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鎌
倉
期
の
半
不
輸
村
落
に
お
け
る
生
業
・
景
観
と
在
地
領
主

肥
前
国
高
来
西
郷
伊
福
村
・
大
河
村
と
大
河
氏
を
素
材
と
し
て
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［
論
文
要
旨
］

は
じ
め
に

❶
現
代
故
地
の
生
業
・
景
観

❷
伊
福
村
・
大
河
村
の
領
有
構
造

❸
生
業
・
景
観
の
可
変
性
と
大
河
氏
の
自
己
認
識

む
す
び
に
か
え
て

　

半
不
輸
と
は
本
年
貢
・
公
事
の
一
部
を
寺
社
な
ど
の
荘
園
領
主
に
給
付
し
、
残
り
を
国
衙
に
納
め

さ
せ
る
荘
園
制
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
半
不
輸
領
の
村
落
の
構
造
と
、
そ
こ
に
存
立
し
た
在
地
領
主
の
姿
を
探
っ
て
い
く
。
こ

う
し
た
村
落
は
荘
園
領
主
と
国
衙
に
両
属
し
、
複
合
的
な
支
配
を
受
け
た
が
、
そ
の
両
属
性
の
な
か

で
在
地
領
主
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
分
析
の
素
材
と
し
て
肥
前
国
伊
福

村
・
大
河
村
を
取
り
上
げ
、
特
に
大
河
氏
と
い
う
在
地
領
主
に
焦
点
を
あ
て
た
い
。

　

上
記
の
課
題
に
応
え
る
た
め
、
生
業
・
景
観
の
問
題
に
注
目
し
た
。
ま
ず
、
伊
福
村
・
大
河
村
の

場
合
、
荘
園
領
主
・
国
衙
の
支
配
は
そ
れ
ぞ
れ
畠
作
と
稲
作
と
い
う
異
な
る
生
業
に
結
び
つ
い
て
い

た
。
こ
う
し
た
村
落
の
生
業
（
畠
作
・
稲
作
）
を
前
提
と
し
つ
つ
、
半
不
輸
の
シ
ス
テ
ム
は
荘
園
領

主
・
国
衙
の
合
意
の
も
と
で
立
券
に
て
確
定
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
現
地
の
生
業
・
景
観
は
常
に
変
化
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
例
え
ば
畠
地
の
田
地
化
な
ど

を
通
じ
て
、
畠
作
・
稲
作
の
実
態
は
過
去
の
立
券
の
記
載
か
ら
乖
離
し
た
。

　

こ
う
し
た
変
動
的
な
村
落
の
生
業
・
景
観
に
対
し
て
、
こ
れ
を
荘
園
制
の
枠
組
み
と
つ
な
い
で
い

た
の
が
、
在
地
領
主
の
大
河
氏
で
あ
っ
た
。
大
河
氏
は
現
地
で
稲
作
の
拡
大
を
推
し
進
め
た
の
だ
ろ

う
が
、
一
方
で
、
半
不
輸
領
の
沙
汰
人
と
し
て
出
発
し
た
が
ゆ
え
に
、
本
質
的
に
既
存
の
荘
園
制
の

枠
組
み
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
性
格
も
持
っ
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
一
四
世
紀
前
半
に
な
る
と
、
荘
園
領
主
・
国
衙
へ
の
両
属
を
意
識
し
た
文
言
が
大
河
氏

の
一
連
の
譲
状
に
出
現
す
る
。
現
地
の
生
業
・
景
観
が
過
去
の
立
券
か
ら
乖
離
す
る
な
か
で
も
、
大

河
氏
は
容
易
に
既
存
の
荘
園
制
を
否
定
で
き
ず
、
む
し
ろ
か
つ
て
半
不
輸
領
の
沙
汰
人
と
し
て
出
発

し
た
と
い
う
像
を
自
己
の
う
ち
に
再
確
認
し
た
。
荘
園
制
の
な
か
で
存
立
し
て
き
た
在
地
領
主
の
一

つ
の
自
己
像
を
こ
こ
に
認
め
た
い
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
半
不
輸
、
免
田
制
、
畠
作
・
稲
作
、
生
業
・
景
観
の
可
変
性
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1
．
問
題
意
識　

さ
て
、
列
島
社
会
の
西
端
を
占
め
る
九
州
地
方
で
は
、
中
世
成
立

期
に
半
不
輸
領
が
広
く
存
在
し
て
い
た
（
（
（

。
こ
う
し
た
半
不
輸
領
の
両
属
性
は
「
複
合

的
荘
域
構
成
」
の
議
論
（
（
（

と
も
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
荘
園
制
成
立
史
の
大
き
な
論
点

と
な
り
う
る
。

例
え
ば
、
宇
佐
宮
の
場
合
、
一
一
世
紀
以
降
の
宮
領
形
成
の
契
機
は
私
領
の
寄
進

に
あ
り
、
半
不
輸
権
の
獲
得
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
説
明
さ
れ
る
。
但
し
、

一
二
世
紀
中
葉
に
な
る
と
、
公
的
給
与
の
便
補
な
ど
を
通
じ
て
半
不
輸
領
の
不
輸
化

が
進
ん
だ
と
も
い
う
（
（
（

。

一
方
で
、
一
四
世
紀
の
売
券
に
も
「
ミ（
宮
（や

・
く（
国
（に

の
な（

済

物

（

し
も
の
ハ
は（

傍

例

（

う
れ
い
た
る

へ
く
候
」
と
い
う
文
言
が
見
え
る
よ
う
に
、
半
不
輸
的
な
領
有
構
造
は
中
世
前
期
の

地
域
社
会
に
深
く
根
を
降
ろ
し
た
一
面
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
（
（

。
荘
園
領
主
と

国
衙
の
政
治
的
合
意
の
も
と
で
成
立
し
た
半
不
輸
の
シ
ス
テ
ム
は
、
荘
園
制
の
枠
組

み
と
し
て
在
地
の
世
界
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
た
の
か
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
半
不
輸
と
い
う
シ
ス
テ
ム
と
在
地
の
世
界
の
関
わ
り
、
そ
し

て
両
者
を
媒
介
す
る
在
地
領
主
の
姿
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

第
一
に
、
現
地
の
生
業
お
よ
び
景
観
の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。
近
年
、
環
境
史

の
分
野
で
は
、
複
合
的
な
荘
園
制
の
枠
組
み
を
地
域
の
生
業
と
と
も
に
理
解
し
よ
う

と
す
る
視
角
が
目
立
つ
。
例
を
挙
げ
る
と
、
塩
業
や
漁
業
と
い
う
異
な
る
生
業
か
ら

海
辺
部
地
域
の
住
人
た
ち
の
両
属
的
な
姿
を
描
き
出
し
た
白
水
智
氏
の
研
究
や
、
木

炭
・
材
木
・
焼
畑
・
松
茸
な
ど
の
用
益
に
結
び
つ
け
て
山
間
部
地
域
の
領
有
構
造
を

解
き
明
か
し
た
高
木
徳
郎
氏
の
研
究
が
あ
る
（
（
（

。

本
稿
で
は
こ
う
し
た
近
年
の
生
業
論
に
学
び
つ
つ
、
や
は
り
複
合
的
な
構
造
を
有

す
る
半
不
輸
領
の
村
落
の
内
実
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

な
お
、
本
稿
に
関
わ
る
畠
作
と
い
う
生
業
は
、
木
村
茂
光
氏
の
研
究
を
大
き
な
画

期
と
し
て
、
社
会
で
の
重
要
性
が
強
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
（
（

。
現
在
で
は
生

業
論
の
展
開
と
と
も
に
、
生
存
戦
略
の
手
段
と
し
て
畠
作
が
ど
の
よ
う
に
選
択
さ
れ

た
の
か
、
そ
の
具
体
的
な
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
（
（
（

。
特
に
、
畠
地
が
田
地
へ
と
転

は
じ
め
に

九
州
地
方
に
位
置
す
る
長
崎
県
の
島
原
半
島
は
南
北
三
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の

小
さ
な
半
島
だ
が
、
鎌
倉
期
に
お
い
て
そ
の
北
部
に
は
伊
福
村
・
大
河
村
と
い
う
二

つ
の
村
が
あ
っ
た
（
図
（
）。
こ
の
両
村
は
国
衙
領
で
あ
り
な
が
ら
、
宇
佐
宮
に
も

麦
地
子
・
桑
代
・
苧
代
を
納
め
た
半
不
輸
の
村
々
だ
っ
た
。

こ
こ
で
述
べ
る
半
不
輸
と
は
、
本
年
貢
・
公
事
の
一
部
を
寺
社
な
ど
の
荘
園
領
主

に
給
付
し
、
残
り
を
国
衙
に
納
め
さ
せ
る
荘
園
制
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
れ
ら
二
つ
の
村
の
事
例
に
即
し
て
、
半
不
輸
の
村
落
と
在
地
領
主
の

あ
り
方
に
つ
い
て
議
論
し
た
い
。
特
に
、
荘
園
領
主
（
宇
佐
宮
）・
国
衙
に
両
属
し

た
村
落
の
構
造
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
村
々
に
存
立
の
基
盤
を
置
い
た
大
河
氏
と
い

う
在
地
領
主
の
姿
を
描
き
出
し
た
い
。

【図 1】　伊福村・大河村の地理的位置《原図：（/（00,000
地勢図「熊本」「八代」（国土地理院，（0（0 発行），
（0％に縮小
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輸
領
で
あ
り
、
宇
佐
宮
と
肥
前
国
国
衙
に
両
属
す
る
村
々
と
な
っ
て
い
っ
た
。

ま
た
、
鎌
倉
期
に
は
現
地
の
沙
汰
人
と
し
て
大
河
氏
と
い
う
在
地
領
主
の
一
族
が

存
在
し
た
（
図
（
）（

（1
（

。
本
稿
で
は
そ
の
家
文
書
と
し
て
伝
来
し
た
大
川
文
書
の
分
析

か
ら
、
畠
作
・
稲
作
と
い
う
生
業
を
軸
に
論
を
進
め
て
み
た
い
。

第
一
章
で
は
現
代
の
視
点
か
ら
両
村
故
地
の
概
要
を
解
説
し
、
第
二
章
で
は
宇
佐

宮
・
国
衙
の
支
配
が
畠
作
・
稲
作
と
い
う
生
業
に
連
動
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。

最
後
に
、
第
三
章
で
は
畠
地
の
田
地
化
に
際
し
、
大
河
氏
が
半
不
輸
領
の
在
地
領
主

と
し
て
の
自
己
像
を
再
生
産
し
て
い
っ
た
様
相
を
論
じ
よ
う
。

❶
現
代
故
地
の
生
業
・
景
観

本
章
で
は
現
代
の
視
点
か
ら
故
地
の
概
要
を
眺
め
る
が
、
続
く
第
二
章
・
第
三
章

で
中
世
村
落
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
た
め
に
は
、
特
に
現
代
の
生
業
の
あ
り
方
や
景
観

の
広
が
り
が
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
聞
き
書
き
を
中
心
と
し

た
現
地
調
査
の
成
果
か
ら
記
述
を
お
こ
な
い
た
い
。

1
．
故
地
の
概
要
と
集
落　

長
崎
県
雲
仙
市
（
旧
瑞
穂
町
域
）
の
う
ち
、
お
よ
そ
伊

福
村
・
大
河
村
の
故
地
は
そ
れ
ぞ
れ
高
田
名
（
大
字
伊
福
乙
）・
大
川
名
（
伊
福
甲
）

に
相
当
す
る
（
図
（
）。
い
ず
れ
の
地
区
も
南
北
に
細
長
く
、
中
心
を
松
江
川
・
大

川
が
流
れ
る
。
こ
れ
ら
の
小
河
川
の
浸
食
作
用
が
谷
地
形
を
形
成
し
、
一
方
、
浸
食

か
ら
残
さ
れ
た
舌
状
台
地
が
両
地
区
の
境
界
と
な
っ
て
い
る
。

同
様
に
、
中
世
の
伊
福
村
・
大
川
村
の
村
域
も
南
北
方
向
に
細
長
い
。
建
保
五
年

（
一
二
一
七
）
肥
前
国
高
来
郡
内
宇
佐
宮
領
立
券
文
（
後
掲
史
料
（
）
で
は
、
両
村

の
境
界
と
し
て
東
限
・
西
限
に
台
地
の
尾
根
（「
若
宮
尾
東
折
立
」「
阿
志
野
西
登

道
」）
が
、
南
限
に
奥
山
で
あ
る
吾
妻
岳
（「
阿
津
摩
巓
」）
が
、
北
限
に
海
が
示
さ

れ
て
い
る
。

次
に
、
集
落
の
分
布
を
見
て
み
よ
う
。
伊
福
村
故
地
の
高
田
名
に
は
上
高
田
・
下

化
す
る
流
れ
の
な
か
で
、
同
一
の
土
地
で
畠
作
と
稲
作
の
両
方
が
お
こ
な
わ
れ
る　

「
畠
田
」
も
生
ま
れ
た
と
指
摘
さ
れ
る
。
こ
こ
に
二
毛
作
の
一
つ
の
起
源
が
提
言
さ

れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
栽
培
作
物
を
戦
略
的
に
選
び
う
る
耕
地
利
用
の
可
変
性
は
本

稿
の
分
析
に
お
い
て
も
重
視
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
村
落
に
対
し
て
支
配
者
層
と
し
て
立
ち
現
れ
る
在
地
領
主
の
問
題
を
取

り
上
げ
た
い
。
今
日
、
中
世
の
社
会
的
関
係
に
占
め
る
在
地
領
主
の
存
在
を
正
し
く

論
理
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
大
き
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
（
（
（

。

荘
園
領
主
と
国
衙
に
両
属
す
る
半
不
輸
領
で
も
、
現
地
の
村
落
に
直
接
に
向
き 

合
っ
て
い
た
の
は
在
地
領
主
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
在
地
領
主
こ
そ
が
荘
園 

領
主
・
国
衙
・
村
落
住
人
を
結
ぶ
諸
関
係
の
中
心
に
い
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
の
仲
介
者
た
る
彼
の
存
在
を
探
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

2
．
分
析
の
素
材　

本
稿
が
取
り
あ
げ
る
肥
前
国
高
来
西
郷
伊
福
村
・
大
河
村
は
ど

の
よ
う
な
村
々
だ
っ
た
の
か
、
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う
。

端
緒
と
し
て
は
延
喜
十
年
（
九
一
〇
）
に
お
け
る
婉
子
内
親
王
か
ら
宇
佐
宮
へ
の

施
入
を
受
け
て
、
伊
福
山
・
大
河
山
を
含
む
高
来
郡
油
山
一
二
ヵ
所
が
成
立
し
た
と

さ
れ
る
（
（
（

。
以
降
、
史
料
上
に
確
認
さ
れ
る
伊
福
村
・
大
河
村
は
、
本
質
的
に
は
半
不

大
河

伊
福

行
友

通
幸

幸
資

行
元

能
幸
養
子

行
明

西
念

行
則 松

熊
道
行

惟
澄幸

円

ゆ
き
み
つ

幸
継

幸
西

幸
蓮

綾
部

い
ま
ハ
う

左
衛
門
二
郎

あ
り
房

い
ち
ハ
う

彦
四
郎

乙
姫

幸
房

幸
明

行
房

浄
心

大
河

左
衛
門
六
郎

ゆ
き
よ

【図 2】　大河氏略系図
ゴチック体は本稿で言及する人物
を示す。　
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高
田
・
上
横
田
・
下
横
田
の
集
落
が
、
大
河
村
故
地
の
大
川
名
に
は
上
大
川
・
下
大

川
の
集
落
が
存
在
す
る
。
い
ず
れ
も
台
地
の
上
な
い
し
縁
に
立
地
す
る
。

な
お
、
上
横
田
・
下
横
田
の
集
落
に
関
連
し
て
、
正
安
二
年
（
一
三
〇
〇
）
の
史

料
に
「
横
田
尾
屋
敷
」
が
見
え
る
（
（（
（

。
ま
た
、
下
高
田
の
集
落
に
残
る
小
字
城
や
、
上

大
川
・
下
大
川
の
集
落
に
近
い
小
字
庄
司
屋
敷
は
中
世
居
館
の
遺
称
と
理
解
さ
れ　

る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
現
代
の
集
落
は
台
地
上
に
あ
る
在
地
領
主
の
居
館

の
周
辺
に
形
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

【図 3】  現代における高田名（伊福村故地），大川名（大河
村故地）の地理《原図：（/（0,000　地形図「瑞穂町全図」

（長崎県南高来郡瑞穂町），（0％に縮小》

【写真 1】
小字箱田を眼前に置き，北西方向に望む大川名の景観。谷部
の低位面に田地が，台地に近い高位面には畑地が広がる。谷
を挟んだ向かいには横田の台地が見える。《（0（（ 年 （ 月 （ 日》

そ
れ
か
ら
、
生
業
に
関
し
て
は
畑
作

（
畠
作
（
（1
（

）
と
稲
作
の
両
方
が
営
ま
れ
て
き

た
。
台
地
の
上
や
そ
れ
に
近
い
谷
部
の
高

位
面
で
畑
作
が
展
開
す
る
一
方
、
谷
部
の

低
位
面
で
は
稲
作
が
卓
越
す
る
（
写
真

（
）。
次
節
以
降
で
は
、
大
川
名
を
例
に

戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
畑
作
と
稲
作

の
あ
り
方
を
記
述
し
よ
う
。

2
．
台
地
に
お
け
る
畑
作
の
展
開　

先
ず
、

戦
前
か
ら
畑
地
で
は
養
蚕
の
た
め
に
桑
の

栽
培
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
養
蚕
は

各
家
で
な
さ
れ
、
母
屋
の
二
階
を
蚕
室
と
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す
る
農
家
が
多
か
っ
た
。
地
元
の
方
々
に
と
っ
て
蚕
の
飼
育
は
子
ど
も
の
仕
事
で
も

あ
り
、
薪
を
焚
い
て
暖
を
取
る
な
ど
の
世
話
を
し
た
と
い
う
。

桑
も
や
は
り
台
地
の
上
を
中
心
に
栽
培
さ
れ
た
。
な
か
に
は
大
き
な
農
家
で
五
反

近
く
の
桑
畑
を
経
営
し
て
い
る
家
も
あ
っ
た
と
い
う
。

桑
の
葉
は
春
に
摘
み
、
そ
れ
か
ら
夏
と
秋
に
摘
ん
だ
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
蚕
も

春は
る
ご蚕

、
夏な
つ
ご蚕

、
秋あ
き
ご蚕

と
、
一
年
に
三
回
飼
育
し
た
。
蚕
は
一
ヵ
月
ほ
ど
で
繭
に
な
っ

た
。
但
し
、
春
蚕
は
ま
だ
寒
い
こ
と
も
あ
り
、
や
や
成
長
が
遅
か
っ
た
。

桑
は
成
長
が
早
い
。
秋
蚕
が
終
わ
る
と
、
枝
を
根
元
か
ら
伐
り
、
春
を
待
っ
た
。

枝
を
伐
っ
て
も
ま
た
芽
が
出
て
、
夏
の
間
に
成
長
し
て
い
く
。
夏
に
葉
を
摘
む
際

に
も
枝
の
先
端
あ
た
り
の
葉
を
五
、六
枚
ほ
ど
残
し
て
お
け
ば
成
長
に
は
十
分
だ
っ

た
。
再
び
秋
に
な
る
頃
に
は
お
よ
そ
元
の
高
さ
に
ま
で
戻
っ
た
。

戦
時
中
は
繊
維
の
不
足
か
ら
桑
の
木
の
皮
を
剥
ぎ
、
こ
れ
を
干
し
て
か
ら
供
出
し

た
こ
と
も
あ
っ
た
。
春
に
葉
を
摘
ん
だ
後
に
も
、
枝
を
根
の
と
こ
ろ
か
ら
伐
り
落
と

し
、
そ
の
皮
を
剥
い
だ
。
こ
う
し
て
剥
が
さ
れ
た
桑
の
皮
は
、
そ
の
繊
維
か
ら
衣
服

を
製
造
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。

戦
後
、
ミ
カ
ン
の
栽
培
が
盛
ん
に
な
っ
た
た
め
に
多
く
の
桑
畑
や
雑
木
林
が
ミ
カ

ン
畑
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
お
よ
そ
平
成
期
に
入
っ
た
頃
、
ミ
カ
ン
の

価
格
が
下
が
っ
た
こ
と
か
ら
そ
の
栽
培
も
低
調
に
な
っ
て
い
っ
た
。

3
．
谷
部
に
お
け
る
稲
作
の
展
開　

大
川
名
の
場
合
、
圃
場
整
備
事
業
以
前
は
一
枚

あ
た
り
の
田
地
の
面
積
は
現
在
よ
り
も
狭
か
っ
た
。
中
・
下
流
域
で
は
五
畝
ほ
ど
の

田
地
も
あ
っ
た
が
、
上
流
に
遡
る
と
そ
れ
に
満
た
な
い
狭
い
田
地
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ

た
。
反
収
は
集
落
に
近
い
中
・
下
流
域
の
方
が
良
い
。
上
流
に
近
づ
く
ほ
ど
谷
の
幅

が
狭
く
な
り
、
日
照
時
間
が
短
く
な
る
た
め
で
あ
る
。

か
つ
て
の
田
植
え
は
現
在
よ
り
も
遅
く
、
七
月
に
入
っ
て
か
ら
お
こ
な
わ
れ
た
。

裏
作
に
麦
を
植
え
る
と
、手
作
業
で
の
麦
刈
り
や
田
起
こ
し
に
時
間
が
か
か
る
た
め
、

田
植
え
も
遅
く
な
っ
た
。
裏
作
で
は
小
麦
と
大
麦
を
育
て
た
。

【写真 2】
大川溜池。堤の側には明治 （（ 年（（（（0）の竣工に伴う石祠
が安置される。《（0（（ 年 （ 月 （（ 日》

と
こ
ろ
で
、
大
川
名

に
お
け
る
谷
部
の
稲
作

を
概
観
す
る
上
で
、
谷

の
奥
に
設
け
ら
れ
た
大

川
溜
池
の
存
在
に
も
触

れ
て
お
き
た
い
（
写
真

（
）。先

ず
、
大
川
溜
池
の

水
は
毎
年
利
用
す
る
わ

け
で
な
い
と
い
う
。
現

在
は
用
水
が
不
足
し
た

年
だ
け
に
限
っ
て
、
自

治
会
長
が
堤
の
栓
を
開

け
る
。
池
の
栓
が
開
け

ら
れ
て
も
、
集
落
に
近
い
中
流
域
ま
で
用
水
が
到
達
す
る
に
は
三
日
ほ
ど
の
日
数
が

か
か
る
と
い
う
。
上
流
域
の
田
地
か
ら
順
々
に
引
水
さ
れ
る
た
め
、
よ
り
下
流
の
一

帯
に
池
の
水
が
及
ぶ
の
は
そ
れ
だ
け
遅
く
な
る
。

大
川
溜
池
の
用
水
を
使
う
の
は
主
に
上
流
域
の
一
帯
で
あ
り
、
こ
の
エ
リ
ア
は
特

に
水
不
足
に
な
り
や
す
い
。
中
・
下
流
域
で
は
小
河
川
で
あ
る
大
川
の
井
堰
か
ら
引

水
で
き
る
の
で
、
池
へ
の
依
存
は
上
流
域
ほ
ど
で
な
い
。
そ
の
た
め
、
池
の
開
栓
の

要
望
は
お
よ
そ
上
流
域
で
耕
作
す
る
人
々
に
限
ら
れ
る
。

な
お
、
大
川
溜
池
の
堤
の
側
に
は
観
音
を
祀
る
石
祠
と
と
も
に
大
川
溜
池
改
修
工

事
記
念
碑
が
建
つ
。
石
祠
の
台
座
に
は
「
大
川
名
民
計
二
灌
漑
便
一
、
茲
穿
二
溜
池
一
、

明（

一

九

〇

九

（

治
四
十
二
年
十
月
起
工
、（
一
九
一
〇
（

翌
年
五
月
成
工
余
、
為
二
水
源
鎮
守
一
奉
二-

安
観
音

像
一
」（
読
点
・
返
り
点
は
筆
者
に
よ
る
）
と
あ
り
、
明
治
期
に
築
造
さ
れ
た
池
と

理
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
記
念
碑
に
よ
れ
ば
、
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
に
も
改
修
工

事
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
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以
上
、
本
章
で
は
現
代
の
生
業
・
景
観
を
概
観
し
た
。
伊
福
村
・
大
河
村
の
故
地

で
は
細
長
い
谷
地
形
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
主
に
舌
状
台
地
の
上
で
は
畑
作
が
、
谷

部
で
は
稲
作
が
展
開
し
て
き
た
。

❷
伊
福
村
・
大
河
村
の
領
有
構
造

そ
れ
で
は
、
中
世
村
落
の
問
題
へ
と
移
っ
て
い
こ
う
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
本

来
、
伊
福
村
・
大
河
村
は
半
不
輸
領
で
あ
り
、
宇
佐
宮
と
肥
前
国
国
衙
と
の
間
に
両

属
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
前
章
で
は
故
地
の
概
要
を
述
べ
た
が
、
中
世
で
も
畠
作

（
畑
作
）
と
稲
作
の
両
方
が
展
開
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
生
業
が
両
属
的
な
領
有
構

造
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
本
章
で
は
論
じ
て
い
く
。

1
．
伊
福
村
・
大
河
村
の
成
立　

先
ず
は
、
半
不
輸
領
と
し
て
の
伊
福
村
・
大
河
村

の
成
立
を
押
さ
え
て
お
く
。

鎌
倉
初
期
の
八
幡
宇
佐
宮
神
領
大
鏡
（
以
下
、「
宇
佐
大
鏡
」
と
す
る
）
に
よ
れ

ば
、
一
〇
世
紀
の
高
来
郡
に
は
伊
福
山
・
大
河
山
な
ど
を
含
む
油
山
一
二
ヵ
所
が
設

定
さ
れ
て
い
た
（
（1
（

。
こ
れ
ら
は
延
喜
十
年
（
九
一
〇
）
に
婉
子
内
親
王
が
宇
佐
宮
へ
寄

進
し
た
と
さ
れ
る
も
の
で
（
（1
（

、
油
山
司
の
管
理
に
置
か
れ
た
。

さ
ら
に
、
宇
佐
大
鏡
に
は
「
已
上　

保（
一
一
二
二
（

安
三
年
立
券
定
但
不
レ
注
二-
載
畠
地
・
苧
・
桑
等
一
也
、
天

治
二
年
七
月
日
府
・
国
・
宮
使
立
券
同
前

」

と
あ
る
。
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
高
来
郡
油
山
一
二
ヵ
所
で
は
少
な
く
と
も
保
安
三

年
（
一
一
二
二
）
と
天
治
二
年
（
一
一
二
五
）
の
二
度
に
立
券
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

特
に
、
天
治
二
年
の
立
券
で
は
大
宰
府
、
国
衙
、
宇
佐
宮
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
使
が
遣
わ

さ
れ
、
こ
れ
に
立
ち
合
っ
た
と
い
う
。

但
し
、
宇
佐
大
鏡
は
「
已
上
十
二
箇
所
、
皆
四
至
有
レ
限
、
但
当
時
無
二
牢
籠
一
神

領
伊
福
・
大
河
・
伊
古
・

御
墓
野
是
四
ヶ
所
也

、
於
二
自
余
一
者
、
所
レ
被
レ
押
二-

妨
御
室
御
領
一
也
」
と
も
注
釈
し

て
お
り
、
鎌
倉
初
期
に
は
伊
福
山
や
大
河
山
な
ど
の
四
ヵ
所
を
除
く
油
山
一
二
ヵ
所

の
大
半
が
仁
和
寺
領
と
し
て
「
押
妨
」
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。

そ
れ
か
ら
、
一
三
世
紀
に
入
っ
て
も
立
券
が
な
さ
れ
た
。
史
料
（
は
大
川
文
書
に

含
ま
れ
る
建
保
五
年
（
一
二
一
七
）
の
立
券
文
で
あ
る
。

【
史
料
1
】（

（1
（

　

肥
前
国
高
来
郡
内
宇
佐
宮
御
領
伊
福
・
大
河
田
畠
山
野
・
桑
・
在
家
等
事

　

合
一
、
伊
福
・
大
河
惣
四
至

　

東
限
若
宮
尾
東
折
立
、
同
上
者
登
道
、
下
者
大
河
（
（1
（

、

　

西
限
、
上
者
阿
志
野
西
登
道
、
下
者
世
見
河
（
（1
（

、

　

南
限
阿
津
摩
巓
、

　

北
限
海
、

一
、
伊
福
村

　

田
壱
町
若
宮
神
田　
　
　
　

　

畠
壱
町
壱
段

　

在
家
伍
家

　

桑
参
拾
本

一
、
大
河
村

　

田
玖
段
若
宮
神
田　
　
　
　

　

畠
壱
町
但
見
作
陸
段　
　
　
　
　

　

在
家
肆
家

　

桑
弐
拾
本

一
、
今
村

　

四
至
、
東
限
海
、
南
限
三
波
加
野
場
上
者
傍
仕
尾
、  

下
者
仏
石
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
裏
花
押
影
（
（1
（

）

　
　
　
　

北
限
上
者
堀
、
下
者
楠
江
、
西
限
横
道
、

　

田
参
段
神
田　
　
　

　

畠
参
段
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在
家
壱
家

　

桑
拾
本

右
、
立
券
如
レ
件
、

　
　

建（
一
二
一
七
（

保
五
年
九
月
十
四
日　
　
　
　

沙
汰
人
藤
原
朝
臣
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

定
使
本
司
内
蔵
永
行
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弁
官
栗
（
粟
ヵ
（田
（
（1
（

宿
祢
（
花
押
影
）

三
人
の
署
判
者
を
見
る
と
、
最
初
の
「
沙
汰
人
藤
原
朝
臣
」
は
大
河
氏
に
連
な
る

現
地
の
沙
汰
人
だ
ろ
う
。
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
藤
原
幸
明
注
進
状
（
後
掲
史
料

（
）
で
も
「
高
来
宮
御
領
沙
汰
人
藤
原
幸
明
」
の
自
称
が
見
え
る
。

次
に
、
順
序
が
前
後
す
る
が
、「
使
弁
官（
粟
ヵ
（
栗
田
宿
祢
」
は
宇
佐
宮
側
の
使
と
し
て

理
解
し
た
い
。
史
料
を
探
し
て
み
る
と
、
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
頃
に
は
、
宇
佐

宮
領
豊
前
国
江
嶋
別
符
・
辛
嶋
郷
を
め
ぐ
る
相
論
の
な
か
で
「
弁
官
粟
田
宿
祢
貞　

房
」
と
い
う
人
物
が
見
え
る
（
11
（

。
ま
た
、
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
に
も
宇
佐
宮
の
神

官
と
し
て
「
弁
官（
粟
ヵ
（
栗
田
宿
祢
詮
重
」
が
史
料
上
に
現
れ
る
が
（
1（
（

、
広
く
彼
ら
と
同
族
関

係
に
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

最
後
に
、「
定
使
本
司
内
蔵
永
行
」
は
国
衙
側
の
人
物
だ
ろ
う
か
。
文
永
三
年

（
一
二
六
六
）
肥
前
国
検
注
帳
案
に
定
使
給
が
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
鎌
倉
期
の
国

衙
領
で
は
収
納
の
た
め
に
定
使
が
置
か
れ
た
が
（
11
（

、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
保
安
三
年
（
一
一
二
二
）、
天
治
二
年
（
一
一
二　

五
）、
建
保
五
年
（
一
二
一
七
）
の
立
券
が
確
認
さ
れ
る
。
鎌
倉
期
ま
で
油
山
一
二
ヵ

所
で
は
宇
佐
宮
と
国
衙
の
支
配
が
交
錯
し
て
い
た
が
、
度
重
な
る
立
券
の
背
景
に
は

複
合
的
な
領
有
を
確
定
す
る
難
し
さ
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
数
度

の
立
券
は
、
一
二
世
紀
を
通
じ
て
半
不
輸
領
の
片
寄
せ
が
進
む
宇
佐
宮
領
の
全
体
的

傾
向
の
な
か
で
捉
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

2
．
畠
地
を
め
ぐ
る
宇
佐
宮
の
検
注
・
収
納　

そ
れ
で
は
、
国
衙
と
の
関
係
が
交
錯

す
る
伊
福
村
・
大
河
村
に
お
い
て
、
宇
佐
宮
の
領
有
の
実
態
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
検
注
と
収
納
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

一
〇
世
紀
の
油
山
一
二
ヵ
所
は
灯
油
の
貢
納
を
目
的
と
し
た
が
、
鎌
倉
初
期
の
宇

佐
大
鏡
が
「
近
来
宮
召
物
」
と
し
て
挙
げ
る
の
は
「
麦
地
子
・
桑
代
・
在
家
門
布
・

苧
代
等
」
で
あ
り
、
こ
の
頃
に
は
灯
油
そ
の
も
の
を
貢
納
す
る
実
態
は
失
わ
れ
て
い

た
。
灯
油
に
代
わ
っ
て
宇
佐
宮
は
油
山
一
二
ヵ
所
で
麦
・
桑
・
苧
の
栽
培
を
把
握
し

て
い
く
。

宇
佐
大
鏡
が
保
安
三
年
（
一
一
二
二
）
の
立
券
に
関
し
て
「
但
不
レ
注
二-

載
畠
地
・

苧
・
桑
等
一
」
と
記
し
た
よ
う
に
、
宇
佐
宮
に
よ
る
桑
や
苧
の
栽
培
の
把
握
は
、
一
二

世
紀
前
半
に
は
ま
だ
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
一
三
世
紀
の
大
川
文

書
で
は
、
こ
れ
ら
の
栽
培
が
史
料
上
に
見
え
る
。
次
の
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
藤

原
幸
明
注
進
状
は
史
料
（
よ
り
も
一
六
年
ほ
ど
遡
る
。

【
史
料
2
】（

11
（

高
来
宮
御
領
沙
汰
人
藤
原
幸
明

　

申
二
注
進
一
建（
一
二
〇
一
（

仁
元
年
検
畠（11
（

・
夏
衣
（
11
（

桑
・
苧
・
在
家
事

合
　

畠
見
作
参
町
壱
段

　

苧
捌
両
弐
分

　

桑
陸
拾
参
本

　

在
家
拾
弐
家

伊
福
村

　

在
家
六
家

　

畠
一
丁
八
段
廿

　

苧
四
両
二
分

　

桑
三
十
二
本（11
（
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大
河
村

　

在
家
六
家

　

畠
一
丁
二
段
卅

　

苧
四
両

　

桑
三
十
一
本

右
、
任
二
見
作
一
、
目
録
注
進
如
レ
件
、

　
　
　

建
仁
元
年
四
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
幸
明
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

使
宇
佐
宮
御
馬
所
検
校
紀
（
花
押
影
）

こ
の
史
料
は
、
冒
頭
の
事
書
の
通
り
、
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
の
検
畠
（
畠
地

の
検
注
）
に
際
し
て
、
宇
佐
宮
領
と
し
て
伊
福
村
・
大
河
村
の
畠
作
の
概
況
を
報
告

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
署
判
者
を
確
認
し
て
お
く
と
、
先
ず
「
藤
原
幸
明
」

は
現
地
の
沙
汰
人
で
あ
り
、
大
河
氏
の
一
族
で
あ
る
（
前
掲
図
（
）。
ま
た
、「
使
宇

佐
宮
御
馬
所
検
校
紀
」
は
、
検
注
と
い
う
注
進
状
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
宇
佐
宮
の

検
注
使
た
る
立
場
の
人
物
か
と
推
測
さ
れ
る
。

次
に
、
畠
地
の
生
業
と
い
う
視
点
か
ら
こ
の
検
注
の
性
格
を
考
え
た
い
。

先
の
史
料
（
の
立
券
文
と
比
較
し
て
み
る
と
、
史
料
（
の
注
進
状
で
は
伊
福
村
・

大
河
村
と
も
に
畠
地
の
面
積
、
在
家
の
家
数
、
桑
の
本
数
が
史
料
（
よ
り
も
大
き
い

数
値
を
示
す
（
表
（
）。
ま
た
、
畠
地
の
面
積
と
桑
の
本
数
に
関
し
て
、
史
料
（
が

一
反
ご
と
、
一
〇
本
ご
と
の
概
算
を
示
す
の
に
対
し
て
、
史
料
（
の
そ
れ
は
よ
り
細

か
い
数
値
で
示
し
た
精
算
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
齟
齬
は
、
ヴ
ァ
ー
チ
ュ
ア
ル
な
側
面
を
残
し
つ
つ
政
治
的
関
係
の
な
か

で
領
有
を
確
定
す
る
立
券
文
と
、
畠
作
の
実
態
を
よ
り
詳
細
に
報
告
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
た
注
進
状
の
、
史
料
の
志
向
性
の
違
い
に
左
右
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
と
も

あ
れ
、
史
料
（
に
は
苧
の
重
量
ま
で
も
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
宇
佐
宮
の
検
注
は

畠
地
の
生
業
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

但
し
、
一
方
で
史
料
（
の
立
券
文
に
見
え
た
田
地
が
史
料
（
の
注
進
状
に
見
え
な

い
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
史
料
（
に
お
け
る
伊
福
村
の
田
地
一
町
と
大
河
村
の
田

地
九
反
は
、
と
も
に
「
若
宮
神
田
」
と
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
両
村
の
四
至
と
し
て

東
に
「
若
宮
尾
東
折
立
」
と
い
う
地
名
も
記
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
若
宮
と
は
か
つ
て

大
河
村
の
東
の
境
界
に
存
在
し
た
神
社
と
推
測
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、「
若
宮
神
田
」
は
在
地
の
神
社
で
あ
る
若
宮
の
経
営
に
宛
て
ら
れ
る
免

田
と
し
て
、
国
衙
の
収
納
か
ら
免
除
さ
れ
る
べ
き
土
地
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
免
田

の
収
穫
物
が
大
河
氏
を
中
心
と
す
る
在
地
社
会
に
プ
ー
ル
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
建
保
五
年
（
一
二
一
七
）
の
立
券
に
つ
い
て
は
、
宇
佐
宮
の
収
取
の

中
心
と
さ
れ
る
畠
地
に
加
え
て
、
在
地
神
社
の
存
立
基
盤
で
あ
る
免
田
を
組
み
込
む

形
で
な
さ
れ
た
と
評
価
で
き
る
（
前
掲
史
料
（
）。

建仁元年（（（0（）注進状
（史料 （）

建保 （ 年（（（（（）立券文
（史料 （）

伊福村 田地 （0 反（若宮神田）
畠地 （（ 反 （0 代 畠地 （（ 反
在家 （ 家 在家 （ 家
桑 （（ 本 桑 （0 本
苧 （ 両 （ 分

大河村 田地 （ 反（若宮神田）
畠地 （（ 反 （0 代 畠地 （0 反（現作 （ 反）
在家 （ 家 在家 （ 家
桑 （（ 本　 桑 （0 本
苧 （ 両

今村
（故地不明）

田地 （ 反（神田）
畠地 （ 反
在家 （ 家
桑 （0 本

【表 1】　建仁元年（1201）藤原幸明注進状と建保 5 年（1217）　　
　　　　肥前国高来郡内宇佐宮領立券文の内訳に関する比較
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以
上
の
よ
う
に
、
検
注
と
収
納
に
具
現
化
さ
れ
る
宇
佐
宮
の
支
配
は
伊
福
村
・
大

河
村
の
な
か
で
も
畠
地
に
焦
点
が
置
か
れ
、
麦
・
桑
・
苧
な
ど
畠
作
物
を
収
納
の
対

象
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
畠
地
中
心
の
支
配
の
起
源
は
、
灯
油
の
貢
納
を
目

的
に
油
山
一
二
ヵ
所
と
し
て
成
立
し
た
一
〇
世
紀
に
遡
ろ
う
。

3
．
田
地
を
め
ぐ
る
国
衙
の
検
注
・
収
納　

一
方
、
半
不
輸
領
と
し
て
国
衙
の
側
の

支
配
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
従
来
、
伊
福
村
・
大
河
村
が
位
置
す
る
高
来
西
郷
は
国

衙
領
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
、
外
山
幹
夫
氏
は
一
二
世
紀
末
の
段
階
で

実
態
的
に
は
荘
園
化
が
進
ん
で
い
た
と
指
摘
す
る
（
11
（

。

氏
に
よ
れ
ば
、
高
来
西
郷
は
平
家
没
官
領
と
し
て
後
白
河
院
政
期
に
関
東
御
領

と
な
り
、
仁
和
寺
に
寄
進
さ
れ
た
。
先
の
宇
佐
大
鏡
の
「
所
レ
被
レ
押
二-

妨
御
室

御
領
一
也
」
と
い
う
記
述
も
こ
う
し
た
伝
領
を
背
景
と
す
る
。
さ
ら
に
、
承
久
三
年

（
一
二
二
一
）
に
は
九
条
家
領
武
蔵
国
稲
毛
本
荘
と
相
博
さ
れ
、
領
家
を
慈
円
、
地

頭
を
野
本
行
員
と
す
る
「
一
向
不
輸
」
の
地
と
な
っ
た
（
11
（

。

但
し
、
大
川
文
書
に
は
鎌
倉
期
に
も
国
司
・
国
衙
の
側
か
ら
発
給
さ
れ
た
検
注
関

係
の
史
料
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
実
際
に
史
料
（
を
挙
げ
て
考
え
た
い
。

【
史
料
3
】（

11
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
影
）

□（
庁
（宣　

留
守
所

　

肥
前
国
高
来
西
郷
三
郎
丸
名
内
伊
福
□
（
衆
ヵ
（□
検
注
収
納
使
職
□

　
　

藤
原
通
清

右
、
以
レ
人
補
二
彼
職
一
、
於
二
一
収
納
一
者
、
為
二
別
納
不
輸
一
、
云
二
国
方
万　

雑
公
事
弁
一
、
云
二
郡
使
書
生
之
交
一
、
不
レ
可
レ
有
二
其
煩
一
、
仍
在
庁
官
人
等　

宜
二
承
知
一
、
勿
二
違
失
一
、
故
以
下
、

　
　

天（
一
二
三
四
（

福
二
年
七
月　

日

　

□（
大
ヵ
（介
藤
原
朝
臣

こ
の
肥
前
国
司
庁
宣
は
、
藤
原
通
清
を
伊
福
村
の
検
注
収
納
使
職
に
補
任
す
る
旨

の
文
書
で
あ
る
。
彼
が
ど
の
よ
う
な
立
場
の
人
物
か
は
判
然
と
し
な
い
。
だ
が
、
藤

原
姓
の
大
河
氏
や
後
に
触
れ
る
多
比
良
氏
に
「
通
」
字
を
名
乗
る
人
物
も
見
え
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
通
清
も
大
河
氏
な
ど
高
来
西
郷
の
有
力
氏
族
と
同
族
関
係
に

あ
り
、
そ
の
た
め
に
こ
の
庁
宣
が
大
川
文
書
に
伝
来
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ

の
庁
宣
が
検
注
収
納
使
職
の
補
任
権
を
示
す
よ
う
に
、
国
衙
の
側
で
は
鎌
倉
期
で
も

伊
福
村
を
国
衙
領
に
属
す
る
村
と
認
識
し
て
い
た
。

確
か
に
外
山
氏
の
指
摘
の
通
り
、
一
三
世
紀
前
半
の
高
来
西
郷
で
は
荘
園
化
が
進

行
し
て
い
た
。
史
料
（
の
「
別
納
不
輸
」
の
語
も
、
伊
福
村
が
国
衙
へ
本
年
貢
を
納

め
る
村
で
な
く
、
強
い
不
輸
権
の
置
か
れ
た
村
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

但
し
、
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
も
、
検
注
収
納
使
の
補
任
権
が
国
衙
の
側
に
残
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
史
料
（
の
重
要
な
点
で
あ
る
。
空
洞
化
し
つ
つ
も
な
お
完

全
な
荘
園
と
な
り
き
れ
て
い
な
い
国
衙
領
の
特
殊
性
が
認
め
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
一
四
世
紀
に
入
る
と
、
高
来
西
郷
郡
司
職
・
図
師
職
を
有
し
た
近
隣
の

有
力
氏
族
多
比
良
氏
と
の
間
で
、
伊
福
村
の
権
益
を
め
ぐ
る
相
論
が
確
認
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
（
11
（

。
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
に
は
、
大
河
幸
蓮
（
幸
継
）
が
多
比
良
通
世

か
ら
一
九
年
分
に
及
ぶ
郡
司
・
図
師
得
分
一
九
貫
七
二
二
文
の
抑
留
が
訴
え
ら
れ

た
（
1（
（

。
相
論
関
係
の
史
料
で
判
断
が
難
し
い
が
、
大
河
氏
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
多
比

良
氏
の
介
入
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

郷
名
を
冠
し
た
「
西
郷
郡
司
」
に
つ
い
て
も
本
来
の
高
来
郡
が
そ
の
機
能
を
喪
失

し
た
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
外
山
氏
は
私
的
な
呼
称
と
し
て
郡
司
職
が

転
化
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
高
来
西
郷
は
一
二
世
紀
末
に
既
に
仁

和
寺
領
化
し
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
一
方
で
国
衙
の
側
か
ら
検
注
収
納
使
職
が

補
任
さ
れ
、
一
四
世
紀
の
段
階
に
至
っ
て
も
多
比
良
氏
が
郡
司
職
・
図
師
職
を
梃
子

に
介
入
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
鎌
倉
期
の
伊
福
村
で
は
、
国
衙
領
で
あ
る
と
い
う
領

有
認
識
そ
の
も
の
ま
で
も
失
わ
れ
た
わ
け
で
な
か
っ
た
。
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さ
て
、
次
の
史
料
（
は
、
在
地
の
権
益
を
め
ぐ
っ
て
大
河
氏
と
多
比
良
氏
が
対
立

す
る
時
期
に
作
成
さ
れ
た
検
注
目
録
で
あ
る
。

【
史
料
4
】（

11
（

肥
前
国
高
来
西
郷
永
吉
名
文
保
弐
・　

元
応
元
・
二
参
箇
秊
国
方
馬
上
検
注
目
録
事

　

合
田
数
拾
参
町
壱
杖
加
犬
法
師
名
内
五
段
定　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

不
輸
田
肆
町
伍
段
内
三
所
宮
免
壱
町　

山
神
田
参
段　

若
宮
免
壱
町　
　
　
　
　
　

粢
田
参
段　

阿
久
舂
参
段　

門
田
六
段　

日
中
壱
町
（
11
（

□
見
作
田
捌
町
伍
段
壱
杖
損
田
弐
町
七
段
四
杖

得
田
伍
町
七
段
弐
杖

　

除

　
　
井
料
壱
町
五
段　
　

大
領
免
壱
町　
　

書
生
給
四
段　
　

地
頭
給
弐
町　
　

郡
司
給
参
段　
　
　

図
師
給
壱
段　
　

所
田
所
給
壱
段　

定
使
壱
段　
　

　

□（
残
ヵ
（田

弐
段
弐
杖

　
　
沽
田
壱
段
参
杖
、 

分
銭
百
六
十
文
口
分
十
六
文　
　

早
米
四
杖
、 

分
米
弐
斗
四
升
（
11
（

　

　
　

宿
料
参
升
二
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

        

表
絹
四
升　

　
　
　
　
　

惣田数130.2
現作田85.2 損田27.8

得田57.4 除田55.0（浮免）
残田2.4

【表2】元応3年（1321）肥前国高来西郷永吉名国方馬上検注目
録（史料4）の内訳（単位＝反）

不輸田45.0（定免）

【表 2】　元応 3 年（1321）肥前国高来西郷永吉名国方馬上
　　　　検注目録（史料 4）の内訳（単位＝反）

外
山
氏
は
こ
の
数
値
か
ら
高
来
西
郷
の
荒
廃
を
論

じ
た
が
、
そ
う
で
な
い
。
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、

浮
免
制
が
適
用
さ
れ
た
肥
前
国
国
衙
領
で
は
、
各
名

に
大
量
の
免
田
が
本
年
貢
免
除
特
権
と
し
て
蓄
積
さ

れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
と
き
に
名
内
の
免
田
の
面
積

が
現
作
田
の
面
積
を
凌
駕
す
る
と
い
う
、
帳
簿
上
の

操
作
と
し
て
し
か
あ
り
え
な
い
ヴ
ァ
ー
チ
ュ
ア
ル
な

現
象
ま
で
生
じ
て
い
た
（
11
（

。
こ
れ
が
国
衙
領
に
お
け
る

在
地
領
主
層
の
名
の
内
実
だ
っ
た
と
理
解
す
る
。

大
河
氏
と
多
比
良
氏
の
間
で
争
わ
れ
た
の
は
、
ま

さ
に
こ
う
し
た
免
田
に
関
わ
る
得
分
（
郡
司
・
図
師

得
分
）
で
あ
り
、
在
地
社
会
に
大
量
に
プ
ー
ル
さ
れ

た
本
年
貢
免
除
特
権
の
帰
属
が
領
主
間
相
論
の
焦
点

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

但
し
、
生
業
の
視
点
か
ら
注
意
す
べ
き
問
題
と
し

て
、
こ
う
し
た
特
権
は
田
地
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
免
田
の
帰
属
を

め
ぐ
る
対
立
の
背
後
に
現
地
で
の
稲
作
の
展
開
が
実
態
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。

本
章
の
考
察
を
ま
と
め
よ
う
。
麦
・
桑
・
苧
を
収
取
の
対
象
と
す
る
宇
佐
宮
の
支

配
は
主
に
畠
地
を
中
心
に
展
開
し
、
一
三
世
紀
初
頭
ま
で
の
立
券
を
経
て
そ
の
領
有

権
が
確
定
さ
れ
た
。
一
方
で
、免
田
が
大
部
分
を
占
め
る
国
衙
領
と
し
て
の
性
格
は
、

稲
作
を
お
こ
な
う
田
地
に
限
定
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。《
宇
佐
宮
：
畠
地
・

畠
作
、
国
衙
：
田
地
・
稲
作
》
と
い
う
空
間
的
な
広
が
り
の
な
か
で
、
伊
福
村
・
大

河
村
の
半
不
輸
領
と
し
て
の
両
属
性
を
捉
え
た
い
。

本
来
、
こ
う
し
た
両
属
性
は
現
実
の
生
業
に
対
応
し
て
形
成
さ
れ
た
は
ず
だ
が
、

次
章
で
は
そ
の
内
実
を
も
う
一
度
、
現
地
の
景
観
に
即
し
て
考
え
よ
う
。

右
、
国
検
目
録
之
状
如
レ
件
、

　
　

元（
一
三
二
一
（

応
参
秊
二
月
廿
七
日　
　
　
　

図
（
師
脱
ヵ
（兼郡

司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
生
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
使
（
花
押
影
）

署
判
か
ら
推
察
す
る
に
、
こ
の
検
注
は
郡
司
職
・
図
師
職
を
有
す
る
多
比
良
氏
の

主
導
で
実
施
さ
れ
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
大
領
免
・
書
生
給
・
郡

司
給
・
図
師
給
な
ど
そ
の
権
益
と
深
く
関
わ
る
給
免
田
が
多
く
記
載
さ
れ
る
。

注
目
す
べ
き
は
惣
田
数
に
対
す
る
免
田
（
不
輸
田
・
除
田
）
の
比
率
の
高
さ
で
あ

る
。
こ
の
目
録
で
不
輸
田
は
下
地
の
固
定
さ
れ
た
定
免
を
、
除
田
は
下
地
を
定
め
ず

得
田
か
ら
募
る
浮
免
を
示
す
。
惣
田
数
一
三
町
一
杖
に
対
し
て
合
計
一
〇
町
も
の
免

田
（
不
輸
田
四
町
五
反
・
除
田
五
町
五
反
）
が
存
在
し
、
さ
ら
に
損
田
二
町
七
反
四

杖
を
も
差
し
引
け
ば
、
分
銭
・
早
米
・
宿
料
・
表
絹
が
賦
課
さ
れ
る
残
田
は
わ
ず
か

に
二
反
二
杖
し
か
存
在
し
な
い
計
算
に
な
る
（
表
（
）。
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❸
生
業
・
景
観
の
可
変
性
と
大
河
氏
の
自
己
認
識

前
章
で
は
宇
佐
宮
・
国
衙
に
両
属
す
る
伊
福
村
・
大
河
村
の
領
有
構
造
が
畠
作
・

稲
作
と
い
う
現
地
の
生
業
と
連
関
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
だ
が
、
そ
う
し
た

説
明
だ
け
で
は
あ
ま
り
に
静
態
的
に
す
ぎ
、
歴
史
の
理
解
と
し
て
不
十
分
だ
ろ
う
。

人
々
が
自
ら
を
存
続
さ
せ
る
た
め
の
生
業
は
常
に
変
化
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

に
合
わ
せ
て
景
観
も
変
化
す
る
可
能
性
を
備
え
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
章
で
は
生
業
・
景
観
の
可
変
性
を
意
識
し
つ
つ
、
静
態
的
な
制
度
の

枠
組
み（
宇
佐
宮
と
国
衙
の
合
意
で
確
定
さ
れ
た
領
有
構
造
）と
動
態
的
な
実
態（
現

実
の
生
業
・
景
観
）
の
間
に
存
在
す
る
齟
齬
に
注
目
し
て
み
た
い
。

ま
た
、
一
二
世
紀
末
に
既
に
荘
園
化
し
、
か
つ
免
田
の
充
当
に
よ
っ
て
国
衙
に
よ

る
本
年
貢
の
収
取
は
ほ
ぼ
失
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
な
お
そ
こ
が
国
衙
領
で
あ
る

と
い
う
理
解
が
一
四
世
紀
ま
で
在
地
領
主
層
の
間
に
息
づ
い
て
い
た
こ
と
も
注
意
し

た
い
。
宇
佐
宮
・
国
衙
へ
の
両
属
と
い
う
理
解
は
大
河
氏
の
側
か
ら
見
た
建
前
と
し

て
の
論
理
で
も
あ
り
、
本
章
で
は
そ
う
し
た
論
理
を
再
生
産
し
つ
づ
け
た
半
不
輸
領

の
在
地
領
主
と
し
て
の
自
己
認
識
も
探
る
。

1
．
畠
作
の
空
間
的
展
開　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
検
注
・
収
納
に
具
現
化
さ
れ
た

宇
佐
宮
の
支
配
は
、
麦
・
桑
・
苧
を
栽
培
す
る
畠
地
に
大
き
く
限
ら
れ
た
も
の
だ
っ

た
。
中
世
の
畠
作
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
営
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
つ
に
は
舌
状
台
地
の
可
能
性
を
考
え
る
。
現
代
の
故
地
で
桑
が
栽
培
さ
れ
た
の

は
主
に
台
地
の
上
で
あ
り
、
中
世
で
も
そ
う
し
た
場
所
に
畠
地
が
分
布
し
た
こ
と
は

容
易
に
想
定
さ
れ
る
。
第
一
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
中
世
を
通
じ
て
在
地
領
主
の

居
館
は
舌
状
台
地
の
上
に
置
か
れ
や
す
く
、
そ
の
周
囲
で
畠
作
が
営
ま
れ
た
と
考
え

る
。
元
応
二
年
（
一
三
二
〇
）
鎮
西
下
知
状
は
大
河
幸
蓮
と
姪
の
藤
原
氏
の
相
論
に

関
す
る
も
の
だ
が
、
幸
蓮
は
藤
原
氏
の
行
動
に
つ
い
て
「
押
二-

寄
当
屋
敷
一
、
致
二

苅
麦
狼
籍
一
、
就
レ
令
レ
押
二-

領
之
一
」
と
非
難
し
て
い
た
（
11
（

。
居
館
の
周
囲
で
麦
が
栽

培
さ
れ
る
景
観
を
想
像
し
て
み
た
い
。

も
う
一
つ
に
、
松
江
川
・
大
川
沿
い
の
谷
部
に
も
畠
地
が
存
在
し
た
可
能
性
が
あ

る
。
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
大
河
通
幸
譲
状
が
大
河
村
の
う
ち
に
弥
源
次
薗
・
小

薗
・
源
太
入
道
薗
と
い
う
三
つ
の
薗
を
記
載
す
る
よ
う
に
、
村
落
住
人
の
屋
敷
と
一

体
化
し
た
畠
地
と
し
て
薗
が
存
在
し
た
（
11
（

。
後
に
触
れ
る
が
、
伊
福
村
故
地
に
あ
た
る

現
代
の
高
田
名
に
も
「
園そ
ん
だ田

」
と
い
う
小
字
が
あ
り
、
松
江
川
の
河
道
に
接
し
た
谷

部
に
位
置
す
る
（
前
掲
図
（
・
後
掲
図
（
）。

以
上
の
よ
う
に
、
鎌
倉
期
の
段
階
に
限
れ
ば
、
現
代
で
畑
作
が
主
に
営
ま
れ
る
舌

状
台
地
の
上
だ
け
で
な
く
、
松
江
川
・
大
川
と
い
う
小
河
川
に
沿
っ
た
谷
部
に
も
広

く
畠
地
が
点
在
し
て
い
た
と
理
解
し
た
い
。

2
．
稲
作
の
空
間
的
展
開　

一
方
、
稲
作
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か
。

現
代
の
故
地
で
は
、
小
河
川
か
ら
の
引
水
に
灌
漑
の
ほ
と
ん
ど
を
頼
る
（
第
一

章
）。
そ
の
た
め
、
標
高
が
高
く
導
水
に
不
便
な
舌
状
台
地
の
上
は
、
中
世
に
水
稲

が
栽
培
さ
れ
た
エ
リ
ア
と
し
て
は
想
定
か
ら
除
外
し
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
松
江

川
・
大
川
が
形
成
す
る
谷
部
の
み
に
稲
作
の
可
能
性
は
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
南
北
に
長
く
延
び
る
谷
部
の
う
ち
田
地
の
開
発
は
ど
の
よ
う
な
場
所

で
お
こ
な
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
ず
、
谷
地
形
か
ら
す
ぐ
出
た
と
こ
ろ
の
下
流
域

で
は
案
外
に
海
辺
の
新
開
が
進
ん
で
い
た
。
先
の
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
大
河
通

幸
譲
状
で
は
大
河
村
に
「
浜
田
四
段
」
が
見
え
る
。
ま
た
、
こ
の
譲
状
は
「
佐
和
張

三
段
二
丈
」
も
記
す
が
、
こ
の
耕
地
に
つ
い
て
は
正
中
三
年
（
一
三
二
六
）
の
史
料

に
も
「
佐
於
波
三
段
三
丈
」
と
い
う
田
地
と
し
て
見
え
、こ
の
う
ち
一
反
三
杖
が
「
西

依
道
海
作
」
だ
っ
た
と
さ
れ
る
（
11
（

。

な
お
、
大
川
名
の
北
東
に
位
置
す
る
伊
古
名
で
は
条
里
が
現
代
ま
で
顕
著
に
残
る

が
、
海
岸
に
近
い
大
川
名
の
小
字
市
ノ
坪
も
一
ノ
坪
の
遺
称
だ
ろ
う
（
前
掲
図
（
）。

そ
の
西
隣
に
は
浜
ノ
田
と
い
う
小
字
も
あ
り
、
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
の
譲
状
に
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見
え
た
「
浜
田
四
段
」
は
こ
こ
に
比
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
中
・
上
流
域
の
状
況
は
ど
う
か
。
現
在
の
上
流
域
で
は
台
地
が
谷
の
両
脇
に

迫
る
た
め
、
日
当
た
り
の
悪
い
耕
地
が
多
い
（
第
一
章
）。
加
え
て
、
明
治
四
十
二
年

（
一
九
〇
九
）
築
造
の
大
川
溜
池
が
そ
れ
以
前
に
存
在
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
中
世
に
お
け
る
上
流
域
の
田
地
開
発
は
高
く
評
価
で
き
な
い
。

一
方
、
中
流
域
で
は
谷
が
大
き
く
開
け
、
稲
作
に
適
し
た
地
形
が
広
が
る
。
伊
福

村
故
地
で
は
必
ず
し
も
条
里
が
明
瞭
に
見
ら
れ
る
わ
け
で
な
い
が
、
小
字
京
ノ
坪
が

九
ノ
坪
の
遺
称
と
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
世
で
も
谷
部
の
中
流
域
を
中
心
に
田

地
は
開
発
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
後
、
上
流
域
に
向
け
て
徐
々
に
稲
作
の
拡
大
が

進
展
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
中
世
か
ら
現
代
に
い
た
る
稲
作
の
拡
大
を
理
解
す
る
上
で
、
そ
の
過
程
の

一
つ
と
し
て
畠
地
か
ら
田
地
へ
の
転
化
と
い
う
あ
り
方
を
考
え
た
い
。
例
え
ば
、
大

川
名
の
小
字
桑
原
は
桑
の
栽
培
を
示
唆
す
る
地
名
だ
が
、
現
代
で
は
谷
部
の
上
流
域

に
位
置
し
、
田
地
が
広
が
る
（
前
掲
図
（
）。
桑
を
栽
培
し
て
い
た
畠
地
が
稲
作
の

展
開
と
と
も
に
田
地
へ
と
作
り
か
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
但
し
、こ
の
事
例
の
場
合
、

中
世
か
ら
現
代
ま
で
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
、
畠
地
か
ら
田
地
へ
の
転
化
が
い
つ
の

【図 4】　圃場整備事業以前における小字園田周辺の景観。主な用水の流れは地
籍図の判読のほか，地元の方々からの聞き書きや現地踏査の情報に依
拠した。《原図：（/（,（00 地形図「瑞穂町全図」（（長崎県南高来郡瑞穂町，
（（（（ 測量・（（（（ 現地調査），（0％に縮小》

時
代
に
起
こ
っ
た
の
か
ま
で
は
知
り
え
な

い
。も

う
一
つ
の
事
例
と
し
て
、
高
田
名
の

小
字
園そ
ん
だ田

を
挙
げ
よ
う
（
図
（
）。
一
三

世
紀
の
畠
地
と
し
て
薗
が
存
在
し
た
こ
と

は
既
に
指
摘
し
た
が
、
園
田
と
い
う
地
名

は
こ
れ
が
田
地
へ
と
転
化
し
た
こ
と
を
示

す
。早

く
永
仁
五
年
（
一
二
九
七
）
覚
明
申

文
は
大
河
村
の
耕
地
と
し
て
「
一
所
、
薗
田

壱
段
一
丈
」
を
記
し
て
お
り
、
畠
地
（
薗
）

か
ら
田
地
（
薗
田
）
へ
の
転
換
が
進
行
し

て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
（
11
（

。
ま
た
、
庶
子

ゆ
き
み
つ

0

0

0

0

に
伊
福
村
・
大
河
村
の
一
部
を

譲
与
し
た
嘉
暦
三
年
（
一
三
二
八
）
大
河

幸
蓮
譲
状
に
も
、「
わ（
往
古
（

う
こ
の
う（
宇
佐
役
（

さ
や
く

の
そ（
薗
田
（

の
た
と
も
」
と
見
え
る
（
11
（

。
従
来
か
ら

各
所
の
薗
に
は
畠
地
と
し
て
宇
佐
宮
の
役

が
賦
課
さ
れ
て
き
た
が
、
当
時
、
こ
こ
は
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既
に
田
地
へ
と
変
え
ら
れ
て
い
た
。
あ
え
て
「
わ（
往
古
（

う
こ
の
」
と
修
飾
さ
れ
た
背
景
に

は
、
畠
作
の
み
を
お
こ
な
う
純
粋
な
畠
地
と
し
て
の
実
態
が
失
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

伊
福
村
故
地
の
小
字
園
田
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
図
（
を
見
た
い
。
園
田
は
松
江
川

の
中
流
域
に
あ
り
、
隣
接
す
る
小
字
京
ノ
坪
よ
り
も
上
流
に
あ
た
る
。
現
在
、
京
ノ

坪
も
園
田
も
松
江
川
か
ら
の
用
水
を
受
益
す
る
が
、
京
ノ
坪
で
は
地
点
A
・
B
か
ら

の
引
水
を
可
能
と
す
る
の
に
対
し
、
園
田
で
は
さ
ら
に
上
流
の
小
字
丹た
ん
が
ん
だ

寛
田
の
付

近
、
地
点
C
か
ら
の
引
水
を
主
と
す
る
。

地
点
D
か
ら
撮
影
し
た
写
真
（
に
見
る
よ
う
に
、
圃
場
整
備
事
業
以
後
の
現
在
で

も
小
字
園
田
に
は
小
規
模
な
段
丘
状
の
高
低
差
が
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
微
地
形
は

松
江
川
の
浸
食
作
用
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
字
域
の
大
部
分
を
占

め
る
高
位
面
で
は
、
地
点
A
・
B
か
ら
の
引
水
が
不
可
能
で
あ
る
。
園
田
の
全
体
を

畠
地
か
ら
田
地
へ
と
転
換
す
る
に
は
、
低
位
面
よ
り
も
か
な
り
上
流
の
地
点
か
ら
の

域
へ
向
け
て
拡
大
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

以
上
、
鎌
倉
期
の
伊
福
村
・
大
河
村
に
お
け
る
稲
作
の
展
開
を
考
察
し
た
。
下
流

域
で
は
「
浜
田
」
と
呼
ば
れ
る
海
辺
の
新
開
が
お
こ
な
わ
れ
、
中
流
域
で
も
畠
地
か

ら
田
地
へ
の
転
換
な
ど
を
通
じ
て
稲
作
が
拡
大
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

3
．
半
不
輸
領
の
在
地
領
主
と
し
て
の
自
己
認
識　

本
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
鎌
倉

期
に
至
っ
て
も
、
伊
福
村
・
大
河
村
は
半
不
輸
領
と
し
て
の
性
格
を
少
な
か
ら
ず
帯

び
て
い
た
。
宇
佐
宮
の
支
配
が
麦
・
桑
・
苧
を
栽
培
す
る
畠
地
を
中
心
に
展
開
す
る

一
方
で
、
田
地
で
は
国
衙
領
の
免
田
制
が
適
用
さ
れ
、
そ
の
本
年
貢
免
除
特
権
が
大

河
氏
ら
在
地
領
主
層
の
存
立
基
盤
と
な
っ
て
き
た
。

帳
簿
上
の
操
作
で
お
こ
な
わ
れ
る
免
田
制
の
適
用
が
ヴ
ァ
ー
チ
ュ
ア
ル
な
側
面
を

有
し
た
こ
と
は
、
第
二
章
で
述
べ
た
。
そ
し
て
、
特
に
浮
免
と
し
て
の
本
年
貢
免
除

特
権
の
保
有
を
背
景
に
、
大
河
氏
は
田
地
の
拡
大
を
推
し
進
め
た
の
だ
ろ
う
。「
浜

田
」
に
見
ら
れ
る
海
辺
の
新
開
も
、「
薗
田
」
に
見
ら
れ
る
畠
地
か
ら
田
地
へ
の
転

化
も
、
こ
う
し
た
文
脈
の
な
か
で
捉
え
た
い
。

但
し
、
あ
る
耕
地
が
畠
地
か
ら
田
地
へ
転
化
し
た
際
、
即
座
に
そ
こ
が
宇
佐
宮
領

と
し
て
の
意
味
を
失
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
先
の
嘉
暦
三
年
（
一
三
二
八
）

大
河
幸
蓮
譲
状
で
「
わ（
往
古
（

う
こ
の
う（
宇
佐
役
（

さ
や
く
の
そ（
薗
田
（

の
た
と
も
」
と
記
さ
れ
た
よ
う
に
、

畠
地
（
薗
）
が
田
地
（
薗
田
）
に
転
化
し
た
後
も
、
そ
こ
が
宇
佐
宮
か
ら
の
課
役
を

負
う
べ
き
土
地
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
強
固
に
存
続
し
た
。

　

つ
ま
り
、
大
河
氏
は
在
地
に
権
益
を
拡
大
す
る
一
方
で
、
宇
佐
宮
と
国
衙
の
間
で

合
意
さ
れ
て
き
た
半
不
輸
領
の
枠
組
み
を
大
き
く
は
否
定
で
き
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、

嫡
子
ゆ
き
よ

0

0

0

に
宛
て
た
嘉
暦
三
年
（
一
三
二
八
）
大
河
幸
蓮
譲
状
は
、「
く（
国
（に

・
う（
宇
佐
（さ

ハ
、
ミ（
皆
（な
を（

弟

兄

（

と
ゝ
い
よ（

寄

合

（

り
あ
い
て
、
た（

互

（

か
い
に
セ（

先

例

（

ん
れ
い
を
ま（
守
（ふ
て
、
セ（

先

々

（

ん
ゝ
ゝ
の

き（
寄
附
（ふ

に
ま（
任
（

か
セ
て
、
さ（
沙
汰
（た

を
い（
致
（

た
さ
す
る
へ
し
」
と
す
る
。
宇
佐
宮
と
国
衙
の
問
題

は
嫡
子
の
も
と
兄
弟
で
対
処
す
る
べ
き
と
し
た
（
11
（

。

ま
た
、
ゆ
き
よ

0

0

0

も
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
に
嫡
子
左
衛
門
六
郎
に
宛
て
て

【写真 3】
地点 D（図 （）から南南東方向に観察した小字園田の景観。

《（0（（ 年 （ 月 （（ 日》

灌
漑
が
必
要
と
さ
れ
た
は
ず

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
圃
場
整
備
事
業

以
前
の
松
江
川
に
は
小
規
模

な
井
堰
が
無
数
に
存
在
し
た

（
図
（
）。
こ
の
こ
と
は
、
新

た
な
井
堰
と
用
水
路
の
構
築

を
通
じ
て
、
漸
次
、
田
地
の

拡
大
が
進
ん
で
い
っ
た
可
能

性
を
示
唆
す
る
（
1（
（

。
ま
た
、
も

う
少
し
巨
視
的
に
眺
め
れ

ば
、
中
世
か
ら
現
代
へ
至
る

長
い
歴
史
の
な
か
で
、
稲
作

は
谷
部
の
中
流
域
か
ら
上
流
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譲
状
を
作
成
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
「
ち（

嫡

子

（

や
く
し
た
る
あ（

間

（
い
た
、
く（

関

東

（

わ
ん
と
う

御
く（

下

文

（

た
し
ふ
ミ
・
た（

代

々

（

い
ゝ
ゝ
の
ほ（

本

証

文

（

ん
セ
う
も
ん
と
も
に
、
く（
国
（に

・
う（
宇
佐
（さ

の

も（

目

録

（

く
ろ
く
・
て（
手
継
（

つ
き
と
も
に
あ（

相

副

（

い
そ
へ
て
、
ゆ（

譲

（
つ
る
う（
上
（へ
ハ
、
し（

四

至

堺

（

ん
し
さ
か
い
ハ
、

ほ（

本

証

文

（

ん
セ
う
も
ん
に
ミ
（
見
（□（
へ
ヵ
（た

り
」
と
記
す
（
11
（

。
幕
府
の
発
給
文
書
や
相
続
に
関
す
る
本
証

文
だ
け
で
な
く
、
宇
佐
宮
・
国
衙
の
検
注
目
録
が
惣
領
職
と
と
も
に
嫡
子
の
相
伝
す

べ
き
文
書
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
史
料
（
や
史
料
（
が
大
川
文
書
の
な

か
に
伝
来
し
た
背
景
と
し
て
も
興
味
深
い
。

し
か
し
、
一
四
世
紀
前
半
を
も
っ
て
、
宇
佐
宮
・
国
衙
へ
の
両
属
を
意
識
し
た
文

言
が
大
河
氏
の
一
連
の
譲
状
に
初
め
て
登
場
す
る
こ
と
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ

の
時
期
、
か
つ
て
宇
佐
宮
の
収
取
の
対
象
と
さ
れ
た
畠
地
が
田
地
へ
と
変
え
ら
れ
つ

つ
あ
っ
た
。
一
方
で
、
大
河
氏
が
田
地
の
開
発
を
通
じ
て
拡
大
し
て
き
た
在
地
の
権

益
を
め
ぐ
り
、
多
比
良
氏
と
の
対
立
も
顕
著
と
な
る
。
さ
ら
に
こ
の
時
期
に
大
河
氏

の
内
部
で
は
惣
庶
間
の
相
論
が
頻
発
し
て
い
た
（
11
（

。

つ
ま
り
、「
く（
国
（に

・
う（
宇
佐
（さ

ハ
、
ミ（
皆
（な

を
と（
弟
兄
（

ゝ
い
よ（

寄

合

（

り
あ
い
て
」
な
ど
と
い
う
、
宇

佐
宮
・
国
衙
へ
の
両
属
を
意
識
す
る
文
言
が
譲
状
に
出
現
し
た
背
景
に
は
、
上
記
の

よ
う
な
所
領
を
め
ぐ
る
内
外
の
変
動
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
変

動
に
直
面
し
な
が
ら
も
、
大
河
氏
は
自
ら
が
依
拠
し
て
き
た
荘
園
制
の
枠
組
み
を
再

確
認
し
た
の
で
あ
る
。
半
不
輸
領
の
在
地
領
主
と
し
て
の
反
動
的
で
保
守
的
な
自
己

認
識
の
現
れ
と
評
価
し
た
い
。

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
、
第
一
に
、
伊
福
村
・
大
河
村
が
半
不
輸
領
と
し
て
の
性
格
を
鎌
倉
期

ま
で
残
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。
麦
・
桑
・
苧
を
収
取
の
対
象
と
す
る
宇
佐
宮
の

支
配
が
畠
地
に
向
く
一
方
で
、
稲
が
栽
培
さ
れ
る
田
地
で
は
主
に
国
衙
領
と
し
て
免

田
が
充
当
さ
れ
て
き
た
。

但
し
、
第
二
の
論
点
と
し
て
、
こ
う
し
た
宇
佐
宮
・
国
衙
へ
の
両
属
的
な
関
係
に

対
し
て
、
生
業
の
あ
り
方
が
変
化
に
乏
し
か
っ
た
わ
け
で
な
い
こ
と
も
確
認
し
た
。

例
え
ば
、
畠
地
か
ら
田
地
へ
の
転
化
は
、
麦
・
桑
・
苧
な
ど
の
畠
作
に
対
す
る
宇
佐

宮
の
収
取
を
空
洞
化
に
導
く
可
能
性
が
あ
っ
た
。
確
か
に
「
わ（
往
古
（

う
こ
の
う（
宇
佐
役
（

さ
や
く
の

そ（
薗
田
（

の
た
と
も
」
と
い
う
表
現
は
、
田
地
に
転
化
し
た
後
も
宇
佐
宮
か
ら
の
課
役
を
負

う
べ
き
土
地
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
が
、
長
期
的
に
考
え

れ
ば
、
畠
作
と
い
う
生
業
に
対
す
る
賦
課
が
現
地
の
実
態
か
ら
乖
離
し
て
い
く
こ
と

も
当
然
起
こ
り
う
る
。

ま
た
、
鎌
倉
期
に
は
「
浜
田
」
や
「
薗
田
」
の
開
発
が
既
に
進
ん
で
い
た
が
、
多

比
良
氏
の
介
入
に
見
る
よ
う
に
、
田
地
の
拡
大
は
そ
こ
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
免
田
の

帰
属
を
め
ぐ
っ
て
領
主
間
の
対
立
を
惹
起
し
た
。
史
料
（
を
文
面
通
り
に
解
釈
す
る

な
ら
ば
、
多
比
良
氏
が
郡
司
職
・
図
師
職
を
梃
子
に
「
国
方
馬
上
検
注
」
を
実
施
し

た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
河
氏
の
側
の
意
向
に
よ
ら
ず
、
現

地
の
実
態
に
合
わ
せ
て
、
こ
れ
ら
の
職
に
付
随
し
た
免
田
か
ら
の
得
分
を
権
益
と
し

て
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

宇
佐
宮
・
国
衙
へ
の
両
属
を
意
識
し
た
文
言
が
譲
状
に
現
れ
る
背
景
は
、
多
比
良

氏
に
よ
る
対
外
的
な
圧
力
や
惣
庶
間
の
相
論
だ
け
で
な
い
。
な
に
よ
り
現
地
の
実
態

が
か
つ
て
立
券
で
合
意
さ
れ
た
領
有
構
造
の
枠
組
み
か
ら
乖
離
し
て
い
た
こ
と
を
想

定
す
べ
き
だ
ろ
う
。
大
河
氏
は
内
的
・
外
的
な
矛
盾
を
抱
え
つ
つ
も
、
容
易
に
既
存

の
荘
園
制
を
否
定
で
き
ず
、
む
し
ろ
か
つ
て
半
不
輸
領
の
沙
汰
人
と
し
て
出
発
し
た

と
い
う
像
を
自
己
の
う
ち
に
再
確
認
し
た
。
荘
園
制
の
な
か
で
存
立
し
て
き
た
在
地

領
主
の
一
つ
の
自
己
像
を
こ
こ
に
認
め
た
い
。
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註

川
文
書
」（
請
求
記
号
三
〇
一
七
・
九
三
―
七
）
に
よ
れ
ば
「
世
見
河
」
が
適
当
で
あ
る
。
ま

た
、
本
稿
で
は
佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
鍋
島
家
文
庫
の
写
本
「
大
川
古
文
書
」（
鍋
島
家
文
庫

〇
一
五
・
五
／
五
）
も
参
照
し
た
。

（
（（
）　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
影
写
本
に
は
「
使
弁
官（
粟
ヵ
（

栗
田
宿
祢
」
の
も
の
と
思
わ
れ
る
裏
花

押
影
が
見
え
る
。

（
（（
）　
『
九
州
史
料
叢
書
』
や
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
影
写
本
は
「
栗
田
」
と
す
る
が
、
佐
賀

県
立
図
書
館
所
蔵
写
本
は
「
粟
田
」
と
す
る
。

（
（0
）　

中
島
文
書
一
号
（
大
分
県
教
育
委
員
会
編
『
大
分
県
史
料
』
第
四
部
第
二
六
巻
、
大
分
県
中

世
文
書
研
究
会
、
一
九
七
四
）。

（
（（
）　

益
永
文
書
二
六
号
（
大
分
県
教
育
委
員
会
編
『
大
分
県
史
料
』
第
一
部
第
二
九
巻
、
大
分
県

中
世
文
書
研
究
会
、
一
九
七
七
）。

（
（（
）　

龍
造
寺
家
文
書
二
一
七
号
（
佐
賀
県
史
編
纂
委
員
会
編
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第

三
巻
、
佐
賀
県
立
図
書
館
、
一
九
五
八
）。

（
（（
）　

大
川
文
書
三
号
。

（
（（
）　
『
九
州
史
料
叢
書
』
は
「
𢮦
畠
」
と
す
る
が
、
本
稿
で
は
「
検
畠
」
と
翻
刻
し
た
。「
検
」
に

関
し
て
は
以
下
同
。

（
（（
）　
『
九
州
史
料
叢
書
』
は
「
夏（
麦
ヵ
（
衆
」
と
す
る
が
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
影
写
本
に
よ
れ

ば
「
夏
衣
」
が
適
当
で
あ
る
。

（
（（
）　
『
九
州
史
料
叢
書
』
は
「
桑
三
十
三
本
」
と
す
る
が
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
影
写
本

に
よ
れ
ば
「
桑
三
十
二
本
」
が
適
当
で
あ
る
。

（
（（
）　

外
山
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production within the hanfuyu system.

Key words: hanfuyu system, menden (tax-exempt field), variability of agriculture and landscapes
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Production, Landscape and Local Lords’ Clan in Hanfuyu Village 
during the Kamakura Period : The Case of Ifuku and Okawa Villages 
in Hizen Province

KIDA Kiyoshi

The system called hanfuyu（半不輸）allowed the absentee manorial proprietor to share half of its 

land revenues with the local administrative provincial office. This article is taking into consideration 

the case of the hanfuyu system as applied to the villages of Ifuku（伊福）and Okawa（大河）in Hizen 

Province（肥前国）, by looking at their local lords, the Okawa clan（大河氏）, and the way in which they 

managed their village’s agricultural production.

The above mentioned villages were subjected to the hanfuyu system, and as such they were 

under the control of both Usa Shrine（宇佐宮）, the largest manorial proprietor in Kyushu, and the 

Hizen administrative provincial office（肥前国衙）. The role of the Okawa clan was the one of mediator 

between the Shrine, the Administrative office, as absentee landlords, and the local people. Farmers 

paid taxes in goods such as grains, mulberry leaves, and ramie to Usa Shrine. While they paid taxes 

in rice to the Administrative office. For this reason Usa Shrine and the Administrative office sought to 

increase their revenues by controlling diverse agricultural lands like dry tongue-shaped plateaus and 

wet valleys suitable for cultivation of different plants.

Thus, in villages subjected to the hanfuyu system, each absentee landlord’s control was connected 

to a variety of agricultural crops. However, from the 12th to the 14th century the farming techniques 

evolved dramatically, for example in areas facing the seashore by using irrigation techniques, waste 

land was used as paddy fields and in fertile valleys rice came to replace other crops.

Therefore, as time went by, although the amount of taxes levied remained the same, from the 12th 

to the early 13th century, the agricultural rice production in these newly cultivated lands managed by 

local lords increased, creating a gap between the tax levied on cultivated rice paddies that were known 

to Usa Shrine and the Administrative office, and unpaid tax on the newly cultivated rice paddies 

concealed to these offices, used by the farmers under local lords. In addition to this there was also a 

decrease of other crops such as grains, mulberry leaves, and ramie, cultivated on farmland now used 

as rice fields, which was hidden from the above−mentioned offices. The changes in crop production 

and the absconding of farmland by the local lords and farmers allowed a departure from the 

framework of hanfuyu system, in which the Okawa clan benefited greatly. They played a role in finding 

beneficial opportunities as local lords for their farmers in the changes that occurred in the agricultural 


