
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
に
お
け
る
散
居
集
落
の
構
造

ー
ン
ン
ヌ
近
郊
パ
ッ
セ
村
を
中
心
と
し
て
ー
ー

56　C828）

谷

岡

武

雄

婁
約
。
西
部
フ
ラ
ン
詮
典
型
的
な
警
集
落
に
つ
い
て
は
・
葉
あ
奮
に
患
所
位
の
分
散
お
よ
び
牧
場
讐
の
面
の
み
会
誌
さ
れ
て
来
た
…
，

」
が
・
こ
れ
は
改
め
て
奮
直
す
必
要
が
あ
る
・
凍
露
鷺
行
っ
た
毒
馨
に
よ
れ
ば
・
エ
カ
ー
ル
で
の
生
謹
・
小
さ
い
シ
・
プ
リ
・
－
に
お
け
る
億
工

中
の
存
在
な
く
し
て
可
能
で
は
な
く
、
ま
た
農
業
経
営
の
点
で
は
、
意
外
に
も
甚
だ
多
角
的
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
難
物
栽
培
一
開
放
耕
地
処
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

籍
、
牧
場
讐
紅
遍
い
地
麺
散
村
の
如
く
、
器
と
誕
と
の
形
態
的
対
応
関
係
は
、
研
究
の
方
向
と
し
て
は
や
は
り
そ
の
正
当
妻
失
わ
な
い
が
、
．
窺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
で
は
、
散
居
農
場
氏
小
村
紅
ブ
ー
ル
の
構
造
が
、
散
居
農
場
藷
プ
ー
ル
の
構
造
　
…

れ
を
文
字
通
り
一
対
一
的
と
解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
。

に
変
容
し
つ
つ
あ
り
、
ま
た
土
地
利
用
の
上
で
は
、
雑
鍛
栽
培
を
中
心
と
す
る
三
面
制
が
、
パ
ソ
用
小
麦
と
飼
料
作
物
を
主
に
す
る
多
踊
制
に
変
化
し
、
果
　
㎝

樹
栽
培
が
そ
れ
を
補
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
集
落
お
よ
び
営
農
の
進
化
は
、
ボ
カ
ー
ジ
ュ
景
観
の
発
達
を
も
た
ら
し
た
が
、
こ
れ
が
か
え
っ
て
現
　
一

読
の
欝
の
誕
を
墨
口
し
て
い
る
と
み
・
れ
る
薯
あ
・
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

は
し
が
き

　
集
中
一
分
散
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
学
派
に
伝
統
的
な
集
落
理
論
に
あ

っ
て
は
、
居
住
単
位
の
散
在
と
い
う
事
実
が
誇
張
さ
れ
、
か
つ
て
ア

ル
ベ
ー
ル
・
ド
ゥ
マ
ソ
ジ
ュ
オ
ソ
が
曾
9
目
鷺
　
①
讐
Φ
旨
な
る
術
語
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ま
さ
し
く
表
現
し
た
よ
う
な
住
居
の
遠
心
的
拡
散
が
、
西
部
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
集
落
の
テ
ィ
ピ
カ
ル
な
タ
イ
プ
と
し
て
、
一
般
に
理
解

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
が
下
ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
か
ら
ブ

ル
タ
ー
ニ
ュ
な
ら
び
に
ボ
ア
ト
ゥ
ー
帯
を
訪
れ
て
強
く
印
象
づ
け
ら

れ
た
の
は
、
い
ず
れ
の
散
在
農
圃
も
、
農
民
に
よ
っ
て
ヴ
ィ
ラ
ー
ジ

ュ
と
か
プ
ー
ル
と
か
呼
ば
れ
る
小
さ
い
サ
ソ
ト
ル
リ
ュ
ラ
ル
に
機
能

的
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
そ
の
社
会
的
求
心
力
と
、
自
己
の
経
営
す
る
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土
地
へ
住
居
を
近
づ
け
よ
う
と
す
る
、
営
農
上
の
必
要
か
ら
嵐
た
遠

心
力
と
の
均
衡
の
上
に
立
っ
て
、
散
居
景
観
が
成
立
し
て
い
る
と
い

う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
小
村
落
あ
る
い
は
村
中
心
な
く
し
て
、

分
散
的
農
場
の
存
続
は
あ
り
得
な
い
。
あ
れ
ほ
ど
個
人
主
義
的
と
い

わ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
農
村
に
お
い
て
然
り
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
サ
ン

第1図　パツセ村要図

ト
ル
が
、
新
大
陸
の
ご
と
く
、
自
由
な
機
能
的
社
会
の
結
節
点
で
あ

る
よ
り
も
、
む
し
ろ
累
積
的
な
共
岡
社
会
の
核
心
と
し
て
の
性
格
が

勝
っ
て
い
る
点
も
、
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
限
を
畑
に
転
ず
る
な
ら
ば
、
ボ
カ
ー
ジ
ュ
地
蜘
胃
の
例
に
へ
洩
れ
ず
、

そ
の
多
く
は
生
垣
や
樹
木
の
カ
ー
テ
ン
に
よ
っ
て
囲
わ
れ
て
い
る
。

　
　
牧
畜
の
た
め
か
。
ど
れ
で
も
よ
い
、
そ
の
プ
つ
に
足
を
踏
み
入

レ
ン
．
＾
　
●

塩
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ン
ト
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れ
て
み
よ
う
。
意
外
に
も
眼
前
に
展
開
す
る
の
は
、
放
牧
風
景

よ
り
も
、
三
菱
・
燕
麦
あ
る
い
は
そ
ば
畑
で
あ
る
か
、
り
ん
ご

畑
で
あ
る
場
合
の
方
が
多
い
。
土
地
利
用
の
点
か
ら
み
て
、
西

．
フ
ラ
ン
ス
の
中
で
も
レ
ソ
ヌ
以
西
は
、
北
フ
ラ
ン
ス
同
様
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

標
式
的
な
受
答
卓
越
地
域
に
属
し
て
い
る
。
囲
い
地
の
中
で
営

ま
れ
て
い
る
農
業
の
実
態
は
、
ち
ょ
う
ど
多
角
的
経
営
と
い
う

に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
田
園
景
観
の
進
化
は
、
先
史
時

代
に
お
け
る
最
初
の
定
着
以
来
、
一
時
た
9
と
も
停
滞
し
な
い
。

昨
日
の
姿
は
も
は
や
今
日
の
も
の
で
は
な
い
。
目
下
の
課
題
で

　
　
　
ル
マ
ン
ブ
ル
マ
ン

あ
る
『
耕
地
の
再
配
分
』
が
進
行
す
れ
ば
、
生
垣
に
か
わ
っ
て

有
棘
電
線
の
囲
い
地
が
多
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
日
本
の
礪
波
平
野
や
胆
沢
扇
状
地
の
よ
う
に
、
代
表
的
な
散

居
地
域
に
お
い
て
は
、
散
居
す
る
農
家
の
間
に
、
衝
路
村
や
市

57　（829）



樵切

ｬ
∴
か
形
成
さ
れ
、
　
胃
て
れ
帰
り
一
か
ル
ー
ラ
ル
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割

を
果
し
て
い
る
。
し
か
も
水
田
耕
作
が
基
本
で
あ
っ
て
、
そ
の
所
有

な
ら
び
に
用
益
関
係
は
甚
し
く
錯
醐
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
日
本

に
お
け
る
散
居
集
落
の
性
格
は
、
世
界
の
諸
地
域
に
お
け
る
類
似
の

も
の
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
よ
り
正
当
に
把
握
し
う
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
こ
こ
に
比
較
集
落
地
理
学
の
課
題
の
一
つ
が
あ
る
。
以
下

筆
者
は
、
レ
ソ
ヌ
北
西
方
九
キ
μ
に
あ
る
、
イ
ー
ル
ー
エ
ー
ヴ
ィ
レ

！
ヌ
県
の
パ
ッ
セ
勺
p
o
①
村
を
中
心
と
し
て
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
に
お

け
る
集
落
構
造
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
、
体
系
的
な
集
落
理
論
の
形

成
と
倉
本
の
散
村
研
究
の
た
め
に
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
一
つ
の
資
料

を
提
供
し
た
い
と
思
う
。

胴
、
囲
い
地
の
景
観

　
生
壌
・
堀
・
土
堤
・
樹
木
の
列
・
木
か
げ
を
つ
く
る
数
多
く
の
添
い
に
よ

っ
て
、
ボ
カ
ー
ジ
ュ
は
、
数
知
れ
な
い
小
林
隙
地
に
穿
た
れ
、
仕
切
ら
れ
た
、

広
い
森
林
の
姿
を
眼
前
に
あ
ら
わ
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
家
密
の
禺
入
り
を

整
理
す
る
隠
的
で
、
入
口
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
森
林
で
あ
る
。
ひ
と
た
び
ボ

ー
ス
の
開
か
れ
た
地
平
線
を
西
方
へ
、
ユ
ー
ル
と
ロ
ア
ー
ル
の
谷
の
か
な
た

へ
淘
る
な
ら
ば
、
ボ
カ
ー
ジ
ュ
す
な
わ
ち
区
分
さ
れ
た
田
園
、
交
明
と
農
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

経
済
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
一
つ
の
タ
イ
プ
の
枠
内
に
入
る
。

西
フ
ラ
ン
ス
の
田
園
景
観
に
つ
い
て
、
こ
れ
以
上
適
切
な
表
現
を
知

ら
な
い
。
灌
部
の
景
観
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
ラ
ン
ド
屯
ボ
カ
ー
ジ
ニ

も
、
甘
き
去
っ
て
考
え
る
こ
と
は
、
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
平
坦
な

道
路
を
ド
ラ
イ
ヴ
す
る
旅
人
に
と
っ
て
は
、
や
や
疎
ら
な
林
中
に
あ

る
感
じ
が
与
え
ら
れ
る
。
と
き
ど
き
森
の
中
に
石
造
の
農
家
が
ち
ら

り
と
現
わ
れ
て
は
、
す
ぐ
も
と
の
疎
林
の
沈
黙
の
世
界
に
戻
る
。
こ

れ
を
機
中
か
ら
見
下
せ
ば
、
不
規
期
な
格
子
縞
を
つ
く
る
樹
木
の
区

切
り
が
、
強
い
印
象
を
焼
き
付
け
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
西
部
だ
。

と
く
に
レ
ン
ヌ
盆
地
で
は
、
村
中
心
を
除
け
ば
散
居
農
場
が
卓
越
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ボ
カ
ー
ジ
ュ
景
観
が
典
型
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
筆
者
の
フ

ィ
ー
ル
ド
と
な
っ
た
パ
ッ
セ
村
は
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
さ
て
、
ほ
ぼ
直
線
状
に
一
列
、
ま
れ
に
は
二
～
三
列
で
土
地
を
区

劃
す
る
囲
い
は
、
通
常
そ
の
高
さ
が
約
一
メ
ー
ト
ル
、
底
幅
が
約
一
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
タ
じ
ル

五
メ
ー
ト
ル
の
土
堤
の
上
に
、
し
ば
し
ば
刈
込
木
に
仕
立
て
ら
れ
た

ブ
ナ
・
カ
シ
そ
の
他
の
樹
木
が
植
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
西

ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
如
く
、
数
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
土
堤
を
盛
り
あ
げ
る
と

か
、
そ
の
上
に
ハ
リ
エ
ニ
シ
ダ
を
植
え
る
と
か
の
も
の
は
、
あ
ま
り

み
・
う
け
な
い
。
シ
ー
ド
ル
生
産
地
帯
の
こ
と
と
て
、
樹
木
も
夢
ん
ご

で
あ
っ
た
り
、
刈
込
ん
で
い
な
か
っ
た
り
す
る
。
囲
い
の
傍
は
、
樹

58　（830）
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　　　　第2図パッセ村における翻い地と森林の分布

　　　　　　C◎。。樹林と土堤の囲い甲〔1｝農場

木
が
根
を
張
る

上
に
、
日
蔭
で

あ
る
た
め
、
除

地
と
な
っ
て
い

る
。
隣
畑
の
耕

作
者
の
通
路
と

し
て
も
、
こ
こ

を
空
け
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
。

ヴ
ァ
ソ
デ
地

方
に
お
い
て
、

シ
ャ
ン
ト
ル

Ω
δ
貯
窪
①
と

呼
ぶ
の
は
、
か
・

か
る
除
地
で
あ

る
。　

第
二
図
は
、

主
と
し
て
一
九

五
二
年
作
製
の

D83（59



五
万
分
の
一
航
空
写
真
に
基
づ
き
、
パ
ッ
セ
村
に
お
け
る
林
地
と
生

垣
な
い
し
は
樹
木
の
囲
い
の
分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い

う
囲
い
は
、
あ
る
い
は
屋
敷
森
と
な
っ
て
住
居
を
隠
蔽
し
、
あ
る
い

は
道
路
や
畦
畔
・
境
界
に
沿
う
て
農
牧
地
を
取
り
巻
い
て
い
る
。
そ

の
機
能
は
、
防
風
、
木
材
の
供
給
、
そ
う
し
て
も
っ
と
竜
重
要
な
家

畜
に
対
す
る
畑
の
防
禦
の
た
め
と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
区
劃
の
大
き

さ
は
非
常
に
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
て
、
小
さ
い
も
の
で
僅
か
三
ヘ
ク
タ

！
ル
足
ら
ず
、
大
き
い
も
の
で
二
一
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
計
測
し
た
が
、

レ
毛
～
一
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
四
か
も
つ
と
Q
も
多
い
Q
た
だ
し
除
楠
的
を
考
慮
に

入
れ
る
乏
、
実
際
の
作
付
地
の
薦
積
は
、
竜
つ
と
狭
く
な
る
筈
で
あ

る
。
開
放
耕
地
が
共
同
主
義
の
表
現
で
あ
る
の
に
対
し
、
ボ
カ
ー
ジ

ュ
は
何
よ
り
も
個
人
主
義
、
す
な
わ
ち
土
地
の
泓
有
の
力
強
い
宣
言

の
反
映
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
で
は
、

一
つ
の
囲
い
が
一
人
の
所
有
、
一
人
の
用
益
を
意
味
せ
ず
、
そ
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
ル
セ
ル

は
さ
ら
に
幾
つ
か
の
や
や
大
き
い
め
の
地
黒
に
分
か
た
れ
、
異
な
っ

た
所
有
者
、
異
な
っ
た
経
営
者
が
入
り
混
っ
て
い
る
場
合
が
し
ば
し

ば
で
あ
る
。
さ
必
に
住
居
と
囲
い
地
の
大
き
さ
と
の
関
係
を
み
る
と
、

概
し
て
居
住
地
近
く
で
は
小
さ
く
、
そ
れ
を
離
れ
る
に
つ
れ
て
大
き

く
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
ブ
ー
ル
や
各
大
字
の
中
心
部
付
近
で
は
小

さ
く
、
そ
こ
か
ら
遠
ざ
か
る
ほ
ど
大
き
い
結
果
と
な
る
。
こ
の
こ
と

は
、
二
蘭
に
お
い
て
、
土
地
言
論
や
そ
の
集
約
度
の
相
違
、
す
な
わ

ち
屋
敷
の
ま
わ
り
に
菜
園
や
り
ん
ご
園
が
多
く
、
住
居
か
ら
遠
く
隔

っ
た
お
も
に
湿
地
は
、
放
牧
地
に
宛
て
ら
れ
る
傾
向
に
関
係
し
て
い

る
が
、
他
面
に
お
い
て
、
古
く
か
ら
居
住
を
み
た
よ
う
な
肥
沃
な
土

地
ほ
ど
、
そ
れ
に
対
す
る
所
有
な
い
し
は
用
益
の
主
張
が
強
い
た
め
、

細
分
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
い
う
事
情
に
由
来
し
て
い
る
。

　
囲
い
地
の
形
状
は
、
第
二
図
の
如
く
四
辺
形
が
普
通
で
あ
る
が
、

あ
ま
り
整
然
と
し
て
い
な
い
。
こ
と
に
ブ
リ
ュ
ム
川
の
両
岸
に
沿
う

電
の
は
、
甚
し
く
屈
曲
し
て
い
る
。
ま
た
畑
の
全
体
が
囲
わ
れ
ず
、

そ
の
一
部
を
欠
除
す
る
場
合
も
か
な
り
み
ら
れ
る
。
囲
い
地
の
歴
史

の
古
さ
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
世
紀
半
以

来
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
各
地
で
は
、
農
村
人
口
が
増
加
し
、
荒
蕪
地

が
開
墾
さ
れ
た
の
で
、
古
い
ボ
カ
ー
ジ
ュ
の
外
側
に
新
し
い
ボ
カ
ー

ジ
ュ
が
付
け
加
わ
り
、
そ
の
景
観
は
一
意
顕
著
と
な
る
に
至
っ
た
。

こ
う
い
う
点
か
ら
み
て
も
、
ボ
カ
ー
ジ
ュ
景
観
は
、
そ
の
外
見
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

か
か
わ
ら
ず
、
固
定
的
に
考
・
え
る
．
堅
き
で
は
な
い
。
樹
木
の
列
そ
の

も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
区
劃
の
仕
方
に
問
題
が
あ
る
。

　
一
般
に
囲
い
地
の
区
劃
方
向
は
、
主
要
道
路
に
規
定
さ
れ
、
み
ず
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か
ら
は
内
部
に
お
け
る
地
響
の
方
向
を
拘
束
し
て
い
る
。
地
籍
図
や

航
空
写
真
に
み
ら
れ
る
個
々
の
囲
い
地
の
区
劃
方
向
は
、
千
差
万
別

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
巨
視
的
な
観
点
を
許
す
な
ら
ば
、
お
の
ず
か
ら

一
つ
の
タ
イ
プ
が
浮
び
上
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
プ
ー
ル
と
呼
ば
れ
る

集
居
部
か
ら
パ
ッ
セ
橋
へ
通
ず
る
道
路
の
方
向
と
、
そ
れ
に
ほ
ぼ
直

交
す
る
道
路
お
よ
び
橋
以
南
屈
噛
点
に
至
る
ま
で
の
ブ
リ
ュ
ム
川
の

流
路
方
向
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
爾
北
線
で
約
二
〇
度
東
へ
偏
っ
て
お

り
、
東
西
線
で
は
や
や
偏
向
が
少
な
い
。
と
く
に
レ
ソ
ヌ
睦
ブ
レ
ス

ト
街
道
以
南
の
地
区
で
、
新
開
地
の
規
則
正
し
さ
と
は
異
質
的
な
、

や
や
整
っ
た
格
子
縞
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
北
の
農
道
や
囲
い
の

方
向
の
中
に
竜
、
不
明
瞭
な
が
ら
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
。
川
の
西
側

で
は
整
い
過
ぎ
て
い
る
か
ま
た
は
乱
れ
過
ぎ
て
い
て
、
い
ず
れ
も
土

地
割
の
比
較
的
新
し
い
こ
と
を
思
わ
し
め
る
の
に
反
し
、
川
の
東
側

で
は
整
い
方
の
程
度
か
ら
、
よ
り
古
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ

は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
地
質
・
地
形
条
件
と
の
関
係
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ブ
ル
タ
ー
ニ

ュ
は
、
片
麻
岩
・
花
軍
岩
・
片
岩
類
や
、
古
生
代
の
砂
岩
・
石
灰
岩

等
か
ら
成
り
、
堅
い
岩
石
は
残
っ
て
山
背
を
つ
く
り
、
軟
か
い
岩
石

は
翔
ら
れ
て
窪
地
を
な
す
広
大
な
胴
体
山
地
で
あ
る
。
半
島
の
東
部

で
は
、
ア
ル
モ
リ
カ
ソ
山
系
の
方
向
は
、
西
北
西
一
東
薦
東
覆
し
て

い
る
が
、
全
体
と
し
て
爾
に
傾
動
し
、
し
か
も
西
部
と
ち
が
っ
て
、

内
陸
で
は
ほ
ぼ
ヴ
ィ
レ
ー
ヌ
河
を
軸
と
す
る
曲
動
を
受
け
て
い
る
た

め
、
こ
こ
に
そ
の
河
の
集
水
す
る
レ
ソ
ヌ
盆
地
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

パ
ッ
セ
村
は
、
こ
の
盆
地
の
ほ
ぼ
中
ほ
ど
に
位
置
す
る
。
村
の
北
方

に
は
花
平
芝
山
地
が
み
ら
れ
る
が
、
一
度
準
平
原
化
さ
れ
た
と
こ
ろ

だ
け
に
、
村
域
内
に
は
か
か
る
山
地
は
存
在
せ
ず
、
た
だ
一
部
に
シ

ス
ト
や
千
枚
岩
の
低
い
丘
を
残
す
か
、
二
次
的
に
開
析
さ
れ
た
谷
壁

に
、
こ
の
種
の
地
層
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
う
し
て

村
の
主
要
部
は
ロ
ー
ム
を
か
ぶ
り
、
ブ
リ
ュ
ム
川
の
南
西
側
お
よ
び

村
の
南
東
端
で
は
砂
礫
層
が
覆
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
僅
か
に
谷

に
沿
う
て
、
神
積
土
壌
が
分
布
し
て
い
る
。
概
し
て
こ
の
砂
礫
層
地

帯
の
ボ
カ
ー
ジ
ュ
景
観
は
、
歴
史
が
新
し
い
の
に
対
し
、
街
道
以
南

で
プ
リ
ュ
ム
川
の
屈
曲
点
よ
り
北
東
側
に
あ
る
，
問
題
の
土
地
割
を

示
す
地
区
が
、
プ
ー
ル
の
地
区
同
様
に
、
ロ
ー
ム
層
土
壌
で
あ
る
の

は
興
味
が
深
い
。
つ
ま
夢
村
の
標
式
駒
な
，
土
地
割
が
、
よ
夢
肥
沃
な

ロ
ー
ム
層
と
分
布
の
上
で
、
あ
る
程
度
関
係
を
も
つ
ら
し
い
の
で
あ

る
。
ま
た
プ
リ
ュ
ム
川
の
流
路
方
向
も
、
部
分
的
に
考
慮
に
入
れ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
地
質
・
地
形
条
件
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は
、
土
地
割
の
分
布
に
と
っ
て
、
間
接
酌
な
意
義
し
か
も
っ
て
い
な
い
。

　
つ
ぼ
に
卓
越
風
に
つ
い
て
み
・
よ
う
。
一
般
に
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
で
は
、

夏
の
東
ま
た
は
南
東
風
は
気
温
を
上
げ
、
冬
に
時
六
訪
れ
る
東
ま
た

は
北
東
風
は
耀
い
も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
晴
天
を
も
た
ら
す
の

で
、
農
作
物
に
と
っ
て
何
わ
危
険
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
秋
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ユ
ロ
ア

冬
に
は
、
曇
天
と
し
つ
よ
う
な
細
雨
を
も
た
ら
す
爾
西
風
、
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ロ
ア

追
い
散
ら
す
卜
い
西
ま
た
は
北
西
風
が
吹
く
。
と
く
に
ノ
ロ
ア
は
、

恐
ろ
し
い
雷
と
強
い
に
わ
か
雨
を
伴
う
寒
風
で
、
農
作
物
に
甚
大
な

被
害
を
及
ぼ
す
。
か
く
し
て
、
北
東
餌
南
西
方
向
に
連
な
る
、
樹
木

を
植
え
た
土
堤
は
、
こ
の
ノ
ロ
ア
に
対
し
、
防
風
の
役
目
を
充
分
に

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

果
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
う
も
の
の
、
土
地
割
の
方
向
を
単
に
ノ
ロ
ア
除
け
の
み
か

ら
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
メ
イ
ニ
ェ
お
よ
び
ギ
ル
シ
ヱ
の

記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
土
地
区
劃
に
は
、
一
つ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
な
く
、
五
～
六
の
ド
ミ
ナ
ン
ト
な
方
向
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
二
人
の
地
理
学
者
が
示
し
た
例
は
、
サ
ソ
・
ブ
リ
ュ
i
付
近
の

・
も
の
で
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
例
と
は
異
な
り
、
N
二
〇
度
W
偏
し

て
い
る
。
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
に
お
け
る
古
道
の
方
向
が
、
巨
石
記
念
物

の
配
列
や
ロ
ー
マ
伝
道
の
方
向
に
一
致
す
る
場
合
が
か
な
り
多
い
。

未
だ
復
原
さ
れ
て
い
な
い
が
、
古
代
ロ
ー
マ
の
ケ
ソ
ト
ゥ
リ
ァ
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

こ
の
地
方
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
地

方
で
伽
や
鋤
。
の
語
尾
を
も
つ
地
名
は
、
群
ー
マ
の
領
地
と
関
係
が
あ

り
、
レ
ソ
ヌ
南
壬
刀
の
U
既
点
図
（
ラ
リ
ウ
ス
の
農
村
に
お
け
る
領
地
の
意
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

村
が
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
史
糾
を
欠
く
た
め
、
こ
こ
で
℃
ρ
o
価
村

も
同
様
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
三
世
紀
の
後
半
よ
リ

サ
ク
ソ
ン
の
戦
士
が
し
ば
し
ば
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
を
侵
略
し
、
レ
ソ
ヌ

も
そ
の
た
め
に
城
壁
が
建
設
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
れ

よ
り
西
方
の
地
域
で
は
、
五
世
紀
中
葉
よ
り
本
格
的
に
植
民
が
始
ま

り
、
六
世
紀
に
は
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
ブ
ル
ト
ン
化
が
急
速
に
進
む
わ

け
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ロ
1
マ
的
な
も
の
は
ほ
と
ん
ど
払
拭
さ
れ
る

に
至
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
地
名
分
布
か
ら
み
れ
ば
、
レ
ン
ヌ
の
少
し

西
方
が
、
九
世
紀
に
・
お
け
る
ブ
ル
ト
ソ
地
名
の
申
果
樹
を
な
し
て
い
る

　
　
　
　
⑭

の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
パ
ッ
玉
村
の
位
鷹
す
る
付
近
が
、
完

企
に
ブ
ル
ト
ン
化
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
た
と
え

彼
ら
に
占
居
さ
れ
て
し
ま
っ
た
に
せ
よ
、
他
地
域
と
異
な
っ
て
集
居
’

．
的
な
ヴ
ィ
ラ
を
造
ら
ず
、
か
な
り
著
し
く
分
散
し
て
い
る
ブ
ル
タ
ー

ニ
ュ
の
集
落
型
は
、
ガ
ロ
ロ
マ
ン
時
代
竜
、
ブ
ル
ト
ソ
化
の
後
も
あ

ま
り
変
っ
て
い
な
い
と
い
わ
れ
る
か
ら
、
こ
の
村
に
み
ら
れ
る
特
徴
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的
な
土
地
割
の
主
要
方
向
を
、
少
く
と
も
骨
組
み
に
関
し
て
は
、
プ

レ
ブ
ル
ト
ン
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
る
こ
と
も
、
必
ず
し

も
不
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
ば
ら
く
後
考
を
待
ち
た
い
。

二
、
村
域
と
人
口
の
推
移

　
村
の
面
積
的
規
模
は
、
住
罠
の
数
に
比
例
し
、
土
地
生
産
力
に
反
、

比
例
す
る
と
考
え
て
よ
い
。
一
九
五
四
年
の
セ
ン
サ
ス
に
よ
れ
ば
、

フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
、
面
積
の
平
均
が
一
四
五
〇
ヘ
ク
タ
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ル
、
人
口
の
平
均
が
一
一
二
五
で
あ
る
。
問
題
を
農
村
に
限
る
な
ら

ば
、
最
大
は
ロ
ー
ヌ
デ
ル
タ
の
サ
ソ
ト
・
マ
リ
ー
・
ド
ゥ
・
ラ
・
メ

1
ル
の
三
六
九
五
工
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
最
小
は
オ
ー
ト
・
ア
ル
プ
の
モ

ン
・
ド
ゥ
フ
ィ
ン
の
僅
か
二
・
一
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
。
概
し
て
、

東
北
部
お
よ
び
ピ
レ
ネ
ー
北
麓
の
地
域
は
、
小
規
模
の
農
村
、
ブ
ル

　
　
　
　
　
　
マ
シ
て
フ
サ
ン
ト
ラ
ル

タ
ー
ニ
ュ
か
ら
中
央
山
塊
を
経
て
ラ
ン
ド
地
方
に
至
る
西
お
よ
び
西

南
部
の
一
帯
と
、
ア
ル
プ
ス
お
よ
び
地
中
海
沿
岸
地
域
は
、
大
規
模

の
農
村
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
パ
ッ
町
村
竜
、
こ
の
大
コ
ミ

ュ
ー
ン
地
域
に
属
す
る
た
め
、
一
九
五
八
年
現
在
で
、
三
四
〇
三
ヘ
ク

タ
ー
ル
の
藺
積
を
も
つ
て
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
平
均
よ
り
も
倍
以
上

も
あ
る
。
そ
う
し
て
村
域
の
形
状
は
整
わ
な
い
が
、
プ
ー
ル
を
中
心

に
考
え
る
と
、
ほ
ぼ
円
形
に
近
い
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
平
野
部
に

み
ら
れ
る
村
の
タ
イ
プ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
在
の
村
域
は
、
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
な
ア
ズ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ミ
ユ
ノ
　
テ

ソ
シ
ャ
ン
レ
ジ
ー
ム
以
来
の
教
区
、
収
税
の
匿
的
を
も
持
つ
共
同
体
、

一
七
九
〇
年
以
来
教
会
の
あ
る
場
所
に
役
場
を
置
く
こ
と
に
し
て
設

定
さ
れ
た
行
政
村
の
範
闘
に
従
っ
て
、
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

あ
ま
り
に
も
大
き
い
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
、
そ
れ
自
体
が
集
落
の
単
位
を

な
す
の
で
は
な
く
、
諸
単
位
の
墨
差
と
考
え
た
方
が
よ
い
と
、
メ
イ
ニ

　
　
　
　
　
　
⑫

エ
は
述
べ
て
い
る
。
今
日
の
村
中
心
を
な
す
プ
ー
ル
も
、
そ
こ
に
教

会
が
建
立
さ
れ
、
教
区
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
亀
、
永
い
居
住
史
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

み
れ
ば
、
か
な
り
後
代
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
幾
つ
か
の

隣
接
す
る
集
落
単
位
が
、
宗
教
的
・
財
政
的
・
行
政
的
理
由
か
ら
ま

と
め
ら
れ
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
て
こ
れ
ら
相
互
の
社
会
的
接
触
が

密
と
な
り
、
や
が
て
そ
れ
魔
魅
で
大
き
い
集
落
単
位
に
成
長
し
た
も

の
と
考
え
て
よ
い
。
こ
れ
が
現
在
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
で
あ
る
。
た
だ
し

今
日
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
範
㎜
悶
は
、
伝
統
を
尊
“
源
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て

は
、
し
ば
し
ば
合
併
を
繰
返
す
碍
本
の
場
含
ほ
ど
に
、
変
化
が
激
し

く
な
い
。

　
ア
ル
シ
ー
ヴ
・
ナ
シ
ョ
ナ
ー
ル
に
も
、
村
役
場
に
も
、
何
ら
古
文

書
が
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
パ
ッ
セ
村
の
歴
史
に
つ
い
て
、
詳
細
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に
知
る
よ
す
が
が
な
い
。
幸
い
に
竜
国
立
図
書
館
に
は
》
．
閤
臼
Φ
巳

切
蜀
歪
曲
が
蔵
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
中
に
勺
碧
仙
の
村
名
を
見
出
す

　
　
　
　
　
　
⑧

こ
と
が
で
き
る
。
図
は
、
村
に
役
場
が
設
け
ら
れ
る
よ
り
か
な
り
以

前
の
、
　
一
六
三
〇
年
ご
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
筆
・
者
が
実
態
調
査
を
行

っ
た
他
地
域
の
農
村
、
と
く
に
沿
海
村
落
の
場
合
、
往
々
に
し
て
こ

の
図
に
は
村
名
が
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
推
し
て
、
こ
の

内
陸
の
村
の
歴
史
は
、
根
当
古
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

・
り
し
て
こ
こ
は
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
に
共
通
し
た
性
格
を
右
け
し
て
い
た

よ
う
で
、
　
一
七
六
八
年
の
地
名
辞
書
に
よ
れ
ば
、

　
『
こ
の
教
区
は
、
穀
物
・
果
実
お
よ
び
牧
場
の
地
方
に
あ
る
』

　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
現
在
も
そ
の
本
質
は
さ
ほ
ど
変
っ
て
い
な
い
。

こ
れ
が
さ
ら
に
一
七
八
○
年
代
の
地
図
に
な
る
と
、
や
や
委
し
く
な

⑯る
。
す
な
わ
ち
、
村
の
中
央
を
南
東
か
ら
北
西
へ
か
け
て
、
レ
ソ
ヌ

ー
ブ
レ
ス
ト
街
道
が
通
過
し
、
そ
れ
を
北
か
ら
南
へ
切
っ
て
、
ヴ
ィ

ン
ー
ヌ
の
支
流
ブ
リ
ュ
ム
川
が
流
れ
て
い
る
。
川
に
は
水
車
が
掛
け

ら
れ
、
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
屯
三
箇
所
…
を
下
ら
な
い
。
そ
う

し
て
村
域
内
に
は
、
多
く
の
散
暦
農
場
の
記
号
と
字
名
と
が
書
か
れ

て
い
て
、
ブ
リ
ュ
ム
の
小
さ
い
谷
に
屯
そ
れ
が
及
ん
で
い
る
。
現
在

の
村
中
心
に
相
当
す
る
箇
所
に
は
教
会
が
あ
り
、
本
街
道
よ
り
そ
こ

へ
達
す
る
脇
道
が
引
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
農
場
と
教
会
の
あ

る
中
心
部
と
か
ら
成
る
村
の
構
成
な
ら
び
に
骨
格
も
、
隣
村
の
名
称

お
よ
び
そ
れ
ら
と
の
位
置
関
係
も
、
現
在
と
ほ
と
ん
ど
同
様
で
あ
る
。

か
か
る
点
か
ら
推
し
て
も
、
村
域
が
先
述
の
行
政
村
設
定
以
前
か
ら

ほ
ぼ
決
っ
て
い
た
屯
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
変
化
の
少
な
い
境
域
に
聡
し
、
村
の
人
口
規
模
は
、
か
な
り
顕
著

な
変
動
を
示
し
て
来
た
。
一
般
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の

人
口
規
模
は
五
〇
〇
～
一
〇
〇
〇
入
ク
ラ
ス
が
モ
ー
ド
で
あ
っ
て
、

そ
れ
の
小
さ
い
・
も
の
は
東
北
部
や
ピ
レ
ネ
ー
北
麓
に
多
く
、
こ
の
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

で
面
積
的
規
摸
に
あ
る
程
度
ま
で
比
例
し
て
い
る
。
問
題
を
農
村
に

限
る
な
わ
ば
、
そ
の
最
大
は
ブ
ー
シ
ュ
・
デ
ュ
・
ロ
ー
ヌ
県
の
二
七
〇

〇
人
、
最
小
は
ミ
ェ
ー
ズ
や
オ
ー
ト
・
ピ
レ
ネ
ー
県
の
二
七
〇
人
で
、

平
均
は
五
九
〇
人
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
数
字
か
ら
み
れ
ば
、

パ
ッ
セ
村
の
人
口
一
九
九
一
（
一
九
五
四
年
、
内
二
〇
人
は
村
外
、
四
人

は
外
国
入
）
は
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
例
に
洩
れ
ず
、
　
か
な
り
大
き
い

部
類
に
属
す
る
。
人
口
密
度
一
平
方
キ
ロ
当
り
五
八
人
は
、
貝
本
で

い
え
ば
か
な
り
の
僻
村
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
で
は
平
均

（
八
○
）
よ
り
少
し
低
い
と
い
う
程
度
に
過
ぎ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
こ

の
よ
う
な
数
値
を
、
時
間
酌
な
座
標
に
お
い
て
考
察
し
ょ
う
。
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第
三
図
は
、
種
々
な
る
資
料
よ
り
、
パ
ッ
自
村
の
最
近
一
〇
〇
年

間
に
お
け
る
人
口
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
古
い

資
料
が
得
ら
れ
ず
、
た
め
に
村
の
歴
史
を
追
及
す
る
の
を
か
な
診
制

限
さ
れ
る
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
現
在
の
状
況
を
説
明
す
る
の
に
、

こ
の
程
度
で
我
慢
し
て
お
こ
う
。
さ
て
、
こ
の
村
の
人
口
は
、
図
に

示
す
如
く
、
一
八
八
○
年
を
頂
点
と
す
る
が
、
十
九
世
紀
に
は
さ
ほ

ど
変
化
が
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
二
十
世
紀
に
入
る
や
、
そ
れ
は
急

カ
ー
ヴ
を
え
が
い
て
減
少
し
、
一
九
三
六
年
の
セ
ン
サ
ス
に
は
、
一

八
五
六
人
す
な
わ
ち
最
高
値
の
二
八
％
減
と
い
う
最
低
値
を
示
し
た
。

た
だ
そ
れ
以
後
は
漸
次
的
な
が
ら
復
調
の
傾
向
に
あ
る
。
一
九
〇
六

葛
妻

工

；

ム

ーL

　　　　PQce村鶴入ロ

’‘’’” U居登F人ロ

ー一一 ﾙ居部，人．ロ

ノ

　　　　　　　　　一t一．．一一一LL．一一一v

zseo

aooe

lseo

leeo

Sco

，
彪
ム
囎

一
馬
野
n

藝無理
尺
へ
。

二
六
∴

第3図　パッセ村の人口推移

年
度
か
ら
は
、
好
都
合
な
こ
と
に
、
集
居
部
と
散
居
部
と
に
分
け
た

人
口
の
記
載
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
グ
ラ
フ
に
描
い
て
み
た
。
　
一
見

し
て
わ
か
る
こ
と
は
、
散
居
部
人
口
が
こ
の
村
の
人
口
推
移
と
ほ
ぼ

同
じ
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
に
反
し
、
集
南
部
の
方
は
、
漸
増
・
停

滞
・
そ
し
て
急
増
の
経
過
を
辿
っ
て
来
た
。
こ
と
に
第
二
次
大
戦
後
、

散
居
部
人
口
の
減
少
に
も
拘
わ
ら
ず
、
総
人
口
が
増
え
て
い
る
の
は
、

全
く
集
居
部
人
口
の
増
加
に
負
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化

は
、
よ
り
広
い
地
域
に
お
け
る
現
象
と
、
ど
の
よ
う
な
関
連
を
持
っ

て
い
る
か
。

　
第
四
図
は
、
イ
ー
ル
・
エ
・
ヴ
ィ
レ
ー
ヌ
紬
県
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
全

体
の
人
口
推
移
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
入
口
密
度
を
指
標
と
す
れ

ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
第
一
次
大
戦
直
前
に
第
一
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
、

一
た
ん
急
減
の
後
、
一
九
三
六
年
に
第
二
の
ピ
ー
ク
に
達
し
、
以
後

は
充
分
回
復
し
て
い
な
い
の
に
対
し
、
農
業
梨
の
イ
ー
ル
・
エ
・
ヴ

ィ
レ
ー
ヌ
で
は
、
パ
ッ
セ
村
と
傾
向
が
全
く
同
様
で
あ
る
。
し
か
も

図
に
珍
し
た
如
く
、
こ
の
百
年
問
に
、
農
村
人
口
比
・
散
居
部
人
口

比
お
よ
び
農
業
人
口
比
は
、
ほ
と
ん
ど
直
線
的
に
逓
減
し
て
い
る
。

つ
ま
り
パ
ッ
セ
村
の
え
が
い
た
人
ロ
カ
ー
ブ
が
意
味
す
る
も
の
は
、

居
住
様
式
の
上
で
は
、
散
三
部
か
ら
集
二
部
へ
の
住
罠
の
移
転
な
い
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し
は
公
聴
の
減
少
と
後
者
の
増
加
で
あ
り
、
生
活
様
式
の
上
で
は
、

第
一
次
産
業
よ
り
第
二
次
・
第
三
次
産
業
へ
の
徐
々
な
る
転
換
で
あ

る
。
こ
れ
が
全
国
的
に
は
、
農
村
の
都
市
化
あ
る
い
は
農
罠
離
村
と

人
口
の
都
市
集
中
の
傾
向
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
散
居
人
畜
［
の
減
少

こ
そ
、
種
々
な
る
人
口
問
題
の
根
抵
に
横
わ
る
、
基
礎
的
事
実
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
農
村
的
色
彩
の
強
い
と
こ
ろ
ほ
ど
、
十

九
世
紀
に
お
け
る
ピ
ー
ク
は
、
よ
り
早
期
に
あ
り
、
人
口
減
少
竜
早

く
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ご
く
最
近
に
お
け
る
パ

ヅ
セ
村
お
よ
び
イ
ー
ル
・
エ
・
ヴ
ィ
レ
ー
ヌ
県
の
人
口
増
加
は
、
農

業
の
発
達
に
伴
な
う
農
村
の
人
口
可
容
力
の
増
大
に
負
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
地
域
開
発
計
画
に
基
づ
く
工
業
活
動
の
発
展
に
よ
る
も
の
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三
、
集
落
の
形
態
と
構
造

　
内
陸
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
で
は
、
農
村
生
活
の
単
位
を
な
す
も
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
モ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
一
案
　
ル

行
政
村
や
教
区
で
は
な
く
、
　
一
つ
の
小
村
と
若
干
の
散
居
と
か
ら
成

る
大
字
ρ
質
9
。
戦
無
Φ
粍
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
特
有
の
慣
習
と
祭
事
と
に

よ
っ
て
他
と
区
別
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
、
レ

ソ
ヌ
盆
地
で
み
・
ら
れ
る
も
の
は
、
孤
立
農
圃
へ
の
絶
対
的
な
分
散
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

あ
る
と
、
ド
ゥ
マ
ソ
ジ
ュ
オ
ソ
が
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

絶
対
的
分
散
と
は
甚
し
い
誇
張
で
あ
っ
て
、
パ
ッ
セ
村
の
集
落
は
、

そ
の
よ
う
な
傾
向
を
砂
海
持
っ
て
い
る
散
居
農
場
と
、
そ
れ
ら
の
中

心
と
し
て
の
集
居
部
落
と
で
あ
る
。
集
居
部
に
は
大
小
工
つ
あ
っ
て
、

大
き
い
方
は
げ
。
農
α
q
と
呼
ば
れ
る
村
の
中
心
で
あ
り
、
遇
う
一
つ
の
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小
さ
い
方
は
、
レ
ソ
ヌ
n
ブ
レ
ス
ト
街
道
上
プ
リ
ュ
ム
川
に
架
け
ら

れ
た
パ
ッ
セ
橋
付
近
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
小
さ
い
の
で

人
口
統
計
の
上
で
は
散
居
部
に
属
し
て
い
る
。
一
九
五
四
年
の
統
計

に
よ
れ
ば
、
こ
の
村
の
家
数
は
四
三
九
（
世
帯
数
五
一
八
）
で
、
そ
の

う
ち
散
居
部
の
家
数
は
、
い
ろ
い
ろ
の
資
料
に
基
づ
い
て
調
査
し
た

と
こ
ろ
、
三
四
一
な
る
結
果
を
得
た
。
つ
ま
り
全
体
の
八
0
％
が
分

散
し
、
残
り
の
二
〇
％
が
集
中
す
る
わ
け
で
、
こ
の
率
は
散
居
部
一

五
七
九
人
、
集
居
部
三
九
二
人
と
い
う
人
口
比
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

人
口
の
場
合
、
パ
ッ
セ
橋
の
も
の
を
計
算
に
入
れ
る
と
、
集
居
部
の

ウ
ェ
イ
ト
は
一
層
大
き
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
下
ウ
マ
ソ
ジ
ュ
オ
ソ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

公
式
に
従
っ
て
分
散
係
数
を
算
出
す
れ
れ
ば
、
二
七
五
と
な
っ
て
、

非
常
に
高
率
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
散
居
農
場
の
中
央

に
集
居
部
が
存
在
す
る
事
実
こ
そ
、
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。

　
散
居
農
家
は
、
日
本
の
散
村
地
帯
と
同
様
に
、
た
い
て
い
開
か
れ

た
内
庭
を
も
つ
タ
イ
プ
で
あ
る
。
母
屋
を
始
め
、
鶏
舎
・
牛
小
屋
・

豚
小
屋
・
納
屋
・
ギ
ャ
レ
ー
ジ
等
の
付
属
施
設
が
、
四
角
い
中
庭
を

囲
む
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
閉
じ
ら
れ
た
中
庭
を
も
つ
家
の
タ

イ
プ
が
、
　
穀
断
を
主
と
す
る
北
爆
に
分
布
す
る
の
に
対
し
、
　
開
庭

型
は
家
畜
が
農
村
経
済
に
と
っ
て
か
な
り
重
要
な
役
割
を
果
す
西
お

し弔．

りんご園と牧場に囲まれたパッセ村の散居農場

よ
び
北
西
フ

ラ
ン
ス
、
イ

ギ
リ
ス
さ
ら

に
北
ア
メ
リ

カ
に
多
く
み

ら
れ
る
も
の

　
　
⑳

で
あ
る
。
写

真
に
示
し
た

例
で
は
、
屋

敷
森
が
半
ば

取
り
払
わ
れ
、

農
家
に
隣
接

し
た
乳
牛
の

放
牧
場
は
、

有
棘
鉄
線
に

よ
っ
て
囲
わ
れ
て
い
た
。
な
お
シ
ー
ド
ル
小
屋
が
あ
る
の
は
、
こ
の
地

方
の
特
色
で
あ
る
。
建
築
材
料
は
や
は
り
手
近
か
に
求
め
ら
れ
る
の

で
、
古
い
家
屋
で
は
岩
を
積
み
あ
げ
た
も
の
が
多
く
、
屋
根
は
ス
レ

ー
ト
葺
き
で
あ
る
。
し
か
し
煉
瓦
壁
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
が
、
次
第
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に
普
及
し
つ
つ
あ
る
。
ま
た
土
間
は
石
を
敷
く
か
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト

に
な
っ
て
い
る
。
近
年
に
お
け
る
都
市
化
の
作
用
竜
、
散
居
農
家
の

中
へ
次
第
に
浸
透
し
て
来
た
。
都
市
の
影
饗
は
、
ま
ず
内
部
の
設
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
つ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
、
古
い
薄
暗
い
母
屋
の
内
部
も
、
明
る

く
改
造
さ
れ
た
し
、
と
く
に
台
所
の
設
備
は
、
全
く
農
家
に
あ
る
を

思
わ
せ
な
い
ほ
ど
整
っ
て
来
て
い
る
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
な
居
住
と
経
営
の
細
胞
が
若
干
数
集
ま
っ
て
、
集

落
社
会
の
第
二
次
的
な
単
位
を
つ
く
る
。
そ
れ
が
大
字
で
あ
る
。
パ

ッ
セ
村
で
は
、
こ
れ
が
八
つ
数
え
ら
れ
る
（
第
一
騒
参
照
）
。
パ
ッ
セ

橋
の
集
居
能
は
、
別
々
の
大
字
か
ら
集
ま
っ
て
来
て
構
成
さ
れ
た
街

＼

’vVv一一一一一一一賂一一唱@河川
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第5図 パッセ村におけ’る散居農場の分布とその変化
1．1851年当時に存在した現存の散居農場

路
．
村
で
、
こ
れ
は
村
域
外
と
の
関
係
生
活
に
依
存
す
る
か
ら
、
こ
の

際
押
は
別
欄
…
に
轟
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
プ
ー
ル
も
大
半
が
集
属
｝
的
・
な
が

ら
、
ご
く
僅
か
の
散
居
部
を
も
つ
一
つ
の
大
字
で
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
は
ぴ
。
霞
σ
q
の
名
が
示
す
如
く
、
村
内
居
住
者
に
と
っ
て
町
的
な
機

能
を
果
す
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
ブ
ル
タ
ー
二
あ
で
は
、
教
会
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

位
廃
す
る
集
落
は
、
た
い
て
い
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
る
ら
し
い
。

ギ
ル
シ
ェ
が
、
同
じ
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
に
翻
す
る
フ
ィ
ニ
ス
テ
！
ル
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
あ
る
農
村
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
散
村
地
帯
と
い
わ
れ

な
が
ら
、
全
家
数
の
約
二
二
％
は
プ
ー
ル
に
、
六
二
％
は
二
戸
以
上

一
一
戸
ま
で
か
ら
成
る
大
小
の
ア
モ
…
に
集
ま
診
、
純
粋
の
分
散
家

屋
は
、
僅
か
一
六
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
集
落
は
、
ブ
ー

ル
ー
ア
モ
i
証
散
居
農
場
と
い
・
り
よ
・
り
に
、
構
吐
廻
づ
け
き
り
れ
て
い
ゐ
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の
で
あ
る
。
パ
ッ
影
響
も
同
様
で
あ
る
。
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
が
散
居
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
モ
ユ

域
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
た
い
て
い
小
村
を
構
成
す
る
意
味

に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
い
う
点
を
考
慮
に
入
れ

て
、
再
び
パ
ッ
セ
村
に
戻
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
第
五
図
は
、
一
八
五
一
年
の
地
籍
図
総
図
と
、
一
九
五
二
年
の
航

空
写
真
と
を
比
較
し
て
、
パ
ッ
セ
村
に
お
け
る
散
居
農
場
の
分
布
と

最
近
一
〇
〇
年
間
に
お
け
る
そ
れ
の
変
化
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
図
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
乱
騰
部
を
論
外
と
し
て
、
他
の
七
つ
の

大
字
に
は
、
若
干
の
家
屋
が
疎
ら
な
が
ら
集
ま
っ
て
、
お
の
お
の
の

中
心
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
箇
所
が
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
認
め
ら
れ

る
。
こ
と
に
中
央
の
プ
ー
ル
よ
り
北
に
あ
る
大
字
イ
プ
テ
ー
、
南
に

あ
る
大
字
サ
ソ
デ
ル
に
お
い
て
顕
薯
判
で
あ
る
。
こ
れ
ら
〃
は
騰
…
住
史
が

よ
り
古
い
と
思
わ
れ
る
ブ
リ
ュ
ム
川
左
岸
す
な
わ
ち
東
側
の
ロ
ー
ム

層
地
帯
に
相
番
す
る
。
し
か
る
に
右
岸
の
砂
礫
土
壌
地
帯
の
部
落
で

は
、
か
か
る
傾
向
を
明
瞭
に
認
め
難
い
の
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
わ

れ
わ
れ
は
、
こ
の
地
区
に
お
い
て
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
メ
ジ
ュ
導
＆
○
信

と
か
下
ロ
ア
ー
ル
や
ヴ
ー
ノ
ソ
デ
の
ギ
ャ
ニ
ュ
リ
ー
ぴ
q
餌
σ
q
津
。
臨
①
と
か
の
、

囲
い
地
中
の
囲
わ
れ
な
い
畑
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
点
を

追
及
す
れ
ば
、
上
記
の
小
村
の
古
さ
が
、
一
説
明
ら
か
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
も
ブ
コ
ル
自
体
が
、
着
干
の
散
居
農
場
を
従
え
て
い
る
。

こ
う
い
う
事
実
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
か
つ
て
は
こ
の
レ
ソ
ヌ
盆

地
に
あ
っ
て
も
、
や
は
り
、
恐
ら
く
ガ
ロ
ロ
マ
ン
の
フ
ソ
ド
ゥ
ス
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

起
源
を
屯
つ
と
い
わ
れ
る
疎
な
る
小
村
的
な
も
の
と
、
そ
れ
を
め
ぐ

る
幾
つ
か
の
散
居
農
場
と
を
合
わ
せ
た
大
字
が
、
昌
々
の
家
の
上
に

位
す
る
二
次
的
な
集
落
単
位
を
な
し
て
い
た
が
、
そ
の
中
の
一
つ
の

ア
モ
ー
に
教
会
が
建
設
さ
れ
て
プ
ー
ル
と
な
り
、
そ
の
後
プ
ー
ル
は

小
村
お
よ
び
散
屠
農
場
の
信
仰
中
心
か
ら
行
政
中
心
・
経
済
中
心
と

し
て
発
展
し
、
つ
い
に
そ
の
支
配
力
を
全
村
域
に
及
ぼ
し
て
、
こ
こ

に
第
三
次
的
な
集
落
単
位
が
で
き
あ
が
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
般
に
西
部
に
お
け
る
散
居
の
成
立
は
、
小
村
よ
り
も
新
し
く
、
十

一
～
十
　
二
世
紀
の
旺
盛
な
個
人
的
開
拓
に
よ
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
村
に
多
い
⑥
器
地
名
や
鉱
ω
地
名
を
も
つ
散
屠
農
場
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
の
種
の
竜
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ア
モ
ー
こ
そ
、
よ
り
基
本
酌

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
パ
ッ
セ
村
は
ブ
ル
ト
ソ
地
帯
の
縁
辺
麗

な
い
し
は
非
ブ
ル
ト
ソ
地
帯
に
属
す
る
た
め
に
、
西
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ

に
み
る
如
く
、
強
間
な
共
同
社
会
を
も
つ
ア
モ
ー
の
形
成
は
、
屯
と

竜
と
充
分
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
う
え
、
レ
ソ
ヌ
よ
り
九
キ
ロ
の
近

距
離
に
あ
る
た
め
、
都
市
の
影
響
が
他
よ
診
も
早
く
及
び
、
し
た
が
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つ
て
プ
ー
ル
へ
の
集
中
と
共
に
、
さ
ら
に
そ
れ
以
上
に
都
市
へ
の
人

口
流
出
が
顕
著
で
、
ア
モ
ー
を
中
心
に
一
種
の
共
同
社
会
を
な
す
集

落
の
構
造
が
、
比
較
的
早
期
に
弛
緩
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

　
パ
ッ
セ
村

の
中
心
プ
ー

ル
は
、
レ
ソ

ヌ
ー
ー
ブ
レ
ス

ト
街
道
か
ら

や
や
外
れ
て

い
る
が
、
村

の
ほ
ぼ
中
央

部
に
位
置
す

る
。
梯
形
の

広
場
の
真
ん

中
に
カ
ト
リ

ッ
ク
教
会
が

あ
り
、
サ
ソ

ト
レ
　
・
リ
ュ

　
ノ

麟難’

パッセ村のプールの教会と中央広場

ラ
ル
に
ふ
さ
わ
し
く
、
そ
こ
か
ら
道
路
が
四
方
へ
通
じ
て
い
る
。
広

場
に
は
溜
池
も
そ
の
他
の
施
設
も
何
ら
存
在
し
な
い
が
、
村
人
が
集

ま
っ
て
年
中
行
事
を
催
す
に
充
分
広
く
、
六
月
二
十
九
日
の
村
祭
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
オ
ア
ロ
ル

十
月
十
六
日
の
氏
神
祭
り
、
両
日
行
わ
れ
る
年
二
回
の
大
姦
等
の
場

所
に
宛
て
ら
れ
る
。
大
市
の
日
は
以
前
に
は
年
五
回
で
、
祭
日
も
違

っ
て
い
た
が
、
次
第
に
整
理
さ
れ
て
年
二
回
と
し
、
村
の
祭
日
を
そ

れ
に
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
階
建
て
の
村
役
場
は
、
こ
の
広

場
か
ら
南
へ
進
ん
だ
曲
り
角
の
、
小
さ
い
三
角
広
場
の
前
に
あ
る
。

事
務
室
は
至
っ
て
狭
く
、
一
人
の
書
記
が
常
時
動
回
す
る
の
み
で
、

他
の
部
屋
は
村
人
の
会
合
に
使
用
さ
れ
る
。
村
長
は
通
常
、
役
場
に

は
い
な
い
。
中
央
の
広
場
に
面
し
て
は
、
キ
ヤ
ッ
フ
ェ
・
レ
ス
ト
ラ
ン
．

パ
ソ
屋
・
美
容
院
そ
の
他
が
軒
を
連
ね
て
い
る
。
ま
た
広
場
の
西
南

隅
に
接
し
て
、
共
同
洗
濯
場
の
あ
る
の
も
興
味
が
深
い
。
筆
者
は
フ

ラ
ン
ス
農
村
の
巡
検
中
、
し
ば
し
ば
共
同
井
戸
や
共
同
洗
濯
場
を
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
ヨ
ル

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
広
場
を
め
ぐ
る
こ
の
町
は
、

村
民
に
と
っ
て
、
宗
教
上
・
行
政
上
・
商
業
上
な
ら
び
に
社
交
上
の

セ
ン
タ
ー
の
機
能
を
果
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
逆
説
的
に
い
え
ば
、

こ
う
い
う
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
農
民
は
散
居
し
う
る
の
で

あ
る
。
フ
ラ
ー
ト
レ
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
ブ
ル
タ
ー
土
ユ
の
散
居
地
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域
に
お
け
る
集
居
部
す
な
わ
ち
ブ
ー
ル
や
ヴ
ィ
ラ
ー
ジ
ュ
の
境
域
の

規
模
は
、
五
〇
～
一
五
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
モ
ー
ド
で
、
か
つ
二
〇
〇

ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
も
の
は
少
な
い
。
パ
ッ
セ
村
の
プ
ー
ル
の
そ
れ

は
、
三
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
越
え
る
ほ
ど
大
さ
い
面
積
を
も
つ
て
い

る
。
そ
れ
だ
け
に
、
中
心
的
機
能
も
強
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ヤ
ト
ロ

　
広
場
か
ら
西
へ
向
う
古
い
道
路
は
、
ピ
ノ
ー
村
長
の
「
お
館
」
の

北
側
を
通
り
、
だ
ら
だ
ら
と
下
っ
た
後
、
以
前
の
レ
ソ
ヌ
ー
ー
ブ
レ
ス
ト

街
道
と
合
し
て
、
パ
ッ
セ
橋
に
か
か
る
。
こ
こ
で
は
旧
国
道
に
沿
う

て
小
さ
い
街
路
村
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
村
に
と
っ
て
は
、
二
次
的

な
商
業
中
心
で
あ
る
が
、
交
通
的
機
能
の
方
が
か
な
砂
重
要
で
あ
る
。

し
か
し
現
在
は
、
こ
の
集
落
を
通
ら
な
い
盧
線
道
路
が
南
側
に
敷
設

さ
れ
、
バ
ス
停
留
所
は
新
し
い
パ
ッ
セ
橋
の
方
に
あ
る
。
そ
こ
は
ま

だ
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
。
因
み
・
に
こ
の
街
道
を
走
る
乗
合
バ

ス
は
、
レ
ソ
ヌ
よ
り
一
日
往
復
二
回
の
デ
ィ
ナ
ー
ル
行
き
と
、
同
一

回
の
モ
ー
ロ
ソ
行
き
と
が
あ
る
だ
け
で
、
村
民
の
足
と
し
て
は
、
あ

ま
り
役
に
立
っ
て
い
な
い
。
プ
ー
ル
と
村
内
の
各
地
と
を
結
ぶ
も
の

は
、
よ
く
舗
装
さ
れ
た
村
内
道
路
の
上
を
農
民
が
駆
る
乗
用
車
と
ト

ラ
ッ
ク
、
そ
う
し
て
一
六
箇
所
の
電
話
で
あ
る
。

　
集
居
部
の
機
能
を
知
る
た
め
、
こ
の
村
の
非
農
家
の
職
種
を
、
ボ

タ
ン
・
デ
バ
ル
ト
マ
ソ
タ
ル
に
よ
っ
て
調
べ
て
み
る
と
、
第
一
表
の

加川

ｭ
に
ゆ
な
る
。
　
こ
れ
ら
は
家
畜
一
跡
を
除
き
、
プ
ー
ル
か
パ
ッ
セ
橋
か

で
営
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
に
は
、
農
業
機
械
商
や
シ
ー
ド

ル
取
扱
商
人
が
み
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
レ
ソ
ヌ
に
近
い
た
め
か

も
知
れ
な
い
。
通
常
、
非
農
業
職
種
の
数
は
、
農
村
の
人
口
規
模
に

比
例
す
る
竜
の
で
、
筆
者
が
フ
ラ
ン
ス
各
地
か
ら
約
五
〇
村
を
選
ん

で
調
べ
た
と
こ
ろ
で
は
、
人
口
五
〇
〇
の
村
で
一
〇
種
、
同
一
〇
〇

〇
の
村
で
約
二
〇
種
と
な
っ
て
い
た
。
パ
ッ
セ
村
は
二
〇
〇
〇
人
足

第1表　パッセ村における非農家の職業

業　1数業i数1職職

4
3
1
1
1
1
1
1
　
　
4
3

屋
量
屋
商
…
屋
裏
屋
　
商
商

　
　
　
貨
　
　
　
　
地

　
　
　
も
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ド

・
・
細
心

　
　
　
　
　
　
　
＊
物

肉
バ
豚
将
端
紐
靴
聯
織
馬

1
1
　
　
1
1

商
商
業
揚

土
　
　
エ

　
物
事

家
　
　
挽

牌
紳
穀
製
木

＊内1はキヤツフェ兼業
＊＊内1はキヤツフェ兼業
＊＊＊内1はキヤツフェ兼業
＊＊＊＊シヤ’　Ptンベー！レ部

　　落在住

・
・
6
i
一
⊥
・
・
2
㎜
3
2
・2
3
丞
凸
バ
隅
4

記
祭
）
局
人
師
師
士

　
　

霞
認

湯
伽
雑
剤
量

一
員

役
司
教
謹
言
医
薬
測

影
屋

龍
車

騨
主

日
自

ル
エ
ン

　
フ
ラ

テ　
ツ
ト

　
ヤ
ス

ホ＊
キ
レ

互
聖
屋

容
大
物
鉄
立

美
車
指
蹄
仕
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ら
ず
だ
か
ら
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
業
種
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

一
九
三
〇
年
当
時
、
こ
の
村
の
非
農
家
は
一
五
種
し
か
な
く
、
か
つ

穀
物
商
が
製
粉
業
を
兼
ね
、
滑
椿
な
こ
と
に
は
、
木
挽
工
場
経
営
者

が
、
新
柄
服
地
を
取
扱
っ
て
い
た
。
ま
た
一
九
〇
〇
年
当
時
は
、
め

だ
っ
た
商
人
と
し
て
は
、
肉
屋
が
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
た
だ
し

公
証
人
は
、
す
で
に
一
八
六
〇
年
代
の
ボ
タ
ン
に
見
出
し
得
る
。
こ

の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
一
般
的
な
ア
ー
バ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ソ
の
進
行

が
、
人
口
の
減
少
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
郷
村
商
人
の
機
能
を
分
化
さ

せ
、
専
門
化
さ
せ
て
、
総
体
的
に
そ
の
数
は
増
加
し
て
来
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
こ
に
、
職
人
や
商
人
な
ど
非
農
業
的
要
素
を
次
第
に
排

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

除
し
て
い
く
山
村
の
場
合
と
、
パ
ッ
セ
村
の
よ
う
な
都
市
に
近
い
平

野
農
村
と
の
間
に
大
き
い
差
違
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
集
居
部
の
住
民
と
し
て
は
、
右
の
ほ
か
地
主
、
小
数
の
農
民
、
若
干

の
農
業
労
働
者
お
よ
び
都
市
へ
の
通
勤
者
が
い
る
。
村
内
居
住
の
地

主
は
約
四
〇
、
村
外
の
都
市
そ
の
他
に
住
む
不
在
地
主
は
約
一
五
〇

で
あ
る
。
巨
大
地
主
は
存
在
し
な
い
が
、
多
数
の
小
地
主
よ
り
も
小

数
の
農
場
経
営
者
の
力
の
方
が
強
い
、
パ
リ
盆
地
の
農
村
に
比
べ
る

と
、
こ
の
地
方
に
お
け
る
地
主
の
勢
力
に
は
、
な
お
あ
な
ど
り
難
い

竜
の
が
あ
る
。
村
内
居
住
地
主
は
、
ほ
と
ん
ど
農
場
に
住
ま
ず
、
集

居
部
に
あ
っ
て
商
業
を
兼
ね
て
い
た
り
す
る
。
つ
ま
り
ブ
ー
ル
は
、

土
地
所
有
を
通
じ
て
、
散
居
農
場
を
支
配
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

プ
ー
ル
の
西
は
ず
れ
に
あ
る
「
お
館
」
に
住
ん
で
い
る
の
が
、
村
長

の
マ
ダ
ム
・
ピ
ノ
ー
で
あ
る
。
こ
の
六
〇
歳
を
越
え
る
老
女
史
の
夫

マダムピノーの小作農シモノー家

は
米
人
で
、

も
は
や
こ
の

世
に
い
な
い

が
、
彼
女
は

二
五
〇
ヘ
ク

タ
ー
ル
の
大

地
主
と
し
て
、

村
内
に
な
お

勢
威
を
振
っ

て
い
る
。
第

六
図
は
プ
ー

ル
付
近
に
あ

る
彼
女
の
所

有
地
と
そ
の

経
営
者
と
を
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示
し
た
も
の
で
あ
る
。
所
有
地
は
地
図
に
す
べ
て
が
あ
ら
わ
れ
て
い

な
い
が
、
お
館
の
ま
わ
り
に
展
賦
し
、
こ
れ
を
シ
モ
ノ
ー
氏
始
め
七

人
の
小
作
人
が
借
地
し
て
経
営
し
て
い
る
。
ピ
ノ
ー
家
は
村
の
素
封

家
ら
し
く
、
一
八
八
○
年
の
記
録
に
も
、
村
長
と
し
て
地
主
の
ピ
ノ

ー
氏
の
名
を
見
出
す
。
だ
が
こ
れ
は
彼
女
の
先
代
の
よ
う
で
あ
る
。

シ
ヤ
レ
ユ

お
館
と
呼
ば
れ
る
だ
け
あ
っ
て
、
室
内
装
飾
も
か
な
り
凝
っ
た
も

の
で
あ
る
が
、
建
物
自
体
は
さ
ほ
ど
古
く
は
な
く
、
一
七
八
○
年
代

の
地
図
に
も
、
こ
の
シ
ャ
ト
ー
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
そ

れ
以
後
に
土
地
を
集
積
し
た
電
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
エ
ル
ミ
エ

　
散
居
農
場
の
住
民
は
、
自
作
農
貯
貯
⑦
－
〈
巴
○
跨
黛
聴
①
9
・
小
作
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
　
テ
　
ィ
　
エ

お
よ
び
農
業
労
働
者
で
あ
る
。
分
益
小
作
農
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。

一
九
五
六
年
の
農
業
セ
ン
サ
ス
に
よ
れ
ば
、
農
業
経
営
者
二
五
一
、

農
業
労
働
者
＝
一
四
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
農
業
経
営
者
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
属
す
る
の
が
、
自
作
農
と
小
作
農
と
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
一

部
を
除
き
、
散
居
農
場
に
住
む
わ
け
で
あ
る
。
け
巴
B
δ
精
は
、
小
作

人
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
ま
り
適
当
で
は
な
い
。
彼
等
が

耕
地
と
時
に
は
住
居
と
を
地
主
か
ら
借
り
て
い
る
点
で
は
、
日
本
の

小
作
農
に
当
る
が
、
多
く
の
常
時
な
い
し
は
季
節
的
労
働
者
を
…
雁
傭
…

し
、
コ
ン
バ
イ
ン
そ
の
他
の
進
ん
だ
農
業
機
械
を
駆
使
し
て
い
る
点

か
ら
み
れ
ば
、
農
場
経
営
者
と
呼
ぶ
方
が
適
切
で
あ
る
。
農
業
労
働

者
は
、
雇
傭
主
に
、
棟
を
宛
て
が
わ
れ
る
と
か
、
黙
認
部
に
住
む
と

か
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
村
の
農
民
の
階
層
構

造
は
、
地
主
一
自
作
農
1
1
小
作
農
ま
た
は
農
場
経
営
者
－
一
農
業
労
働

者
と
い
う
、
比
較
的
単
純
な
四
層
か
ら
成
っ
て
い
る
。
　
一
般
的
に
い

う
な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
農
村
を
支
え
る
安
定
し
た
自
作
農
の
増
加
と

い
う
方
向
へ
の
、
近
年
に
お
け
る
努
力
か
ら
、
大
地
主
や
分
益
小
作

農
が
減
少
し
、
農
村
社
会
は
、
階
層
分
化
よ
り
も
、
そ
れ
の
平
均
化

へ
向
っ
て
進
化
し
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
パ
ッ
セ
村
は
、
そ
の
明

ら
か
な
例
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ー
ル
・
エ
・
ヴ
ィ
レ
ー
ヌ

県
で
は
、
次
第
に
減
少
し
て
来
た
と
は
い
う
も
の
の
、
な
お
若
干
の

分
益
小
作
農
が
残
存
し
て
い
る
。
自
作
農
と
小
作
農
と
の
数
を
比
べ

る
と
、
竜
つ
と
も
農
村
社
会
の
進
ん
だ
レ
ソ
ヌ
粛
…
部
の
ル
ド
ン
地
域

を
除
け
ば
、
や
は
り
後
者
の
方
が
多
い
。
農
民
は
、
住
居
竜
自
分
で

所
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
が
、
な
お
半
数
は
借
家
と
い
う
の
が
、

県
の
現
勢
で
あ
る
。
農
業
経
営
規
模
で
、
も
っ
と
竜
多
数
を
占
め
る

の
は
、
北
部
の
ド
ル
地
方
を
除
き
、
一
〇
～
二
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
ク
ラ

ス
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
パ
ッ
セ
村
の
一
経
営
当
り
農
牧
地
面
積
は

約
二
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
か
ら
、
県
の
モ
ー
ド
に
亀
達
し
な
い
。
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つ
ま
り
、
地
方
都
市
の
近
郊
と
い
う
点
で
、
遅
れ
た
分
益
小
作
農
を

解
消
し
、
農
民
階
層
は
単
純
化
し
た
が
、
そ
の
か
わ
り
平
均
経
営
面

積
が
や
や
小
さ
く
、
非
農
業
的
要
素
が
多
く
な
っ
て
、
全
体
と
し
て

の
村
の
社
会
は
、
複
雑
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
農
場
に
あ
っ
て

も
、
レ
ソ
ヌ
に
通
勤
す
る
も
の
が
若
干
あ
ら
わ
れ
て
、
農
村
社
会
を

簡
単
に
図
式
化
す
る
こ
と
に
は
、
一
層
困
難
さ
を
覚
え
る
。

　
農
民
の
階
層
構
造
、
農
村
社
会
の
性
格
の
顕
著
な
変
化
に
竜
か
か

わ
ら
ず
、
元
来
地
理
的
慣
性
の
強
い
集
落
の
景
観
お
よ
び
構
造
の
進

化
は
、
ま
こ
と
に
緩
慢
な
も
の
で
あ
る
。
再
び
第
五
図
に
戻
っ
て
、

こ
の
点
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
図
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
最
近

一
世
紀
間
に
、
新
し
い
家
屋
の
建
設
は
、
散
居
部
で
は
旧
そ
う
そ
の

景
観
を
強
め
る
方
向
に
、
下
居
部
で
は
そ
れ
を
よ
り
大
き
く
す
る
方

向
に
お
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
、
微
弱
な
が
ら
認
め
ら
れ
る
。
い
い

か
え
る
と
、
前
者
は
よ
り
農
業
的
に
、
後
者
は
よ
り
商
工
業
的
に
進

み
つ
つ
あ
る
。
し
か
も
こ
の
進
化
に
よ
っ
て
、
す
で
に
述
べ
た
如
く
、

散
居
農
場
が
そ
の
す
ぐ
上
位
に
あ
る
小
村
的
な
竜
の
を
通
さ
ず
に
、

直
接
ブ
…
ル
や
街
路
村
に
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
農
場
1
1
小
村

　
ブ
じ
ル

騒
町
の
構
造
が
、
農
場
一
町
の
そ
れ
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
わ
け
で
あ

る
。
交
通
手
段
の
発
達
は
こ
の
こ
と
を
容
易
に
し
、
農
業
共
同
組
合

や
消
防
紐
の
結
成
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
村
W
箪
位
の
社
交
団
体
の
紐

織
化
は
、
そ
れ
を
促
進
し
て
い
る
。

　
単
に
図
の
み
に
頼
れ
ば
、
散
居
部
で
は
、
こ
の
一
〇
〇
年
間
に
甚

－
し
い
外
見
上
の
変
化
を
来
さ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
つ
の
集
居
部
を
除
き
、
現
在
一
二
囚
一
戸

を
数
え
る
散
居
農
場
を
仔
細
に
検
討
す
れ
ば
、
一
八
五
一
年
当
時
、

三
六
〇
農
場
存
在
し
た
も
の
が
、
そ
の
う
ち
四
〇
は
消
滅
し
、
新
た

に
二
一
が
増
加
し
て
，
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
意
外
な
変
化
の
上
に
、
各
農
場
の
所
有
者
や
居
住
者
に
つ
い
て
も
、

常
に
変
動
が
絶
え
な
い
。
た
と
え
ば
筆
者
が
訪
れ
た
ソ
ー
ヴ
ェ
家
は
、

五
年
前
に
北
隣
の
サ
ソ
・
グ
レ
ゴ
ア
ー
ル
村
か
ら
移
っ
て
来
た
自
作

農
で
あ
る
。
彼
は
前
壁
地
で
二
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
小
作
し
て
い
た
と

こ
ろ
、
そ
こ
の
地
主
が
経
営
地
を
他
へ
売
却
し
た
の
で
、
た
ま
た
ま

現
在
の
土
地
を
所
有
し
て
い
た
プ
ユ
ジ
ェ
夫
人
が
、
レ
ン
ヌ
へ
転
住

す
る
こ
と
を
知
り
、
彼
女
よ
リ
エ
○
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
土
地
と
建
物
と

を
購
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
転
住
に
よ
っ
て
ハ
彼
は
小
作
よ
り
自
作

へ
と
農
民
楷
梯
を
一
段
上
昇
し
た
。
こ
の
よ
う
な
例
は
、
他
の
散
村

地
帯
に
も
多
い
。
つ
ま
り
、
集
落
の
外
形
は
さ
ほ
ど
動
か
な
い
が
、

そ
の
内
容
は
常
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
内
容
と
外
形
、
社
会
と
集
落
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の
形
態
お
よ
び
構
造
と
の
間
に
、
甚
し
い
ゆ
が
み
が
生
じ
た
と
き
、

新
た
な
均
衡
を
求
め
て
、
形
態
・
構
造
が
徐
々
に
変
化
す
る
。
集
落

と
は
本
来
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
。

四
、
土
地
利
用
と
農
業
経
営
の
問
題

　
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
農
業
は
、
至
る
と
こ
ろ
三
嗣
制
の
存
在
す
る
こ

と
、
工
芸
作
物
を
断
念
し
て
、
土
地
の
多
く
を
家
密
を
養
う
た
め
に

残
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
色
づ
け
ら
れ
る
と
、
ド
ゥ
マ
ン
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ユ
オ
ン
は
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
は
、
牧
場
経
済
が

ノ
ル
マ
ソ
デ
ィ
な
ど
ア
ル
モ
リ
ヵ
ソ
地
塊
縁
辺
部
ほ
ど
に
、
大
き
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ェ
イ
ト
を

第2表 パッセ村の地臼珊而積
　　　　　　　（単位ha）

地目陣ll二二面積
耕作地

@1級地
@2級地
@3級地
@4級地
ｬ

448
P，033
X59
R09

　2級地
@3級地
@4級地・　小　計

200
P84

@62
{「 T工4“

計【 u”4σ『

果樹園巨5

林地

@　1級地
P2馴ド『’小音卜 3

1
9
2
2

i
園地

@1級地
@2級地　　　リ　　リ　　リ　　一　　，

ｬ　計

　　2
@27
f…「 Q9”

溜　　池

r蕪地
ｻの他

2
3
7
3
6牧地

@王級地 68 合　計 3，404

持
た
な
い
の

は
、
意
外
な

感
じ
を
起
さ

せ
る
。
土
地

利
用
の
上
か

ら
み
て
、
主

穀
副
直
タ
イ

プ
と
い
う
方

が
適
切
で
あ
っ
て
、
牧
畜
の
も
つ
価
値
が
、
北
仏
の
ピ
カ
ル
デ
ィ
程

度
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
、
ク
ラ
ッ
ツ
マ
ン
の
み
ご
と
な
図
が
示
す
如

　
　
　
⑳

く
で
あ
る
。
パ
ッ
セ
村
も
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
代
表
し
て
い
る
。
第

二
表
は
、
こ
の
村
の
土
地
台
帳
に
記
さ
れ
た
、
一
九
一
四
年
当
時
の

地
臼
別
面
積
で
あ
る
。
一
八
五
八
年
三
一
、
全
体
で
こ
れ
よ
り
約
一

・
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
減
小
を
み
て
い
る
以
外
、
地
目
別
而
積
の
上
で
、

甚
し
い
相
違
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
中
で
も
つ
と
も
多
い
の
は
、
耕
作

地
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
総
面
積
の
八
○
％
を
占
め
、
牧
地
は
僅
か
一

五
％
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
台
帳
上
の
牧
地
の
み
が
家
畜
を
養
う
の
で

は
な
く
、
耕
作
地
に
飼
料
用
作
物
が
栽
培
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、

単
に
台
帳
面
か
ら
牧
畜
の
価
値
を
判
断
す
る
の
は
皐
計
で
あ
る
。
そ

こ
で
一
九
五
六
年
の
農
業
セ
ン
サ
ス
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
農
牧
地
の
総
計
は
三
三
　
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
、

そ
の
内
訳
は
、
耕
作
地
二
二
八
三
（
う
ち
藏
作
地
一
四
一
五
）
、
プ
レ
ー

リ
ー
八
九
六
、
ぶ
ど
う
畑
一
、
疏
菜
畑
三
六
各
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
実
際
に
利
用
さ
れ
て
い
る
竜
の
の
面
積
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
台
帳
函
積
に
対
す
る
農
牧
的
土
地

利
用
率
・
は
九
七
％
と
な
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
平
均
の
六
二
％
、
こ
の
県

の
平
均
七
八
％
に
比
べ
て
、
ま
こ
と
に
高
率
で
あ
る
。
村
を
廻
っ
て
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み
て
も
、
ま
と
ま
っ
た
森
林
も
眼
に
付
か
な
け
れ
ば
、
ま
た
荒
蕪
地

も
あ
ま
り
残
さ
れ
て
い
な
い
ゆ
と
こ
ろ
で
、
第
二
表
の
台
帳
面
積
に

対
し
て
、
現
在
の
土
地
利
用
状
況
を
示
す
セ
ン
サ
ス
結
果
の
面
積
は
、

耕
作
地
に
つ
い
て
一
七
％
減
、
牧
草
地
に
つ
い
て
七
五
％
増
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
最
近
一
世
紀
半
以
来
の
牧
密
の
発
達
に
負
う
て
、

書
き
か
え
の
少
な
い
台
帳
面
に
耕
作
地
と
記
さ
れ
て
い
て
も
、
実
際

は
一
時
的
牧
草
地
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
か
な
り
多
い
か

ら
で
あ
る
。
単
な
る
統
計
年
次
の
違
い
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
現
在
の

プ
レ
ー
リ
ー
は
、
総
農
牧
地
面
積
の
二
七
％
を
占
め
る
程
度
で
あ
っ

て
、
同
年
の
フ
ラ
ン
ス
平
均
三
八
％
に
は
遠
く
及
ば
な
い
。
も
と
も

と
本
県
の
平
均
が
二
九
％
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
点
か
ら
も
、
こ

の
地
方
の
農
業
経
営
が
、
牧
畜
よ
り
も
農
業
の
方
に
大
き
い
ウ
ェ
イ

ト
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
耕
作
地
の
六
二
％
は
、
パ
ソ
小
麦
・
燕
麦
・
大
菱
・
と
う
も
ろ
こ

し
、
そ
ば
等
の
穀
物
栽
培
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
と
う
も

ろ
こ
し
は
、
生
産
地
の
ア
キ
テ
！
ヌ
盆
地
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
の

で
、
あ
ま
り
多
く
は
な
い
。
そ
ば
は
、
湿
潤
な
気
候
の
ブ
ル
タ
ー
ニ

ュ
が
、
か
つ
て
フ
ラ
ン
ス
随
一
の
生
産
地
で
あ
っ
た
が
、
化
学
肥
料

の
投
入
度
が
北
フ
ラ
ン
ス
や
地
中
海
地
域
に
つ
い
で
高
い
こ
の
県
で

は
、
こ
う
い
う
黒
影
の
少
な
い
作
物
は
、
次
第
に
他
の
穀
物
に
と
っ

て
か
わ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
同
様
に
粗
放
経
営
の
メ
テ
ィ
ユ
麦
は
全
く

消
滅
し
、
裸
麦
は
減
少
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ら
に
反
し
て
受
認
を
著

し
く
拡
大
し
た
の
が
、
パ
ソ
用
小
麦
で
あ
り
、
飼
料
用
燕
麦
で
あ
る
。

飼
料
と
し
て
の
大
麦
も
や
や
増
加
の
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
ほ
か
小
麦

畑
の
裏
作
と
し
て
作
付
さ
れ
る
ば
れ
い
し
ょ
は
、
こ
の
一
〇
〇
年
来
、

ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
に
お
い
て
、
め
だ
っ
て
増
加
し
て
来
た
。
い
う
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
な
く
、
養
豚
業
の
発
達
の
た
め
で
あ
る
。
飼
料
か
ぶ
ら
も
、
同
様

な
急
増
を
示
し
て
い
る
。
工
芸
作
物
と
し
て
は
、
や
や
減
少
し
た
が
、

ま
ず
菜
種
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
十
八
・
九
世
紀
に
盛
ん
で
あ

っ
た
亜
麻
を
始
め
、
大
麻
・
タ
バ
コ
等
は
、
す
っ
か
り
こ
の
地
方
か

ら
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
都
市
向
け
の
疏
菜
栽
培
は
、
温
暖
な
南

の
地
域
に
盛
ん
で
あ
る
が
、
こ
の
パ
ッ
セ
村
に
て
屯
、
若
干
行
わ
れ

て
い
る
。
果
樹
園
と
し
て
は
、
ぶ
ど
う
畑
を
ほ
と
ん
ど
み
な
い
砂
は

当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
有
名
な
シ
ー
ド
ル
生
産
地
帯
に
属
し
な
が

ら
、
セ
ン
サ
ス
に
り
ん
ご
園
の
記
載
を
み
ず
、
ま
た
そ
れ
が
台
帳
面

で
果
樹
園
に
総
括
さ
れ
て
い
て
竜
、
欝
積
が
あ
ま
り
に
も
少
な
い
の

は
、
い
さ
さ
か
奇
異
な
感
じ
を
懐
か
せ
る
。
そ
れ
は
、
り
ん
ご
樹
の
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間
に
作
物
が
栽
培
さ
れ
、
り
ん
ご
園
が
詞
時
に
菜
園
で
あ
り
、
穀
物

畑
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
、
囲
い
の
外
か
ら
り
ん
ご
が
み
え
て
も
、
内

へ
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
刈
取
つ
た
小
麦
を
乾
燥
さ
せ
て
い
る

よ
う
な
場
合
に
、
よ
く
出
会
つ
た
も
の
で
あ
る
。

　
パ
ッ
セ
村
で
は
、
一
九
五
六
年
当
時
、
二
五
三
頭
の
馬
、
二
六
一

九
頭
の
牛
（
内
乳
牛
一
九
五
四
頭
）
、
九
一
八
頭
の
豚
（
内
牝
豚
七
六
頭
）

が
飼
養
さ
れ
て
い
た
。
　
一
農
家
当
り
、
馬
一
、
牛
一
〇
、
十
四
の
割

合
で
あ
る
。
罵
は
労
役
に
使
用
さ
れ
る
が
、
農
業
機
械
化
運
動
の
浸

透
に
よ
っ
て
、
次
第
に
そ
の
役
割
は
減
少
し
て
来
た
。
そ
れ
に
か
わ

っ
て
、
こ
の
村
で
は
す
で
に
六
〇
台
の
ト
ラ
ク
タ
ー
が
、
個
人
ま
た

は
共
同
組
含
の
手
で
購
入
さ
れ
て
い
る
。
牛
の
う
ち
七
四
％
（
眼
平
均

七
〇
％
）
は
乳
牛
で
あ
る
。
　
そ
れ
は
農
家
周
辺
の
牧
場
で
飼
わ
れ
、

羅
内
の
搾
乳
器
で
乳
が
し
ぼ
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
全
体
か
ら
み
・
る
と
、

乳
牛
の
飼
養
は
、
か
つ
て
の
東
北
フ
ラ
ン
ス
よ
リ
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の

方
へ
、
中
心
地
が
漸
次
移
行
し
つ
つ
あ
る
。
村
で
は
ま
だ
充
分
と
は

い
え
な
い
が
、
酪
農
業
は
シ
ー
ド
ル
と
共
に
、
次
第
に
農
家
の
家
計

の
大
き
い
支
え
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
養
豚
が
こ
の
一
〇
〇
年
闇
に
著

し
い
発
展
を
遂
げ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
各
農
家
で
は
、
た
い
て
い
五
〇
羽
以
上
の
鶏
そ
の
他
の
家

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

禽
類
が
飼
わ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
牧
畜
の
発
達
は
、
牧
草
の
よ
く
育
つ
風
土
の
再
認

識
と
、
都
市
に
お
け
る
需
要
の
増
大
に
負
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
ま
た
こ
の
一
世
紀
半
以
来
の
土
地
利
用
に
お
け
る
変
化
の
上
に
電
、

充
分
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ば
れ
い
し
ょ
。
飼
料
㎜
用
か
ぶ
ら
・
燕
麦
・

大
麦
の
増
産
竜
、
こ
れ
に
関
係
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
屯
な
い
が
、

中
で
も
人
工
牧
草
地
の
拡
大
が
、
と
く
に
め
だ
っ
て
来
て
い
る
。
十

八
世
紀
末
以
来
の
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
牧
草
と
し
て
は
、
う
ま
ご

や
し
が
主
で
あ
っ
て
、
ほ
か
に
む
ら
さ
き
う
ま
ご
や
し
も
若
干
植
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
レ
じ
り
コ
　
タ
ン
ポ
レ
じ
ル

ら
れ
て
い
る
。
新
し
い
輪
作
体
系
の
中
に
一
時
酌
牧
草
地
を
挿
入
す

る
現
象
こ
そ
、
古
い
シ
ス
テ
へ
に
変
革
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
急
激
に
牧
草
地
の
面
積
が
増
大
し
た
の
は
、
漸

く
一
世
紀
右
前
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
よ
う
な
一
時
的
牧
草

地
の
挿
入
こ
そ
、
い
い
か
え
る
と
、
い
ず
れ
の
場
所
も
何
年
か
後
に

は
家
畜
の
放
牧
に
宛
て
が
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
へ
の
配

慮
こ
そ
、
多
角
的
経
営
の
畑
に
と
っ
て
、
家
畜
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め

の
囲
い
を
必
要
な
ら
し
め
て
い
る
大
き
い
理
由
で
あ
る
。
し
か
竜
そ

の
配
慮
が
村
単
位
で
な
く
、
各
農
場
毎
に
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
点
に
、

闘
い
地
の
存
続
と
発
展
を
解
く
重
要
な
鍵
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
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こ
の
一
世
紀
半
以
来
の
ボ
カ
ー
ジ
ュ
景
観
の
進
化
は
、
先
述
の
個
々

的
開
拓
の
盛
行
に
加
え
る
に
、
牧
畜
の
発
達
に
伴
う
一
時
的
牧
草
地

の
増
加
か
ら
、
正
当
に
説
明
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
ら
ば
こ
の
よ
う
な
農
牧
地
が
、
実
際
に
は
い
か
に
経
営
さ
れ

て
い
る
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
輪
作
形
態
を
と
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
ド
ゥ
マ
ソ
ジ
ュ
オ
ソ
の
言
葉
か
ら
想
像
さ
れ
る
が
如
き
三

圃
制
は
、
十
八
世
紀
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
現
在
で
は
、
四
圃
～

六
野
の
間
断
な
き
輪
作
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
形
態
は

各
農
場
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
か
ら
、
以
下
に
若
干
の
例
を
示

し
て
お
き
た
い
。

　
ソ
ー
ヴ
ェ
家
は
、
村
内
に
畑
一
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
　
一
時
的
牧
草
三

五
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
所
有
し
、
南
の
隣
村
に
七
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
永

久
放
牧
地
を
借
地
す
る
準
自
作
農
で
あ
る
。
彼
は
一
一
頭
の
乳
牛
、

九
頭
の
豚
、
約
五
〇
羽
の
鶏
を
農
場
内
で
飼
養
し
、
八
頭
の
若
牛
を

夏
季
四
～
一
〇
月
の
間
遠
方
で
放
牧
し
て
い
る
。
一
台
の
ト
ラ
ク
タ

ー
を
始
め
、
耕
転
機
な
ど
主
な
農
業
機
械
六
台
を
所
有
し
て
、
充
分

安
定
し
た
農
家
の
部
類
に
属
す
る
。
生
産
の
中
心
は
、
小
骨
と
牛
乳

と
で
あ
っ
て
、
シ
ー
ド
ル
は
あ
ま
り
多
く
は
造
ら
な
い
。
さ
て
、
彼

の
経
営
陣
に
お
け
る
戯
作
形
態
は
、
五
号
制
が
と
ら
れ
て
い
る
。
ま

パッセ村の準自作農ソーヴ＝家

ず
畑
を
大
き

く
五
区
分
し
、

そ
の
一
つ
の

作
付
を
、
劣

り
に
第
一
年

は
小
麦
と
す

れ
ば
、
第
二

年
に
大
麦
を

植
え
、
以
下

一
時
的
牧
草

地
↓
小
麦
↓

ば
れ
い
し
ょ

そ
の
他
と
な

っ
て
、
六
年

目
に
再
び
元
．

に
か
え
る
わ
け
で
あ
る
。
ド
ル
ウ
イ
朝
家
は
、
　
約
二
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

の
畑
と
、
　
そ
れ
と
同
面
積
の
牧
草
地
を
経
営
す
る
純
小
作
農
で
あ

る
。
彼
は
乳
牛
二
五
頭
、
　
若
牛
三
〇
頭
、
豚
二
五
頭
、
鶏
菊
皿
〇

〇
羽
を
飼
養
し
て
い
る
。
や
は
り
一
台
の
ト
ラ
ク
タ
ー
を
駆
使
し
、
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村
内
の
小
作
農
で
も
上
位
に
あ
る
。
主
な
生
産
物
と
し
て
は
、
毎
日

二
一
リ
ッ
ト
ル
を
出
す
牛
乳
と
、
約
六
〇
〇
本
の
り
ん
ご
樹
か
ら
年

産
二
四
〇
〇
リ
ッ
ト
ル
を
造
り
出
す
シ
ー
ド
ル
と
が
あ
る
。
シ
ー
ド

ル
の
仕
込
み
は
一
〇
～
一
一
月
の
こ
ろ
で
、
筆
者
が
訪
れ
た
八
月
初

旬
に
は
、
ま
だ
搾
り
器
は
ほ
こ
り
を
か
ぶ
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
さ

て
、
こ
の
農
家
が
と
る
輪
作
形
態
は
、
う
ま
ご
や
し
一
↓
小
麦
1
↓

飼
料
用
か
ぶ
ら
ま
た
は
ば
れ
い
し
ょ
一
↓
小
麦
1
↓
燕
喪
↓
大
喪

ま
た
は
う
ま
ご
や
し
の
如
く
で
あ
っ
て
、
六
学
制
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
も
六
年
闘
作
付
し
た
の
ち
は
四
～
五
年
問
一
時
的
牧
草
地
に
し

て
お
き
、
ま
た
右
の
輪
転
を
繰
返
す
場
合
も
あ
る
か
ら
、
こ
う
な
れ

ば
七
亜
綱
と
な
る
。
ま
た
五
～
六
年
に
一
度
だ
け
人
工
牧
草
地
に
す

る
こ
と
竜
あ
る
。
つ
ま
り
輪
作
と
い
っ
て
も
、
共
同
体
的
制
約
は
何

ら
存
在
し
な
い
か
ら
、
全
く
経
営
者
の
都
合
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
際

は
、
い
ろ
い
ろ
と
変
化
す
る
竜
の
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
各
経
営
単
位
毎
の
農
牧
地
の
才
筆
が
、
よ

う
や
く
前
景
に
あ
ら
わ
れ
て
来
た
。
そ
れ
は
最
小
の
集
落
細
胞
、
す
な

わ
ち
第
一
次
の
集
落
単
位
で
あ
る
農
場
の
空
間
的
構
造
で
あ
る
。
　
一

般
酌
に
い
う
な
ら
ば
、
中
庭
を
鵬
む
農
家
の
ま
わ
り
に
は
、
菜
園
と
果

樹
園
と
が
あ
り
、
そ
の
外
側
ま
た
は
住
居
に
接
し
て
乳
牛
の
た
め
の

牧
場
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
綿
密
な
管
理
を
必
要
と
す
る
地

帯
の
外
側
が
、
普
通
の
耕
作
地
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
そ
の
向
う
に
は
若

牛
の
た
め
の
永
久
放
牧
地
が
あ
る
。
た
だ
し
シ
ー
ド
ル
地
帯
の
た
め
、

り
ん
ご
園
が
か
な
り
外
の
方
に
ま
で
及
ん
で
い
る
揚
合
も
み
’
ら
れ
る
。

集
村
地
域
に
お
い
て
は
、
集
落
；
菜
園
・
果
樹
園
ー
ー
牧
場
・
…
一

耕
作
地
一
永
久
歪
牧
地
の
空
手
的
配
列
が
、
村
単
位
で
行
わ
れ
て

い
る
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
各
農
場
単
位
と
な
っ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
村
全
体
か
ら
み
れ
ば
、
地
区
別
に
戯
然
と
し
な
い
で
、
自
由

で
や
や
雑
然
と
し
た
田
園
景
観
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
次
第
で
あ
る
。

　
先
に
あ
げ
ワ
た
マ
ダ
ム
・
ピ
ノ
t
の
所
川
手
地
や
そ
れ
を
小
作
す
る
シ

モ
ノ
ー
家
の
経
営
地
は
、
団
地
を
な
し
て
一
箇
所
に
ま
と
ま
っ
て
い

た
が
、
散
居
集
落
地
域
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
所
有
地
な
い
し
は

経
営
地
が
、
農
家
の
周
囲
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
た

と
え
ば
三
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
小
作
す
る
モ
ジ
家
で
は
、
そ
の
う
ち
の

一
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
屋
敷
…
か
ら
二
業
方
へ
出
遅
く
離
瀞
れ
て
い
て
、
か
な
り

の
不
便
を
か
こ
っ
て
い
た
。
こ
う
い
う
例
は
。
他
に
も
み
ら
れ
る
。

た
た
日
本
の
礪
波
や
胆
沢
そ
の
他
の
如
く
、
屋
敷
ま
わ
り
の
土
地
さ

え
他
人
に
耕
作
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
、
極
端
な
不
都
合
は
起
っ
て
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い
な
い
．
や
は
り
経
営
地
の
主
要
部
は
、
農
場
を
と
り
巻
い
て
、
散

居
を
し
て
大
い
に
意
義
あ
ら
し
め
て
．
い
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
近
年
に
お
け
る
農
業
の
動
力
化
・
機
械
化
の
問
題
に
若

干
触
れ
て
お
こ
う
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
新
し
い
農
業
動
力
化
の

運
動
は
ま
だ

始
ま
っ
た
ば

か
り
と
も
い

う
べ
く
、
そ

れ
は
漸
く
一

九
四
七
～
四

八
年
以
来
の

こ
と
に
過
ぎ

な
い
。
そ
の

た
め
に
ト
ラ

ク
タ
ー
や
新

し
い
農
業
機

械
を
購
入
す

る
余
裕
の
な

い
も
の
に
は
、

囲い地の中で窮屈そうに小麦を刈るコンバイン

共
同
組
合
を
結
成
さ
せ
た
。
そ
れ
が
目
下
最
大
の
課
題
の
一
つ
を
な

す
O
q
ζ
》
で
あ
る
。
共
同
組
合
に
は
、
こ
の
ほ
か
サ
イ
ロ
の
如
く

農
産
物
貯
蔵
の
た
め
、
販
売
の
た
め
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に
応
じ

て
、
種
々
な
る
も
の
が
っ
く
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
大
発
展
を
遂

げ
た
の
は
、
　
一
九
五
〇
年
以
来
で
あ
る
。
　
そ
の
お
か
げ
で
、
イ
ー

ル
・
エ
・
ヴ
ィ
レ
ー
ヌ
県
に
お
い
て
も
、
播
種
機
や
収
穫
機
の
普
及

に
は
、
北
フ
ラ
ン
ス
並
み
に
、
か
な
り
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
そ
の
他
の
機
械
は
ま
だ
充
分
に
役
立
て
ら
れ
て
い
な
い
。
パ

ッ
セ
村
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
囲
い
地
の
中
で
、
窮
屈
そ
う
に

操
作
さ
れ
て
い
る
コ
ン
バ
イ
ン
を
み
た
筆
者
は
、
農
業
の
動
力
化
・

機
械
化
の
遅
延
理
由
が
、
お
よ
そ
推
測
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

む
　
す
　
び

　
以
上
に
よ
り
、
筆
者
は
、
レ
ソ
ヌ
西
北
郊
の
パ
ッ
セ
村
を
中
心
と

し
て
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
に
お
け
る
ボ
カ
ー
ジ
ュ
の
景
観
な
ら
び
に
散

居
集
落
の
構
造
と
、
そ
の
変
化
を
考
察
し
た
。
こ
の
地
方
で
は
、
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
モ
ロ

史
時
代
は
い
ざ
知
ら
ず
、
恐
ら
く
ガ
ロ
ロ
マ
ン
的
な
小
村
形
態
を
と

る
土
地
占
居
が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
と
し
て
存
在
し
た
が
、
十
一

～
十
三
世
紀
に
お
け
る
西
フ
ラ
ン
ス
の
開
拓
期
に
際
し
、
か
か
る
小
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村
の
外
縁
部
に
瓢
個
々
的
開
墾
に
基
づ
く
散
居
農
場
を
多
数
輩
出
せ

し
め
、
か
く
し
て
小
村
と
若
干
の
散
居
農
圃
を
含
む
第
二
次
的
な
集

落
構
造
が
で
き
あ
が
っ
た
。
そ
う
い
・
う
中
に
、
ア
モ
ー
の
一
つ
に
教

会
が
建
立
さ
れ
、
そ
れ
は
や
が
て
プ
ー
ル
に
成
長
し
て
、
こ
こ
に
農

場
H
小
村
一
町
と
い
う
第
三
次
的
な
集
落
構
造
が
成
立
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
十
九
世
紀
に
入
っ
て
、
一
方
で
は
石
灰
の
導
入
・
交
通

の
発
展
等
か
ら
、
新
し
い
開
墾
期
を
迎
え
て
一
層
散
居
景
観
が
顕
著

と
な
り
、
他
方
で
は
プ
ー
ル
が
ま
す
ま
す
成
長
し
て
、
村
の
竜
つ
さ

ま
ざ
ま
な
機
能
の
サ
ソ
ト
ル
と
し
て
の
役
割
を
果
す
よ
う
に
な
り
、

か
く
て
個
々
の
農
場
は
今
や
疎
と
な
っ
た
ア
モ
ー
を
飛
び
越
え
て
、

直
接
ブ
ー
ル
に
つ
な
が
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
新
し
い
集

落
の
構
造
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
般
的
な
都
市
化
が
一
層
進
行
す
れ
ば
、

農
場
は
プ
ー
ル
さ
え
も
越
え
て
、
レ
ソ
ヌ
の
よ
う
な
地
方
都
市
と
直

接
闘
係
を
竜
つ
論
う
な
形
勢
に
あ
る
。

　
他
方
、
農
場
の
経
営
様
式
は
、
一
八
世
紀
末
ま
で
は
ア
ン
シ
ャ
ン

レ
ジ
ー
ム
と
・
も
い
う
べ
く
、
広
い
不
耕
地
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
狭

い
と
こ
ろ
で
収
益
の
少
な
い
裸
喪
・
メ
テ
ィ
ユ
菱
さ
ら
に
は
黒
小
麦

と
呼
ば
れ
る
そ
ば
を
輪
転
し
、
休
閑
地
を
伴
う
三
圃
制
的
な
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
十
九
世
紀
に
入
っ
て
、
石
灰
や
燐
酸
肥
料
が

多
量
に
投
入
さ
れ
て
土
地
改
良
が
進
ん
だ
結
果
、
バ
ソ
小
麦
が
増
産

さ
れ
、
ば
れ
い
し
ょ
、
飼
料
か
ぶ
ら
、
う
ま
ご
や
し
の
よ
う
な
人
工

牧
草
等
が
盛
ん
に
栽
培
さ
れ
て
、
牧
畜
は
著
し
く
進
み
、
そ
の
上
未

開
地
は
ど
し
ど
し
切
り
開
か
れ
て
い
っ
た
。
農
法
は
今
や
古
い
三
圃

制
を
捨
て
て
、
一
時
的
牧
草
地
を
挿
入
す
る
連
続
的
栽
培
の
四
圃
・

五
圃
あ
る
い
は
六
露
虫
へ
と
進
化
し
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
農
業
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

命
の
名
に
価
す
る
竜
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
よ
う
な
集
落
お
よ
び
農
業
経
営
の
進
化
は
、

た
だ
ち
に
田
園
景
観
に
表
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
農
家
に
木
材

を
供
給
し
、
ノ
ロ
ア
を
避
け
、
村
単
位
で
な
く
各
農
場
毎
に
家
蕾
の

侵
入
を
防
が
ね
ば
な
ら
な
い
、
土
堤
と
刈
込
木
と
か
ら
成
る
ボ
カ
ー

ジ
ュ
は
、
一
部
は
ガ
ロ
ロ
マ
ン
期
の
古
い
土
地
割
に
規
定
さ
れ
つ
つ

も
、
こ
の
地
域
の
性
格
に
、
ア
ダ
プ
ト
し
た
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
。

そ
れ
は
小
村
と
農
場
、
つ
ま
り
分
散
酌
集
落
型
と
、
多
角
的
栽
培
を

行
い
、
か
つ
輪
作
体
系
に
古
く
は
休
閑
地
を
、
新
し
く
は
一
時
的
牧

草
地
を
挿
入
す
る
農
業
経
営
の
タ
イ
プ
に
、
充
分
適
応
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
集
落
購
造
が
変
化
し
、
農
法
が
変
革
を
遂
げ
て
竜
、
ボ
カ

ー
ジ
ュ
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
は
な
か
っ
た
。
と
は
い
う
も
の
の
、

そ
の
姿
は
決
し
て
固
定
的
で
は
な
く
、
基
調
は
変
ら
な
い
ま
ま
に
絶
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え
ず
創
造
と
破
壊
と
を
繰
返
し
て
来
た
竜
の
で
あ
る
。
十
八
世
紀
に

フ
ラ
ン
ス
全
土
を
吹
き
ま
く
っ
た
農
業
の
個
人
主
義
五
大
風
潮
や
、

ア
ー
サ
ー
・
ヤ
ン
グ
を
し
て
、
ラ
ン
ド
・
ラ
ン
ド
ま
た
ラ
ン
ド
と
い

わ
し
め
た
ほ
ど
広
い
面
積
を
占
め
て
い
た
荒
蕪
地
の
開
墾
に
よ
っ
て
、

ボ
カ
ー
ジ
ュ
の
景
観
は
、
十
九
世
紀
を
通
じ
て
、
拡
大
発
展
し
て
行

っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
農
業
の
動
力
化
と
機
械
化
と
い
う
一
二
の
問
題

に
直
面
し
て
、
　
こ
の
よ
う
に
発
達
し
て
来
た
ボ
カ
ー
ジ
ュ
は
、
　
正

し
い
解
答
を
用
意
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
単
に
そ
れ
が
排

水
を
悪
く
す
る
と
い
う
事
実
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
永
い
居
住
史
が

経
過
す
る
に
つ
れ
て
、
土
地
の
所
有
と
用
益
関
係
は
錯
雑
化
し
、
自

己
の
経
営
地
に
住
居
を
接
近
さ
せ
よ
う
と
す
る
散
居
集
落
本
来
の
意

義
が
、
次
第
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
を
改
善
す
る
に
は
、
農
牧

地
の
再
配
分
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
残
念
な
が
ら
ボ
カ
ー
ジ
ュ
は
、

こ
の
よ
う
な
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
大
き
い
技
術
酌
障
害
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
パ
リ
盆
地
の
開
放
耕
地
地
帯
が
、
こ
の
点

で
大
き
い
成
果
を
あ
げ
て
い
る
の
に
反
し
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
で
は
、

ほ
と
ん
ど
成
功
し
た
例
が
な
い
。
昨
日
の
最
善
は
、
今
日
の
障
害
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。
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and　barons，　and　to　protect　the　feudai　privileges　of　barons．　Pro£ection

for　the　privileges　of　vassals　ttnder　barons　ac　nd　citizens　in　borough　and

for　the　least　means　o£　peasants　and　serfs　were　made　as　a　result　ef

econoniic　organization　in　the　feudal　society，　having　a　secondary　im－

portance．　There　were，　lndeed，　some　doubtful　passages　in　Ma‘　gna　Carta，

which　caused　1〈ing’s　despptism，　with　ftc　continual　struggle　of　king

against　barons．　Though　the　tlien　ranl〈　construction　which　became　the

object　of　Magna　Cartae　was　fiirly　intricate，　we　are　’going　to　study　its

process　of　formation，　lts　history，　and　its　transition．

The　Construction　of　Dispersed　Settlements　in　Bretagne

　　　　　　　　mRc　inly　on　Pac6　village　in　the　suburb　of　Rennes

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Taheo　Tanioka

　　工tmay　be　important　to　reexa皿沁e癒e　fact　that　dlspersion　of　residen℃

units　and　manageme皿t　of　ranches　have　ever　been　over－emphasized　in

the　dispersed　settlements　typically　in　the　western　France．　According

to　our　fact－fhユding　last　su皿血er，　the　life　in　6card　is　impossible　without

蜘eexiste鍛ce　of　concentration　in　small　chef－1ieu，　and我gricultura1

　　　　　　　　　じ
management　is　found　unexpectedly　to　be　many－sided．

　　The　formal　corresponding　relation　in‘corn－raising－6pen－field－con－

centrated　settle撮ents’with‘ranch－management－enc王osure－dispersed

settle皿ents’，　or　between　settlement　and　mac　nagement，　sh◎uld　be　urged

i。ju，tifica，・ti・n・f・ur　resea・’・hi捻g　directi・n，　but癒is　cann・t　be・f　fu11

，・，resp・nd・・ce。　H・fe・in　Bret・g・・th・・漁・tu・e・f‘di・persed　fa・m・

．一唐高≠撃戟@villages～bourg’is　changing　into　that　of‘dispersed　farms－

b。u，g…di・use・f　f・・m1・・d　th・th・ee　fi・1ds　sy・t・瓶m・i・1y・f

cereals　changes　into　the　many　fields　system　mainly　o£wheat　for　bread

and　foddeゴーcrop　wまth　fruit－trees　growing．　Such　evolution　of　settlements

。。d。g・i・ultural　m・nag・m・・t　h・・b…ght　th・d・v・1・pm・・t・f　b・cage

1。ndscap・b・t　i・…tra・y　h・・．P・・tly　i・ter・upted　the　d・v・1・Pm・・t・f

the　present－day　rural　villages．

（　935　）


