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日
本
の
農
業
生
産
の
場
で
あ
る
耕
地
片
は
小
さ
く
、
し
か
も
そ
の
小
さ
い
耕
地
片
が
そ
れ
ぞ
れ

異

な
る
農
民
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
、
あ
る
い
は
耕
作
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
古
く
か
ら
知
ら

れ
て

い
た

こ
と
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
を
中
心
に
し
た
日
本
の
社
会
経
済
史
で
は
、
こ
の
分
散

零
細
耕
地
形
状
を
封
建
制
の
表
現
、
あ
る
い
は
封
建
社
会
の
基
礎
に
あ
っ
た
共
同
体
の
存
立
基
盤

と
し
て
把
握
し
、
そ
の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
論
が
展
開
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
ら
の
論
が
提
出
さ
れ
て
以
降
、
近
世
の
百
姓
が
経
営
す
る
耕
地
の
存
在
形
態
は
「
零
細
錯
圃
制
」

で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
、
必
ず
し
も
実
証
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
ま
ま
、
一
つ
の
決
ま
り
文
句
と

し
て
近
世
史
研
究
で
は
常
識
化
し
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
耕
地
形
状
の
研
究
が
共
同
体
論
と

深

く
結
び
付
き
過
ぎ
て
い
た
た
め
に
、
共
同
体
研
究
が
下
火
に
な
る
と
共
に
関
心
が
薄
れ
、
研
究

は

深
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
重
要
な
研
究
課
題
が
放
置
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
論
文
は

あ
ら
た
め
て
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
、
南
関
東
地
方
の
一
村
落
に
お
け
る
錯
圃
制
耕

地
の

形
成
過
程
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
、
そ
の
結
果
か
ら
錯
圃
制
耕
地
論
の
意
義
を
考
え
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
研
究
は
地
図
上
に
具
体
的
な
水
田
の
配
置
を
描
き
、
そ
れ
を
だ
れ
が
所
有
し
て
い
る
か
を

記
入
す

る
こ
と
を
一
六
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
の
い
く
つ
か
の
年
次
に
つ
い
て
行
い
、

そ
の
変
化
か
ら
考
察
す
る
と
い
う
方
法
を
採
用
し
た
。
こ
の
村
の
も
っ
と
も
古
い
水
田
の
配
置
状

況

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
一
六
世
紀
末
に
お
い
て
村
落
は
三
軒
の
家
で
構
成
さ
れ
、
各
家
は
屋
敷

と
耕
地
を
一
括
し
て
所
有
す
る
と
い
う
一
種
の
農
場
形
式
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
た
。
そ
の
三
軒

か

ら
一
七
世
紀
中
期
に
は
九
軒
の
家
に
増
加
す
る
が
、
そ
の
過
程
で
屋
敷
と
耕
地
の
完
全
な
一
括

性
は
崩
れ
、
屋
敷
近
く
に
田
を
確
保
し
つ
つ
も
、
そ
の
他
の
離
れ
た
場
所
に
も
い
く
つ
か
に
分
け

て

所
有
す
る
と
い
う
姿
が
一
般
化
し
た
。
こ
の
結
果
と
し
て
、
近
世
の
村
落
秩
序
の
基
礎
に
耕
地

の

錯
圃
制
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
形
成
過
程
に
は
そ
れ
ま
で
の
屋
敷
の
放
棄

と
新
た
な
屋
敷
の
設
定
に
よ
る
集
落
形
成
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
一
七
世
紀
後
半
は
、
各
家
が
均
等
分
割
を
繰
り
返
し
な
が
ら
家
数
を
増
加
さ
せ
た

時
期
で
あ
り
、
そ
の
均
等
分
割
が
耕
地
の
散
在
性
を
強
め
、
い
わ
ゆ
る
零
細
錯
圃
制
を
も
た
ら
し

た
。
そ
れ
は
屋
敷
が
互
い
に
隣
接
し
て
設
定
す
る
こ
と
に
よ
る
ひ
と
続
き
の
集
落
景
観
の
出
現
と

対
応

し
て
い
る
。
家
々
の
分
立
に
際
し
て
生
産
条
件
を
等
し
く
し
よ
う
と
す
る
判
断
が
、
田
を
交

互
に

持
つ
よ
う
な
形
で
徹
底
し
た
均
等
分
割
を
行
わ
せ
て
お
り
、
こ
こ
に
零
細
錯
圃
制
が
確
定
し

た
。
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一
　
零
細
錯
圃
制
論
の
展
開

　
日
本
の
農
業
生
産
の
場
で
あ
る
耕
地
片
は
小
さ
く
、
し
か
も
そ
の
小
さ
い
耕
地
片

が

そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
農
民
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
、
あ
る
い
は
耕
作
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
一
軒
の
農
家
を
み
れ
ば
、
零
細

な
耕
地
片
を
あ
ち
こ
ち
に
散
在
さ
せ
て
い
る
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
い
か
に

不
合
理
で
農
業
生
産
の
発
達
を
大
き
く
阻
害
し
て
き
た
か
と
い
う
問
題
意
識
は
す
で

に

明
治
期
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
た
。
耕
地
交
換
分
合
と
い
う
方
策
で
そ
の
問
題
点
を

解
決

し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
耕
地
交
換
分
合
の
理
論
的
支
柱

を
提
出
し
て
い
た
の
が
横
井
時
敏
で
あ
っ
た
。
第
二
次
大
戦
後
は
さ
ら
に
農
業
の
合

理
化

が
一
層
追
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
耕
地
整
理
、
耕
地
交
換
分
合
は
強
力
に
推

進

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
後
に
そ
れ
は
圃
場
整
備
、
基
盤
整
備
等
の
名

称
で
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
、
全
国
的
に
一
枚
の
耕
地
片
を
農
業
機
械
化
に
対
応
し

て

大

き
な
も
の
と
し
、
そ
れ
を
で
き
る
だ
け
ま
と
め
て
一
軒
の
農
家
が
所
有
す
る
と

い

う
事
業
が
展
開
し
た
。
農
業
経
済
学
は
そ
の
理
論
的
根
拠
を
提
示
し
た
。

　
日
本
の
農
業
を
特
色
付
け
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
耕
地
の
零
細
分
散
所
有
状
況
を

い
か

な
る
歴
史
が
作
り
出
し
た
の
か
は
農
業
経
済
学
自
体
は
あ
ま
り
関
心
を
示
さ
な

か
っ

た
。
し
か
し
、
日
本
的
特
質
と
し
て
把
握
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
歴
史
的

要
因
を
追
究
し
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
社
会
経
済
史
で
は
、
分

散
零
細
耕
地
形
状
を
封
建
制
の
表
現
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
規
定
す
る
基
礎
と
し
て
把

握
し
、
そ
の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
論
が
展
開
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
代
表
的
論
者
の
一
人
は
安
良
城
盛
昭
で
あ
り
、
も
う
一
人
は
山
田
舜
で
あ
っ
た
。

　
か
つ
て

「
太
閤
検
地
封
建
革
命
説
」
を
強
力
に
提
唱
し
て
学
界
に
登
場
し
た
安
良

城
盛
昭

は
、
そ
の
奴
隷
制
か
ら
封
建
制
へ
の
展
開
を
論
じ
る
に
際
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

の

基
礎
構
造

を
耕
地
の
有
り
方
と
の
関
連
で
把
握
し
た
。
す
な
わ
ち
中
世
の
奴
隷
的

な
労
働
力
に
基
づ
く
名
主
の
経
営
の
場
で
あ
る
「
名
」
耕
地
は
一
括
制
、
非
零
細
制

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
近
世
の
幕
藩
体
制
、
言
い
換
え
れ
ば
農
奴
制
下
の
農
民
の
耕

地
保
有
形
態

は
零
細
錯
圃
制
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
の
こ
と
を
近
世
初
頭
の

検
地
帳
に
記
載
さ
れ
た
耕
地
一
区
画
平
均
面
積
の
地
域
差
の
な
か
か
ら
検
証
し
よ
う

と
し
た
。
小
規
模
農
民
経
済
が
発
達
し
て
い
る
地
域
で
は
耕
地
一
区
画
平
均
面
積
が

小
さ
く
、
経
済
発
展
の
低
い
地
域
で
は
そ
の
面
積
が
著
し
く
大
き
い
こ
と
を
指
摘
し
、

後
者
か
ら
前
者
へ
の
展
開
が
零
細
錯
圃
制
耕
地
の
成
立
過
程
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し

て
、
そ
の
零
細
錯
圃
制
展
開
の
根
本
的
契
機
は
、
鍬
、
鎌
の
小
農
具
に
よ
っ
て
耕
作

す

る
単
婚
小
家
族
の
小
規
模
農
民
経
営
の
展
開
に
あ
る
と
し
た
。
安
良
城
理
論
自
体

は
本
人
も
後
に
修
正
を
す
る
よ
う
に
、
い
く
つ
も
の
問
題
点
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ

た
が
、
し
か
し
耕
地
の
存
在
形
態
を
社
会
構
成
の
基
礎
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
し

た

点

は
高
く
評
価
さ
れ
る
。

　
他
方
、
山
田
舜
は
近
世
封
建
制
を
資
本
主
義
形
成
史
と
し
て
で
は
な
く
、
封
建
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
も
の
の
展
開
過
程
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
な
か
で
耕
地
の
問
題
を

取

り
上
げ
、
封
建
制
の
基
礎
と
し
て
位
置
付
け
た
。
中
世
封
建
制
下
の
基
本
経
営
で

あ
る
名
主
の
耕
地
保
有
形
態
は
、
近
世
の
百
姓
の
そ
れ
よ
り
も
一
括
性
を
帯
び
て
い

た
が
、
や
は
り
分
散
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
耕
地
保
有
形
態
は
、
経
営
形
態
と
同
様
に
、

生
産
に

お

け
る
危
険
の
回
避
度
と
可
能
収
穫
量
の
二
つ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
二
契
機
の
変
化
が
近
世
的
零
細
錯
圃
を
も
た
ら
し
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

ぞ

れ
の

耕
地
形
態
に

対
応

し
て
、
第
二
次
的
生
産
関
係
た
る
共
同
体
が
形
成
さ
れ
た
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と
理
解
し
た
。
山
田
の
研
究
は
あ
く
ま
で
理
論
研
究
で
あ
り
、
実
証
を
伴
っ
た
も
の

で

は
な
い
。
名
主
と
か
封
建
領
主
と
い
う
も
の
の
実
態
は
明
ら
か
で
な
く
、
ま
た
共

同
体
と
は
い
か
な
る
事
象
を
示
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
理

論
期
展
開
は
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
。
た
だ
、
耕
地
の
有
り
方
を
危
険
の
回

避
度
と
可
能
収
穫
量
で
把
握
す
る
こ
と
は
、
自
然
的
条
件
を
重
視
す
る
こ
と
で
あ
り
、

自
然
の
規
定
性
、
自
然
の
制
約
を
過
大
評
価
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
と
い
わ
ね

ば

な
ら
な
い
。
山
田
の
理
論
は
個
別
具
体
的
な
研
究
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
強
い
論

理
性
も
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
近
世
史
研
究
で
あ
ま
り
参
照
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

が
、
し
か
し
零
細
錯
圃
制
耕
地
を
正
面
か
ら
論
じ
た
最
初
の
研
究
と
し
て
記
憶
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
論
が
提
出
さ
れ
て
以
降
、
近
世
の
百
姓
が
所
持
経
営
す
る
耕
地
の
存
在

形
態

は
零
細
錯
圃
制
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
必
ず
し
も
実
証
さ
れ
る
こ
と
は
な

い

ま
ま
、
一
つ
の
決
ま
り
文
句
と
し
て
近
世
史
研
究
で
は
常
識
化
し
た
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
常
識
化
に
大
き
く
貢
献
し
た
の
が
古
島
敏
雄
で
あ
る
。
古
島

は
研
究
成
果
の
総
括
的
な
論
文
に
お
い
て
耕
地
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
、
以
下
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

う
に
位
置
付
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
近
世
小
農
の
耕
地
所
持
形
態
は
錯
圃
制
で
あ

り
、
こ
れ
は
小
農
民
自
立
政
策
の
結
果
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
耕
地
所
持

形
態

と
農
業
生
産
と
の
関
連
は
歴
史
研
究
で
は
十
分
に
実
証
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ

の

錯
圃
制
が
水
掛
か
り
の
規
制
を
生
み
、
村
を
一
つ
に
ま
と
め
て
き
た
と
理
解
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
錯
圃
制
の
た
め
に
、
経
営
の
拡
大
も
新
し
い
労
働
体
系
を
産

み

出
す
こ
と
は
な
く
、
専
ら
家
族
労
働
に
よ
る
経
営
の
単
純
な
累
加
と
い
う
形
態
を

と
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
錯
圃
制
そ
の
も
の
を
矛
盾
と
し
て
、
そ
れ
を
崩

す
た
め
の
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ア
に
相
当
す
る
動
き
を
起
こ
さ
せ
る
基
礎
も
で
き
て
い
な

か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
後
の
農
民
層
の
分
化
は
、
土
地
以
外
の
生
産
手
段
を

所
有
す
る
小
農
が
土
地
を
所
有
す
る
地
主
に
よ
っ
て
収
奪
さ
れ
る
体
制
を
作
り
上
げ

る
の
み
で
、
そ
れ
以
上
の
賃
労
働
者
へ
分
解
す
る
条
件
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

近
世
の

錯
圃
制
耕
地
が
地
主
制
成
立
の
基
礎
条
件
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
を
展
望
し

て

い

る
点
が
大
い
に
注
目
さ
れ
る
。

　
一
つ
の
常
用
語
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
零
細
錯
圃
制
は
、
実
証
抜
き
に
、
あ
る
い
は

具
体
的
な
存
在
確
認
を
し
な
い
ま
ま
に
通
用
し
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
三
十
年

あ
ま
り
の
間
に
、
耕
地
の
存
在
形
態
を
実
証
的
に
検
討
し
よ
う
と
し
た
論
文
が
皆
無

だ

っ

た

訳
で

は
な
い
。
多
く
は
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
て
い

る
。　

耕
地
の

存
在
形
態

を
テ
ー
マ
に
し
て
一
冊
の
研
究
書
を
著
し
た
の
が
葉
山
禎
作
で

ハる
　る

。
葉
山
は
河
内
丹
北
郡
更
池
村
、
嶋
泉
村
の
耕
地
復
元
を
お
こ
な
い
、
農
業
生
産

と
耕
地
の
関
連
性
を
追
究
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
詳
細
な
耕
地
形
態
の
復
元
に
も
か

か

わ
ら
ず
、
個
別
百
姓
が
耕
地
の
零
細
片
を
分
散
し
て
所
持
経
営
し
て
い
る
こ
と
、

す

な
わ
ち
零
細
錯
圃
制
は
必
ず
し
も
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

近
世
の
耕
地
が
具
体
的
な
姿
と
し
て
復
元
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
成
果
は
大
き

い
。

　
と
こ
ろ
で
、
か
つ
て
行
わ
れ
た
主
張
と
し
て
、
農
地
改
革
後
の
日
本
の
農
村
・
農

業
は
あ
い
か
わ
ら
ず
半
封
建
的
で
あ
る
と
す
る
論
が
あ
る
。
こ
の
主
張
自
体
は
そ
の

後
の

歴
史
過
程
に
よ
っ
て
無
意
味
な
存
在
と
な
り
、
消
え
て
い
っ
た
が
、
そ
の
農
村
・

農
業
の
半
封
建
制
の
根
拠
と
し
て
登
場
し
た
の
が
耕
地
の
存
在
形
態
で
あ
っ
た
。
そ
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の

論
者
の
代
表
格
が
星
野
惇
で
あ
る
。
農
地
改
革
は
封
建
制
の
支
柱
と
し
て
の
共
同

体
を
解
体
し
な
か
っ
た
と
主
張
し
、
日
本
に
お
け
る
共
同
体
は
、
錯
綜
し
た
水
利
と

絡
み
合
っ
た
分
散
零
細
耕
地
形
状
に
基
づ
く
「
耕
地
1
1
耕
作
強
制
」
を
中
軸
に
成
立

し
て
い
る
と
理
解
し
た
。
そ
れ
を
形
成
過
程
か
ら
見
れ
ば
、
封
建
化
の
過
程
に
お
い

て
、
直
接
生
産
者
の
経
営
相
互
間
に
お
け
る
「
耕
地
1
1
耕
作
強
制
」
は
、
当
該
段
階

の
生
産
力
の
水
準
を
媒
介
と
し
て
、
個
別
的
耕
作
方
法
を
共
同
体
的
耕
作
方
法
と
し

て

編
成
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
共
同
体
的
に
耕
地
形
状
を
編
成
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
こ
の
耕
地
形
状
に
基
づ
く
共
同
体
が
封
建
的
土
地
所
有
の
経
済
外
的
強
制
の

基
盤

と
な
り
、
耕
地
形
状
は
固
定
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
寄
生
地
主
制
は
そ
の
よ
う

な
関
係
の
再
編
1
1
持
続
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
土
地
所
有
者
の
み
が
共
同
体
を
構

成
し
、
共
同
体
的
諸
権
利
を
保
有
し
、
そ
れ
を
保
有
し
な
い
小
作
人
た
ち
と
共
同
体

的
諸
関
係
を
取
り
結
ぶ
。
す
な
わ
ち
地
主
的
強
制
に
転
化
す
る
訳
で
あ
る
。
そ
し
て
、

農
地
改
革
後
も
本
質
的
に
は
そ
の
よ
う
な
共
同
体
諸
関
係
は
存
続
し
て
い
る
と
主
張

し
た
。
こ
れ
は
問
題
点
も
多
い
が
、
し
か
し
従
来
共
同
体
形
成
の
契
機
を
単
純
に
水

と
山
の
問
題
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
根
本
に
立
ち
返
っ
て
検
討
し
よ
う
と

し
た
先
駆
的
な
考
察
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
「
耕
地
ー
耕
作
強
制
」
形
成
過

程
の
実
証
的
な
提
示
は
な
い
。

　
他
方
、
自
然
村
理
論
の
検
討
を
と
お
し
て
共
同
体
論
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
余
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

博
通

は
、
共
同
体
の
基
礎
に
耕
地
の
有
り
方
を
求
め
た
。
そ
れ
は
各
家
の
耕
地
が
各

所
に

散
在

し
、
錯
綜
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
分
散
耕
地
は
水
利
単
位
で
あ
る

「溝
掛
か
り
田
」
に
分
散
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
「
溝
掛
か
り
田
」
を
基
礎
と

し
て
共
同
組
織
が
成
立
し
、
そ
れ
の
上
に
種
々
の
集
団
が
累
積
し
、
村
落
共
同
体
と

な
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
余
田
の
特
色
は
、
耕
地
形
状
そ
の
も
の
か
ら
共
同
体
成

立
の

契
…
機
を
説
か
ず
に
、
水
掛
か
り
と
い
う
用
水
に
視
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。　

以
上
の

よ
う
に
、
農
業
経
済
学
や
農
村
社
会
学
で
か
つ
て
分
散
零
細
耕
地
形
状
が

取

り
上
げ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
共
同
体
の
基
礎
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

の

も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
共
同
体
論
の
衰
退
と
共
に
、
耕
地
形
状
や
耕
地

配
置
形
態
に
つ
い
て
の
研
究
も
少
な
く
な
り
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
急
速
に
見
ら
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
現
在
、
零
細
錯
圃
制
耕
地
と
か
分
散
零
細
耕
地
形
状
と
い

う
用
語
は
か
す
か
に
残
り
、
時
に
は
使
用
さ
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的
検
証
は
ほ
と
ん

ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
共
同
体
論
と
深
く
結
び
付
き
過
ぎ
て
い
た
た
め
に
、
か
え
っ

て

研
究

は
進
展
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
耕
地
の
配
置
と
そ
れ
へ
の
個
々
の
農
民
の

関
与
の
あ
り
方
は
蔑
ろ
に
で
き
な
い
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
農
業
の
再
生
産
に
と
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
農
民
が
ど
の
よ
う
な
場
所
に
耕
地
を
持
ち
、
そ
の
結
果
と
し
て
他

の
農
民

と
水
の
共
同
、
畦
や
農
道
の
共
同
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
社
会
関
係
を
形
成

し
た
か
は
、
村
落
構
造
全
体
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
不
可
欠
な
究
明
課
題
で
あ

る
。
こ
こ
で
改
め
て
、
耕
地
所
有
形
態
そ
の
も
の
を
そ
の
錯
圃
さ
せ
て
い
る
人
々
の

関
係
と
の
関
連
の
中
で
実
証
的
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。
特
に
、
零
細
錯
圃
制
と
呼

ば
れ
て
き
た
耕
地
の
存
在
形
態
の
具
体
的
姿
と
そ
の
形
成
過
程
を
事
例
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
本
稿
の
課
題
と
し
た
い
。

二
　
武
蔵
国
連
光
寺
の
展
開
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①

連
光
寺
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

こ
こ
で
事
例
検
討
の
対
象
と
す
る
の
は
、
武
蔵
国
多
摩
郡
連
光
寺
村
で
あ
る
。
こ

こ
に
つ
い
て
は
今
ま
で
に
も
多
く
の
研
究
業
績
が
あ
り
、
近
世
村
落
と
し
て
の
姿
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

随
分
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
筆
者
も
別
に
近
世
成
立
期
に
お
け
る
家
々
の
分
割
相

続

と
そ
の
結
果
と
し
て
形
成
さ
れ
た
地
親
類
と
い
う
相
互
的
な
付
き
合
い
関
係
を
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
か
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
は
そ
れ
に
連
続
す
る
研
究
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

近
世
前
期
に

連
光
寺
村
で
は
ほ
ぼ
均
等
に
耕
地
を
分
割
す
る
分
割
相
続
が
広
範
に
行

わ

れ
て

い
た

の
で

あ
る
が
、
そ
の
分
割
を
統
計
的
に
明
ら
か
に
し
て
、
分
割
が
ほ
ぼ

均
分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
が
前
稿
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
分
割
の
個
別
具
体
的

な
地
表
面
で
の
処
理
に
つ
い
て
本
稿
で
は
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
が
い
わ

ゆ
る
錯
圃
制
耕
地
の
形
成
過
程
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
近
世
の

武
蔵
国
多
摩
郡
連
光
寺
村
は
現
在
の
多
摩
市
の
一
部
で
あ
り
、
大
規
模
な

多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
建
設
に
伴
っ
て
、
そ
の
な
か
に
組
込
ま
れ
、
か
つ
て
の
地
形

も
集
落
景
観
も
ほ
ぼ
す
べ
て
な
く
し
て
し
ま
っ
た
地
域
で
あ
る
。
か
つ
て
の
連
光
寺

は
多
摩
丘
陵
と
多
摩
川
の
間
に
形
成
さ
れ
た
沖
積
地
と
そ
こ
か
ら
丘
陵
の
中
へ
深
く

は
入
り
込
ん
だ
浸
食
谷
を
水
田
と
し
て
利
用
し
、
丘
陵
上
の
ゆ
る
や
か
な
傾
斜
地
を

畑

と
し
て
利
用
す
る
純
農
村
の
地
域
で
あ
っ
た
。
集
落
は
本
村
、
馬
引
沢
、
船
台
、

そ
れ
に
現
在
は
府
中
市
に
編
入
さ
れ
て
い
る
多
摩
川
左
岸
の
下
河
原
の
四
つ
で
あ
っ

た
。
以
下
の
記
述
で
、
単
に
連
光
寺
と
言
う
場
合
に
は
下
河
原
を
含
ま
な
い
多
摩
市

の

連
光
寺
の

み

を
指
し
示
す
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
近
世
村
と
し
て
の
連
光
寺
村
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

い

う
場
合
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
下
河
原
を
含
む
全
体
の
こ
と
で
あ
る
。

　
連
光
寺
と
い
う
地
名
が
歴
史
的
に
登
場
す
る
の
は
古
く
、
す
で
に
『
吾
妻
鑑
』
の

治
承
五
年

（
一
一
八
一
）
四
月
二
十
五
日
の
条
に
「
小
山
田
三
郎
重
成
柳
背
御
意
之

間
成
畏
怖
篭
居
是
以
武
蔵
国
多
摩
郡
内
吉
富
井
一
宮
連
光
寺
等
注
如
所
領
之
内
」

云

々
と
い
う
記
事
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
連
光
寺
は
現
在
の
連
光
寺
を
指
し
て
い
る

こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
中
世
前
期
に
は
開
発
が
進
み
、
集
落

も
形
成
さ
れ
て
い
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。
し
か
し
、
現
在
の
集
落
内
部
か
ら
の
説

明
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
古
い
こ
と
を
説
い
て
い
な
い
。

　
連
光
寺
村
の
名
主
を
近
世
を
通
し
て
世
襲
し
た
富
沢
家
の
家
譜
に
は
、
連
光
寺
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
成
立
に
つ
い
て
ほ
ぼ
以
下
の
よ
う
に
伝
え
て
記
し
て
い
る
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、

天
文
年
間
こ
の
辺
り
の
山
野
は
後
北
條
氏
の
牧
野
で
、
そ
れ
を
管
理
す
る
北
條
氏
の

陣
屋
が
連
光
寺
に

あ
っ
た
。
今
川
氏
の
臣
富
沢
修
理
は
、
永
禄
三
年
相
州
矢
倉
沢
を

出
て
、
こ
の
陣
屋
を
攻
撃
し
て
占
領
し
た
。
そ
の
年
に
今
川
義
元
が
桶
狭
間
で
討
死

し
、
今
川
家
は
滅
亡
し
た
。
そ
の
た
め
、
富
沢
氏
は
こ
こ
に
土
着
し
、
逃
散
の
人
民

を
招
き
、
家
臣
の
小
山
氏
に
付
近
の
山
野
を
開
墾
さ
せ
た
。
こ
れ
が
今
あ
る
連
光
寺

村
の
始
ま
り
だ
と
言
う
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
を
裏
書
き
す
る
か
の
よ
う
に
、
『
武
州
文
書
』
は
富
沢
修
理
宛
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

今
川
義
元
感
状
を
連
光
寺
村
連
光
寺
所
蔵
と
し
て
収
録
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
連

光
寺

と
い
う
寺
院
は
近
世
に
も
連
光
寺
に
は
な
く
、
こ
の
文
書
が
現
在
ど
こ
の
所
蔵

で
あ
る
か
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
な

い

こ
と
か
ら
判
断
し
て
も
、
偽
文
書
の
可
能
性
は
大
き
い
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
れ

が
偽
文
書
で
あ
っ
て
も
、
富
沢
家
が
そ
の
よ
う
な
出
自
で
あ
る
と
伝
え
、
主
張
し
て

い

る
こ
と
を
証
拠
立
て
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
伝
承
と
の
関
連
で
は
重
視
さ
れ
　
4
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

る
べ
き
文
字
資
料
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
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な
お
、
享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
に
作
成
さ
れ
た
村
人
の
系
譜
を
網
羅
し
た
文

書
に

よ
れ
ば
、
現
在
本
村
に
住
む
城
所
家
は
先
祖
の
名
前
を
城
所
玄
蕃
と
い
う
が
、

そ
の
玄
蕃
は
相
州
城
所
村
か
ら
こ
こ
へ
来
て
、
富
沢
家
の
娘
を
嫁
に
貰
い
、
石
高
三

〇
石

を
分
与
さ
れ
て
定
住
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
伝
承
に
よ
れ

ば
、
城
所
氏
は
富
沢
家
よ
り
も
古
く
こ
こ
に
土
着
し
た
と
か
、
富
沢
家
来
住
以
前
の

連
光
寺
の

主
人
だ

っ

た

と
主
張
す
る
人
も
い
る
。
ま
た
、
馬
引
沢
の
相
沢
家
で
も
、

先
祖

は
落
武
者
で
あ
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
史
実
と
は
必
ず
し
も
判
断
で

き
な
い
が
、
と
も
か
く
中
世
末
に
は
富
沢
家
が
頂
点
に
立
ち
、
城
所
氏
や
相
沢
氏
が

そ
れ
に
次
い
だ
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
後
に
検
討
す
る
近
世
初
期
の
検
地
帳
の
記

載
に

よ
っ
て
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

②

連
光
寺
郷
の

構
造

　
秀
吉
が
没

し
た
一
ヵ
月
後
の
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
九
月
に
連
光
寺
村
の
検
地

が
行
わ

れ

た
。
そ
し
て
、
六
冊
の
検
地
帳
が
残
さ
れ
た
。
そ
の
表
紙
は
「
武
州
多
東

郡
連
光
寺
之
郷
御
縄
打
水
帳
」
と
か
「
武
州
多
東
郡
連
光
寺
之
内
下
河
原
御
縄
打
水

帳
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
連
光
寺
が
検
地
段
階
で
は
郷
と
よ
ば
れ

る
単
位
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
六
冊
の
内
、
一
冊
は
屋
敷
の
検
地
帳
で
あ
り
、

残

り
が
田
畑
の
検
地
帳
で
あ
る
。
そ
の
田
畑
の
検
地
帳
の
第
一
冊
の
一
ペ
ー
ジ
目
を

開
く
と
次
の
よ
う
な
形
式
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
く
ほ
か
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
修
理
分

一』醐
　
中
畠
　
　
　
五
畝
一
八
歩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
彦
左
工
門
作

　
　
　
同
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
分

二廿一

融
半
中
畑

　
　
　
同
　
所

龍
綱
下
畠

　
　
　
同
　
所

五鍋
下
畠

　
　
　
同
　
所

計騨
下
畠

一
反
六
畝
一
四
歩

二
畝
十
一
歩

二
十
七
歩

二
畝
十
八
歩

同
分

同
分

同
分

主
　
作

助
七
郎
作

主
　
作

新
六
作

（忠
）

（忠
）

（忠
）

　
関
東
地
方
の
初
期
の
検
地
帳
が
一
般
的
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
検
地
帳
も

い

わ

ゆ
る
分
付
記
載
で
あ
る
。
検
地
を
行
い
、
検
地
帳
に
名
請
人
を
登
録
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
領
主
に
対
す
る
公
式
の
年
貢
負
担
者
を
認
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
来
、

太
閤
検
地
の
方
針
は
、
直
接
耕
作
者
を
作
人
と
し
て
登
録
し
、
百
姓
相
互
間
に
お
け

る
「
作
合
い
」
を
否
定
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
が
、
し
か
し
関
東

地
方
で

は
農
業
・
農
村
構
造
が
必
ず
し
も
そ
の
方
針
は
貫
徹
さ
れ
ず
、
分
付
記
載
と

い

う
記
載
方
式
が
採
用
さ
れ
た
。
そ
れ
は
一
つ
の
土
地
に
二
つ
の
権
利
を
認
め
た
も

の

で

あ
り
、
二
人
の
人
間
が
一
つ
の
土
地
に
関
係
す
る
こ
と
を
領
主
側
と
し
て
も
了

承

し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
記
載
の
見
本
の
第
二
筆
は
修
理
分
主
作
と
な
っ
て

い

る
が
、
こ
れ
は
修
理
自
ら
が
そ
こ
で
は
耕
作
し
て
い
る
と
認
定
さ
れ
た
畠
で
あ
る
。

一
般
的
な
検
地
帳
で
あ
れ
ば
、
分
付
主
と
い
う
形
で
は
登
場
せ
ず
、
単
に
修
理
と
だ

け
名
請
人
が
記
載
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
田

畑
の

検
地
帳
に
出
て
く
る
名
請
人
を
記
載
さ
れ
た
位
置
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と

第
一
表
の
よ
う
に
六
種
類
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
連
光
寺
郷
は
五
人
の
分
付
主
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記載形式 人数

分付主としてのみ登場 0

分付主で主作地を持つ 4

分付主で主作地を持ち、
1

かつ分付で登場

主作地のみ持つ 0

主作地を持ち、かつ分付 15

分付としてのみ登場 58

計 78

第1表検地帳記載名請人の分類

　　（新田新畑の名請人は除外）

主作地 分付地
名前

田 畑 計 ■田 畑 計
屋敷 合計

修　　理

将　　監

玄　　蕃

隼　　人

四郎左衛門

町　畝

2・02・06

66・04

　5・19

　19・10

　17・02

町　畝

1・72・21

50・13

53・20

67・29

49・16

町　畝

3・74・27

1・16・17

59・09

87・09

66・18

町　畝

7・36・02

3・19・29

1・34・21

1・35・05

　71・28

町　畝

7・21・16

1・97・06

3・81・09

3・31・04

1・50・15

町　畝

14・57・18

5・17・08

5・16・00

4・36・09

2・22・13

　畝
15・23

10・20

9・03

4・24

7・06

町　畝

18・48・08

6・44・12

5・84・12

5・28・12

2・91・07

第2表　分付主の名請地構成

（新田・新畑は除外）

と
七
三
人
の
分
付
百
姓
と
の
二
つ
の
階
層
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

五
人
の

分
付
主
の
主
作
地

と
分
付
地
は
第
二
表
に
示
し
た
通
り
で
あ
り
、
そ
の
総
計

は
検
地
帳
に
登
録
さ
れ
た
全
耕
地
の
実
に
八
割
に
あ
た
る
。
そ
の
な
か
で
も
と
び
ぬ

け
て
面
積
の
大
き
い
の
が
修
理
で
あ
り
、
彼
は
全
耕
地
の
四
割
に
あ
た
る
一
八
町
歩

に

自
分
の
名
前
を
冠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
修
理
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、

連
光
寺
の

後
北
條
氏
陣
屋
を
攻
撃
し
て
占
拠
し
、
連
光
寺
村
の
出
発
を
作
っ
た
家
と

さ
れ
、
ま
た
近
世
を
通
じ
て
連
光
寺
村
名
主
を
世
襲
し
た
家
で
も
あ
る
。
そ
の
姓
は

富
沢
で
あ
る
。

　
修
理
に

次
い
で
名
請
面
積
の
大
き
い
将
監
や
玄
蕃
は
修
理
の
比
で
は
な
い
が
、
そ

れ
で

も
一
町
歩
前
後
の
主
作
地
と
二
町
歩
以
上
の
分
付
地
を
所
持
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
れ
ら
分
付
主
は
四
郎
左
衛
門
を
除
く
と
、
い
ず
れ
も
武
士
風
の
名
乗
り
で
登

録
さ
れ
て
い
る
。
彼
等
が
連
光
寺
郷
に
君
臨
し
て
い
た
土
豪
百
姓
で
あ
っ
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
等
の
検
地
帳
登
録
の
屋
敷
の
位
置
と
後
の
系
譜
書
か
ら

判
断
す
れ
ば
、
修
理
と
玄
蕃
は
本
村
、
将
監
と
隼
人
は
下
河
原
、
そ
し
て
四
郎
左
衛

門
は
馬
引
沢
に
そ
れ
ぞ
れ
居
住
し
て
い
た
。

　
分
付
百
姓
の

性
格

を
次
に
検
討
し
て
お
こ
う
。
分
付
百
姓
の
名
請
地
を
、
誰
か
の

分
付
け
と
し
て
名
請
し
て
い
る
も
の
と
自
ら
の
主
作
地
と
し
て
名
請
し
て
い
る
も
の

の

両
方
を
合
計
し
て
、
そ
の
規
模
を
示
し
た
の
が
第
三
表
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば

分
付
百
姓
の

数

は
全
部
で
七
三
人
で
あ
る
が
、
こ
の
な
か
に
は
分
付
主
で
あ
り
同
時

に

分
付
百
姓

と
な
っ
て
い
る
隼
人
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
七
三
人
の
分
付
百
姓
の

う
ち
の
半
数
以
上
が
五
反
歩
未
満
の
名
請
人
で
あ
り
、
し
か
も
一
反
歩
未
満
が
二
二

人
も
い
る
。
一
反
歩
以
下
の
田
畑
所
持
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
も
農
業
経
営
を
行
う
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関係する分付主
名請規模 計

1人 2人 3人 4人

2町5反以上

2町0反～2町5反未満 1（1） 1 2（1）

1町5反～2町0反未満

1町0反～1町5反未満 5（3） 3（3） 1 9（6）

7反～1町未満 3（1） 5（2） 8（3）

5反～7町未満 5（1） 5（1） 10（2）

3反～5町未満 1（1） 5（1） 6（2）

1反～3町未満 12 4（1） 16（1）

1反未満 21 1 22

計 47（6） 23（8） 2（1） 1 73（15）

　　　第3表　関係分付主の人数別分付百姓

（注）カッコ内の数字はそのうち自己の主作地を名請する者の人数

こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
分
付
記
載
を
形
式
的
な
も
の
と
し
て
、

彼
等
を
実
質
は
独
立
し
た
経
営
を
行
う
百
姓
あ
る
い
は
自
立
し
つ
つ
あ
っ
た
百
姓
と

理
解
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
分
付
百
姓
の

性
格
を
確
定
す
る
た
め
に
は
ま
ず
出
作
・
入
作
の
関
係
を
確
認
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
小
規
模
な
名
請
地
の
百
姓
は
他
の
郷
・
村
に
居
住
す
る
百
姓

が
わ

ず
か
に
連
光
寺
郷
内
に
耕
地
を
所
持
し
て
い
る
場
合
が
想
定
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
隣
接
郷
・
村
の
検
地
帳
の
分
析
を
す
る
こ
と
は
現
在
で

き
な
い
。
た
だ
、
連
光
寺
郷
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
連
光
寺
は
広
大
で

あ
り
、
他
郷
と
の
間
に
は
川
と
山
が
介
在
し
て
お
り
、
広
範
な
出
作
、
入
作
が
存
在

し
た
と
は
判
断
で
き
な
い
。
検
地
帳
に
登
録
さ
れ
た
多
く
の
零
細
名
請
人
も
連
光
寺

郷
内
で
暮
し
て
い
た
人
間
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
分
付
主
と
分
付
百
姓
の
関
係
を
見
よ
う
。
名
請
の
規
模
に
よ
っ
て
分
付
主
と

の
関
係
に
明
確
な
差
が
で
き
て
い
る
。
名
請
規
模
が
大
き
い
分
付
百
姓
は
複
数
の
分

付
主

と
関
係
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
等
は
し
ば
し
ば
自
ら
の
名
前
の

み

で

田
畑
を
名
請
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
三
反
未
満
の
零
細
な
分
付
百
姓
は

分
付
主
一
人
の
み
と
関
係
し
て
い
る
の
が
一
般
的
な
あ
り
方
で
あ
る
。
特
に
一
反
未

満
の
二
二
人
の
う
ち
二
一
人
ま
で
が
分
付
主
一
人
と
の
み
関
係
し
て
い
る
。
し
か
も

主
作
地

は
持
た
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
特
定
の
分
付
主
の
も
と
で
田
畑
を
耕
作
し

て

い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
人
の
分
付
主
と
の
み
関
係
し
、
そ
の
名
請
地
の
総

計
が

三
反
歩
未
満
の
百
姓
は
、
そ
の
規
模
の
零
細
性
か
ら
判
断
し
て
自
立
し
た
経
営

を
行
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
分
付
主
の
経
営
に
内
包
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ

た

者

が
、
た
ま
た
ま
検
地
に
際
し
て
名
前
が
登
録
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
解
釈
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
慶
長
一
六
年
（
一
六
一
一
）
や
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）

に

作
成
さ
れ
た
名
寄
帳
で
は
、
こ
の
よ
う
な
零
細
規
模
の
百
姓
は
ま
っ
た
く
存
在
し

な
い
こ
と
や
、
元
禄
期
の
「
本
田
書
出
」
で
は
こ
の
よ
う
な
零
細
名
請
人
の
田
畑
が

そ
れ
ぞ
れ
の
分
付
主
で
あ
っ
た
者
の
子
孫
の
名
前
で
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
裏
書

き
さ
れ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
二
人
以
上
の
分
付
主
と
関
係
し
て
い
る
百
姓
は
七
反
歩
以
上
に

比
較
的
多
い
。
こ
の
こ
と
は
零
細
名
請
人
と
は
逆
に
、
分
付
主
か
ら
独
立
し
た
一
人

の

百
姓

と
し
て
経
営
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
彼
等
の
間
に
は
従
属
的
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な

地
主
・
小
作
関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
単
な
る
田
畑
の
請
作
関
係
と
し
て
存

在
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に

初
期
検
地
帳
の
分
析
の
も
う
一
つ
の
指
標
と
な
る
屋
敷
記
載
を
見
て
お
こ
う
。

検
地
帳
に
登
録
さ
れ
た
屋
敷
は
全
部
で
二
四
筆
で
あ
り
、
著
し
く
少
な
い
。
そ
し
て
、

そ
の
屋
敷
名
請
人
の
名
前
を
確
認
す
る
と
、
そ
の
二
四
筆
の
屋
敷
名
請
人
の
名
前
の

う
ち
半
数
の
み
が
田
畑
の
名
請
人
と
し
て
も
登
場
し
て
い
る
が
、
残
り
は
田
畑
の
名

請
人

と
し
て
名
前
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
分
付
主
は
も
ち
ろ
ん
五
人
と
も
屋

敷

を
名
請
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
分
付
百
姓
は
大
部
分
が
屋
敷
を
名
請
し
て

い

な
い
。
二
人
以
上
の
分
付
主
と
関
係
し
て
い
る
分
付
百
姓
も
ほ
と
ん
ど
屋
敷
は
名

請

し
て
い
な
い
。
こ
の
連
光
寺
郷
の
検
地
帳
で
も
、
屋
敷
の
存
在
形
態
は
や
は
り
当

時
の
農
業
生
産
の
構
造
を
反
映
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
関
係
は
あ

ま
り
に
複
雑
で
あ
り
、
村
落
構
造
を
そ
こ
か
ら
簡
単
に
取
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
、
こ
の
慶
長
三
年
の
検
地
で
登
録
さ
れ
た
屋
敷
は
、
そ
の
後
「
坪
屋
敷
」
と
い

う
地
目
と
し
て
扱
わ
れ
、
そ
の
坪
屋
敷
を
相
続
す
る
こ
と
は
一
定
の
意
味
を
持
っ
た

こ
と
は
注
目
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

石高 屋敷あり 屋敷なし

40石以上 1 0

30～40 2 0

20～30 1 0

10～20 2 0

5～10 3 1

3～5 1 2

2～3 0 1

2石未満 0 0

計 10 4

第4表慶長16年の持高構成

　
以
上
の
慶
長
三
年
検
地
帳
の
分
析
に
よ
っ
て
判
明
し
た
連
光
寺
郷
の
構
造
は
、
分

付
記
載
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
重
層
的
な
社
会
と
し
て
成
立
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

分
付
主

と
し
て
登
場
す
る
土
豪
的
な
百
姓
、
そ
の
分
付
主
と
請
作
関
係
を
結
び
つ
つ

一
応
自
分
の
農
業
経
営
を
行
っ
て
い
る
百
姓
、
そ
し
て
恐
ら
く
分
付
主
の
農
業
経
営

に

包
み

込
ま
れ
た
多
数
の
従
属
的
な
分
付
百
姓
の
三
つ
の
階
層
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
慶
長
一
六
年
の
「
連
光
寺
之
郷
惣
高
辻
」
と
記
さ
れ
た
持
高
帳
の
記
載
か
ら
も
う

か
が

え
る
。
こ
の
持
高
帳
は
検
地
帳
が
実
に
七
七
人
の
名
前
を
記
載
し
て
い
た
の
に

対

し
て
、
わ
ず
か
に
一
四
人
の
名
前
の
み
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
表
示
は
地
籍
で

は
な
く
、
石
高
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
持
高
帳
は
年
貢
負
担
者
お
よ
び
年
貢

高
を
確
定
す
る
た
め
の
帳
面
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
四
人
は
連
光
寺
郷
の
年
貢

負
担
者
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
持
高
構
成
を
見
て
み
よ
う
。
一
四
人
の
う

ち
、
六
人
ま
で
が
一
〇
石
以
上
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
二
石
以
下
は
皆
無
で
あ
る
。

慶
長
三
年
の
検
地
帳
で
は
一
反
歩
以
下
の
名
請
人
が
二
二
人
も
い
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
対
応
す
る
存
在
を
示
す
者
は
な
い
。
彼
等
零
細
名
請
人
は
持
高
帳
で
は
一
四

人
の

経
営
の
中
に
組
込
ま
れ
て
集
計
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
検
地
帳
と
持
高
帳
の
関
係
が
単
純
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
そ
の
人
名
の

異
同
に
よ
っ
て
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
持
高
帳
で
は
修
理
、
将
監
、
惣
右
衛
門
、
四
郎
左
衛
門
、
源
六
郎
の

五
人

に
つ
い
て
は
、
名
前
の
後
に
「
分
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
が
石
高
が

大

き
い
上
位
の
五
人
で
あ
り
、
「
分
」
は
分
付
主
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と

解
釈
で
き
る
。
五
人
の
う
ち
修
理
、
将
監
、
四
郎
左
衛
門
の
三
人
は
慶
長
三
年
検
地
　
4
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

帳
に
も
分
付
主
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
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残

り
の
二
人
は
検
地
帳
に
分
付
・
王
と
し
て
で
は
な
く
、
分
付
け
百
姓
と
し
て
名
前
が

登
場

し
て
い
る
。
そ
の
一
人
の
惣
右
衛
門
は
検
地
帳
で
は
隼
人
の
分
付
地
を
七
反
、

将
監
の

分
付
地
を
七
畝
、
そ
し
て
自
己
の
主
作
地
と
し
て
四
畝
を
名
請
し
て
い
る
。

そ
れ
が
持
高
帳
で
は
二
七
石
の
高
持
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
恐

ら
く
検
地
帳
に
出
て
き
て
持
高
帳
に
名
前
が
な
い
隼
人
の
家
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

隼
人

と
惣
右
衛
門
は
親
子
関
係
に
あ
っ
た
と
判
断
し
て
よ
い
の
は
な
か
ろ
う
か
。
も

う
ひ
と
り
持
高
帳
に
名
前
が
出
る
分
付
主
源
六
郎
は
、
検
地
帳
で
は
玄
蕃
の
み
を
分

付
主

と
し
て
六
反
五
畝
の
田
畑
を
名
請
し
て
い
る
。
持
高
帳
で
は
三
五
石
余
り
の
高

持

と
し
て
姿
を
見
せ
て
お
り
、
逆
に
検
地
帳
で
分
付
主
で
あ
っ
た
玄
蕃
は
名
前
が
な

い
。
玄
蕃
と
源
六
郎
も
同
じ
家
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
慶
長
三
年
検
地
帳
に
名
請
し
た
百
姓
七
八
人
が
す
べ
て
独
立
し
た
農
業

経
営
を
行
う
連
光
寺
郷
の
構
成
員
で
あ
っ
た
と
は
判
断
で
き
な
い
。
持
高
帳
の
一
四

人
の

者
が
連
光
寺
郷
の
構
成
員
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
こ
れ
ら
一
四
軒
の
家
の

内
部
構
造
は
、
推
測
す
る
に
、
検
地
帳
に
名
前
が
登
場
し
た
よ
う
な
多
く
の
人
々
を

従
属
さ
せ
、
ま
た
内
包
さ
せ
る
複
雑
な
構
成
を
示
す
複
合
家
族
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
に

よ
り
、
中
世
末
か
ら
近
世
成
立
期
の
連
光
寺
郷
は
、
従
属
百
姓
を
従
え
る
土

豪
的
百
姓
五
軒
と
一
応
自
ら
の
田
畑
を
所
持
し
て
自
立
し
て
い
る
百
姓
一
〇
軒
程
の

連
合
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

③

連
光
寺
村
の
展
開

　
慶
長
年
間
に
は
一
〇
軒
余
り
の
家
の
連
合
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
半
世
紀
後
の
万
治

年
間
に
は
三
六
軒
の
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
半
世
紀
の
間
に
家
数

が
三
倍
近
く
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
過
程
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
す

る
材
料
は
な
い
。
し
か
し
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
と
い
う
年
は
連
光
寺
村
に
と

っ

て

は
画
期
的
な
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
以
降
、
連
光
寺
村
の
年
貢
割
付
帳
、
年
貢

納
庭
帳
が
姿
を
見
せ
、
明
治
初
年
ま
で
そ
の
形
式
を
存
続
さ
せ
る
。
こ
の
年
に
作
成

さ
れ
た
名
寄
帳
は
、
検
地
以
降
の
家
数
の
増
加
に
対
応
し
て
、
改
め
て
地
押
を
行
い
、

そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
所
持
耕
地
を
確
認
し
、
新
た
な
年
貢
負
担
者
と
し
て
認
定
し
た
も

の

で
あ
る
。
い
わ
ば
年
貢
割
付
帳
、
年
貢
納
庭
帳
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

万
治
二
年
名
寄
帳
は
表
紙
が
「
連
光
寺
村
惣
百
姓
名
寄
帳
」
と
な
っ
て
お
り
、
慶
長

三
年
検
地
帳
で

は
「
郷
」
で
あ
っ
た
も
の
が
「
村
」
に
記
載
が
変
化
し
て
い
る
。
連

光
寺
に
隣
接
し
た
関
戸
や
和
田
で
は
文
禄
年
間
に
検
地
が
行
わ
れ
、
関
戸
郷
と
し
て

把
握

さ
れ
た
が
、
そ
の
後
関
戸
村
、
上
和
田
村
、
中
和
田
村
、
寺
方
村
な
ど
の
村
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

分
割
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
単
位
に
し
て
支
配
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に

対
し
て
、
連
光
寺
郷
は
連
光
寺
村
に
変
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
範
囲

は
同
一
で
あ
っ
た
。
単
に
「
郷
」
が
「
村
」
に
名
称
変
更
が
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。

こ
れ
は
恐
ら
く
連
光
寺
が
一
つ
の
社
会
的
は
単
位
と
し
て
機
能
し
て
い
る
面
が
あ
る

こ
と
を
支
配
者
側
が
認
定
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
万
治
二
年
名
寄
帳
に
表
現
さ
れ
た
連
光
寺
村
の
構
成
を
見
よ
う
。
名
寄
帳
は
本
田

の

帳
面
と
新
田
の
帳
面
に
分
け
ら
れ
、
さ
ら
に
本
村
・
馬
引
沢
分
と
下
河
原
に
分
け

ら
れ
て
い
る
。
本
田
の
名
寄
帳
に
は
相
変
わ
ら
ず
分
付
記
載
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
分
付
主
は
三
人
、
自
己
の
主
作
地
の
み
の
百
姓
は
二
〇
人
、
そ
し
て
分
付
百
姓

は
一
三
人
と
な
っ
て
い
る
。
合
計
三
六
人
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
半
世
紀
の
間
に

分
付
主

か

ら
分
付
百
姓
の
独
立
、
お
よ
び
百
姓
の
分
裂
を
想
起
さ
せ
る
。
三
六
名
の

所
持
規
模
を
見
る
と
、
最
低
が
二
反
七
畝
で
、
二
反
未
満
の
者
は
皆
無
で
あ
る
。
全

150
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体
の

三
分
の

二
に

近
い

二
二
人
が
七
反
以
上
の

田
畑
を
所
持
し
て
い
る
。
さ
ら
に
本

田
に
新
田
新
畑
を
加
え
れ
ば
、
す
べ
て
の
百
姓
が
三
反
以
上
と
な
り
、
一
町
歩
以
上

の

者
が
二
四
人
と
全
体
の
三
分
の
二
と
な
る
。
こ
の
な
か
で
慶
長
年
間
の
修
理
の
子

孫

に
あ
た
る
一
郎
兵
衛
（
富
沢
本
家
）
の
み
が
一
〇
町
歩
余
り
を
所
持
し
て
い
る
が
、

残

り
は
七
反
か
ら
二
町
歩
の
範
囲
内
に
あ
り
、
こ
れ
が
万
治
期
の
連
光
寺
村
の
百
姓

の

基
本
的
な
姿
で
あ
っ
た
と
把
握
で
き
る
。

　
七
反
歩
か

ら
二
町
歩
ま
で
の
規
模
の
百
姓
を
基
本
と
す
る
連
光
寺
村
の
様
相
は
そ

れ
か

ら
半
世
紀
ほ
ど
続
く
が
、
一
八
世
紀
に
入
る
頃
に
は
次
第
に
そ
の
あ
り
方
を
変

化

さ
せ
て
い
く
。
一
町
歩
前
後
の
中
間
層
が
減
少
し
、
全
体
と
し
て
三
反
以
下
の
層

が
増

え
、
他
方
で
土
地
を
集
積
す
る
百
姓
が
登
場
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
階
層
分

化
が
進
行
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
田
畑
を
集
積
し
た
の
は
最
初
か
ら
大
高
持
で
あ
っ

た

富
沢
家
と
そ
こ
か
ら
延
宝
年
間
に
分
家
し
た
甚
五
左
衛
門
家
で
あ
る
。
土
地
移
動

に

よ
っ
て
生
じ
た
混
乱
を
訂
正
し
、
ま
た
新
た
に
年
貢
負
担
者
を
台
帳
に
記
載
し
よ

う
と
し
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
宝
暦
三
年
の
地
押
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治

八
年
の

地
租
改
正

ま
で
こ
の
地
押
帳
の
記
載
を
基
準
に
土
地
に
つ
い
て
は
処
理
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。

④

馬
引
沢
に
お
け
る
家
と
集
落

　

こ
こ
で
分
析
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
連
光
寺
の
全
域
で
は
な
い
。
か
つ

て

の

連
光
寺
村
を
形
成
し
て
い
た
四
つ
の
集
落
の
一
つ
で
あ
る
馬
引
沢
を
事
例
と
す

る
。
馬
引
沢
に
つ
い
て
は
す
で
に
別
稿
に
お
い
て
そ
の
村
落
と
し
て
の
形
成
過
程
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

よ
び
社
会
組
織
に
つ
い
て
記
述
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
ご
く
簡
単
に
紹
介
す
る
に
止

め
た
い
。

　
馬
引
沢
は
現
在
で
は
完
全
に
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
一
部
に
組
込
ま
れ
て
か
つ
て

の

景
観
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
一
九
六
〇
年
代
ま
で
は
、
連
光
寺
の
な
か
で
も

本
村
に
比
較
し
て
交
通
条
件
が
よ
く
な
い
た
め
、
ほ
ぼ
純
農
村
と
し
て
の
姿
を
示
し

て

い
た

地
域
で
あ
る
。
北
西
か
ら
東
南
へ
向
か
っ
て
細
長
く
入
り
込
ん
だ
谷
戸
を
水

田

と
し
て
開
発
し
、
そ
の
東
側
の
谷
壁
斜
面
に
屋
敷
を
列
状
に
構
え
、
背
後
の
丘
陵

上
の

緩
や

か

な
部
分
に
畑
を
開
い
て
き
た
。
集
落
と
し
て
は
大
き
く
二
つ
の
部
分
に

分
か
れ
て

い

た
。
一
つ
は
谷
の
入
口
に
あ
た
る
所
に
あ
り
、
諏
訪
坂
と
呼
ば
れ
て
い

た
。
そ
れ
に
対
し
て
谷
の
中
ほ
ど
の
谷
壁
に
列
を
な
し
て
い
る
集
落
が
馬
引
沢
で
あ

る
。
こ
の
二
つ
は
社
会
組
織
と
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
講
中
と
呼
ば
れ
る
生
活
互
助
組
織

を
形
成
し
て
い
る
。
し
か
し
、
村
落
と
し
て
は
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
氏
神
が
一
つ

で
あ
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。

　
慶
長
三
年
検
地
帳
に
表
れ
た
馬
引
沢
を
見
て
お
こ
う
。
馬
引
沢
は
検
地
帳
の
第
二

冊
前
半
部
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
字
名
を
現
在
の
字
お
よ
び
明
治
以
降

の

地
籍
図
に
比
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
字
名
は
谷
戸
の
最
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

奥

ま
っ
た
所
の
極
楽
か
ら
谷
戸
を
出
た
地
点
の
南
田
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
田

畑

を
名
請
し
た
者
は
、
分
付
主
と
し
て
は
四
郎
左
衛
門
、
修
理
、
玄
蕃
の
三
人
で
あ

る
が
、
そ
の
う
ち
修
理
と
玄
蕃
は
本
村
に
居
住
し
、
馬
引
沢
の
住
人
と
判
断
で
き
る

の

は
四
郎
左
衛
門
の
み
で
あ
る
。
四
郎
左
衛
門
は
後
の
各
種
の
資
料
に
よ
っ
て
小
形

姓

で
、
明
治
以
降
の
清
左
衛
門
家
に
つ
な
が
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
三
人
の
分
付
主

の

馬
引
沢
内
で
の
名
請
地
は
、
主
作
地
と
分
付
地
を
合
せ
て
四
郎
左
衛
門
は
二
町
九

反
、
修
理
は
三
町
九
反
、
そ
し
て
玄
蕃
が
二
反
で
あ
っ
た
。
そ
の
名
請
し
て
い
る
場
　
5
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

所
を
確
認
し
て
み
る
と
、
四
郎
左
衛
門
は
谷
戸
の
奥
半
分
、
修
理
は
谷
戸
の
手
前
半
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分
、
そ
し
て
玄
蕃
は
谷
戸
を
出
た
部
分
に
ご
く
わ
ず
か
名
請
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
基
本
的
に
は
四
郎
左
衛
門
と
修
理
が
馬
引
沢
の
谷
戸
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
て

支
配
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
馬
引
沢
の
田
畑
を
名
請
し
て
い
る
分
付
百
姓
に
つ
い
て
見
る
と
、
そ
の
数
は
二
一

人
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
馬
引
沢
の
範
囲
内
で
の
み
名
前
が
登
場
す
る
者
が
一
〇
名
、

馬
引
沢
以
外
の
地
域
の
田
畑
に
も
名
前
が
出
て
く
る
者
が
一
一
名
で
あ
る
。
前
者
の

馬
引
沢
内
で
の
み
登
場
す
る
分
付
百
姓
は
一
応
生
活
の
拠
点
が
馬
引
沢
に
あ
っ
た
と

予
想
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
〇
名
の
う
ち
三
人
は
四
郎
左
衛
門
の
み
を
分

付
主

と
し
て
い
る
が
、
そ
の
名
請
地
は
い
ず
れ
も
二
反
以
下
で
あ
り
、
独
立
し
た
経

営
を
行
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
修
理
の
み
を
分
付
主
と
す

る
者
が
四
人
い
る
。
そ
の
四
人
は
二
反
以
下
の
二
人
と
五
反
以
上
の
内
蔵
介
と
喜
兵

衛
の

二
人

に
分
か
れ
る
。
内
蔵
介
は
自
ら
の
主
作
地
と
し
て
二
反
歩
、
修
理
の
分
付

地

と
し
て
九
反
九
畝
を
名
請
し
て
お
り
、
そ
の
合
計
は
一
町
歩
を
超
え
る
。
し
か
も

屋
敷
を
名
請
し
て
い
る
。
後
の
系
譜
書
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
内
蔵
介
は
諏
訪
坂
に
居

住
す

る
家
で
、
姓
は
増
田
で
あ
る
。
当
時
は
修
理
と
一
定
の
関
係
を
保
ち
つ
つ
も
、

馬
引
沢
の
な
か
の
諏
訪
坂
に
居
住
し
て
自
立
し
た
経
営
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ

る
。
彼
は
慶
長
一
六
年
の
持
高
帳
で
は
一
二
石
八
斗
余
り
の
石
高
を
所
持
し
て
い

る
こ
と
か
ら
そ
れ
は
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。
上
田
が
ほ
と
ん
ど
な
い
馬
引
沢
に
お
い
て

一
二
石

と
い
う
石
高
は
地
積
に
す
れ
ば
二
町
歩
以
上
で
あ
る
。
ま
た
喜
兵
衛
も
分
付

で

は
あ
る
が
八
反
歩
余
り
を
名
請
し
て
お
り
、
一
軒
の
家
と
し
て
経
営
を
し
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
後
の
系
譜
書
に
よ
れ
ば
、
小
形
姓
で
四
郎
左
衛
門
家
の
分
家
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
馬
引
沢
以
外
の
場
所
に
も
名
前
が
出
て
く
る

一
一
名
で
あ
る
が
、
彼
等
は
そ
の
名
請
田
畑
の
配
置
や
分
付
主
と
の
関
係
か
ら
判
断

し
て
い
ず
れ
も
馬
引
沢
に
居
住
し
て
お
ら
ず
、
本
村
に
い
た
者
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
に

よ
っ
て
、
近
世
成
立
期
に
お
け
る
馬
引
沢
は
、
土
地
支
配
と
い
う
面
か
ら

見
れ

ば
、
谷
戸
の
奥
半
分
を
四
郎
左
衛
門
、
中
程
か
ら
下
半
分
を
修
理
が
支
配
し
て

い
た

が
、
実
際
の
耕
作
と
し
て
は
奥
半
分
を
四
郎
左
衛
門
、
中
間
部
を
喜
兵
衛
、
出

口

部
分
を
内
蔵
介
が
行
っ
て
い
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
馬

引
沢
は
わ
ず
か
三
軒
程
の
家
が
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
点
は
享
保
の
系
譜
書
が

示
す

と
こ
ろ
と
一
致
す
る
。

⑤

馬
引
沢
の
集
落
形
成

　
三
軒
の
家
の

配
置
は
一
つ
の
集
落
景
観
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
軒

は
一
ヵ
所
に
ま
と
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
四
郎
左
衛
門
は
慶
長
検
地
で
七
畝
六
歩
の

屋
敷
を
名
請
し
、
ま
た
享
保
の
系
譜
書
で
四
郎
左
衛
門
の
親
と
し
て
出
て
く
る
新
左

衛
門
が
一
反
一
二
歩
の
屋
敷
を
別
に
名
請
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
半
世
紀
後
の
万
治

二
年
の
名
寄
帳
で
は
「
上
田
七
畝
六
歩
、
屋
敷
田
に
成
ル
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、

元
禄
五
年
の

「
本

田
書
出
シ
」
に
は
「
堂
の
前
、
上
田
七
畝
六
歩
」
と
あ
る
。
そ
し

て
、
万
治
二
年
の
名
寄
帳
に
は
七
兵
衛
が
屋
敷
を
一
反
一
二
歩
登
録
し
て
い
る
が
、

や

は
り
こ
れ
も
田
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
七
兵
衛
は
四
郎
左
衛
門
家
か
ら
分
か
れ

出
た
家
で
あ
る
こ
と
は
各
種
資
料
で
判
明
す
る
。
こ
の
屋
敷
跡
は
後
々
「
古
屋
敷
」

と
呼
ば
れ
、
そ
の
下
の
田
は
「
古
屋
敷
下
」
と
記
載
さ
れ
た
。
そ
の
場
所
は
谷
戸
の

最

も
奥
ま
っ
た
北
側
枝
谷
の
谷
壁
の
所
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
慶
長
か
ら
暫
く
の

間
、
四
郎
左
衛
門
は
谷
戸
の
奥
に
屋
敷
を
構
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
喜
兵
衛
の
屋
敷
は
慶
長
検
地
帳
で
は
直
接
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
万
治

152



錯圃制耕地の形成と近世村落

二
年
の
名
寄
帳
で
喜
兵
衛
の
子
孫
と
考
え
ら
れ
る
惣
兵
衛
が
屋
敷
二
畝
八
歩
を
登
録

し
て
お
り
、
そ
れ
は
後
に
は
坪
屋
敷
と
記
載
さ
れ
る
。
こ
の
屋
敷
は
慶
長
三
年
検
地

で

は
弥
二
郎
と
い
う
者
の
名
前
で
名
請
さ
れ
て
お
り
、
坪
屋
敷
の
根
拠
は
あ
る
。
そ

の

場
所
は

喜
兵
衛
の
名
請
し
た
田
畑
が
分
布
す
る
近
く
の
谷
戸
の
斜
面
で
あ
り
、
谷

戸
の
中
ほ
ど
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
諏
訪
坂
に
居
住
し
て
い
た
内
蔵
介
の
屋
敷
は
慶

長
三
年
検
地
帳
で
は
屋
敷
七
畝
一
〇
歩
を
名
請
し
て
い
る
。
こ
の
屋
敷
は
万
治
二
年

の
名
寄
帳
で
は
記
載
が
な
い
。
そ
し
て
、
後
の
宝
暦
三
年
の
地
押
帳
に
「
古
屋
敷
」

と
い
う
字
名
が
諏
訪
坂
の
一
部
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
が
も
と
も
と
の
内
蔵

介
の

屋
敷
の

位
置
だ

っ

た

と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
馬
引
沢
は
単
に
家

数
が
少
な
か
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
少
な
い
家
も
互
い
に
遠
く
離
れ
て
谷
戸
の

奥
、
中
、
入
口
に
そ
れ
ぞ
れ
屋
敷
を
構
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
散
村
の
景

観
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
半
世
紀
の
間
に
そ
れ
ら
奥
と
入
口
の
屋
敷
は
古

屋
敷

と
な
り
、
四
郎
左
衛
門
は
谷
戸
の
中
間
部
に
屋
敷
を
移
動
さ
せ
、
喜
兵
衛
の
屋

敷
に
近
づ
き
、
ま
た
内
蔵
介
は
や
は
り
屋
敷
を
移
動
さ
せ
て
諏
訪
坂
の
中
心
部
に
移

り
、
現
在
の
馬
引
沢
の
集
落
の
基
礎
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
先
に

万
治
二
年
の
名
寄
帳
の
作
成
は
、
連
光
寺
村
の
近
世
的
体
制
の
確
定
を
意
味

し
た
と
述
べ
た
が
、
以
下
で
は
そ
の
時
点
で
の
馬
引
沢
に
お
け
る
集
落
の
形
成
過
程

を
見
て
お
こ
う
。
名
寄
帳
に
出
て
く
る
馬
引
沢
の
住
人
は
全
部
で
九
名
で
あ
る
。
そ

の

全
員
が
分
付
記
載
で
あ
る
が
、
そ
の
形
式
は
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
馬
引

沢
分
何
某
と
い
う
も
の
で
、
も
う
一
つ
は
一
郎
兵
衛
分
何
某
と
記
載
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
前
者
の
馬
引
沢
分
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
四
郎
左
衛
門
は
じ
め
い
ず
れ

も
現
在
谷
戸
の
中
ほ
ど
に
屋
敷
を
構
え
る
家
々
の
先
祖
に
あ
た
る
人
々
で
あ
り
、
四

郎
左
衛
門
は
ま
た
慶
長
三
年
検
地
帳
お
よ
び
慶
長
一
六
年
持
高
帳
に
分
付
主
と
し
て

登
場
す

る
人
物
と
同
一
の
名
前
で
あ
る
。
実
際
に
は
慶
長
期
の
四
郎
左
衛
門
の
子
供

か
孫
の

四

郎
左
衛
門
と
考
え
ら
れ
る
。
馬
引
沢
分
と
は
慶
長
期
の
四
郎
左
衛
門
分
か

ら
変
化
し
た
記
載
形
式
と
判
断
で
き
る
が
、
か
つ
て
の
個
人
名
を
表
示
す
る
分
付
か

ら
単
な
る
地
域
的
区
分
を
表
示
す
る
分
付
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
一
郎
兵
衛
分
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
本
村
の
富
沢
家

の

こ
と
で
あ
る
。
慶
長
期
の
修
理
の
家
で
あ
る
。
そ
の
富
沢
家
を
分
付
主
と
す
る
者

は
、
惣
兵
衛
を
除
け
ば
皆
増
田
姓
の
家
々
で
あ
り
、
慶
長
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
ば
い

ず
れ
も
内
蔵
介
に
収
赦
す
る
人
々
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
一
郎
兵
衛
分
と
い

う
の
は
慶
長
期
の
修
理
分
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
一
定
の
社
会
関

係
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
万
治
期
に
お
い
て
一
郎
兵
衛
分
と
い
う
分

付
記
載
が
ど
の
程
度
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
年
貢
の

納
入

は
各
自
が
行
っ
て
お
り
、
富
沢
家
と
の
関
係
は
弱
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
推

察
で
き
る
。

　
万
治
二
年
名
寄
帳
に
登
場
す
る
馬
引
沢
の
百
姓
九
名
は
す
べ
て
五
反
以
上
の
田
畑

を
所
持
し
て
お
り
、
そ
れ
に
新
田
を
加
え
る
と
全
員
が
九
反
以
上
に
な
る
。
皆
自
己

の

所
持
す

る
田
畑
で
経
営
を
行
い
、
再
生
産
が
可
能
だ
っ
た
存
在
と
言
え
よ
う
。
彼

等
は
慶
長
期
の
三
人
の
百
姓
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
関
し
て
参
考
と
な
る
の
が
享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
に
作
成
さ
れ
た
「
村

中
先
祖
δ
段
々
書
印
置
候
」
と
題
す
る
系
譜
書
で
あ
る
。
こ
の
系
譜
書
に
は
相
当
の

政
治
的
判
断
が
働
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
各
自
の
出
自
、
　
5
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

本
分
家
関
係
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
非
常
に
参
考
に
な
る
。
万
治
年
間
よ
り
六
〇
年
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後
の
作
成
で
あ
る
か
ら
、
出
自
は
と
も
か
く
、
各
家
の
間
の
系
譜
関
係
に
つ
い
て
は

一
応

は
っ
き
り
と
し
た
伝
承
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
系
譜
書
は
馬
引
沢
の

家
に
つ
い
て
、
そ
の
出
発
を
四
郎
左
衛
門
と
内
蔵
介
の
二
人
と
し
、
そ
の
次
の
世
代

に

つ
い
て

は
や
は
り
九
名
の
名
前
を
掲
げ
て
い
る
。
慶
長
検
地
に
際
し
て
二
町
九
反

余

り
の
田
畑
を
名
請
し
た
四
郎
左
衛
門
の
家
は
、
次
の
代
に
は
六
人
の
家
に
分
裂
し

た

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
四
人
の
子
供
と
二
人
の
智
で
あ
る
。
系
譜
書

で
四
郎
左
衛
門
の
子
供
と
し
て
出
て
く
る
惣
兵
衛
は
万
治
二
年
名
寄
帳
で
は
一
郎
兵

衛
分

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
修
理
分
喜
兵
衛
の
後
喬
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん

こ
の
家
も
馬
引
沢
に
あ
っ
た
。
諏
訪
坂
の
内
蔵
介
家
も
、
系
譜
書
に
よ
れ
ば
三
軒
に

分
か
れ
た

と
し
、
そ
の
う
ち
の
勘
解
由
に
つ
い
て
は
や
は
り
智
で
「
相
州
者
」
で
あ

っ

た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
、
馬
引
沢
の
九
人
の
百
姓
の
う
ち
三
人
ま
で
が
上

の

世
代
と
血
縁
関
係
の
な
い
智
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

　
九
軒
の

百
姓
で
構
成

さ
れ
る
馬
引
沢
の
集
落
を
確
定
し
て
お
こ
う
。
す
で
に
述
べ

た

よ
う
に
、
万
治
二
年
名
寄
帳
に
は
四
郎
左
衛
門
と
内
蔵
介
の
屋
敷
が
田
に
な
っ
た

と
記
さ
れ
て
、
屋
敷
の
移
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
結
果
、
谷
戸
の
中

ほ
ど
の
四
郎
左
衛
門
家
と
惣
兵
衛
家
、
諏
訪
坂
の
内
蔵
介
と
い
う
二
つ
の
集
落
の
核

が
作
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
次
第
に
集
落
と
し
て
の
景
観
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
六
軒
の

家

は
谷
戸
の
中
ほ
ど
に
屋
敷
を
並
べ
、
三
軒
は
谷
戸
の
出
口
の
舌
状
の
斜
面
に
屋
敷

を
構
え
た
。

　
一
七
世
紀
の
中
ご
ろ
に
九
軒
の
家
に
よ
っ
て
馬
引
沢
は
そ
の
姿
を
確
定
し
た
。
そ

こ
か
ら
次
第
に
家
数
が
増
加
し
て
行
き
、
二
〇
年
後
の
延
宝
年
間
に
は
一
九
人
の
百

姓
の

名
前
が
年
貢
負
担
者
と
し
て
登
場
し
、
こ
の
家
数
が
近
世
を
通
じ
て
基
本
的
な

数
字

と
な
っ
た
。
一
八
世
紀
中
期
以
降
に
新
た
な
家
の
分
立
は
な
く
明
治
を
迎
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
4

い

る
。
農
業
集
落
と
し
て
の
景
観
を
維
持
し
て
い
た
最
終
段
階
の
一
九
六
〇
年
代
に
　
ー

お

い
て

は
二
五
軒
の
家
で
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
差
は
明
治
以
降
の
分
家
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三
　
耕
地
配
置
形
態
の
展
開

①
対
象
と
資
料

　
一
つ
の
村
落
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
馬
引
沢
を
対
象
と
し
て
、
具
体
的

な
耕
地
の
存
在
形
態
、
特
に
各
家
の
所
持
耕
地
の
配
置
形
態
を
見
て
い
こ
う
。
従
来
、

各
種
文
字
資
料
に
記
載
さ
れ
た
具
体
的
な
田
畑
所
持
の
姿
を
集
計
し
て
、
そ
の
総
量

に

意
味

を
見
出
し
、
解
釈
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
逆
に
個
別
具
体
的
な
耕
地
の
配

置
に
注
目
し
、
そ
の
配
置
に
よ
っ
て
生
じ
る
農
民
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
こ

と
に
し
た
い
。

　
馬
引
沢
の
耕
地
形
態
を
教
え
て
く
れ
る
資
料
は
一
つ
に
は
各
種
の
文
字
資
料
で
あ

る
。
特
に
検
地
帳
と
名
寄
帳
で
あ
る
。
幸
い
な
こ
と
に
連
光
寺
村
は
、
慶
長
三
年
の

検
地
が
基
本
と
な
っ
て
、
少
な
く
と
も
本
田
畑
の
地
積
、
石
高
は
近
世
を
通
じ
て
変

化

し
な
か
っ
た
。
し
か
も
年
次
を
異
に
す
る
持
高
帳
、
名
寄
帳
等
が
豊
富
に
あ
り
、

そ
の
所
持
状
況
の
変
化
を
時
間
的
経
過
の
な
か
で
追
跡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
旧
来
か
ら
の
持
高
分
析
の
文
字
資
料
の
み
で
は
具
体
的
な
耕
地
の
配
置
は
判
明

し
な
い
。
一
筆
毎
に
そ
れ
が
ど
こ
に
所
在
し
た
の
か
を
確
認
す
る
資
料
が
必
要
で
あ

る
。
こ
の
点
で
も
連
光
寺
村
の
資
料
は
豊
か
な
も
の
を
与
え
て
く
れ
た
。
基
本
的
に

は
二
つ
の
資
料
に
よ
っ
て
、
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
組
込
ま
れ
る
直
前
の
連
光
寺
の



錯圃制耕地の形成と近世村落

耕
地
状
況
を
近
世
に
の
耕
地
に
結
び
つ
け
、
さ
ら
に
近
世
の
各
年
次
の
耕
地
の
変
化

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
日
本

中
ど
こ
に
で
も
あ
る
地
租
改
正
に
際
し
て
作
製
さ
れ
た
「
切
レ
図
」
で
あ
り
、
あ
る

い
は

そ
れ
と
同
一
内
容
の
地
籍
図
で
あ
る
（
多
摩
市
役
所
所
蔵
）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
現

代
の
地
表
面
に
お
け
る
個
々
の
土
地
の
所
在
を
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
二
つ
目
が

大
変
重
要

な
資
料
で
あ
る
が
、
富
沢
家
文
書
に
含
ま
れ
て
い
る
明
治
二
年
（
一
八
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

九
）
作
成
の
田
地
絵
図
で
あ
る
。
こ
の
田
地
絵
図
は
近
世
を
通
し
て
使
用
さ
れ
た
万

治
二
年
の
地
押
に
基
づ
く
地
積
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
図
面
は
そ
れ
ぞ

れ

の
一
筆
毎
に
面
積
、
所
有
者
（
所
持
者
）
の
名
前
を
記
載
し
て
い
る
。
そ
の
作
成

年
代
が
近
い
た
め
、
絵
図
・
地
図
に
記
入
さ
れ
た
名
前
の
大
部
分
が
同
一
名
で
出
て

き
て
い
る
。
し
か
も
描
か
れ
た
区
画
、
道
路
等
か
ら
耕
地
一
筆
毎
に
、
近
世
の
区
画

と
地
租
改
正
の
区
画
の
対
応
関
係
を
確
認
で
き
る
。
一
般
的
に
は
、
近
世
の
地
積
と

地
租
改
正
に

よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
地
積
で
は
大
幅
な
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対

応
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
わ
ず
か
な
年
次

の

違
い
で
同
一
対
象
に
つ
い
て
絵
図
・
地
図
が
描
か
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
連
続
性
と

対
応
関
係
を
把
握
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
下
の
作
業
は
、
地
籍
図
を
基
本
と
し
て
、

そ
こ
に
近
世
の
耕
地
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
で
、
近
世
の
耕
地
配
置
を
描
き
込
む
と
い

う
方
法
を
採
用
し
た
。
処
理
の
順
番
は
地
租
改
正
の
結
果
か
ら
確
認
で
き
る
明
治
初

年
を
出
発
点
に
し
て
、
順
次
近
世
の
古
い
段
階
に
遡
る
と
い
う
逆
行
的
方
法
を
採
用

　
　
び

す
る
。

②

明
治
期
の
水
田

　
地
租
改
正
の

際
に

対
象
地
域
の

末
端
か
ら
連
続
し
て
地
番
が
付
け
ら
れ
、
そ
の
地

番
毎
に
地
券
が
発
行
さ
れ
た
。
そ
の
一
つ
の
地
番
は
、
特
に
検
討
す
る
こ
と
も
な
く
、

一
枚
の
田
畑
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
同
一
人
物

の

所
有
す

る
複
数
の
田
畑
が
一
筆
と
し
て
認
定
さ
れ
、
地
番
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。

第
一
図
は
、
切
レ
図
の
一
部
分
を
写
し
取
っ
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合

に

は
実
線
で
区
画
さ
れ
て
い
る
の
が
地
番
の
区
画
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
点
数
で
示

し
た
の
が
実
際
の
田
畑
の
区
画
で
あ
る
。
一
筆
の
田
畑
の
な
か
が
何
枚
に
も
区
画
さ

れ
て

い

る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
示
し
た
の
は
馬
引
沢
の
谷
戸
を
出
て

人

第1図　「切レ図」の区画（左
　　　　　と近世の筆区画（右

　実線は地番・1筆の区画、点線

　実際の田の区画
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の
　

北
側
の
乞
田
川
に
面
し
た
部
分
で
あ
る
。
一
筆
が
一
枚
の
田
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
く
、
い
ず
れ
も
数
枚
の
田
で
一
筆
と
な
っ
て
い
る
。
多
い
田
だ
と
、
一
筆
は
五

枚
か
ら
六
枚
の
田
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
図
は
明
治
八
年
の
馬
引
沢
の
な
か
の
谷
戸
の
部
分
の
水
田
と
谷
壁
の
宅
地
を

示

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
諏
訪
坂
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
馬
引
沢
の
な
か
の

馬
引
沢
の
中
心
部
の
み
で
あ
る
。
明
治
八
年
の
当
時
の
馬
引
沢
（
諏
訪
坂
を
除
く
）

の
戸
数

は
一
四
軒
で
あ
っ
た
。
一
四
軒
は
い
ず
れ
も
谷
戸
を
見
下
ろ
す
よ
う
な
形
で

緩
や

か

な
谷
壁
の
傾
斜
地
に
屋
敷
を
構
え
て
い
る
。
そ
の
一
四
軒
の
う
ち
、
自
分
の

住
む
屋
敷
の
下
に
自
分
の
水
田
を
持
っ
て
い
る
の
は
八
軒
で
あ
る
。
屋
敷
か
ら
見
え

る
場
所
に
田
を
持
と
う
と
す
る
観
念
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
屋
敷
と
水
田
が
一
体

化

し
て
い
る
の
が
こ
こ
の
基
本
と
考
え
て
も
よ
い
よ
う
に
思
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ

の

八
軒
も
、
屋
敷
近
く
に
水
田
を
集
中
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
小
形
明

太
郎
⑫
は
屋
敷
近
く
に
相
当
広
く
一
括
し
て
水
田
を
集
中
さ
せ
て
い
る
が
、
そ
の
他

に

谷
戸
の

下
流
に

そ
れ
以
上
の
面
積
の
水
田
を
所
有
し
て
い
る
。
四
郎
左
衛
門
の
嫡

系
に
あ
た
る
小
形
清
左
衛
門
⑨
の
場
合
は
、
屋
敷
の
両
側
に
六
畝
五
歩
と
一
反
一
畝

の

水
田

を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
全
体
の
所
有
地
か
ら
見
れ
ば
わ
ず
か
な
も
の
で

あ
り
、
全
部
で
八
ヵ
所
に
散
在
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
各
家
の
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

有
水
田

は
あ
ち
こ
ち
に
分
散
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
場
合
、
一
筆
毎
に
他
人
と

水

田
を
混
在
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
図
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
ほ
ぼ
一
〇

筆
前
後
を
一
括
し
て
所
有
し
つ
つ
、
そ
の
程
度
の
規
模
の
ま
と
ま
り
を
各
所
に
散
在

さ
せ
て
い
る
の
が
基
本
的
な
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
零
細
と
い
う
表
現
が
妥

居住する者の所有地

第2図　明治8年の屋敷と所有水田の配置
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当
か
ど
う
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
間
違
い
な
く
錯
圃
制
耕
地
で
あ

っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
錯
圃
制
は
水
利
の
共
同
を
も
た
ら
し
て
い
た
。
明
治
期
に
お
け
る
耕

地

と
水
利
施
設
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
耕
地

形
態
が
明
確
に
存
続
し
、
水
田
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
一
九
六
〇
年
代
の
水
利
施

設

と
そ
の
維
持
管
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
の
手
が
か
り
は
つ
か
め

る
。
馬
引
沢
の
谷
戸
に
は
全
部
で
一
五
の
堰
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
堰
は
規
模

の

大

き
い
も
の
で
は
な
く
、
ご
く
狭
い
面
積
の
田
ん
ぼ
を
潅
概
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
用
水
関
係
者
も
そ
れ
ぞ
れ
少
人
数
で
あ
っ
た
。
最
も
小
さ
い
規
模
の

堰
の

水
掛
か
り
は
一
軒
の
み
で
そ
の
家
の
み
で
管
理
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
堰
が

三
つ

あ
っ
た
。
他
方
最
も
規
模
の
大
き
い
堰
は
四
軒
の
家
が
関
係
し
て
い
た
。
各
家

　

頃

　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
ユ
　
　
ヨ
　
　
ヨ

　

騨

　
堰翻

①

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑳
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⇔
⇔
⑳
⑱
⑰
⇔

A
B
C

D
E

F

G

H
1

J

K
L

M
N
0

　
治
一
治
雄
治
郎
ワ
一
一
誠
治
雄
稔
司
一
吉
吾
郎
吉
助
彦

　
政

新

忠

文
富
太
サ
佐
与
　
武
道
　
伸
喜
茂
正
次
善
之
武

家
　
　
　
　
　
　
　
　
延
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
銀
　
　
源

　
形

楽

形

沢

楽

沢

沢

沢

沢

形

形

形

形

形

形

沢

形

田
田
田
沢

　
小
平
小
相
平
相
相
相
相
小
小
小
小
小
小
富
小
増
増
増
相

第5表堰とその関係者

の

側
か
ら
見
れ
ば
、
各
家
は
結
果
的
に
は
い
く
つ
も
の
堰
に
関
係
し
て
い
た
。
耕
作

規
模
の
小
さ
い
家
は
一
つ
の
堰
に
の
み
関
係
し
て
い
た
が
、
多
く
の
家
は
三
つ
の
堰

に

関
係
し
て
い
た
し
、
四
つ
の
堰
に
関
係
し
て
い
た
家
も
二
軒
あ
る
。
春
の
苗
間
を

作

る
前
に
堰
普
請
を
皆
で
し
て
、
そ
れ
か
ら
以
降
た
え
ず
共
同
で
堰
の
管
理
を
し
て
、

無
事
に
水
が
確
保
で
き
る
よ
う
に
し
た
が
、
こ
の
累
積
し
た
共
同
性
が
地
域
編
成
の

基
礎
に

あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
明
治
初
年
の
様
相
、
さ
ら
に
は

近
世
に

つ

い
て

も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

③

宝
暦
三
年
の
水
田

　
明
治
八
年
よ
り
も
一
二
〇
年
前
の
宝
暦
三
年
に
地
押
改
が
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
に

登
録

さ
れ
た
耕
地
所
持
状
態
を
地
図
上
に
描
い
た
も
の
が
第
三
図
で
あ
る
。
当
時
の

馬
引
沢
の
家
数
は
明
治
八
年
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
地
図
上
で
確
認
で
き
る

よ
う
に
、
彼
等
の
所
持
す
る
水
田
の
配
置
は
一
〇
〇
年
あ
ま
り
の
間
に
も
そ
れ
ほ
ど

大

き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
二
、
三
の
点
で
注
目
さ
れ
る
。
ま
ず
一
つ
は
、

谷
戸
の

奥
の

部
分
で
二
つ
の

谷
に

分
か
れ

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
二
つ
の
谷
が
合
流

し
よ
う
と
す
る
地
点
に
お
け
る
土
地
の
所
持
関
係
が
大
き
く
変
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
家
の
新
た
な
分
割
創
出
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
土
地
の
質
入
れ
、
売

買
に
よ
っ
て
生
じ
た
移
動
で
あ
っ
た
。
多
く
の
土
地
所
持
者
が
変
っ
て
い
る
に
も
か

か
わ

ら
ず
、
そ
の
所
持
水
田
の
配
置
を
見
る
と
、
明
治
初
年
と
宝
暦
で
は
名
義
の
変

更
の
み

で

そ
れ
以
上
の
変
化
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
第
二
に
は
、
明
治

初
年
よ
り
も
む
し
ろ
宝
暦
期
の
方
が
幾
分
か
耕
地
の
一
括
性
が
弱
い
、
分
散
し
て
い

る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
杢
左
衛
門
⑩
の
所
持
水
田
は
明
治
初
年
に
は
　
5
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

屋
敷
続

き
の
下
の
部
分
に
広
く
一
括
し
て
所
有
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
宝
暦
三
年
に
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第3図　宝暦3年の屋敷と所有水田

9

明治8年
　　　宝暦3年↓

　　　　9
10　　－《

第4図 10杢左衛門家の
屋敷近くの田

は
屋
敷
続
き
に
は
な
く
、
少
し
離
れ
た
地
点
に
、
中
間
に
他
人
の
田
ん
ぼ
が
入
り
、

二

ヵ
所
分
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
第
四
図
）
。
こ
れ
は
宝
暦
以
降
に
、
杢
左
衛
門
が

土
地

を
購
入
し
て
明
治
初
年
に
は
屋
敷
続
き
に
一
括
す
る
よ
う
に
努
力
し
た
結
果
出

現

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
宝
暦
年
間
の
水
田
所
持
状
況
の
方
が
む
し
ろ
錯
圃
し
て
お

り
、
土
地
の
売
買
を
通
し
て
、
一
括
化
の
努
力
を
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
土
地
の

売
買
↓
耕
地
の
分
散
化
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
な
の
で
あ
る
。

④

元
禄
五
年
の
水
田

　
元
禄
五
年
に
は
「
地
位
本
帳
書
出
シ
」
と
い
う
帳
面
が
作
成
さ
れ
た
。
田
に
つ
い

て
、
一
筆
毎
に
品
等
・
地
積
を
記
し
、
当
時
の
所
持
者
の
名
前
を
記
録
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
馬
引
沢
の
戸
数
は
一
二
軒
で
あ
っ
た
。
六
〇
年
後
の
宝
暦

三
年
と
の
差
は
わ
ず
か
に
二
軒
で
あ
る
。
そ
の
各
家
の
水
田
所
持
状
況
は
宝
暦
期
と

ほ

ぼ

同
じ
で
、
変
化
が
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
谷
戸
の
奥
ま
っ
た
部
分
で
の
耕
地
の

移
動
が
多
か
っ
た
（
第
五
図
）
。

⑤

万
治
二
年
の
水
田

　
元
禄
五
年
か
ら
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
わ
ず
か
に
三
〇
年
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
の
三
〇
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（他）

畑

畑

（他）（他）

太枠は屋敷

（他）馬引沢外に居住する者の所有地

　　所持百姓を確定できない水田

　畑　当時は畑で、後に水田となった土地

第5図　元禄5年の屋敷と所有水田

（他）
他

他

（他）（他）　他

屋敷は確定できないので記入せず

（他）馬引沢外に居住する百姓の所持地

　　所持百姓を確定できない水田

　畑当時は畑で、後に水田となった土地

第6図　万治2年の所有水田
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年
間
は
馬
引
沢
は
最
も
大
き
な
変
化
を
経
験
し
て
い
た
。
元
禄
五
年
に
は
一
二
軒
で

あ
っ
た
の
が
、
万
治
二
年
に
は
わ
ず
か
に
六
軒
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　
万
治
か
ら
元
禄
へ
の
三
〇
年
間
に
は
質
入
れ
お
よ
び
売
買
に
よ
る
土
地
の
移
動
は

全

く
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
元
禄
五
年
の
家
を
万
治
二
年
当
時
の
家
に
戻
す
こ
と
に
よ

っ

て
、
万
治
年
間
の
水
田
所
持
状
況
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
六
図
は
そ
の

よ
う
に
し
て
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
元
禄
期
に
比
較
す
る
と
、
万
治
期
の
家
数
は
半

数
で

あ
る
か
ら
、
各
家
の
所
持
す
る
耕
地
の
一
括
性
は
さ
ら
に
大
き
く
な
る
。
し
か

し
、
や
は
り
そ
の
所
持
田
地
の
配
置
は
錯
圃
制
と
把
握
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
元
禄
五
年
の
四
郎
左
衛
門
は
田
を
五
ヵ
所
に
分
散
さ
せ
て
所
持
し
て
い
た
が
、

万
治
二
年
に
は
そ
の
分
散
の
程
度
は
も
っ
と
大
き
か
っ
た
。
四
郎
左
衛
門
家
は
一
七

世
紀
末
に

喜
兵
衛
を
分
家
に
出
し
て
い
る
の
で
、
万
治
二
年
の
四
郎
左
衛
門
は
元
禄

期
の

四
郎
左
衛
門
と
喜
兵
衛
の
両
者
を
合
せ
た
規
模
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
そ

の

万
治

二
年
の
四
郎
左
衛
門
の
水
田
は
六
ヵ
所
に
分
散
し
て
い
た
。
七
兵
衛
は
元
禄

も
万
治
も
四
ヵ
所
に
分
散
さ
せ
、
市
郎
右
衛
門
は
元
禄
に
三
ヵ
所
、
そ
の
親
と
判
断

さ
れ
る
勘
左
衛
門
は
万
治
に
四
ヵ
所
に
分
散
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
他
の
百
姓
に
つ
い

て

同
様
で
、
万
治
二
年
と
元
禄
五
年
と
で
は
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
く
、
四
、
五
カ
所

に

所
持
す

る
田
を
分
散
さ
せ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
分
散
箇
所
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
一
ヵ
所
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
田
の
面
積

が
元
禄

よ
り
も
万
治
の
方
が
大
き
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
、
谷
戸
の
奥
の
北

側
の
枝
谷
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
字
古
屋
敷
下
と
呼
ば
れ
る
所
で
、
慶
長
年
間
に
は
四

郎
左
衛
門
の
屋
敷
が
あ
っ
た
下
の
水
田
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
は
元
禄
五
年
に
は
一

郎
右
衛
門
と
勘
左
衛
門
が
交
互
に
所
持
し
て
い
た
が
、
万
治
に
は
す
べ
て
そ
の
共
通

の

先
祖

（親
と
思
わ
れ
る
）
の
勘
左
衛
門
の
所
持
す
る
田
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
小

さ
な
谷
は
彼
の
完
全
な
支
配
下
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
谷
戸
の
下
流

の

字
稲
荷
前
で
は
、
元
禄
に
は
四
郎
左
衛
門
と
喜
兵
衛
、
甚
兵
衛
と
弥
惣
兵
衛
、
長

左
衛
門
と
弥
兵
衛
と
い
う
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
分
か
れ
て
い
る
が
、
万
治
年
間
に
は
四

郎
左
衛
門
、
惣
兵
衛
、
長
左
衛
門
の
三
人
の
所
持
す
る
田
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
は

元
禄
よ
り
も
万
治
の
方
が
田
の
所
持
の
一
括
性
は
大
き
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

　

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
別
稿
で
詳
細
に
論
じ
た
よ
う
に
、
万
治
か
ら
元
禄
に
か
け
て

の

家
々

の

増
加
は
、
基
本
的
に
は
そ
れ
ま
で
の
家
が
所
持
す
る
耕
地
を
ほ
ぼ
均
等
に

分
割

し
て
家
を
分
裂
さ
せ
た
結
果
で
あ
っ
た
。
そ
の
様
相
を
四
郎
左
衛
門
の
家
が
四

郎
左
衛
門
と
喜
兵
衛
の
二
軒
に
分
か
れ
た
と
き
の
分
割
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
こ

の

二
人
の

分
割
は
均
等
で
は
な
い
少
数
例
に
属
す
る
。
四
郎
左
衛
門
が
二
反
九
畝
、

喜
兵
衛
が
三
反
八
畝
で
あ
っ
た
。
そ
の
分
割
結
果
の
具
体
的
配
置
は
以
下
の
通
り
で

あ
っ
た
。
字
稲
荷
前
に
お
い
て
四
郎
左
衛
門
は
中
田
一
反
八
畝
一
二
歩
、
下
田
一
反

二
〇
歩

を
所
持
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
を
ま
っ
た
く
均
等
に
分
割
し
、
四
郎
左
衛

門
と
喜
兵
衛
が
交
互
に
持
つ
よ
う
に
配
置
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
谷
の
奥
半

分

に
あ
る
字
菅
谷
以
下
の
水
田
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
筆
を
二
人
に
振
り
分
け

る
形
で
分
割
し
て
い
る
。
も
と
も
と
一
筆
当
た
り
の
面
積
が
小
さ
か
っ
た
こ
と
が
筆

単
位
に

交
互
に
所
持
す
る
よ
う
な
分
割
を
行
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
四
郎
左

衛
門
と
喜
兵
衛
の
田
の
所
持
規
模
の
相
違
は
、
た
だ
一
筆
の
上
田
七
畝
六
歩
を
喜
兵

衛
が
独
占
的
に
相
続
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
上
田
は
実
は

慶
長
三
年
検
地
に
お
い
て
四
郎
左
衛
門
屋
敷
と
し
て
登
録
さ
れ
、
そ
の
後
田
に
な
っ

た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
相
続
は
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
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第6表　四郎左衛門と喜兵衛の水田分割

字 品　等 地　積 名　　前

いなり前 中　　田 　畝
7．08 四郎左衛門

〃 7．08 喜　兵　衛

〃 1．28 〃

〃 1．28 四郎左衛門

下　　田 5．10 〃

〃 5．10 喜　兵　衛

すけの谷 下　　田 25 四郎左衛門

重　　丘〃 8．16 ロ　＿　衛
ノ
ノ 2．03 四郎左衛門

〃 4．23 〃

堂の前 下　　田 4．13 〃

〃 2．07 〃

上　　田 7．06 喜　兵　衛

池の上 下　　田 2．02 〃

〃 1．02 四郎左衛門

〃 5．24 喜　兵　衛

　　　　　　　　　反四郎左衛門　9筆　　2．9．29

喜兵衛7筆　3．8．04

（注）元禄5年「地位本帳書出し」より作成。

第7表　杢左衛門と安左衛門（一郎右衛門）の水田分割

字 品　等 地　積 名　　前

いなり前 下　　田
反　畝

1．4．06 一郎右衛門

すけの谷 下　　田

　〃

　〃

　〃

6．01

2．04

　．15

2．4．20

　〃

　〃

　〃

杢左衛門

堂の前 下　　田

　〃

1．06

1．06

一郎右衛門

杢左衛門

古屋敷下 下　　田

　〃

1．4．15

L4．15

一郎右衛門

杢左衛門

　　　　　　　　　反
一郎右衛門　6筆　　3．8．17

杢左衛門　3筆　　4．0．11

（注）元禄5年「地位本帳書出シ」より作成。
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総
計
に

お

い
て

ほ
ぼ
均
等
な
分
割
で
あ
っ
た
杢
左
衛
門
と
一
郎
右
衛
門
は
、
す
で

に

述
べ
た
よ
う
に
、
万
治
二
年
の
勘
左
衛
門
か
ら
の
分
割
で
あ
る
が
、
古
屋
敷
と
堂

の

前
で
は
ほ
ぼ
均
等
に
分
割
し
て
交
互
に
所
持
す
る
よ
う
に
配
分
し
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
字
菅
谷
で
は
杢
左
衛
門
、
稲
荷
前
で
は
一
郎
右
衛
門
が
そ
の
田
の
多
く

を
相
続
し
て
い
る
。
菅
谷
は
杢
左
衛
門
、
稲
荷
前
は
一
郎
右
衛
門
の
そ
れ
ぞ
れ
屋
敷

が

あ
る
場
所
に
近
い
。
す
な
わ
ち
、
屋
敷
近
く
で
は
一
括
し
て
所
持
で
き
る
よ
う
に

分
配

し
、
屋
敷
か
ら
遠
い
所
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
等
し
い
条
件
に
な
る
よ
う
に
均
等

に

分
割
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
谷
戸
の
奥
の
字
古
屋
敷
下
で
は
、
二
反

九
畝
の

下
田

を
勘
左
衛
門
が
所
持
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
六
枚
の
田
に
区
分
し
て
、

そ
れ
を
交
互
に
取
得
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
見
事
に
分
割
後
の
生
産

条
件
を
等
し
く
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
判
断
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
万
治
年
間
に
は
錯
圃
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
括
性
が
み

ら
れ
、
田
は
集
合
し
て
比
較
的
大
き
い
ま
と
ま
り
を
作
っ
て
い
た
が
、
元
禄
年
間
に

い
た

る
数
十
年
の
間
の
分
割
相
続
に
よ
る
家
の
分
裂
の
進
行
に
伴
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の

場
所
の
田

の

ま
と
ま
り
も
小
さ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
錯
圃
制
の
姿
が
い
よ
い
よ

明
確
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

⑥

慶
長
三
年
の
水
田

　
慶
長
三
年
検
地
帳
に
よ
っ
て
集
計
さ
れ
た
村
高
は
近
世
を
通
し
て
連
光
寺
村
の
基

本
的
な
村
高
の
数
字
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
に
お
い
て
も
変
化
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

慶
長
検
地

と
万
治
以
降
の
各
種
の
台
帳
と
の
間
に
は
連
続
性
や
対
応
関
係
を
発
見
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
一
筆
毎
の
対
応
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

ま
た
名
請
人
の
間
の
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
点
で
は
直
接
的
に

慶
長
三
年
検
地
帳
に
記
載
さ
れ
た
土
地
を
明
治
以
降
の
地
図
の
上
に
適
切
に
配
置
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
慶
長
三
年
検
地
帳
に
記
載
さ
れ
た
分
付
主
の
名

請

し
た
田
畑
の
字
名
を
材
料
に
、
そ
の
分
付
主
の
支
配
す
る
土
地
の
大
体
の
配
置
を

想
定
す
る
こ
と
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
谷
戸
の

奥
半
分
が
一
括
し
て
四
郎
左
衛
門
の
支
配
地
で
あ
り
、
ま
た
実
際
の
耕
作
も
四
郎
左

衛
門
お
よ
び
彼
の
親
族
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
谷
戸
の
中
部
は
富
沢
修
理
の
支

配
地
で

あ
っ
た
が
、
事
実
上
の
耕
作
は
惣
兵
衛
が
行
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
谷
戸
の

出
口
部
分
の
諏
訪
坂
は
や
は
り
修
理
の
支
配
す
る
土
地
で
あ
っ
た
が
、
耕
作
は
内
蔵

介
で

あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
こ
の
時
期
に
は
、
居
住
す
る
屋
敷
と
耕
作
す
る
田
が
ほ

ぼ
一
括
し
て
存
在
し
て
い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

⑦
耕
地
配
置
の
段
階
区
分

　
具
体
的
に

明
治
以
降
の
地
籍
図
を
基
礎
に
し
た
地
図
に
そ
の
配
置
を
示
す
こ
と
が

で

き
た
限
り
の
例
で
は
、
馬
引
沢
に
お
い
て
屋
敷
と
耕
地
を
一
括
し
て
所
持
す
る
と

い

う
一
種
の
農
場
形
式
の
あ
り
方
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
慶
長
三
年
検
地
帳
に
表

現

さ
れ
た
あ
り
方
が
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
屋
敷
と
耕
地
の
一
括
性
を
示
し
て
い
た

と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
様
相
を
地
図
上
に
示
す
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
中
世
的
土
豪
百
姓
の
谷
戸
の
開
発
に
伴
う
屋
敷
と
耕
地
の

あ
り
方
と
し
て
、
農
場
的
な
一
括
性
を
想
定
し
、
馬
引
沢
に
お
け
る
耕
地
配
置
形
態

の
第
一
段
階
と
し
て
お
こ
う
。

　
慶
長
年
間
の
三
軒
か
ら
万
治
年
間
の
九
軒
に
増
加
す
る
過
程
に
お
い
て
、
屋
敷
と

耕
地
の

完
全
な
一
括
性
は
崩
れ
、
屋
敷
近
く
に
田
ん
ぼ
を
確
保
し
つ
つ
も
、
そ
の
他

の

離
れ

た
場
所
に
も
い
く
つ
か
に
分
け
て
所
持
す
る
と
い
う
姿
が
一
般
化
し
た
。
そ
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の

所
持
規
模
も
大
き
か
っ
た
の
で
、
そ
の
分
散
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
田
ん
ぼ
の
ま
と
ま

り
も
大
き
か
っ
た
が
、
錯
圃
制
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
点
で
、
慶
長

か

ら
万
治
に
い
た
る
一
七
世
紀
前
半
の
馬
引
沢
の
歴
史
は
重
要
で
あ
る
。
近
世
的
な

村
落
秩
序
が
形
成

さ
れ
て
く
る
過
程
で
あ
り
、
そ
の
結
果
の
確
認
が
万
治
二
年
の
地

押

と
名
寄
帳
の
作
成
で
あ
っ
た
。
近
世
の
村
落
秩
序
の
基
礎
に
耕
地
の
錯
圃
制
が
あ

っ

た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
形
成
過
程
に
は
そ
れ
ま
で
の
屋
敷
の
放
棄
と

新
た

な
屋
敷
の
設
定
に
よ
る
集
落
形
成
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

で

あ
ろ
う
。
こ
の
万
治
年
間
に
示
さ
れ
た
、
屋
敷
と
耕
地
の
ま
と
ま
り
の
規
模
は

大

き
い
が
、
錯
圃
し
て
い
る
段
階
を
耕
地
配
置
形
態
の
第
二
段
階
と
し
て
お
き
た
い
。

　
万
治
年
間
か
ら
元
禄
に
い
た
る
一
七
世
紀
後
半
の
歴
史
過
程
は
、
各
家
が
均
等
分

割

を
繰
り
返
し
な
が
ら
家
数
を
増
加
さ
せ
た
時
期
で
あ
り
、
そ
の
均
等
分
割
が
耕
地

の

散
在
性

を
強
め
、
い
わ
ゆ
る
零
細
錯
圃
制
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
屋
敷
の
隣
接

し
て
の
設
定
に
よ
る
集
落
の
出
現
と
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
零
細
の
意
味

は
決
し
て
一
枚
一
枚
の
田
ん
ぼ
が
別
の
人
間
に
よ
っ
て
所
持
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

か

っ

た
。
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
所
持
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
し
か
し

生
産
条
件
を
等
し
く
し
よ
う
と
す
る
判
断
が
、
田
ん
ぼ
を
交
互
に
持
つ
よ
う
な
形
で

徹
底
し
た
均
等
分
割
を
行
わ
せ
て
お
り
、
こ
こ
に
そ
れ
ま
で
に
な
い
零
細
錯
圃
制
が

確
定
し
た
。
こ
の
一
七
世
紀
後
半
以
降
の
あ
り
方
を
耕
地
配
置
形
態
の
第
三
段
階
と

し
よ
う
。
こ
れ
が
近
世
を
通
し
て
馬
引
沢
の
基
本
的
な
姿
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
宝
暦
以
降
の
状
況
は
、
む
し
ろ
零
細
錯
圃
制
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
努

力
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
売
買
を
通
じ
て
田
ん
ぼ
を
で
き

る
だ
け
一
ま
と
め
に
し
よ
う
と
す
る
動
き
で
あ
る
。
馬
引
沢
で
は
そ
れ
は
微
々
た
る

も
の
で
あ
っ
た
が
、
努
力
と
し
て
は
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

が
第
四

段
階

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ

　
　
　
　
　
四

錯
圃
制
耕
地
論
の
意
義

　
零
細
錯
圃
制
を
日
本
に
お
け
る
共
同
体
の
基
礎
に
設
定
し
て
、
共
同
体
存
立
の
基

礎
条
件
と
す
る
理
解
は
間
違
っ
て
い
な
い
が
、
共
同
体
そ
の
も
の
の
明
確
な
検
討
の

な
い
ま
ま
に
、
封
建
制
の
把
握
の
た
め
の
理
論
的
要
請
と
し
て
設
定
さ
れ
た
。
そ
の

た
め
、
共
同
体
と
は
い
か
な
る
概
念
で
、
日
本
に
お
い
て
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

存
在
形
態
を
示
し
た
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
共
同

体
論

は
一
九
六
〇
年
代
以
降
は
そ
の
役
割
を
終
え
た
か
の
よ
う
に
急
激
に
姿
を
消
し

て

い

っ

た
。
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
一
時
共
同
体
再
評
価
論
が
展

開
し
た
が
、
そ
の
再
評
価
論
は
情
緒
的
に
と
ら
え
た
共
同
体
論
で
あ
る
た
め
基
礎
構

造
に

注

目
し
て
理
論
的
に
構
築
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
耕
地
形
状
や
耕
地
配
置
は

忘
れ

ら
れ
た
研
究
課
題
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
共
同
体
論
か
ら
自
由
に
な
っ
て
改
め

て

耕
地
の
形
状
や
配
置
を
考
察
す
る
こ
と
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

　
連
光
寺
村
の
馬
引
沢
に
お
け
る
近
世
を
通
し
て
の
耕
地
の
配
置
形
態
の
変
化
を
検

討

し
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
耕
地
の
配
置
に
も
歴
史
が
あ
り
、
変
化
し
て
き
て
い
る

こ
と
は
常
識
で
は
あ
る
が
、
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
も
、
中
世
以

来
の
一
括
耕
地
に
よ
る
土
豪
的
な
百
姓
の
経
営
か
ら
分
立
し
て
き
た
百
姓
が
自
ら
形

成
し
て
き
た
の
が
錯
圃
制
耕
地
で
あ
っ
た
。
屋
敷
を
放
棄
し
て
、
集
落
を
形
成
す
る

よ
う
に
集
住
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
逆
に
田
ん
ぼ
は
散
在
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
　
6
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

の

よ
う
な
近
世
的
体
制
が
一
七
世
紀
中
ご
ろ
に
九
軒
の
家
に
よ
っ
て
確
立
し
、
そ
れ
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以
降
は
出
発
と
な
っ
た
九
軒
の
家
々
か
ら
均
等
分
割
に
よ
っ
て
家
を
分
立
さ
せ
る
こ

と
で
村
落
と
し
て
の
内
実
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
均
等
分
割
に
よ
る
家
の
分

立
が

い
わ

ば
零
細
錯
圃
制
耕
地
を
作
り
上
げ
た
。
そ
れ
は
一
七
世
紀
後
半
を
通
し
て

展
開
し
た
。

　
均
等
分
割
に
よ
る
家
の
分
立
が
、
耕
地
片
を
零
細
化
し
、
そ
れ
を
分
立
し
た
家
が

交
互
に

所
持
す
る
こ
と
で
生
産
条
件
を
等
し
く
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
点
で
言
え
ば
、

零
細
錯
圃
制
は
ま
ず
分
割
し
た
家
々
の
社
会
関
係
の
基
礎
を
作
っ
た
こ
と
に
な
る
。

馬
引
沢
で
は
均
等
分
割
し
た
家
々
は
相
互
に
協
力
し
援
助
す
る
等
量
負
担
の
超
世
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

的

な
関
係
を
作
り
上
げ
た
。
そ
れ
は
地
親
類
と
呼
ば
れ
る
関
係
で
あ
る
。
そ
の
基
礎

に

は
錯
圃
制
耕
地
に
よ
る
生
産
の
同
一
性
が
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
そ
の
錯
圃
制
が
展
開
す
る
耕
地
全
体
は
一
つ
の
谷
戸
と
し
て
の
ま
と
ま

り
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
水
田
は
一
本
の
小
川
に
随
所
に
設
け
ら
れ
た
堰
か
ら
取
水

し
て
潅
概
し
て
き
た
。
堰
と
そ
こ
か
ら
田
ん
ぼ
へ
流
し
込
む
水
路
は
、
そ
の
水
を
利

用
す

る
水
掛
か
り
の
者
の
個
別
的
な
管
理
で
あ
っ
た
が
、
錯
圃
制
の
下
で
は
一
軒
の

農
家
は
一
つ
の
堰
の
み
に
関
係
す
る
こ
と
で
生
産
を
完
結
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
余
田
博
通
が
考
え
た
よ
う
に
、
耕
地
の
分
散
が
水
に
人
々
を
結
び
つ
け
る
役
割

を
与
え
、
村
落
の
基
礎
を
形
成
し
た
。
馬
引
沢
に
お
い
て
も
、
い
く
つ
も
の
小
規
模

な
堰
が
あ
っ
て
、
各
農
家
は
そ
の
い
く
つ
か
の
堰
に
関
係
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
一

つ

の

堰

は
複
数
の
家
の
共
同
に
よ
っ
て
維
持
管
理
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
確
か
に
村

落
と
し
て
の
生
産
条
件
を
確
保
す
る
連
帯
が
生
じ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　
零
細
錯
圃
制
耕
地
と
い
う
用
語
を
無
前
提
に
使
用
せ
ず
に
、
そ
の
具
体
的
な
耕
地

配
置
の
実
態
と
生
産
活
動
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
今
な
お
重
要
な
歴
史

研
究
の

課
題
で
あ
る
。

（
1
）
安
良
城
盛
昭
「
太
閤
検
地
の
歴
史
的
前
提
」
ω
『
歴
史
学
研
究
』
一
六
三
号
、
一
九
五
三
年
、

　
　

同
『
幕
藩
体
制
社
会
の
成
立
と
構
造
』
一
九
五
九
年
。

（
2
）
山
田
舜
『
日
本
封
建
制
の
構
造
分
析
』
一
九
五
八
年
。

（
3
）
古
島
敏
雄
「
地
主
制
確
立
の
歴
史
的
条
件
」
（
近
藤
康
男
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
『
日
本
農
業

　
　

の
地
代
論
的
研
究
』
一
九
五
九
年
、
所
収
、
後
に
『
近
世
日
本
農
業
の
展
開
』
一
九
六
三
年

　
　

に

再
録
）

（
4
）
葉
山
禎
作
『
近
世
農
業
発
展
の
生
産
力
分
析
ー
小
農
生
産
の
展
開
過
程
に
お
け
る
耕
地
利
用

　
　

形
態
ー
』
一
九
六
九
年
。

（
5
）
星
野
惇
『
日
本
農
業
構
造
の
分
析
』
一
九
五
五
年
。

（
6
）
余
田
博
通
『
農
業
村
落
社
会
の
論
理
構
造
』
一
九
六
一
年
。

（
7
）
利
用
す
る
文
書
は
近
世
を
通
し
て
名
主
を
世
襲
し
た
富
沢
家
お
よ
び
そ
の
分
家
の
文
書
で
あ

　
　

る
。
富
沢
家
文
書
は
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
『
武
州
多
摩
郡
富
沢

　
　
家
文
書
』
（
文
部
省
史
料
館
所
蔵
目
録
第
六
集
）
参
照
。

（
8
）
そ
の
代
表
的
な
研
究
成
果
と
し
て
は
安
沢
秀
一
『
近
世
村
落
形
成
の
基
礎
構
造
』
一
九
七
二

　
　
年
。

（
9
）
福
田
ア
ジ
オ
「
近
世
前
期
南
関
東
に
お
け
る
家
の
成
立
と
地
親
類
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

　
　

研
究
報
告
』
一
一
集
、
一
九
八
六
年
。

（
1
0
）
近
世
の
支
配
単
位
と
し
て
の
連
光
寺
村
を
引
き
継
い
だ
単
位
で
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
に

　
　

地
租
改
正
が
行
わ

れ

た
。
そ
の
結
果
、
地
番
で
三
一
一
六
番
地
ま
で
、
そ
の
面
積
は
三
九
六

　
　

町
八
反
九
畝
で

あ
っ
た
。
内
訳
は
民
有
地
の
水
田
が
三
九
町
四
反
四
畝
、
同
じ
く
畑
が
六
八

　
　

町
七

反
一
畝
、
そ
し
て
山
林
が
一
九
九
町
九
反
一
畝
で
あ
っ
た
。
面
積
で
は
畑
優
位
の
地
域

　
　

で

あ
る
が
、
水
田
稲
作
に
重
点
が
お
か
れ
て
き
た
。
稲
作
は
多
摩
川
に
面
し
た
沖
積
地
で
は

　
　

田
植
え
農
法
で
あ
っ
た
が
、
浸
食
谷
の
部
分
で
は
か
つ
て
は
盛
ん
に
摘
田
が
行
わ
れ
て
い
た
。

（
1
1
）
「
武
蔵
国
南
多
摩
郡
連
光
寺
村
誌
」
富
沢
家
文
書
。

（
1
2
）
『
武
州
文
書
』
武
相
史
料
刊
行
会
校
刊
本
第
二
冊
一
八
五
頁
。

（
1
3
）
安
沢
秀
一
「
近
世
村
落
形
成
期
に
お
け
る
年
貢
負
担
者
に
つ
い
て
」
『
三
田
学
会
雑
誌
』
5
0
巻

　
　

3
号
。

（
1
4
）
前
掲
「
近
世
前
期
南
関
東
に
お
け
る
家
の
成
立
と
地
親
類
」
。
な
お
、
論
の
展
開
上
必
要
の
た

　
　

め
、
記
述
に
は
多
く
の
重
複
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

（
1
5
）
馬
引
沢
の
水
田
、
畑
と
本
村
の
水
田
・
畑
は
、
そ
の
間
に
山
が
あ
る
た
め
連
続
し
て
お
ら
ず
、

　
　

完
全
に
分
離
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
馬
引
沢
の
領
域
を
耕
地
の
部
分
に
お
い
て
も
明
確

　
　
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
6
）
絵
図
に
は
「
当
村
田
地
之
内
麓
画
図
面
」
と
い
う
表
題
が
付
い
て
い
る
。
こ
れ
は
田
地
の
み

　
　

が
描
か
れ
て
お
り
、
畑
の
記
載
は
な
い
。
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（
1
7
）
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
が
、
映
画
フ
ィ
ル
ム
を
逆
に
巻
き
戻
せ
ば
、
時
間
を
遡
る
こ
と
に
た
と

　
　

え
て
、
新
し
い
時
代
か
ら
過
去
へ
向
か
っ
て
遡
っ
て
い
く
歴
史
研
究
の
方
法
を
逆
行
的
方
法

　
　

と
し
て
、
そ
の
可
能
性
を
説
い
て
い
る
。
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
『
フ
ラ
ン
ス
農
村
史
の
基
本

　
　

的
性
格
』
一
九
三
一
年
、
日
本
語
訳
一
九
五
九
年
、
参
照
。

（
1
8
）
字
鴻
の
巣
と
い
う
所
で
、
小
規
模
な
が
ら
一
つ
の
谷
戸
で
あ
る
。

（
1
9
）
な
お
、
明
治
八
年
当
時
の
馬
引
沢
の
水
田
は
す
べ
て
馬
引
沢
の
住
民
が
所
有
し
、
耕
作
し
て

　
　

い

た
の
で
は
な
い
。
そ
の
面
積
は
必
ず
し
も
大
き
く
な
い
が
、
本
村
の
富
沢
本
家
、
そ
の
分

　
　

家
の

富
沢
宗
右
衛
門
、
お
よ
び
黒
川
村
の
梅
沢
左
伝
次
の
三
名
が
馬
引
沢
に
土
地
を
持
っ
て

　
　

い

た
。
富
沢
家
が
馬
引
沢
に
土
地
を
所
有
す
る
の
は
新
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
古
く
か
ら
の

　
　

因
縁
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
黒
川
村
の
梅
沢
家
が
土
地
を
持
つ
の
は
新
し
い
。
梅
沢
家
が

　
　

所
有
し
て
い
た
土
地
は
明
治
二
年
段
階
で
は
馬
引
沢
の
お
堂
で
あ
る
薬
王
寺
の
土
地
で
あ
っ

　
　

た
。
薬
王
寺
が
無
住
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
地
租
改
正
に
際
し
て
処
分
さ
れ
、
梅
沢
家

　
　

の

手
に

入
っ

た
も
の
で
あ
る
。

（
2
0
）
前
掲
「
近
世
前
期
南
関
東
に
お
け
る
家
の
成
立
と
地
親
類
」
。

（
2
1
）
こ
の
点
に
つ
い
て
も
前
掲
「
近
世
前
期
南
関
東
に
お
け
る
家
の
成
立
と
地
親
類
」
で
詳
細
に

　
　

紹
介
し
論
じ
た
。

錯圃制耕地の形成と近世村落
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　　　　　　　　　　　　　The　Early－］Modern　Village　and

the　Evolution　of　“Patchwork”　Farmland　Distribution

FUKUTA　Azio

It　has　long　been　recognized　that　farmland　in　Japan　is　characterized　by　the　small　size　of　the

basic　plot　and　by　the　fact　that　a　given　tract　of　such　plots　is　generally　owned　and　cultivated

by　a　number　of　different　farmers．　Particularly　in　the　1950s，　scholars　of　Japanese　socio－

economic　history　understood　this　variegated　or　‘‘patchwork”　composition　of　small　plots

（sakuho－sei　k6chi）as　a　manifestation　of　feudalism，　or　more　specifically　as　the　existentil

basis　of　the　agrarian　community　unit　upon　which　feudalism　was　jounded，　and　they　sought　to

elucidate　the　historical　process　by　which　that　system　of　farmland　distribution　came　about．

Since　such　arguments　were　advanced，“patchword　system　of　very　small　plots”　became，

without　being　conclusively　substantiated，　an　accepted　deseription　of　the　configuration　of

farmland　operated　by　peasants　in　early　modern　Japan．　Hoewever，　because　research　on

agricultural　land　distribution　was　very　closely　associated　with　the　study　of　the　rural　commu－

nity，　interest　in　land　distribution　waned　before　much　progress　had　been　made　when　scholarly

interest　in　the　community　slipped　into　decline．　In　this　way，　an　important　topic　of　hisyorical

research　was　left　largely　unattended．

　　　　Taking　up　this　issur　anew，　the　present　study　is　an　empirical　inquiry　into　the　process　by

which　farmland　in　one　village　in　southern　Kantδregion　came　to　be　organized　in　patchwork

distribution，　and　considers　the　broader　significance　of　that　systembased　on　the　findings．　The

study　proceeds　by　mapping　the　arrangement　and　ownership　of　actual　rice　paddies　in　the

village　at　various　times　from　the　seventeen　into　nineteenth　centuries，　and　examining　the

changes　over　that　period．　In　1603，　the　earliest　year　for　which　records　show　rice　paddy

arrangement　in　the　village，　the　village　comprised　three　households，　each　possessing　living

premises　and　farmland　en　bloc．　By　the　mid－seventeenth　century，　the　village　had　grown　to

nine　households．　In　the　process，　the　house－and－farm　unity　broke　up；in　most　cases　each

horsehold　now　had　plots　both　adjoining　the　residence　and　located　some　distance　from　it．　This

testifies　to　the　presence　of　the　sakuho－sei　system　of　farmland　distribution　as　a　basis　for　the

early－modern　rural　order．　It　must　also　be　acknowledged　that　this　system　emerged　as　new

hamlets　as　people　left　older　farm　houses　and　built　new　ones　in　other　places．　The　late－

seventeenth　century　then　saw　a　considerable　increase　in　the　number　of　households　in　rural

areas　as　each　one　subdivided　its　land　roughly　equally　among　children　as　they　grew　to

adulthood．　This　practice　of　equalapportionment　resulted　in　the　further　scattering　of　each

household’s　plots　throughout　the　total　area　of　arable　land，　thus　giving　rise　to　the“patchwork”

arrangement．　This　marked　the　advent　of　a　hamlet　Iandscape　where　in　the　residences　of　the

constituent　households　were　positioned　closely　together．　The　effort　to　equalize　the　conditions

of　production　among　children　led　to　the　practice　of　subdividing　plots，　taking　differences　in

harvestability　into　consideration　so　that　the　share　would　be　equal，　and　thus　to　the　establish－

ment　of　the　small－plot，　patchwork　configuration　of　farmland．
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