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〇「
村
」の
イ
メ
ー
ジ

「
江
戸
時
代
、
村
に
は
庄
屋
と
か
年

寄
と
か
い
う
役
人
が
い
ま
し
た
が
、
ど

ん
な
人
な
の
で
し
ょ
う
。」こ
う
質
問
さ

れ
た
ら
ど
う
答
え
ま
す
か
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
人
た
ち
に
つ
い
て

考
え
た
こ
と
が
な
い
、
い
た
こ
と
さ
え

知
ら
な
い
と
い
う
人
も
多
い
の
で
は
。

あ
り
き
た
り
な
時
代
劇
ド
ラ
マ
で
は

百
姓
も
庄
屋
も
、
年
寄
も
、
滅
多
に
見

か
け
ま
せ
ん
。
と
き
ど
き
は
出
て
き
ま

す
が
、
そ
の
多
く
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
年

を
と
り
、
顔
に
は
し
わ
、
見
栄
え
の
し

な
い
着
物
姿
で
、
領
主
の
怒
り
を
気
に

す
る
哀
れ
な
農
民
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で

し
ょ
う
か
。
主
人
公
の
武
士
た
ち
の
引

立
役
で
す
ね
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
で
も
今
ま
で

主
役
に
な
っ
た
人
は
い
ま
せ
ん
。
た

だ
、
今
年
の
渋
沢
栄
一
は
例
外
か
も
。

こ
こ
で
は
、
新
し
い
「
お
百
姓
」
の
イ

メ
ー
ジ
が
い
ろ
い
ろ
と
沸
い
て
き
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
主
人
公
は
農
民
で
す
。

し
か
し
、
農
作
業
で
は
、
米
よ
り
も
藍

の
生
産
や
蚕
の
飼
育
の
方
が
中
心
。

し
か
も
買
い
付
け
に
も
心
を
砕
い
て
い

て
、
半
分
以
上
商
人
で
す
ね
。
視
野
も

広
い
で
す
。
本
当
の
と
こ
ろ
、
百
姓
っ

て
、
ど
っ
ち
の
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
し
ょ

う
。

〇
池
田
村
の
庄
屋・年
寄

と
こ
ろ
で
、
江
戸
時
代
に
は
池
田
村

も
領
主
に
支
配
さ
れ
、
年
貢
を
払
い
続

け
る
村
で
し
た
。
村
で
す
か
ら
庄
屋
や

年
寄
な
ど
と
い
っ
た
村
役
人
も
お
り
、

彼
ら
は
多
く
の
百
姓
の
上
に
立
っ
て
領

主
の
指
示
を
受
け
て
い
た
の
で
す
。

さ
て
、
村
だ
と
す
る
と
当
然
、
庄
屋

の
く
ら
し
は
農
業
中
心
、
も
ち
ろ
ん
年

貢
の
こ
と
で
心
は
占
め
ら
れ
て
い
た
、

と
考
え
る
の
が
普
通
で
し
ょ
う
。
も
っ

と
も
、
池
田
村
は
５
つ
の
株
に
分
け
ら

れ
、
５
人
ず
つ
庄
屋
・
年
寄
な
ど
が
い

た
と
い
い
ま
す
か
ら
、
少
し
や
や
こ
し

い
で
す
ね
。
そ
こ
で
、
こ
の
５
株
の
こ

と
は
ち
ょ
っ
と
脇
に
置
い
て
お
き
ま

し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
ど
ん
な
人
が

庄
屋
や
年
寄
役
を
務
め
て
い
た
の
か
、

気
に
な
っ
て
き
ま
す
。

〇
伊
居
太
神
社
日
記
の
衝
撃

江
戸
時
代
、
伊
居
太
神
社
＝
穴
織

宮
の
宮
司
は
代
々
日
記
を
書
き
続
け
て

き
ま
し
た
。『
池
田
市
史
』史
料
編
②

③
は
そ
れ
を
翻
刻
し
た
活
字
本
で
、
Ｂ

４
版
全
２
０
７
６
ペ
ー
ジ
と
い
う
大
冊

と
な
っ
て
い
ま
す
。
代
々
の
宮
司
の
な

か
で
も
、
文
化
６
年（
１
８
０
９
）９
月

の
就
任
か
ら
天
保
10
年（
１
８
３
９
）末

の
引
退
ま
で
31
年
余
に
わ
た
っ
て
書
き

続
け
た
の
は
秦は

た
か
ず
さ

上
総
定
興
で
す
。
そ
の

分
量
は
８
３
３
ペ
ー
ジ
。
一
人
の
人
物

が
記
し
た
日
記
と
し
て
は
日
本
有
数
の

記
述
量
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

定
興
が
宮
司
の
と
き
、
す
な
わ
ち
文

政
３
年（
１
８
２
０
）12
月
の
こ
と
で
す

が
、
日
記
に
は
定
興
の
身
内
と
思
わ
れ

る
勝
左
衛
門（
幼
名
伝
之
介
）が
推
さ

れ
て
中
池
田
村
の
庄
屋
に
就
任
し
た
と

書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

伊
居
太
神
社
は
、
池
田
村
の
み
な
ら

ず
、
広
く
周
辺
地
域
か
ら
も
尊
崇
さ
れ

た
権
威
あ
る
神
社
で
す
。
年
貢
の
対
象

地
に
は
な
ら
ず
、
宮
司
も
百
姓
の
身
分

と
は
違
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
思
う

の
で
す
が
、
な
ぜ
、
宮
司
の
身
内
が
庄

屋
に
な
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

実
は
、
日
記
を
め
く
っ
て
い
く
と
、

定
興
は
当
時
池
田
一
の
造
り
酒
屋
で

あ
っ
た
大
和
屋
の
一
統
に
属
す
る
商
家

＝
通
称
大
和
屋
勝
左
衛
門
で
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
文
化

６
年
９
月
に
宮
司
家
で
あ
る
河
村
家
の

跡
を
取
っ
た
の
で
す
。
文
政
３
年
に
庄

屋
と
な
っ
た
勝
左
衛
門
は
宮
司
の
身
内

と
思
わ
れ
ま
す
。
定
興
が
宮
司
に
な
る

前
の
勝
左
衛
門
を
襲
名
し
て
お
り
、
当

然
大
和
屋
に
関
わ
る
人
物
と
も
見
做
さ

れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。「
中
池
田
村

庄
屋
勝
左
衛
門
」の
名
は
、
こ
の
あ
と

各
種
の
史
料
に
出
て
き
ま
す
。

〇
商
人
が
庄
屋・年
寄
に

そ
う
い
え
ば
、
こ
の
時
期
の
池
田
村

の
庄
屋
の
名
前
に
は
、
麹
屋
小
兵
衛
と

か
豊
嶋
屋
六
兵
衛
な
ど
、
商
家
と
し
て

の
屋
号
を
も
っ
て
い
る
人
が
大
勢
い
ま

す
。た
だ
し
、庄
屋
と
し
て
登
場
す
る
と

き
に
は
屋
号
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。

池
田
村
の
庄
屋
・
年
寄
で
農
業
を
本

業
と
す
る
者
は
少
な
か
っ
た
と
考
え
る

べ
き
で
し
ょ
う
。
一
般
の
村
々
と
は
異

な
り
商
人
を
本
態
と
す
る
人
び
と
が
幕

府
や
近
衛
家
と
い
っ
た
領
主
の
指
示
を

受
け
て
、
毎
年
多
額
の
年
貢
を
集
め
、

納
め
る
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
す
。
在

郷
町
で
あ
っ
た
池
田
村
の
特
質
は
こ
こ

に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

 （
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課
市

史
編
纂
☎
７
５
４・６
６
７
４

近世池田村の庄屋・年寄

伊
居
太
神
社
日
記
を
所
収
し
た

『
池
田
市
史
』
史
料
編
②
と
③


