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古
ハ
ワ
ィ
に
お
け
る
土
地
制
度
の
変
遷

野 .

村

m

太

郎

杏
ハ
ワ
イ
に
関
し
て
は
、
す
で
に

「

ポ
リ
ネ
シ
ア
人
'の
ハ
ワ
イ
移
住
に
つ
い 

て」

ハ「

三
田
学
会
雑
誌」

第
7,
:
十
卷
記
念
論
文
集
所
載

)

、「

古
ハ
ワ
イ
に
お
け 

る
社
会
階
級
め
発
展

」
(「

社
会
経
済
史
学」

第
二
十
三
巻
第
五.
六
号
所
載)

、 

及
び「

古
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
漁
業

」
(「

三
田
学
会
雑
誌」

第
五
十
一
卷
第
十
二 

号
所
載)

の
三
篇
を
公
に
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
本
論
文
の
土
地
制
度
と
密
接
な 

関
係
が
.あ
る
か
ら
参
照
し
て
欲
し
い
。

私
が
特
に
古
ハ
ワ
イ
の
社
会
経
済
生
活
に
興
味
を
感
じ
た
の
は
、
彼
ら
が
日 

本
民
族
の
祖
先
と
同
様
に
、
そ
の
時
期
に
お
い
て
は
か
な
り
隔
っ
て
は
い
る
が
、 

共
に
火
山
列
島
に
移
住
し
、
恐
ら
く
そ
の
以
前
に
は
あ
る
程
度
の
文
化
を
も
.っ 

て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
漁
檢
を
中
心
と
す
る
新
し
い
社
会
生
活
を 

営
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
日
本
の
場
合
は
支
那
大
陸
に
近
接
し 

て
い
た
た
め
、
' .早
く
か
ら
そ
れ
ら
の
文
化
の
影
響
を
受
け
て

、

古
い
形
■
は
亡 

び
て
し
ま
っ
た
が
、.ハ
ワ
イ
の
場
合
に
は
殆
ん
ど
孤
立
し
て
い
た
し
、
又
近
辺

古
ハ
ワ
イ
に
お
け
る

土
地
制
度
の
変
遷

に
進
ん
だ
文
化
を
有
す
る
民
族
が
存
驻
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
古
い
形
態
が 

.あ
ま
り
著
し
い
変
化
を
受
け
ず
に
残
存
し
て
い
たと考
え
て
よ
か
ろ
う
。

漁
撥
を
主
と
し
た
民
族
、
あ
る
い
は
^
胄
を
主
た
る
生
業
と
せ
ざ
る
を
得
な 

か
っ
た
民
族
が
土
地
に
対
し
て
ど
う
い
う
観
念
を
も
っ
た
か
、
又
そ
の
土
地
占 

有
の
形
態
が
ど
う
で
あっ
た
か
、
そ
れ
ら
は
農
牧
を
生
業
と
し
た
民
族
と
は
.確 

か
に
違
っ
た
も
の
が
あ
つ
た
に
違
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
漁
撥
を主
と
し
た
と
し 

て
も
大
部
分
は
そ
の
住
居
の
根
拠
地
は
土
地
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
時 

に
わ
が
国
の
家
船
-

—

海
人
族
の
一
部
のよ
う
に
、
水
上
生
活
を
行
な
っ
て
い 

る
者
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
そ
の
船
舶
の
材
料
は
こ
れ
を
海
上
か
ら
得
る.

'

こ
と
は
出
来
な
い
。：
当
然
陸
地
と
密
接
な
関
係
を
生
ず
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら 

の
木
材
が
空
気
の
よ
う
に
無
限
に
存
在
す
る
な
ら
ば
、

一
定
の
土
地
に
関
す
る 

慣
行
や
制
度
は
起
ら
ない

か
も
^
れ
な
い。
し

か
し
⑽
砠
に
適
す
る
木
材
は
決 

し
て
ど
ご
：で
も
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
だ
い
。

ハ
ヮ
ィ
に
お
け
る

力
ヌー

製
作
の 

幾
多
の
伝
説
.は
こ
れ
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
漁
-^
民
族
に
と
っ
て
、 

土
地
は
漁
撥
を
す
る
上
に
必
要
な
根
拠
地
と
し
て
、
又
漁
撥
及
び
日
常
生
活
に

一
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必
要
な
素
材
を̂

1̂
す
る
場
所
と
じ
て
意
義
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

そ
の
点 

t
お
い
て
秦
耕
民
族
や
放
牧
民
族
の
場
合
と
土
地
.の
観
念
が
著
し
く
違
う
窖
で 

ぁ
る
。
 

. 

,

も
ら
ろ
ん
一
七
七
八
年
に
ジ..

H

ム
ズ
.
ク
ッ
ク
が

ハ
ワ
イ

島
を
発
見
し
た
時 

に
ば
、

ハ
ワ
イ
入
に
と
っ
て
農
耕
は
重
要
な
生
業
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
。
従 

っ
て
わ
れ
わ
れ
の
知
り
得
る
土
地
制
度
は
原
^111

で
は
な
い
。
従
っ
て
前
述
の 

「

古
ハ
ヶ
イ
に
お
け
る
漁
業

」
の
最
後
の
節
で
略
述
し
たモ
ク
、
ア
フ
プ
ア

ア
の 

区
別
も
馨
か
ら
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
な
く
、人
口
の
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、 

勢
力
均
衡
か
ら21

然
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
勢
力
が
漁
撥
.に 

依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は.、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
本 

稿
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。
む
し
ろ
わ
か
っ
て
い
る
土
地
制
度
か
ら
逆
に
古
い
時 

代
の
状
態
を
推
定
し
て
み
ょ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

宙
ハ
ワ
イ
の
状
態
を
一
部
の
史
家
は
封
建

(
F
e
u
d
a
l
i
s
m
)

と
し
て
い
る
が
、
 

む
し
ろ

も
っ
と
古
い
型
に
比
定
す
る
方
が
正
し
い
ょ
う
.に
思
う
。
普
通
有
名
な

カ
メ
ハ
メ
ハ

一
世(

一
七
九
五—

一
八
一
九)

の
1

^

ー
 
に
依
っ
て
ハ
ワ
イ

王
国
が
成
立
し
た
と
み
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
は
単
に
外
形
的
な
も 

の
に
過
ぎ
ず
、
西
欧
資
本
主
義
の
急
激
な
影
響
を
う
け
て
、
何
ら
基
本
的
な
内 

部
の
経
済
的
な
く
し
て
生
じ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
到
底
永
続
し
得 

る
統
一
た
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
は
同
じ
く
西
欧
資
本 

主
義
の
外
か
ら
の
影
響
で
開
国
し
たP
本
の
場
合
と
著
し
く
異
な
る
。
土
地
制 

度
に
つ
い
て
も
、
古
い
形
態
が
残
存
し
て
い
て
、
土
地
所
有
関
係
の
如
き
も
叨 

確
な
所
有
観
念
が
择
達
し
て
ぃ
允
か
ど
ぅ
か
凝
ゎ
し
い
。

ニ 

(

四
一
八)

'

70

来
、

ハ
ワ
'
イ
、

マ
ウ
^ ;
、
オ
ア
フ
、

力
ワ
イ
、

モ
ロ
カ
イ
、
ラ
ナ
イ
、
ニ
イ

.
'ハ
ウ
、
カ
フ
ラ
ケ
イ
の
八
つ
の
小
さ
な
島
か
ら
な
る
ハ
ワ
イ
！

M

の
経
済
的
資 

源
は
極
め
て
乏
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
.そ
れ
を
基
礎
と
し
て
構
成
さ
れ
る 

社
会
が
近
世
国
家
と
な
る
こ
と
は
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
開
国

' 

券
初
に
お
い
て
は
白
檀
ベ

s
a
n
d
a
l
-
w
o
o
d
)

の
輸
出
に
依
.っ
て
、
.そ
の
経
済
を 

維
持
し
て
い
た
。
極
め
て
安
い
値
段
で
放
出
し
、
終
に
こ
の
有
力
な
財
源
を
祜

‘ 

渴
し
て
し
、ま
っ
た
。
幸
い
に
も
一
時
で
は
あ
っ
た
が
、
太
平
洋
に
お
け
る

^

 ̂

船
の1̂:̂

5

地
と
し
て
好
景
気
を
維
持.す
る
..こ
と
が
出
来
た
が
、
い
ず
れ
も
.ハ
ワ 

イ
自
体
の
産
業
的
基
礎
を
形
成
す
る
の
に
は
、
到
底
役
立
つ
も
の
で
は
な
か
っ 

た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
近
世
的.な
土
地
制
度
の
樹
立
も
容
易
に
形
成
さ
れ
ず
、
 

一
八
四
八
年
に
カ
メ
ハ
メ
ハ
三
世

(

一
八
ニ
四
丨
五
四

)

.の
大
マ
へ
レ(Great 

M
a
h
e
l
e
〕

と
し
て
知
ら
れ
て
心
る
土
地
分
割
令
に
依
っ
て
完
成
さ
れ
た
の
で 

あ
る
。'
も
ち
ろ
ん
本
論
文
に
お
い
て
は
こ
の
土
地
分
割
令
そ
の
も
の
は
直
接
の 

s

的
で
は
な
い
が
、
そ
の
以
前
の
土
地
制
度
の
本
質
を
知
る
た
め
に
は
重
要
な 

意
'味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
全
然
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
マ
へ 

レ
と
い
ぅ
の
は
分
割
と
い
ぅ
こ
と
で
あ
る
が
、
土
地
を
㈠
国
王
、
㈡
ア
リ
イ 

(

貴
族)

及
び
コ
ノ
ヒ
キ(

代
官)

、S

小
作
人
及
び
庶
民
の
三
者
に
平
等
に
分

■ 

割
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
，の
で
あ
る

——

実
際
に
は
こ
の
通
り
に
は
出
来
な 

か

っ

こ

卜 

: Th
e

 G
r
e
a
t

 Mahele, H
a
w
a
i
i
、s L

a
n
d

 

Division o
f 

100
4
8
, 

2

1958, 

p. 

15)。

こ
れ
に
依
っ
て
み
て
も
、
そ
の
以 

前
に
お
い
て
土
地
の
所
有
権
が
誰
に
属
し
て
い
た
か
明
か
で
な
か
っ
た
こ
.と
が 

谁
测
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
明
治
維
新
直
後
の
わ
が
国
の
状
態
に
幾
分

似
て
い
る
。
し
か
し
わ
が
国
の
場
合
に
は

「

地
主」

と
い
う
観
念
が
相
当
發
達 

し
て
い
て
、
そ
れ
が
大
土
地
に
結
び
つ
い
て
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
、 

ハ
ワ
イ
の
場
合
の
如
き
分
割
令
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
0

ハ

ワ
イ
の

.

場
合
は
土 

.地
に
対
す
る
観
念
がよ
り

原
始
的
で
あ
った
と

考
え
て
よ
か
ろ
う。
.

ニ

他
の
と
こ
ろ
で
も
す
で
に
述
べた
よ
う
に
、

土
地
区
劃
の
最
大
の
単
位
は
モ 

ク
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
八
つ
の
小
島
も
カ
メ

ハ
メ
ハ一

世
の
統
一

以
前
に
あ 

っ
て
は
独
立
し
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
島
が
い
く
つ
か
の
モ
ク
に
わ
か
れ
て
い 

た
。
今
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
に
先
立
っ
て
、

j

七
七
八
年
ハ
ワ
イ
諸
島
が
世 

に
知
ら
れ
た
頃
の
、
又一
八
四
八
年
の
土
地分
割

令
以
前
の

土
地
の
区
分
を
一 

.
麻
説
明
し
て
置
く
。

モ
ク
が
さ
ら
に
^

<
刀
さ
れ
て
、

ア
リ
イ

.

又
は
コ
ノ
ヒ
キ
に
依

っ
て
支
配
さ
れ 

る
ア
フ
プ
ア
ア
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
も
前
掲
論
文「

古
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
漁 

業」

に
お
い
て
述
べ
て
置
い
た(「

三
田
学
会
雑
誌」

第
.五
十
一
卷
第
十
二
号 

■

ニ
頁)

。
ア
フ
プ
ア
ア
は
ア
リ
イ
又
.は
コ
ナ
ヒ
キ
が
支
配
す
る
区
域
で
、原
型 

と
し
て
は

海
辺
を
底
辺
とし
て

山
岳
地
帯
に至
る
も
の
.で
あ
り
、
そ
の
所
有
者 

た
る
ア
リ
イ
又
は

コ
-ナ
ヒ
キ
が
魚
類
や
海
草
を海

か

ら

得

、

タ

.
ロ

芋
や
バ
ナ
ナ 

や
藤
摩
碧
を
低
地帯
で
、
船
材
そ
の
他
の

i

産
物
を
山
岳
地
帯
か
ら
獲
得
し 

て
い
た
。
も
ち
ろ
ん

地
形
に
依
っ
て
は
、
こ
の
理
想
型
を
得
ら
れ
な
い
ア
フ
プ 

ア
ア
も
あ
っ
た
し
、
そ
の
広
さ
も
大
小
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
小
さ
い
の
よ
百 

ェ
力

ア
に
過
ぎ
な
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
大
き
い
の
は

十
万
工
力

ア
に
達
す
る
も 

古
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
土
地
制
度
の
変
遷

の
も
あ
っ
た
。

モ
ク
と
ア
フ
プ
ア
ア
の
土
地
のIX
分
は
恐
ら
く
ハ.
ワ

イ
移
住
後
、
間
も
な
く 

生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
漁
撥
を
生
業
と
し
、
ま
だ
農
耕
の
■

し
な
か 

っ
た
頃
に
す
で
に
生
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

モ
ク
と
い
う
語
が
土
地

区
劃 

の
意
の
外
に
舟
を
意
味
す
る
こ
と
は
注
意
し
て
よ
か
ろ
う
。
又
モ
ク
ア
イ
ナ 

(mokltfaina)

、
モ
ク
プ
二 (

日oJJdpuni)

共
に
島
を
意
来
す
る
。
ア
リ
イ. 

ヌ
イ
又
は
有
力
な
ア
リ
イ
を
中
心
と
す
る
一
団
が
最
初
.に
占
居
し
た
範
囲
が
モ 

ク
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
一
船
隊
を
構
成
し
て
い
た
人
々
か
ら
成
立
っ
て
い
た
の 

で
モ
ク
と
呼
ば
れ
た
と
推
定
し
得
な
い
こ
と
も
な
い
。
，
た
だ
モ
ク
を
そ
の
原
緒 

的
形
態
に
お
い
て
は
単
な
る
地
理
的
分
割
と
み
る
べ
き
で
は
な
が
ろ
う
。
漁
撥 

を
主
と
す
る
限
り
、
土
地
は
占
有
さ
れ
る
が
、
単
に
漠
然
と
し
た
縄
張
り
を
示 

す
に
過
ぎ
な
か
った
。

ア
フ
プ
ア

ア
も
日
取
^
は
ア
リ
イ
に
与
え
ら
れ
た
繩
張
り 

で
、
そ
の
海
岸
地
帶
で
漁
撥
を
し
、
.船
舶
そ
の
他
の
材
料
を
低
地
帯
又
は
山
岳 

地
帯
に
求
め
る
権
利
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
ア
フ
プ
ア
ア
よ
り
小
さ
い
イ
リ

(ili)

と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。 

オ
ア
フ
島
の
ワ
イ
マ
ナ
ロ
の
ア
フ
ブ
ア
ア
の
如
く
、
全
然
イ
リ
の
な
い
と
こ
ろ 

も
あ
る
が
、
三
十
イ
リ
、
四
十
イ
リ
と
多
く
存
在
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
注
意 

す
べ
き
は
そ
れ
ぞ
れ
名
称
が
あ
っ
て
、
そ
の
境
界
が
厳
皿
に
定
め
ら
れ
て
い
る 

こ
‘と
ズ
あ
る
。
わ
が
国
の
名
田
の
如
く
で
あ
る
が
、
沿
岸
地
帯
、，

.低
地
帯
、
山 

岳
地
帯
ど
部
分
的
に
飛
び
離
れ
て
存
在
す
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
必
ら
ず
し
も 

農
耕
地
と
限
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
恐
ら
く
低
地
帯
の
農
耕
が
盛
ん
に 

な
っ
て
か
ら
生
じ
た
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

■ 

三

.

(

四
一
九)



:
イ
リ
に
は
.二
種
あ
る
。

一
つ
は
ア
フ
ブ
ア
ア
の
イ
リ
で
、他
の
•一

 

つ
.は
.イ
リ
. 

ク
ボ
ノ (in k

u
p
o
n
o
)

で
あ
る
。
前
者
は
そ
の
ア
フ
プ
ア
ア
の
主
た
る
ア
リ 

イ
に
属
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
土
地
の
産
物
を
.そ
.の
主
£
貝
献
す
る
義
務 

を
負
う
小
作
人
の
土
地
で
あ
る
。
後
者
は
そ
の
イ
リ
の
存
在
す
る

.ァ
フ
プ
ァ
ァ
• 

と
.は
関
系
な
く
、.慶
そ
の
地
方
の
王
：に
痛
属
し
、産
物
を
貢
献
す
る
。
イ
リ
* 

ク
ボ
ノ
又
は
略
し
て.普
通
イ
リ
.
ク
.と
称
す
る
も
の
は
、
..王
の
直
領
に
当
る
も 

の
で
あ
る
。
 

- 

.
こ
れ
ら
の
イ
リ
の
特
徵
と
し
て
特
に
注
意
す
ベ
き
点
は
イ
リ
の
一
部
に
モ
オ 

(

m
oo*)

又
は
モ
オ
ア
，イ
ナ

(

日ooaina)

と
呼
ば
れ
る
耕
作
地
の
存
す
る
こ
と 

で
あ
る
。
'先
に
イ
リ
の
生
じ
た
の
は
農
耕
が
盛
ん
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
逑 

ベ
た
の
も
そ
の
た.め
で
あ
る
が
、
又
農
耕
が
パ
ワ
イ
諸
島
の
ょ
う
な
火
山
列
島 

に
.お
.い
て
は
、
か
な
り
困
難
な
仕
事
で
あ.る
こ
と
を
示
す
も
の.で
あ
る
。
モ
オ 

は
さ
ら
に
小
さ
く
分
割
さ
れ
パ
ウ
カ

(
p
a
u
k
a
)

と
啤
ば
れ
て
い
る
場
合
も
あ 

る
。
か
く
し
て
農
耕
は
一
部
に
は
相̂
葬
達
を
み
せ
て
い
る
も
の
の
、
ー
兀
来
あ 

ま
り
勤
勉
で
.な
い
ハ
ワ
イ
人
に
と
っ
て.得
意
：の
業
と
はぃ
え
な
か
っ
た
の
で
あ 

る
。
そ
こ
で
あ
る
一
部
の
者
だ
け
が
灌
溉
用
水
を
作
っ
て
、
' 濃
耕
を
営
み
、
.そ 

れ
ら
が
イ
リ
の
所
有
者
と
し
て
、
自
由
農
民
的
存
在
を
示
す
に
至
っ
た
の
で
あ 

ろ
う
。
彼
ら
は
ァ
リ
イ
又
は
王
に
従
属1
て
は
い
る
が
、
土
地
に
緊
縛
さ
れ
て 

い
な
か
っ
た
。
文
そ
の
生
人
に
対
し
て
軍
事
的
義
S
を
負
う
者
で
も
な
か
っ 

た
。
た
だ
農
耕
に
依
る
産
物
、
そ
の
他
の
も
の
を
貢
納
す
る
義
務
を
も
っ
て
一 

定
の
土
地
を
占
有
し
て
い
た
の
で.あ
る
。

-

三

.I

役
に
農
耕
の
起
源
は
古
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
殆
ん
ど
漁
撥
と
同
時
に 

農
耕
が
始
ま
っ
た
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
又
も
し
彼
ら
の
前
住
地
が
タ
ヒ
チ
等 

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、農
耕
技
術
も
知
っ
て
い
た
.ろ
う
し
、
種
な
ど
も
持
参
し
た 

か
も
知
れ
な
い
。
.
し
か
し
最
初
の
う
ち
は
殆
ん
ど
農
耕
に
成
功
し
な
か
っ
た
よ 

う
で
あ
る
。

一
つ
に
は̂
働
カ
の
大
部
分
が
漁
撤
に
吸
収
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
 

又
他
方
熱
帯
産
の
舉
実
等
、
自
然
生
の
植
物
性
食
物
が
容
易
に
採
取
出
来
た

こ
 

，と
な
ど
か
ら
、
困
難
の
多
い
農
耕
労
働
に
従
事
す
る
者
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ 

ろ
う
。
そ
れ.が
や
が
て
人
口
が
増
加
す
る
.に
つ
れ
て
タ
口

宇
な
ど
•€
>
裁
培
を
 ̂

要
と
す
る
に
至
っ
た
め
で
あ
ろ
う
。

耕
作
地
は
水
流
の
便
の
あ
る
と
こ
ろ
に
作
ら
れ
た
.0「

古
代
ハ
ヮ
イ」

の
著 

者
マ
.ロ...
は
ハ
ヮ
イ
の
農
耕
は
水
流
の
便
利
な
と
こ
ろ
と
乾
燥
地
帯
と
で
、.
農
業 

方
法
を
異
に
し
た
と
述
べ
、
水
流
地
に
お
け
る
農
耕
は
容
易
で
あ
り
、

一
年
中 

行
な
う
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
の
地
帶
で
#
物
の
不
足
が
起
る
の
は

人
々
が 

a;
惰
だ
が
ら
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る

(
David 

H
a
l
o
。

ごHa
w
a
i
i
a
n

 

A
n

丨 

tiquities.2 

195,1, 

p. 

204)。

最
初
の
農
耕
は
こ
れ
ら
の
地
帯
に
始
ま
っ
た 

も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
前
述
の
イ
リ
の
耕
地
の
こ
と
を
モ
オ
と
い
う
が
、 

m
oo*
は
又
蛇
や「

と
か
げ」

.を
意
味
す
る
か
ら
、
水
流
の
隠
顕
す
る
状
態
が 

そ
れ
ら
と
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
く
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
.っ
た
の
で
は
あ
る 

ま
ぃ
か
。

マ
口
の
い
う
乾
燥
地
帶
と
い
う
の
は
火
山
地
方
特
有
の
傾
斜
地
で
あ
り
、
わ

が
国
の「

の」

に
当
る
が
、
傾
斜
の
度
は
わ
が
国
よ
り
も
け
わ
し
い
よ
う
で
あ 

る
。
後
に
近
世
に
な
っ
て
ハ
ヮ
イ
語
でク
ラ(

k
d
I
a

)

と
呼
ん
だ
耕
也
で
、
そ 

の
意
味
が
禿
と
い
う
の
で-%
わ
か
る
よ
う
に
、
耕
作
に
は
困
難
な
土
地
柄
で
あ 

る
。

ハ
ヮ
イ
は
雨
の
多
い
と
こ
ろ
で
、
殆
ん
ど
毎
日
雨
は
降
る
が
、
襲
雨
性
で 

あ
り
、
た
ち
ま
ち
晴
れ
渡
っ
て
熱
帶
の
太
陽
が
強
く
照
る
の
で
、直
ぐ
乾
燥
し
て 

し
ま
う
の
で
あ
る
。
相
当
の
雨
量
が
あ
っ
て
も
、
傾
斜
地
で
は
大
部
分
が
表
面 

を
流
れ
去
っ
て
し
ま
い
、
不
毛
の
地
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ 

て
こ
れ
を
開
発
す
る
た
め
に
は
土
地
を
段
畑
形
式
に
し
、
所
々
.に
ダ
ム
を
作
っ 

て
雨
水
を
貯
め
、
灌
槪
設
備
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
怠
惰
な
土
人
の 

よ
く
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
こ
で
耕
作
し
よ
う
と
思
う
^
さ
だ
け
、
雑
草 

を
刈
り
と
り
、
穴
を
い
く
つ
も
掘
り
、
そ
の
穴
の
中
に
ク
ク
イ
の
葉
、
灰
、
ご 

み
等
を
つ
め
込
み
、
そ
こ
に
畑
作
タ
ロ
芋
を
植
え
る
方
法
を
採
用
す
る
。

こ
の 

方
法
で
も
、
金
属
農
具
を
も
た
な
い
彼
ら
に
と
っ
て
は
相
当
の
労
働
で
あ
っ
た 

ろ
う
。
タ
ロ
芋
が
相
当
の
大
き
さ
に
育
つ
ま
で
何
度
も
雑
草
別
を
や
ら
な
け

，

e

 

ば
な
ら
な
い
。■.し
か
も
永
い
月
日
を
要
す
る
の
で
、
水
流
地
帯
の
耕
作
と
は
比 

較
に
な
ら
な
い
く
ら
い
骨
が
折
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
ァ
て
恐
ら
く
水
流
也 

帯
が
な
い
と
こ
ろ
、
例
え
ば
一
一
イ
ハ
ゥ
島
な
ど
を
除
い
て
、
水
流
地
帯
よ
り
も 

ず
っ
と
後
れ
て
開
発
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
水
流
地
帯
に
お
い
て
は
農 

耕
技
術
も
は
る
か
に
進
ん
だ
も
の
に
な
り
、
灌
槪
用
水
の
施
設
も
出
来
上
っ
て 

レ
た
。
し
か
し
全
体
と
し
て
農
業
は
第
二
次
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ア
リ
イ
が
武
技
を
専
業
と
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
被
支
配
層
で
あ
る
マ
ヵ
ア 

イ
ナ
ナ
'
 (
m
a
k
a
z

 a
i
n
a
n
a
)

が
漁
民
と
し
て
、
又
農
民
と
し
て
^
躍
す
る
こ

古
ハ
ワ
イ
に
お
け
る

土
地
制
度
の

変
遷

と
に
な
っ
た
。
初
期
の
段
階
に
あ
っ
て
は
、
ア
リ
イ
層
も
、
マ
力
ア
イ
ナ
ナ
層 

と
共
に
生
産
に
従
事
し
、
む
し
ろ
ア
リ
イ
が
指
導
的
地
位
に
立
ち
、
そ
の
一
族
、 

従
者
に
侬
っ
て
生
産
、
主
と
し
て
漁
撤
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
各

. 

ア
リ
イ
が
互
い
に
縄
張
り
の
拡
大
を
計
る
よ
う
に
な
り
、
ア
リ
イ
*
ヌ
イ
と
呼 

ば
れ
る
最
高
貴
族
が
国
，王
と
し
て
各
島
々
に
出
ま
、
ぼ
力
を
競
う
こ
と
が
盛
ん 

に
な
る
と
、
生
産
は
マ
力
ア
イ
ナ
ナ
に

1.

任
さ
れ
、
彼
ら
に
土
地
が
与
え
ら
れ 

る
。
漁
場
、
耕
地
等
が
与
え
ら
れ
、
所
謂
小
作
人
的
地
位
が
形
成
さ
れ
る
。
国 

王
の
勢
力
を
決
定
す
る
も
の
は
、
そ
の
勢
力
下
に
あ
る
ア
リ
イ
の
武
力
に
あ
る 

が
、
そ
れ
ら
の
ア
リ
イ
を
有
力
な
ら
し
む
る
も
の
は
、
よ
き
漁
区
、
よ
き
耕
地 

を
そ
，の
支
配
す
る
ア
フ
プ
ア
ア
に
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
第
一
一
の
段
階
に
お 

い
て
は
ア
リ
イ
の
武
人
化
で
あ
り
、
恐
ら
く
そ
の
頃
ば
一
族
従
者
の
群
が
生
産 

に
従
事
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
優
れ
た
漁
夫
は
漁
業
中
心
の
社
会
で
あ
り
、
割 

合
に
得
や
す
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
農
耕
の
方
は
あ
ま
り
簡
単
に
得
ら
れ 

ず
、
特
に
希
望
す
る
者
に
貸
与
す
る
イ
リ
の
制
度
が
発
生
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

も
ち
ろ
ん
イ
リ
の
土
地
は
農
耕
に
限
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
耕
地 

の
存
在
を
前
述
の
如
く
そ
の
特
徵
と
す
る
点
か
ら
み
て
も
、
農
産
物
、
殊
に
ハ 

ヮ
'イ
名
物
の
ボ
イ

(
p
o
i
)

の
原
料
と
な
る
タ
ロ
芋
の
生
産
を
*
視
し
た
の
で
は 

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
農
夫
は
漁
夫
と
同
様
に
尊
重
さ
れ
た
。
彼
ら
は
そ
の
産
物
を
貢
納
す 

る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
は
い
た
が
、
自
由
民
的
立
場
に
あ
っ
た
。
然
る
に 

コ
ノ
ヒ

キ

と

称
す
る
王
国
の
代
官
が
各
地
区
の
貢
狙
微
発
担
当
者
と
な
り
、

豚

.
タ
ロ
芋
.
薩
摩
^

.羽
根
•
力
.パ

(

紙
布)

，
!!
#
の
畠
㈱
を
取
上
げ
て

五

C

四
ニ
ー)



ゆ
く
ょ
ぅ
に
な
り
、
農
民
の
生
活
は
最
低
の
限
度
に
止
め
'ら
れ
た
の
.で
あ
る
。

. 

n 

ノ
ヒ
キ
の
&
分
が
ど
の
く
ら
い
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
土
地
分
割 

令
に
お
い
て
ア
リ
イ
と

並
べ
置
か
れ
た
点
か
ら
み
て
も
、
■
.相

当
の
も
の
で
あ
っ 

..た
■と
推
測
す
る
こ
.と
が出
来
よ
ぅ
。

一.七
七
八
年
ク
ッ
ク
が
発
見
し
た
当
時
に
は
島
々
に
国
王
が
あ
り
、
互
に
勢 

力
を
維
持
せ
ん
，と
し
て
争
っ
て
い
た
が
、
恐
ら
く
こ
の
段
階
に
来

.る
ま
で
に
、 

幾
度
か
戦
乱
が
あ
り
、
土
地
の
支
廊
権
に
変
化
が
あ
っ
た
と
考
克
ら
れ
る
。
従 

っ
て
そ
こ
に
.複
雑
な
支
配
関
係
を生
じ
た
。
ア
フ
プ
ア
ア
の
イ
リ
の
支
配
者
は 

ア
フ
プ
ア
ア
の
ア
リ
イ
で
あ
る
か
ら
問
題
は
な
い
が
、
イ
リ•

ク
ボ
ノ
は
■
王 

直
属
で
あ
り
、
そ
の
属
す
る.ア
フ
プ
ア
ア
か
ら
独
立
し
て
い
た
。
国
王
の
勢
力 

が
拡
大
さ
れ
る
と
、
そ
のア
フ
プ
ア
ブ
の
土
地
を
併
合
し
て
大
き
く
な
っ
た
。 

例
え
ば
ハ
ワ
イ
島
に
お
け
るワ
イ
メ
ア(

w
a
i
m
e
a
)

の
ア
フ
プ
ア
ア
の
十
分 

の
九
は
ワ
イ
カ
ロ
ア
の
イ
リ
と
プ
ゥ
カ
プ
の
イ
リ
と
に
包
含
さ
れ
て
し
ま
っ 

た
0
恐
ら
く
そ
の
逆
の
場
合
も
あ
っ
た
ろ
ぅ
。
又
他
の
ア
フ
プ
ア
ア
に
イ
リ
を 

も
つ
ア
リ
イ
も
発
生
し
た。
.

カ
メ
ハ
メ
ハ1

世
が
一
七
九
五
.年
に
ハ
ワ
イ
諸
島
を征
服
し
、
こ
こ
に
ハ
ワ 

イ
王
国
を
設
立
し
た
時
の
土
地
制
度
は
以
上
の
.如
き
状
態
に
あ
っ
た
。
即
ち
最 

大
の
区
劃
で
あ
る
モ
ク
は
単
な
る
地
理
的
区
劃
と
化
し
去
り
、
各
ア
リ
イ
及
び 

コ
ノ
ヒ
キ
に
は
ア
フ
プ
ア
ア
が
与
え
ら
れ
て
い
る
0
そ
の
ア
フ
プ
ア
ア
も
海
浜 

か
ら
山
上
に
至
る
土
地
を
含
む
原
型
に
近
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
然
ら
ざ
る
も
の 

も
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
領
す
る
ア
リ
イ
は
一
族
の
者
を
働
か
す
場
合
も
あ
つ
た

• 

六

(

四
二 

5

が
、
多
く
は
イ
リ
と̂
て
小
作
せ
し
め
、
貢
租
を
微
靡
す
る0
イ
リ•

ク
ボ
ノ 

に
お
い
て
は
国
王
の
所
当
と
な
る
が
、
中
間
に
コ
ノ
ヒ
キ
が
介
在
す
る
0
全
土 

の
政
治
的
支
配
者
は
国
王
で
あ
る
が

(

誰
も
土
地
の
所
有
者
で.は
众
か
っ
た
。 

土
地
を
譲
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
、
要
す
る
に
貢
租
の
徴
発
権
が
与
え
ら
れ
た
に 

過
ぎ
な
い
。
貨
幣
経
済
が
未i

で
あ
っ
た
か
ら
、

土
地
の
売
買
質
入
は
存
在 

し
な
い
。
全
体
と
し
て
土
地
ば
か
り
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
財
貨
に
つ
い
て
所
有 

観
念
めm

達
が
不
十
分
で
あ
：っ
た
。
従
っ
て
後
に
な
っ
て
も
、
借
り
た
物
を
返 

さ
な
く
て
も
平
気
で
あ
り
、
他
に
寄
食
す
る
こ
と
も
何
と
も
思
わ
な
い
の

は
、
 

当
然
で
あ
ろ
う
。：
か
か
る
状
態
の.と
こ
ろ
に
、
西
欧
資
本
主
義
の
私
有
財
産
制 

を
採
り
入
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
.そ
の
困
難
さ
は
、
わ
が
明
治
維 

新
の
比
で
は
な
い。
.

ハ
ワ
イ
の
状
徵
は
封
建
制
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
農
耕
民
族
と
し
て
の
発
展 

も
極
め
て
不
十
分
の
状
態
の
ま
ま
に
、
近
世
西
欧
文
化
に
接
触
し
た
も
の
で
あ 

る
。
そ
の
状
態
を
強
い
て
わ
が
国
の
場
合
と
比
較
す
れ
ば
、
縄
文
式
文
化
か
ら 

弥
生
式
文
化
に
移
る
頃
の
状
態
と
み
る
べ
き
.で
あ
ろ
う
。
た
だ
漁
撥
民
族
が
農 

耕
を
採
り
入
れ
、
新
し
い
土
地
制
度
を
作
り
つ
つ
•あ
っ
た
時
で
、
そ
の
外
的
影 

響
が
わ
が
国
の
場
合
は
隋
唐
文
化
で
あ
り
、

ハ
ワ
イ
の
場
合
は
西
洋
文
化
で
あ 

っ
た
。
し
か
も
そ
の
接
蝕
は
前
者
に
お
い
て
は
徐
々
で
あ
っ
た
の
に
、
後
者
に 

お
い
.て
は
急
激
で
あ
っ
た
。
こ
め
こ
と
が
そ
の
後
の
ハ
ワ
イ
王
国
に
は
致
命
的 

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

.(

昭
和
三
十
五
年
三
月
一

一

十
四
日
稿〕

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
社
会
民
主
主
義
の
形
成
過
程

(

そ
の
ニ)

——

帝
国
主
義
の
時
期
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
と
労
働
代
表
委
員
会

——

一
、

は
し
が
き
I

民
主
社
会
主
義
の
幻
影 

ニ
、
帝
国
，主
義
段
階
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
労
働
者
階
級 

三
、

「

独
立
労
働」

の
経
済
的
背
景

最
近
結
成
さ
れ
、
ジ
ャI
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
は
な
ば
な
し
く
宣
佞
さ
れ 

た
民
主
社
会
党
、
い
わ
ゆ
る
西
尾
新
党
の

「

わ
れ
わ
れ
の
党
の*
本
原
理」

な 

る
も
の
に
接
す
る
機
会
を
え
た
。
こ
れ
に
は
、
㈠
党
の
瑰
念
と
し
て
つ
ぎ
の
よ 

う
に
の
ベ
ら
れ
て
い
る
。

「

わ
れ
わ
れ
の
党
は
、.民
主
社
会
主
義.の
原
理
に
た
'つ
人
々
の
政
治
的
結 

合
体
.で
あ
る
。
党
は
資
本
主
義
と
左
右
の
全
体
主
義
と
に
対
決
し
、

一
切
の 

抑
庄
と
搾
取
と
か
ら
社
会
の
成
員
を
解
放
し
て
、
個
人
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら 

れ
、
人
格
の
自
由
な
発
展
が
で
き
.る
よ
う
な
社
会
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
も 

の
で
あ
る」

と
。

そ
し
て
㈡
党
の
基
本
原
理
と
し
て
、

.S

個
人
の
尊
厳
と
人
格
の
自
由
，な
発 

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
.る
社
会
民
主
主
義
の
形
成
過
程

飯

田

：

鼎

展
、
(P
)
市
民
的
自
由
の
保
証
、㈧
社
会
主
義
社
会
の
実
現
、㈡
議
会
制
民
主
主 

義
の
擁
護
、
娲
平
和
主
義
のi

の
擁
護
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し 

な
が
ら
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
も
の.は
、s

党
の
性
格
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
，

s

特
定
の
世
界
観
に
限
定
し
な
い0
(P
)
階
級
政
党
で
な
い
こ 

と
、
つ
杏
り
国
民
政
党
で
あA
こ
と
、
㈧
労
働
者
、
農
秫
漁
業
者
、
中
小
商
工 

業
者
、
技
術
者
お
よ
び
管
理
者
、
自
由i

者
、
さ
ら
に
家
庭
の
主
婦
を
も
平 

等
に
.参
加
さ
せ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

筆
者
が
、
いま
と
と
さ
ら
に
^

ま
?±
^

党
を
問
題
に
す
る
のは
、

こ

の
基
本 

方
針
を
賞
い
て
い
る
倫
理
的
精
神
主
義
的
性
格

——

観
念
史
観
に
通
ず
る
、
階 

•
級
政
党
の
罾̂—

せ
#
ま
_
ネ
豸
の
拒
る
、
個
人
主
義
的
人
格
主
義I

ブ 

ル
ジ
ョ
ァ
民
主
主
義
の
擁
護
、
こ
れ
ら
が
果
し
て
社
会
主
義
と
呼
ば
れ
る
に
値 

す
る
か
ど
う
か
を
検
尉
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
基
本
)1
理
わ
分
析
と
批
判
と 

を
通
じ
て
、
民
主
社
会
党
の
本
体
似
体
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
日
本
の
社
会 

主
義
運
動
や
労
働
運
働'に
お
い
て

ど
の
，よ
う
な
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
る

か 

が
.、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
民
主
社
会
党
が
、
現
在

,
 

.

七

(

四
一一
一

a


