。

　
（
3
）
　
婚
姻
を
め
ぐ
る
空
問

　
前
節
に
お
い
て
、
農
民
と
集
市
・
集
鎮
と
の
関
係
が
、
農
民
の
経
済

的
活
動
の
多
段
階
に
生
じ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
関
係
発
生
の

範
域
を
竹
鎮
集
市
の
市
場
圏
と
し
て
画
定
し
た
。
本
節
で
婚
姻
を
め
ぐ

る
空
間
的
ひ
ろ
が
り
を
検
討
す
る
に
際
し
て
、
本
来
的
に
は
経
済
的
性

格
を
有
す
生
活
空
間
で
あ
る
市
場
圏
に
、
市
場
社
会
概
念
に
示
さ
れ
た

ご
と
く
基
礎
的
な
社
会
単
位
と
し
て
の
性
格
を
認
め
う
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
も
考
察
し
て
ゆ
く
。
婚
姻
は
社
会
の
再
生
産
を
担
う
も
の
と
し

て
、
社
会
生
活
に
占
め
る
意
味
は
大
き
く
、
農
民
も
結
婚
は
一
生
の
大

事
と
認
識
し
て
い
る
。
婚
姻
の
成
立
後
も
妻
方
の
親
族
と
の
交
流
は
維

持
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
春
節
の
里
帰
り
を
は
じ
め
と
し
て
、
相
互
の
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行
き
来
が
保
た
れ
て
い
る
。
こ
の
婚
姻
に
よ
っ
て
生
じ

た
血
縁
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
農
村
に
お
い
て
は
一
般

に
小
規
模
な
父
系
集
団
で
あ
る
宗
族
の
ネ
ヅ
ト
ワ
ー
ク

を
補
完
す
る
機
能
を
も
つ
。
慶
弔
や
家
屋
の
新
築
に
は
、

一
時
に
多
く
の
費
用
を
必
要
と
す
る
が
、
こ
の
資
金
は

宗
族
と
婚
姻
に
よ
る
血
縁
関
係
の
な
か
で
調
達
さ
れ
る

傾
向
が
強
い
。

　
通
婚
圏
と
は
、
婚
姻
に
伴
っ
て
生
じ
る
居
住
地
移
転

　
　
　
　
　
⑳

の
範
域
で
あ
り
、
父
系
的
中
国
社
会
に
お
い
て
は
、
一

般
に
女
性
の
嫁
入
に
伴
う
移
動
の
範
域
と
し
て
把
握
さ

れ
る
。
こ
こ
で
は
調
査
地
の
通
婚
圏
を
検
討
す
る
た
め

に
、
ま
ず
、
兆
壁
村
の
八
○
例
の
婚
姻
を
取
り
上
げ
る
。

こ
の
八
○
例
の
年
齢
は
二
二
才
か
ら
四
二
才
ま
で
で
あ

る
が
、
全
体
の
七
九
％
が
二
〇
町
代
で
あ
り
、
そ
こ
に

描
か
れ
る
通
婚
圏
は
近
年
の
婚
姻
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
（
図
五
）
。
婚
姻
の
空
間
的
ひ
ろ
が
り
を

幾
つ
か
の
行
政
的
地
域
ご
と
に
集
計
す
る
と
、
ま
ず
同

一
の
村
民
小
組
内
で
の
婚
姻
が
全
体
の
九
％
、
行
政
村

で
あ
る
兆
壁
村
内
で
の
婚
姻
が
二
四
％
、
竹
鎮
鎮
域
内
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で
の
婚
姻
が
六
四
％
と
な
る
。
日
本
農
村
に
お
い
て
は
、
通
婚
圏
の
歴
史
的
変
化
が
村
内
婚
か
ら
村
外
婚
へ
の
拡
大
と
一
般
化
さ
れ
て
い
る
よ

　
⑲

う
に
、
婚
姻
に
村
落
の
枠
組
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
そ
れ
に
比
し
て
調
査
地
で
は
、
生
活
空
間
と
し
て
の
村
落
に
あ
た
る
村
民
小
組
の
内

部
で
の
婚
姻
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
行
政
村
の
内
部
で
の
婚
姻
も
少
な
い
。
す
な
わ
ち
、
村
落
の
枠
組
み
を
越
え
て
発
生
す
る
と
い
う
外
向
的
傾

向
が
婚
姻
に
認
め
ら
れ
る
。
兆
壁
村
の
村
民
小
組
は
い
ず
れ
も
複
数
の
姓
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
黒
影
雑
居
で
あ
り
、
同
族
村
で
は
な
い
。
中

国
に
お
け
る
宗
族
は
、
そ
の
内
部
で
の
婚
姻
の
禁
止
さ
れ
て
い
る
外
婚
単
位
で
あ
る
が
、
調
査
地
で
は
村
落
が
同
族
村
で
な
い
こ
と
か
ら
、
村

落
レ
ベ
ル
で
の
こ
の
婚
姻
の
少
な
さ
が
宗
族
の
外
婚
制
に
直
接
規
定
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
磁
壁
村
の
通
婚
圏
を
前
節
で
画
定
し
た
竹
鎮
集
市
の
市
場
圏
と
比
較
す
る
と
、
通
雲
圏
は
市
場
圏
に
内
包
さ
れ
る
ひ
ろ
が
り
を
持
つ
こ

と
が
看
取
さ
れ
る
。
兆
壁
村
の
婚
姻
八
○
例
の
う
ち
六
例
だ
け
が
市
場
圏
外
か
ら
の
嫁
入
で
あ
る
。
ま
た
、
竹
置
数
域
内
で
全
体
の
三
分
の
二

の
婚
姻
が
結
ぼ
れ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
通
訳
圏
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
広
域
に
わ
た
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
通
婚
圏
の
規
模
は

先
述
の
等
方
の
親
族
と
の
結
婚
後
の
関
係
の
維
持
を
可
能
に
す
る
範
域
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
分
布
の
偏
僑
に
注
目
す
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

同
一
地
点
へ
の
婚
姻
の
集
中
の
傾
向
と
、
婚
姻
の
落
丁
村
よ
り
西
に
多
く
発
生
す
る
と
い
う
方
向
性
が
指
摘
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
兆
壁
村
の
急
撃
圏
の
特
設
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
得
る
か
に
つ
い
て
、
沙
子
糊
の
農
家
別
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
三
八
例
の
婚

姻
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
、
よ
り
具
体
的
に
婚
姻
の
過
程
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
婚
姻
の
外
向
的
傾
向
と
村
落
内
で
の
婚
姻
の
少
な
さ
を
検
討
す
る
。
沙
子
簡
で
は
沙
子
崩
内
部
で
の
婚
姻
が
二
例
あ
る
。
し
か
し
こ

の
二
例
は
い
ず
れ
も
、
一
度
、
沙
子
崩
の
外
部
へ
嫁
出
し
た
女
性
が
夫
と
共
に
沙
子
崩
に
移
住
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
沙
子
嵩

内
部
で
の
婚
姻
は
実
質
的
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
明
確
な
規
範
こ
そ
確
認
で
き
な
い
が
、
同
一
村
民
小
組
内
で
の
婚
姻
は
、
配
偶
老

が
お
互
い
に
知
り
過
ぎ
て
い
て
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
や
す
い
と
し
て
、
農
民
に
消
極
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
外
婚
制
の
重
要
な
機
能
は
、
外
婚

集
団
と
そ
の
外
部
の
集
団
と
の
結
合
が
婚
姻
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
配
偶
者
の
選
択
を
自
ら
の
集
団
の
外
部
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

行
う
こ
と
に
よ
り
集
団
内
で
の
配
偶
者
選
択
に
伴
う
混
乱
を
回
避
す
る
と
い
う
機
能
も
存
在
す
る
。
調
査
地
域
に
見
ら
れ
る
同
一
村
民
小
組
内
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の
婚
姻
の
少
な
さ
に
は
、
内
部
的
混
乱
の
圏
避
と

い
う
外
婚
制
の
劇
次
的
機
能
に
類
似
し
た
制
約
が
、

村
民
小
組
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
生
活
空
間
と
し
て
の
村
落
は
婚
姻
に

関
し
て
外
婚
単
位
的
傾
向
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、
通
婚
圏
の
全
体
的
範
域
に
つ
い
て
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

く
に
市
場
圏
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
沙

子
崩
に
お
い
て
も
市
場
圏
を
明
ら
か
に
越
え
て
の

婚
姻
は
二
例
に
す
ぎ
な
い
。
市
場
圏
に
通
婚
圏
が

内
包
さ
れ
る
状
況
は
、
市
場
社
会
概
念
で
想
定
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

れ
て
い
た
婚
姻
の
市
場
圏
内
完
結
に
一
致
す
る
か

に
見
え
る
。
し
か
し
、
二
つ
の
事
象
の
分
布
の
相

関
は
、
事
象
間
の
関
係
を
直
接
証
明
し
得
る
も
の

　
　
　
⑮

で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
婚
姻
の
過
程
を
検
討
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
市
場
圏
と
通
婚
圏
の
背
後
に
あ

る
事
象
間
の
関
係
を
考
察
す
る
。

　
中
国
農
村
で
は
現
在
も
一
般
に
第
三
者
の
紹
介

に
基
づ
い
た
婚
姻
が
行
わ
れ
て
お
り
、
沙
子
山
岡
に

お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
紹
介
婚
で
あ
っ
た
。
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表3　沙子崩農民の親族と婚姻の分布

宗酬　　徽の分布　　！　撫の分布

侯

黍山村　白羊村　瓜三郷　（泉水郷）

i季山村）（白羊村）〔内蒙〕〔磐石郷〕

k八里村〕〔井二王〕

大果王　大聖王　白羊村

�?郷　三石郷　井二王

i泉水郷）（季山村）（白羊村）

王
二一悪口大蠣口　三橋郷　大浦王

i竹破断鎮）〔竹鎮護鎮〕

泉水郷　豊楽村　井二王

G山村　（三音集鎮）

周
八里村　南京市区（宝応県）

k泉水郷〕

金磁村　季山村　泉水郷

蜑ﾊ王　（宝応県）

　　ヨ
余i　　　（泉水郷） 泉水郷　揚雲村　龍出郷

（泉水郷）

趙1泉蝦㈱㈱〔一方〕 泉水郷　来安県（泉水郷）

し
た
が
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
紹
介
の
過
程
に
、
市
場
社
会
概
念
で
想
定
さ

れ
て
い
る
、
論
罪
を
場
と
し
た
面
識
の
原
理
が
働
い
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

ス
キ
ナ
ー
の
報
告
に
あ
る
よ
う
な
、
集
市
に
あ
っ
て
、
配
偶
者
の
紹
介
を
専
門

的
に
行
う
「
媒
人
」
は
、
現
在
は
見
ら
れ
な
い
。
紹
介
と
い
う
形
を
取
る
婚
姻

の
主
な
担
い
手
で
あ
る
紹
介
者
は
、
一
般
に
「
親
戚
と
近
所
」
と
さ
れ
る
。
沙

子
山
岡
の
糞
溜
圏
の
示
さ
れ
た
六
六
に
は
、
親
族
の
分
布
も
合
わ
せ
て
表
示
さ
れ

て
い
る
が
、
婚
姻
の
分
布
と
親
族
の
分
布
に
強
い
相
関
の
あ
る
こ
と
を
、
容
易

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
沙
子
醐
に
解
放
前
か
ら
居

住
す
る
五
宗
族
に
つ
い
て
、
外
戚
を
含
め
た
、
交
流
の
維
持
さ
れ
て
い
る
親
族

の
分
布
と
、
婚
姻
関
係
を
生
じ
た
相
手
方
の
分
布
を
表
し
た
の
が
耳
管
で
あ
る

が
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
親
族
の
分
布
と
婚
姻
の
分
布
の
対
応
は
必
ず
し
も
各
宗

族
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
上
述
の
沙
子
山
岡
農
民
の
親
族

と
婚
姻
の
分
布
上
の
相
関
の
高
さ
は
、
沙
子
嵩
の
宗
族
間
で
配
偶
者
の
紹
介
が

行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
が
「
近

所
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
ろ
う
。
数
例
の
具
体
的
聞
き
取
り
で

は
、
い
ず
れ
も
沙
子
歯
で
の
親
族
・
近
隣
と
配
偶
者
側
で
の
親
族
・
近
隣
が
紹

介
者
と
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
婚
姻
の
過
程
に
は
、
集
市
の
面
識

が
直
接
的
に
介
在
し
て
い
る
状
況
は
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
に
な
る
。
市
場
圏
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

通
論
圏
の
関
係
は
範
域
の
包
含
関
係
に
止
ま
る
も
の
で
、
集
市
と
婚
姻
の
事
象
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間
の
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
沙
子
歯
の
婚
姻
に
お
い
て
も
、
分
布
の
集
中
が
見
ら
れ
る
。
と
く
に
泉
水
郷
へ
の
集
中
は
、
親
族
の
集
中
的
分
布
と
関
連
を
持
つ
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
集
中
の
背
景
に
は
、
婚
姻
が
婚
姻
を
生
む
構
造
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
方
向
的
偏
筒
は
沙
子
鵬
に
お
い
て
も
見
ら
れ
、
西
方

向
と
の
婚
姻
が
多
い
。
紹
介
婚
に
お
い
て
は
配
偶
者
の
選
択
に
双
方
の
社
会
経
済
的
環
境
の
評
価
が
関
係
す
る
。
事
例
の
多
く
が
女
性
の
嫁
入

で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
前
出
の
右
四
に
見
ら
れ
た
竹
鎮
鎮
域
内
の
経
済
的
不
均
質
性
、
す
な
わ
ち
兆
壁
村
の
東
に
位
置
す
る
年
魚
馬
市

・
集
鎮
に
近
い
ほ
ど
経
済
的
に
発
展
し
て
い
る
と
い
う
状
況
と
関
連
し
た
、
男
性
側
の
社
会
経
済
環
境
に
対
す
る
評
価
の
結
果
と
し
て
、
女
性

の
西
か
ら
東
へ
向
か
う
婚
姻
の
傾
向
が
存
在
す
る
と
見
な
さ
れ
る
。

　
婚
姻
を
め
ぐ
る
空
間
に
関
し
て
、
社
会
の
再
生
産
圏
で
も
あ
る
通
婚
圏
が
、
紹
介
婚
と
い
う
婚
姻
の
過
程
を
通
し
て
、
親
族
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
空
間
的
ひ
ろ
が
り
と
結
び
付
い
て
お
り
、
そ
こ
で
は
市
場
社
会
概
念
の
想
定
す
る
定
期
市
介
在
の
原
理
は
認
め
難
い
こ
と
と
、
も
う
一
方
の

紹
介
者
で
あ
る
近
隣
の
集
積
と
し
て
、
ま
た
外
婚
単
位
的
傾
向
を
持
つ
範
域
と
し
て
、
村
落
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

現代中国農村の生活空間（小島）

③
　
こ
の
調
査
は
一
九
八
五
年
か
ら
始
め
ら
れ
た
サ
ン
プ
ル
調
査
で
、
農
家
の
家
計

　
状
況
を
知
る
こ
と
が
目
的
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
六
合
県
で
は
四
つ
の
郷
鎮

　
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
行
政
村
が
選
ば
れ
、
各
行
政
村
の
平
均
的
な
村
民
小
組
か

　
ら
経
済
状
況
を
考
慮
し
て
一
〇
家
族
が
選
ば
れ
て
、
一
年
間
の
収
入
・
支
出
が
毎

　
年
定
点
観
測
的
に
調
査
ざ
れ
て
い
る
。

②
郷
鎮
企
業
か
ら
の
収
入
は
総
収
入
の
一
〇
％
と
な
っ
て
い
る
。

③
前
掲
『
中
国
農
村
経
済
学
』
四
一
頁

④
　
こ
の
境
界
は
解
放
後
の
集
団
化
の
過
程
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
解
放
前

　
の
中
國
農
村
に
お
い
て
、
村
境
が
不
明
確
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
旗
田
鋭
、

　
前
掲
欝
（
一
九
七
三
）
と
く
に
第
五
章
参
照
の
こ
と
。

⑤
　
村
落
を
集
落
と
耕
地
の
セ
ヅ
ー
・
と
す
る
の
は
、
地
理
学
の
共
通
認
識
と
言
え
る

　
で
あ
ろ
う
。
そ
の
村
落
の
研
究
方
法
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
応
地
利
明
「
村
落

　
研
究
の
統
合
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
考
察
」
（
『
人
文
地
理
学
の
視
圏
』
大
明
堂
、

　
一
九
八
六
）

⑥
領
城
性
と
は
あ
る
主
体
に
よ
る
範
域
の
設
定
と
そ
の
統
制
の
行
為
を
指
す
。
上

　
田
元
「
領
域
性
概
念
と
帰
属
意
識
」
（
『
人
文
地
理
』
三
八
…
三
、
～
九
八
六
）
参

　
照
の
こ
と
。

⑦
　
生
産
貰
任
制
の
到
達
点
で
あ
る
、
生
産
手
段
の
私
有
を
認
め
た
「
大
脳
干
」
は
、

　
一
九
八
三
年
ま
で
に
全
国
的
に
展
開
さ
れ
た
。
『
中
園
農
村
四
十
年
』
（
中
原
農
厩

　
出
版
社
、
一
九
八
九
）
…
三
頁

⑧
　
一
畝
は
約
六
・
六
七
ア
ー
ル
、
一
畝
は
　
○
分
。

⑨
経
営
耕
地
の
分
配
基
準
は
村
民
小
組
ご
と
に
異
な
る
。
兆
壁
村
に
お
い
て
も
、

　
北
余
で
は
一
労
働
力
あ
た
り
四
駅
と
い
う
基
準
が
、
耕
地
狭
小
な
羊
画
で
は
人
口

　
一
人
あ
た
り
八
分
と
い
う
基
準
が
、
そ
れ
ぞ
れ
採
用
さ
れ
て
い
る
。
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⑩
各
農
家
は
、
こ
の
「
責
任
田
」
と
よ
ば
れ
ろ
経
営
耕
地
の
ほ
か
に
、
面
罵
公
祉

　
時
期
に
設
定
さ
れ
た
狭
小
な
自
留
地
と
菜
園
を
も
つ
。

＠
前
掲
『
中
国
農
村
経
済
学
』
四
三
頁

⑫
農
畏
一
人
あ
た
り
の
穀
物
生
産
と
そ
の
分
配
に
つ
い
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に

　
な
る
。
調
査
地
域
で
は
農
罵
一
人
あ
た
り
約
二
畝
の
耕
地
が
あ
る
。
菱
作
の
水
稲

　
の
一
畝
あ
た
り
産
出
量
が
一
〇
〇
〇
斤
程
度
（
一
斤
闘
○
・
五
㎏
）
で
、
冬
作
の

　
小
輩
の
一
部
あ
た
り
産
出
量
が
四
〇
〇
斤
程
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
農
晟
一
人
あ

　
た
り
約
二
八
○
○
斤
の
穀
物
が
生
産
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
着
あ
た
り
の
請

　
け
負
い
生
産
量
は
四
二
〇
斤
で
あ
り
、
国
家
へ
は
一
人
あ
た
り
八
四
〇
斤
が
納
め

　
ら
れ
る
。
自
己
消
費
分
が
お
よ
そ
一
〇
〇
〇
斤
、
家
畜
飼
料
が
一
〇
〇
斤
程
度
と

　
ざ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
残
り
の
お
よ
そ
八
○
○
斤
が
売
却
可
能
部
分
と
な
る
（
以

　
上
、
竹
星
型
の
農
業
行
政
担
当
者
の
聞
き
取
り
に
よ
る
）
。
こ
の
売
却
可
能
部
分

　
に
つ
い
て
は
、
他
作
物
へ
の
転
換
が
可
能
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
調
査
地
で
は

　
一
部
に
油
菜
・
西
瓜
な
ど
の
商
口
聞
作
物
が
見
ら
れ
る
の
み
で
、
転
換
の
程
度
は
低

　
い
。

⑬
～
農
家
あ
た
り
の
労
働
力
は
、
竹
鋏
鎮
域
で
マ
九
六
、
沙
子
醐
で
二
・
二
四

　
で
あ
る
。

⑭
調
査
地
の
耕
牛
は
す
べ
て
水
牛
で
あ
る
。
耕
牛
に
よ
る
耕
起
・
整
地
は
、
一
頭

　
あ
た
り
、
三
月
末
か
ら
四
月
初
に
か
け
て
数
日
間
、
六
月
と
九
月
に
二
週
間
つ
つ

　
行
わ
れ
る
。

⑯
　
耕
牛
の
所
有
は
親
族
間
で
行
わ
れ
る
も
の
が
多
い
。
八
頭
中
六
頭
が
同
一
宗
族

　
の
農
家
に
よ
っ
て
所
…
有
さ
れ
て
い
る
。

⑯
　
確
認
で
き
た
中
で
は
、
一
頭
が
隣
接
集
落
の
親
戚
と
の
間
で
貸
僧
さ
れ
て
い
る

　
の
が
唯
一
の
例
外
で
あ
っ
た
。

⑰
　
水
利
施
設
の
修
築
は
行
政
村
単
位
で
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
各
農
家
に
そ
の
労

　
働
力
に
従
っ
て
出
役
が
配
分
ざ
れ
て
い
る
。
水
利
は
早
生
、
鎮
レ
ベ
ル
の
管
理
で
あ

　
り
、
行
政
村
で
あ
る
兆
壁
村
は
行
政
宋
端
と
し
て
、
．
そ
の
基
層
を
担
っ
て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
米
の
種
子
や
化
学
肥
料
の
計
画
供
給
な
ど
、
行
政
シ

　
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
た
農
業
闘
連
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
は
、
行
政
村
の
機
能
が

　
高
い
。

⑲
　
デ
ー
タ
は
、
前
出
の
「
一
九
八
八
年
六
合
県
農
家
基
本
状
況
調
査
」
を
利
用
し

　
た
。

⑲
　
前
掲
『
中
國
農
民
収
入
研
究
』
三
頁
。

⑳
集
市
と
集
鋏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
定
期
市
と
地
方
町
に
あ
た
る
。
竹
鎮
に
お
い
て
は
、

　
集
市
と
集
鎮
が
共
存
し
て
お
り
、
集
票
は
集
鎮
の
経
済
機
能
を
闇
雲
的
に
高
め
る

　
存
在
と
理
解
さ
れ
る
。

⑳
化
学
肥
料
に
つ
い
て
、
水
稲
生
産
に
用
い
ら
れ
る
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
に
つ
い

　
て
、
計
画
供
給
と
市
場
購
入
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
一
畝
あ
た
り
の
必
要

　
量
は
一
一
一
〇
斤
と
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
八
○
斤
は
計
量
供
給
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
請
け
負
い
耕
地
一
議
あ
た
り
八
○
斤
は
、
一
〇
〇
斤
あ
た
り
一
四
元
の
統
制
価
格

　
（
平
価
）
で
政
府
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
ろ
。
不
足
の
四
〇
斤
は
、
一
〇
〇
斤
あ
た

　
リ
ニ
○
元
の
市
場
価
絡
（
議
価
）
で
農
家
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の

　
二
重
価
格
制
は
計
画
生
産
の
保
証
機
構
の
一
部
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑫
　
井
二
王
の
兆
壁
村
小
学
校
に
隣
接
し
て
開
か
れ
て
い
る
。
た
ば
こ
や
文
呉
、
駄

　
菓
子
な
ど
の
雑
貨
が
売
ら
れ
て
い
る
。

⑬
　
婚
礼
に
際
し
て
電
気
製
品
が
六
合
県
城
で
購
入
さ
れ
た
の
が
わ
ず
か
な
例
外
の

　
ひ
と
つ
だ
が
、
家
臭
・
寝
具
な
ど
の
婚
礼
用
品
も
ほ
と
ん
ど
竹
鎮
集
鎮
で
購
入
さ

　
れ
て
い
る
。

⑭
物
品
の
売
買
以
外
に
、
竹
鎮
集
鎮
で
は
、
行
政
・
福
祉
・
教
育
・
娯
楽
な
ど
の

　
サ
ー
ビ
ス
が
享
受
可
能
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
が
普
及
（
沙
子
崩
で
八
台
）
し
つ
つ
あ

　
る
た
め
に
頻
度
は
減
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
若
者
を
中
心
に
竹
鎮
集
鎮
の
映
画
館
が

　
利
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
竹
鎮
集
鎮
の
理
髪
店
を
利
用
す
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。

⑭
　
男
女
共
に
参
集
す
る
。
年
長
者
の
参
集
頻
度
は
や
や
低
い
と
さ
れ
る
。

⑳
調
査
は
集
塵
の
参
集
者
二
七
八
例
の
聞
き
取
り
が
中
心
で
あ
る
。
サ
ン
プ
ル
数
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の
少
な
さ
は
参
集
者
の
属
性
、
特
に
交
易
物
品
に
注
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
完

　
す
る
よ
う
努
め
た
。

⑳
　
現
在
の
市
日
は
、
解
放
前
の
市
日
と
同
一
で
あ
る
。
人
民
公
社
時
期
に
陽
暦
の

　
五
・
一
〇
に
市
日
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
定
着
し
な
か
っ
た
。

⑳
　
『
中
国
集
市
大
観
』
（
中
南
工
業
火
学
出
版
社
、
一
九
八
八
）
二
〇
四
i
二
三
三

　
頁
の
江
蘇
省
大
中
型
集
市
の
デ
ー
タ
（
一
九
八
六
年
又
は
一
九
八
七
年
）
の
う
ち
、

　
市
域
の
も
の
と
専
門
市
場
を
除
い
た
八
八
例
よ
り
算
出
。

⑳
集
義
管
理
部
門
の
推
定
参
集
者
数
。
集
市
の
管
理
は
工
商
管
理
所
が
行
っ
て
お

　
り
、
竹
選
集
市
に
は
出
張
所
が
あ
る
。

⑳
　
運
輸
業
は
現
在
の
農
村
の
重
要
な
非
農
業
的
活
動
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
こ

　
の
ト
ラ
ク
タ
ー
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑳
　
竹
鎮
集
窮
の
市
日
が
解
放
前
と
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
想
定
ざ
れ
る
市
日
調

　
整
も
伝
統
的
市
シ
ス
テ
ム
の
中
で
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑫
　
石
原
潤
『
定
期
市
の
研
究
』
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
）
二
四
－
三
〇

　
頁

⑭
　
ω
臨
コ
器
5
0
℃
。
9
け
こ
℃
．
G
。
。
。
●

⑭
　
Q
Q
賦
弓
①
5
0
や
。
一
け
こ
ワ
ω
膳
“
日
ρ
9
0
一
甲

⑯
　
階
層
性
を
無
視
し
て
規
模
の
み
か
ら
考
え
れ
ば
、
竹
鎮
集
鎮
が
中
間
市
場
町
に

　
あ
た
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
竹
鎮
上
市
の
市
場
圏
内
に
下
位
の
基

　
層
市
場
町
を
認
め
得
な
い
以
上
、
市
場
圏
の
大
規
模
性
は
市
場
社
会
概
念
の
検
討

　
に
は
大
き
な
制
約
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

⑯
　
一
九
八
八
年
の
竹
製
鎮
の
農
民
一
人
あ
た
り
の
収
入
は
四
六
五
元
で
あ
る
。
前

　
述
の
農
家
基
本
状
況
調
査
と
は
集
計
、
算
出
方
法
が
異
な
り
比
較
で
き
な
い
。

⑳
　
合
照
栄
作
『
通
年
圏
』
（
大
明
堂
、
一
九
七
六
）
一
八
一
頁

⑳
　
兆
壁
村
の
婚
姻
に
つ
い
て
は
全
数
デ
ー
タ
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
次
善
の
デ

　
ー
タ
と
し
て
「
医
生
子
女
登
記
表
」
を
利
用
し
た
。
八
○
算
す
べ
て
嫁
入
し
て
き

　
た
女
性
で
あ
る
。

⑳
　
合
田
、
前
掲
苔
、
一
三
八
－
一
四
三
頁

⑳
各
建
玉
小
組
ご
と
の
主
要
な
姓
は
、
羊
山
が
湯
里
と
許
姓
、
東
河
が
趙
姓
、
西

　
河
は
雑
姓
、
井
二
王
が
羅
臼
、
大
鰯
口
が
無
煙
、
南
余
が
石
下
、
北
余
が
趙
姓
、

　
心
騒
が
康
姓
と
呉
姓
と
銚
姓
、
東
銀
は
雑
姓
、
零
墨
が
王
姓
と
な
っ
て
い
る
。
各

　
村
民
小
組
の
主
要
姓
が
異
な
る
こ
と
は
各
駅
罠
小
組
の
独
立
性
を
示
す
と
も
解
釈

　
さ
れ
る
。

＠
　
図
五
に
お
い
て
婚
姻
の
比
率
は
、
竹
鎮
鎮
域
内
は
行
政
村
ご
と
に
、
竹
鎮
鎮
域

　
外
は
郷
あ
る
い
は
県
を
単
位
と
し
て
集
計
さ
れ
て
い
る
。

⑫
　
ジ
ョ
ン
・
ビ
ア
ッ
テ
ィ
著
、
蒲
生
正
男
ほ
か
訳
『
社
会
人
類
学
』
（
社
会
思
想

　
社
、
一
九
六
八
）
一
五
九
－
一
六
二
頁

⑬
　
解
放
前
の
中
国
農
村
の
通
婚
圏
と
市
場
醐
の
関
係
を
検
討
し
た
研
究
と
し
て
、

　
石
田
浩
、
前
掲
論
文
（
一
九
八
○
）

⑭
。
ワ
江
弓
㊦
さ
魯
．
ミ
こ
や
ω
Φ
●

⑯
　
鈴
木
秀
夫
『
風
土
の
構
造
』
（
大
明
堂
、
一
九
七
五
）
八
六
一
八
九
頁

⑯
　
図
版
に
お
い
て
婚
姻
と
親
族
の
分
布
は
、
兆
壁
村
内
は
村
民
小
組
単
位
に
、
竹

　
鎮
鎮
域
内
は
行
政
村
単
位
に
、
竹
鎮
鎮
域
外
は
原
則
的
に
郷
単
位
に
示
さ
れ
て
い

　
る
。

＠
　
通
婚
圏
が
市
場
圏
に
内
包
さ
れ
る
と
い
う
分
布
上
の
軽
微
に
つ
い
て
は
、
竹
鎮

　
集
市
の
市
場
圏
の
大
規
模
性
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
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お
　
わ
　
り
　
に
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社
会
的
諸
関
係
の
空
間
的
ひ
ろ
が
り
の
外
延
を
と
ら
え
、
村
落
社
会
に
代
わ
る
社
会
的
基
礎
単
位
と
し
て
市
場
社
会
を
提
示
し
た
そ
の
立
論

過
程
に
、
市
場
祉
会
概
念
あ
る
い
は
市
場
三
論
の
問
題
点
が
潜
む
こ
と
は
、
以
上
の
考
察
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
生
活
空
間
の
重
層
性
を

無
視
し
て
単
一
の
空
間
的
分
析
枠
を
追
求
す
る
陥
穽
が
そ
こ
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
等
質
地
域
的
性
格
の
強
い
村
落
と
、
本
来
、
機
能
地
域
的
で

あ
る
市
場
圏
と
の
、
生
活
空
間
と
し
て
の
相
違
は
、
市
場
社
会
概
念
の
み
で
は
明
確
に
し
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ス
キ
ナ
ー
の
注
目

し
た
農
民
間
の
面
識
自
体
に
も
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
れ
ば
、
村
民
小
組
、
行
政
村
、
市
場
圏
の
各
空
間
ス
ケ
ー
ル
に
疎
密
の
存
在
が
う

か
が
え
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
市
場
社
会
の
存
在
そ
の
も
の
を
問
う
考
察
は
本
稿
の
検
討
範
囲
を
越
え
て
お
り
、
依
然
と
し
て
実
証
的
研
究

が
求
め
ら
れ
る
状
況
に
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
市
場
圏
を
基
礎
地
域
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
二
次
的
な
生
活
空
間
と
位
置
付
け
る

意
図
を
本
稿
は
持
た
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
む
し
ろ
、
基
礎
地
域
の
欠
如
こ
そ
現
代
中
国
農
村
に
お
け
る
生
活
空
間
の
特
徴
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
日
本
農
村
に
関
す
る
生
活
空
間
研
究
の
成
果
に
習
え
ば
、
次
の
点
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ス
キ
ナ
ー
が
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

た
四
川
省
の
成
都
近
郊
は
孤
立
荘
宅
の
広
が
る
典
型
的
な
散
村
地
域
で
あ
り
、
ス
キ
ナ
i
自
身
も
調
査
地
の
散
居
的
状
況
を
述
べ
て
い
る
。
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

落
の
機
能
が
強
調
さ
れ
る
B
本
農
村
に
お
い
て
で
さ
え
、
散
村
地
域
の
村
落
に
は
共
同
体
的
機
能
の
存
在
が
見
い
だ
し
難
い
こ
と
を
考
慮
す
れ

ぼ
、
村
落
の
意
味
を
低
く
評
価
す
る
市
場
社
会
概
念
が
散
村
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
の
地
域
性
に
規
定
さ
れ
た
側
面
を
も
つ
こ
と
も
否
定
で
き
な

い
。
す
な
わ
ち
、
市
場
社
会
概
念
は
、
中
国
農
村
に
お
け
る
一
地
方
モ
デ
ル
と
し
て
相
対
化
さ
れ
る
可
能
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

こ
の
点
で
は
、
本
研
究
も
華
中
農
村
の
地
域
性
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
大
規
模
な
集
村
の
卓
越
す
る
華
北
農
村
に
お

い
て
は
、
村
落
の
存
在
形
態
ひ
と
つ
を
取
っ
て
も
、
村
民
小
組
陛
生
産
隊
レ
ベ
ル
に
生
活
空
間
と
し
て
の
村
落
の
ま
と
ま
り
を
求
め
得
る
華
中

農
村
と
は
異
な
っ
た
姿
が
予
想
さ
れ
る
。
地
域
性
を
ふ
ま
え
、
中
国
農
村
一
般
を
対
象
と
す
る
生
活
空
間
研
究
は
、
ま
さ
に
今
後
の
課
題
と
し
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て
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
農
業
生
産
に
見
ら
れ
る
家
族
経
営
の
補
完
的
証
機
能
や
農
民
と
地
方
町
と
の
関
係
な
ど
、
個
々
に
よ
り
詳
細
な
実
態
的
研
究
を
進

め
る
価
値
の
あ
る
テ
ー
マ
を
敢
え
て
包
括
的
に
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
農
村
に
お
け
る
生
活
空
間
の
重
層
性
に
見
通
し
を
つ
け
る
こ
と
を

目
的
の
ひ
と
つ
と
し
て
き
た
。
ま
た
分
析
に
は
、
原
則
的
に
一
九
八
○
年
代
後
半
の
農
村
を
対
象
と
し
た
静
態
的
ア
プ
ロ
…
チ
を
採
用
し
て
い

る
。
本
稿
の
最
後
に
、
動
態
的
研
究
へ
の
展
望
も
ふ
く
め
て
、
二
つ
の
点
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。

　
狭
小
な
耕
地
で
農
業
が
行
わ
れ
て
き
た
中
国
農
村
に
お
い
て
は
、
農
業
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
ー
の
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
ー
部
分
が
農
民
の
生
活
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
っ
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
き
た
。
生
産
責
任
制
の
導
入
以
後
、
こ
の
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
ー
部
分
に
、
集
魚
・
画
室
を
中
心
と
す
る
局
地
的

再
生
産
圏
で
あ
る
市
場
圏
を
表
出
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
。
農
民
の
非
農
業
的
生
産
活
動
と
し
て
は
、
郷
鎮
企
業
の
贈
爵
雇
用
労
働
と
建
築
業

な
ど
の
労
務
的
な
臨
時
雇
用
労
働
が
主
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
依
然
と
し
て
市
場
圏
内
で
完
結
し
て
い
る
が
、
沙
子
醐
の
農
民
に
は
、
臨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

時
工
と
し
て
南
京
や
鎮
江
と
い
っ
た
地
方
大
都
市
へ
働
き
に
い
っ
て
い
る
者
も
見
ら
れ
る
。
商
品
経
済
化
の
進
展
に
よ
っ
て
、
市
場
圏
の
経
済

的
機
能
が
強
化
さ
れ
て
い
く
と
同
時
に
、
市
場
圏
を
越
え
る
、
よ
り
上
位
の
生
活
空
間
の
出
現
を
そ
こ
に
見
い
だ
し
う
る
と
言
え
よ
う
。

　
も
う
一
点
は
、
社
会
政
治
的
空
間
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
前
身
の
生
産
隊
が
所
有
・
経
営
の
主
体
と
し
て
強
力
な
作
用
体
で
あ
っ
た
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
村
民
小
組
は
生
産
責
任
制
の
導
入
に
よ
る
所
有
と
経
営
の
分
離
で
経
営
の
大
部
分
が
農
民
へ
移
行
し
た
こ
と
に
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

領
域
性
は
弱
体
化
し
、
所
有
は
名
目
化
さ
え
し
つ
つ
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
生
産
隊
と
村
民
小
組
の
相
違
は
、
生
産
隊
長
と
村
民
小
組
長

の
機
能
の
相
違
に
も
現
れ
て
い
る
。
人
民
公
社
時
期
に
は
生
産
隊
が
経
営
主
体
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
生
産
隊
長
は
彼
の
能
力
が
生
産
の
良
否

に
直
接
つ
な
が
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
比
し
て
現
在
の
村
民
小
組
長
は
末
端
行
政
補
完
的
な
仕
事
が
中
心
で
、
い

わ
ば
メ
ヅ
セ
ン
ジ
ャ
ー
的
な
役
割
に
止
ま
る
場
合
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
村
民
小
組
長
の
政
治
力
は
弱
く
、
村
民
小
組
長
は
一
般
農
民
に
忌
避

す
べ
き
役
職
と
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
現
在
、
耕
地
境
界
を
め
ぐ
る
紛
争
や
、
用
水
、
耕
牛
の
利
用
に
関
す
る
揉
め
事
な
ど
、
同
一
村

民
小
組
内
で
の
農
民
間
の
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決
も
、
し
ぼ
し
ぼ
村
長
を
は
じ
め
と
し
た
行
政
村
幹
部
が
担
当
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
観
察
さ
れ
た
諸
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事
実
は
、
村
民
小
組
の
機
能
的
弱
体
化
と
行
政
村
の
相
対
的
強
化
が
社
会
政
治
的
空
間
に
お
い
て
生
じ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。

①
金
興
国
『
愛
国
農
村
聚
落
地
理
』
（
江
蘇
科
学
技
術
出
版
社
、
一
九
八
九
）
二
八

　
四
頁

②
ω
ぼ
皐
①
δ
愚
・
9
赴
で
．
①
■

③
　
石
原
潤
「
集
落
形
態
と
村
落
共
同
体
一
特
に
讃
岐
の
享
例
を
中
心
に
」
（
『
人

　
文
地
理
』
　
一
七
i
一
、
　
一
九
六
五
）

④
こ
の
こ
と
は
中
鷺
農
村
の
前
近
代
に
お
け
る
小
商
品
生
産
の
展
開
に
舅
ら
か
で

　
あ
ろ
う
。

．
⑤
　
沙
子
樹
で
は
、
南
京
に
三
人
、
鎮
江
に
二
人
働
き
に
出
掛
け
て
い
る
。

⑥
　
集
団
化
の
あ
る
時
期
に
、
生
産
隊
が
境
界
の
明
確
な
欝
欝
と
そ
の
内
部
の
統
制

　
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
合
わ
せ
持
つ
領
域
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
中
国
農
村

　
の
村
落
の
歴
史
的
展
開
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
中
合
和

　
津
次
「
中
圏
農
業
集
団
化
の
再
検
討
」
（
『
一
橋
論
叢
』
九
ニ
ー
二
、
一
九
八
四
）

　
と
く
に
九
八
i
九
九
頁
を
参
照
の
こ
と
。

⑦
王
毅
「
談
談
明
確
土
地
所
有
権
問
題
」
（
『
学
習
与
思
考
』
一
九
八
八
）
九
一
頁
、

　
た
だ
し
引
用
頁
は
『
複
印
報
刊
資
料
　
農
業
経
済
』
（
～
九
八
九
年
一
月
号
）
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、
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と
し
て
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は
か
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だ
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、
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査
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行
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調
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。
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Life　Space　in　Contemporary　Rural　China　：　A　Case

　　　　　　　　of　Luhe　County，　fiangsu　Province

by

KojiMA　Yasuo

　　The　concept　of　marketing　community　that　G．　W．　Skinner　presented　in

1964　has　been　one　of　the　most　influential　models　for　studying　rural　China．

The　concept　treats　a　marketing　area　as　a　basic　social　unit，　though　it　is

not　so　clear　how　the　concept　evaluates　the　village　community　subsiseing

beneath　the．　marketing　community．　Life　space　as　a　spatia！・base　of　socia1

1ife　is　essentia！ly　stratiform．　The　author　pays　attention　to　this　stratifica－

tion，　and　tries　to　mal〈e　clear　ipterrelations　between　the　life　space　and

the　social　life・in　contemporary　rural　China．　Data　were　collected　by　field

work　at　a　rural　area　in　Ltthe　county，　liangsu　province　from　1988　to　1990．

Lzthe　county　is　an　economically　middle　class　rural　area　in　the　province．

The　investigated　village　where　28　households　and　117　people　live　is　a　small

agglomerated　settlement　and　a　multi－lineage　village．　As　a　Cunminxiaozu

it　succeeded　to　a　part　of　former　Production　Team’s　territoriality．

　　Since　the　responsibility　system　was　executed　for　agricultural　・production，

strong　family　farming　has　prevailed　in　rural　China．　The　vil！age，　however，

．which　is　found　on　Ctmminxiaozu　as　a　set　of　settlement　and　farmland，

performs　some　functions　ln　assisting　the　family　farming．　These　functions

exist　because　of　the　dual　adjacency　of　life　and　production　in　the　village．

The　soclal　interaction　of　villagers　also　extends　beyond　the　village．　ln

many　phases　of　life　and　production　economic　connections　are　observed

between　villagers　and　a　periodic　market　or　a　local　town．　The　marketing

area　which　is　a　spatial　expression　of　the　connection　is．　characterized　by

its　large　scale　and　its　inner　heterogeneity．　Through　a　spatial　examination

of　marriage，　it　reveals　that　the　vi11age　has　an　exogamous　tendency．

And　although　the　marriage　area　of　the　village　extends　to　within　the

marketing　area，　analyzing　the　process　of　marriage，　which　is　generaily

arranged，　the　situation　supposed　in　the　concept　of　marl〈eting　community，

that　acquaintances　made　at　the　marl〈et　place　directly　influence　marriage，

is　not　found，

（46e）




