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〇
村
自
立
の
基
盤

江
戸
時
代
、
村
は
本
村
・
支
村
の
関

係
を
除
け
ば
、
多
く
の
場
合
自
立
し
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
決
し
て
孤
立
し

て
は
お
ら
ず
、
相
互
に
不
足
す
る
物
資

や
、
と
き
に
は
知
識
を
補
い
合
っ
て
、

村
と
村
、
あ
る
い
は
村
と
町
の
関
係
の

中
で
主
体
性
や
自
立
性
を
維
持
し
て

い
た
の
で
す
。

ど
の
村
で
も
、
こ
れ
ら
を
確
保
す
る

た
め
、
生
産
力
を
維
持
す
る
こ
と
を
め

ざ
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
田
畑
と
屋

敷
地
あ
る
い
は
水
利
施
設
な
ど
が
そ
の

中
心
で
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

か
っ
た
の
で
す
。
集
落
を
取
り
巻
く
山

や
川
・
湖
と
い
っ
た
自
然
の
広
が
り
、

そ
し
て
近
隣
の
町
も
大
事
な
存
在
と

し
て
相
互
に
依
存
し
て
い
た
の
で
す
。

今
回
は
、
山
の
存
在
に
つ
い
て
村
々

の
古
記
録
を
ひ
も
と
い
て
み
る
こ
と
に

し
ま
す
。

〇
畑
村
本
庄
前
山
と
裏
山
を 

め
ぐ
る
入
り
会
い
の
記
録

そ
も
そ
も
、
山
は
ど
の
よ
う
な
意
味

で
重
要
だ
と
当
時
の
人
は
考
え
て
い

た
の
で
し
ょ
う
か
。

池
田
市
畑
地
区
は
、江
戸
時
代
に
は

畑
村
あ
る
い
は
東
・
西
畑
村
で
し
た
。

畑
村
の
北
部
は
山
地
が
広
が
り
、
集
落

に
近
い
方
を
本
庄
前
山
、
奥
を
裏
山

と
呼
び
ま
す
。『
新
修
池
田
市
史
』第

２
巻
で
は
、
こ
の
山
地
の
利
用
を
め
ぐ

る
周
辺
村
々
の
権
利
と
義
務
＝
入
り

会
い
関
係
の
調
整
が
い
く
つ
か
紹
介

さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
元
禄
５

年（
１
６
９
２
）作
成
の「
取
替
し
申
す

一
札
の
事
」、享
保
期（
１
７
１
６
～
１

７
３
６
）に
お
け
る
裏
山
で
の
耕
地
へ

の
転
換
地
７
町
歩
の
開
発
を
め
ぐ
る

村
々
の
や
り
と
り
、そ
し
て
、享
保
11

年
の
山
株
設
定
の
こ
と
な
ど
で
す
。

し
か
し
、
改
め
て
当
時
の
文
書
を
読

ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
で
は
牛
飼
場

と
し
て
の
山
の
草
場
を
め
ぐ
る
史
料
を

取
り
上
げ
て
み
ま
す
。

〇
牛
の
飼
育
と
山

牛
は
、
農
耕
に
も
、
荷
物
の
運
搬
に

も
大
き
な
力
を
発
揮
し
ま
し
た
。
そ
の

牛
を
飼
育
す
る
た
め
村
で
は
本
庄
裏
山

の
中
に「
牛
飼
場
」と
い
っ
て
広
い
草
山

あ
る
い
は
草
場
を
設
定
し
て
い
ま
し
た
。

畑
村
に
残
る
史
料
を
見
る
と
、
延
宝

６
年（
１
６
７
８
）畑
村
の「
御
小
物
成

所
検
地
帳
」に「
柴
山
８
町
６
反
３
畝

10
歩
」と
並
べ
て「
芝
山
１
２
４
町
８

反
３
畝
10
歩
」と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す

（
西
畑
町
内
会
管
理
文
書
）。
ち
な
み

に
、
宝
暦
９
年（
１
７
５
９
）４
月
作
成

の
畑
村
本
庄
山
小
物
成
絵
図
で
は
、

こ
の「
芝
山
」が
牛
飼
場
で
あ
る
こ
と

を
窺
わ
せ
る
草
山
の
相
貌
が
描
か
れ

（
西
畑
町
内
会
管
理
文
書
）、宝
暦
12

年
に
は
渋
谷
村
と
の
間
で
草
場
の
利

用
を
認
め
る
代
わ
り
に
田
・
畑
・
屋
敷

地
以
外
に
掛
か
る
６
斗
３
升
余
の
小

物
成
の
納
入
を
約
束
す
る
と
取
り
決

め
て
い
ま
す（
岸
本
晃
家
文
書
）。
さ

ら
に
、
寛
政
12
年（
１
８
０
０
）８
月
に

は
畑
村
内
の
小
字
鳥
塚
ほ
か
３
カ
所

の
草
場
を
東
西
両
畑
村
で
分
割
す
る

取
り
決
め
を
交
わ
し
て
い
ま
す（
西
畑

町
内
会
管
理
文
書
）。
つ
ま
り
、
畑
村

で
は
17
世
紀
半
ば
に
は
牛
飼
場
が
山

の
中
に
設
定
さ
れ
、
そ
の
利
用
を
め

ぐ
っ
て
近
村
と
の
間
で
約
束
を
交
わ

し
、
や
が
て
村
人
同
士
の
利
用
方
法
も

変
更
し
て
い
く
の
で
す
。

〇
史
料
を
注
意
深
く

　
読
む
こ
と

『
新
修
池
田
市
史
』第
２
巻
の
表「
市

域
村
々
の
村
明
細
帳
か
ら
み
る
農
業

お
よ
び
村
況
」に
は
、
中
河
原
村（
天
明

７
年
＝
１
７
８
７
、
文
政
10
年
＝
１
８

２
７
）・
木
部
村（
宝
暦
７
年
＝
１
７
５

７
）・
東
山
村（
延
享
元
年
＝
１
７
４

４
、
宝
暦
６
年
＝
１
７
５
６
、
明
和
８

年
＝
１
７
７
１
）と
、
当
時
数
軒
に
１

頭
ぐ
ら
い
の
割
合
で
所
在
し
た
牛
の

数
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
当

然
、
牛
飼
場
は
ど
こ
か
と
気
に
な
る
で

し
ょ
う
。

山
は
村
の
生
産
維
持
に
と
っ
て
い

か
に
重
要
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
め

ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
に
他
村
と
の
関
係
を

築
き
、
と
き
に
は
紛
争
を
招
い
た
の

か
、
史
料
を
注
意
深
く
読
ん
で
想
像
し

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
結
果
は「
里
山
」と
し
て
の
姿
を

物
語
る
こ
と
と
も
な
る
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
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江戸時代の村にとって山の意義は？

畑村本庄山小物成絵図（西畑町内会管
理文書）


