
                          

二
十 

家 

畜 

奄
美
諸
島
に
家
畜
（
牛
・
馬
・
豚
・
鶏
・
山
羊

や

ぎ

な
ど
）
が
飼
わ 

れ
た
の
は
、
甘
蔗
の
渡
来
（
一
六
〇
九
年
）
す
る
以
前
か
ら
と
み 

ら
れ
る
。 

 

元
和
九
年
（
一
六
三
三
年
）
の
「
大
島
置
目
条
々
」
に
、「
赤 

津
久
黒
ツ
ク
牛
馬
ノ
皮
不
残
御
物
ヲ
以
可
買
取
事
」
と
あ
る
。
す 

な
わ
ち
、
肉
は
住
民
が
食
べ
皮
は
供
出
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。 

ま
た
民
話
、
童
歌
に
も
、
牛
の
肉
を
食
べ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
か 

ら
牛
は
相
当
古
い
時
代
か
ら
飼
わ
れ
食
用
と
さ
れ
て
い
た
。（
大 

井
浩
太
「
沖
縄
、
奄
美
の
生
業
」
参
照
） 

 

沖
永
良
部
島
へ
の
伝
来
に
つ
い
て
も
、
遠
く
十
五
世
紀
に
さ
か 

の
ぼ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、そ
の
歴
史
的
史
実
は
定
か
で
な
い
。 

し
か
し
、
文
明
十
年
（
一
四
七
八
年
）
に
与
那
国
島
に
漂
着
し
た 

朝
鮮
人
三
人
の
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
（「
を
な
り
神
の
島
所 

収
」）、「
そ
の
頃
宮
古
、
八
重
山
諸
島
で
は
肉
を
食
用
に
し
な
か
っ 

た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
朝
鮮
人
が
宮
古
を
経
て
、
沖
縄
に
来 

て
み
る
と
同
島
で
は
牛
、
猫
、
鶏
は
言
う
に
及
ば
ず
馬
、
豚
、
山 

羊
、
犬
も
飼
育
さ
れ
家
畜
肉
食
風
も
広
ま
っ
て
、
牛
馬
の
肉
は
売 

                          

買
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
後
間
も
な
く 

他
の
諸
島
へ
も
伝
播

で
ん
ぱ

す
る
に
至
っ
た
で
あ
ろ
う
。
豚
は
肉
用
、
牛 

は
使
役
お
よ
び
糞ふ

ん

畜
と
し
て
飼
養
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
他
地
域 

と
同
一
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

牛
は
、「
牛う

し

合
せ

お
お
し

」
の
業
に
よ
っ
て
振
興
が
図
ら
れ
た
点
も
み 

う
け
ら
れ
る
。「
牛
合
せ
の
牛
を
持
つ
こ
と
は
非
常
な
名
誉
で
角 

が
前
方
に
向
か
っ
て
半
円
型
に
伸
び
た
雄
牛
を
好
ん
で
飼
っ
て
い 

た
。」
と
い
う
古
老
の
言
葉
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、 

牛
は
農
耕
上
不
可
欠
の
家
畜
で
あ
る
た
め
明
治
期
ま
で
は
能
率
の 

高
い
雄
牛
飼
養
の
傾
向
が
強
か
っ
た
。
そ
の
後
、
雌
牛
を
飼
い
農 

耕
に
使
役
す
る
か
た
わ
ら
子
牛
を
得
て
金
に
換
え
る
風
が
盛
ん
に 

な
っ
た
た
め
、
従
来
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
牛
合
せ
の
風
は
衰
え 

る
に
至
っ
た
。（
柏
常
秋
「
沖
永
良
部
島
民
俗
誌
」
参
照
） 

 

牛
の
改
良
に
つ
い
て
、
鹿
児
島
県
当
局
が
明
治
末
年
、
国
有
種 

雄
牛
の
貸
し
付
け
を
受
け
た
り
、
鳥
取
県
な
ど
の
先
進
地
か
ら
優 

良
種
牛
を
導
入
し
改
良
を
進
め
て
い
た
が
交
通
事
情
の
悪
い
離
島 

の
本
島
に
、
優
良
種
牛
が
導
入
さ
れ
る
ま
で
は
、
長
い
期
間
が
か 

か
っ
た
。
昭
和
三
十
年
代
に
入
っ
て
、
本
土
か
ら
優
秀
な
基
礎
牛 

が
導
入
さ
れ
、
和
牛
の
子
牛
生
産
が
唯
一
の
副
業
収
入
の
手
段
と 

な
っ
た
。 
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昭
和
期
に
入
っ
て
の
家
畜
飼
養
頭
羽
数
は
表
の
と
お
り
で
あ 

る
。（
表
18
） 

 

和
牛
に
つ
い
て
は
、
そ
の
飼
養
目
的
こ
そ
異
な
る
が
逐
次
増
頭 

の
傾
向
に
あ
り
、
昭
和
三
十
年
代
に
は
一
頭
飼
育
を
主
軸
と
す
る 

役
畜
で
耕
種
部
門
の
補
完
的
役
割
で
飼
養
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
四 

十
年
代
に
入
る
と
、
役
畜
の
役
目
は
機
械
に
変
わ
り
、
子
牛
の
生 

産
と
糞
を
と
る
土
づ
く
り
の
役
目
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
て
き
た 

た
め
、
増
頭
意
欲
が
高
ま
っ
て
き
た
。 

 

馬
の
飼
養
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
五
年
を
ピ
ー
ク
と
し
て
、 

そ
の
後
は
減
尐
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
当
時
は
砂
糖
製
造
の 

役
畜
と
し
て
飼
養
意
欲
も
高
ま
っ
て
い
た
が
、
機
械
化
の
波
と
、 

飼
益
性
の
低
下
に
伴
っ
て
消
滅
し
た
。 

 

豚
の
飼
養
に
つ
い
て
は
、
肉
用
と
し
て
各
農
家
ご
と
に
飼
わ
れ 

て
い
た
が
昭
和
四
十
年
代
に
入
る
と
、
経
済
性
、
環
境
衛
生
の
立 

場
か
ら
そ
の
存
在
価
値
が
次
第
に
う
す
れ
、
各
戸
に
お
け
る
飼
育 

頭
数
は
尐
な
く
な
り
、
わ
ず
か
に
多
頭
飼
育
農
家
で
維
持
さ
れ
て 

い
る
に
す
ぎ
な
い
。 

 

山
羊

や

ぎ

の
飼
養
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
三
年
の
千
五
百
二
十
四 

頭
を
ピ
ー
ク
に
、
そ
の
希
尐
価
値
は
認
め
な
が
ら
も
、
肉
需
要
は 

嗜
好
性
を
伴
う
消
費
で
あ
る
た
め
飼
養
頭
数
は
減
尐
の
傾
向
を
た 

                          

ど
っ
て
い
る
。 

 

鶏
の
飼
養
に
つ
い
て
は
、
食
用
と
し
て
早
く
か
ら
放
し
飼
い
を 

し
て
い
た
。
鶏
は
住
民
が
手
軽
に
処
分
で
き
る
唯
一
の
動
物
性
た 

ん
ぱ
く
質
源
と
し
て
貴
重
な
存
在
で
あ
り
、
飼
養
羽
数
も
高
い
も 

の
で
あ
っ
た
。
現
在
は
飼
養
公
害
な
ど
の
た
め
放
し
飼
い
が
認
め 

ら
れ
ず
、
一
部
養
鶏
専
門
農
家
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。
肉 

と
し
て
の
供
給
は
尐
な
い
が
採
卵
用
と
し
て
の
飼
養
は
九
十
パ
ー 

セ
ン
ト
を
超
え
る
供
給
率
を
維
持
し
て
い
る
。 
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表18 和泊町家畜の飼養頭羽数（昭和12年～58年） 

種目 牛 馬 豚 山羊 鶏 

項目 

年次 
飼養 
戸別 

飼養 
頭数 

生産 
頭数 

飼養 
戸別 

飼養 
頭数 

生産 
頭数 

飼養 
戸別 

飼養 
頭数 

生産 
頭数 

飼養 
戸別 

飼養 
頭数 

飼養 
戸別 

飼養 
頭数 

昭12 1,467 1,646 844 388 401 55 1,579 2,300 1,142  390 1,973 8,334 

13 1,517 1,763 853 374 319 32 1,869 2,774 2,117  425 1,843 8,528 

14 1,748 1,807 738 381 387 12 1,917 2,686 1,581  393 1,850 8,542 

15 1,600 1,889 850 330 335 10 1,457 2,011 730  354 1,950 7,884 

16 1,975 1,997  327 332 18 520 639 515  249 2,140 3,924 

17  1,985 487  331 19  675 392     

18 1,680 1,871 161 338 340 17 540 733 122  278 2,186 8,990 

19 1,518 1,936 478 275 287 20 360 371 363  799 2,295 17,101 

20  1,479   104   352   597   

21  1,601   90   215   230  12,530 

22  1,711   98   467   1,495  6,310 

23  1,805 349  108 21  689 708  1,542   

24  1,828 437  113 9  1,479 1,347  1,002   

25  1,648 311  98 4  1,127 972  994   

26  1,783 461  104 16  1,642 1,214     

27  1,843   96   2,520   679  11,583 

28              

29 1,462 1,585 919 164 172 34 1,663 1,798 1,825  188 1,901 9,812 

30 1,576 2,010 758 202 218 24 2,152 2,797 934  437 2,433 10,996 

31 1,519 2,024 1,215 243 252 33 1,675 2,100 1,694  455 1,822 8,085 

32 1,667 1,752 962 258 265 28 1,706 2,070 3,156  207 2,394 5,368 

33 1,355 1,567 1,024 211 274 96 1,103 1,715 2,300  443 2,290 12,195 

34 1,372 1,577 950 254 274 22 1,283 2,082 2,145  267 2,135 11,585 

35 1,352 1,563 1,187 268 290 31 1,650 3,062 2,829  317  11,420 

36 1,266 1,590  230 236  1,560 3,902   267 1,599 9,414 

37 1,246 1,622 985 206 211 9 1,152 2,023 1,842 247 262 1,455 8,949 

38 1,237 1,669 898 170 170 1 853 1,376 1,626 143 166 1,350 8,336 

39 1,260 1,973 944 146 147 1 720 1,125 1,851 92 108 1,091 7,999 

40  1,922 708  127   1,290   70  6,779 

41 1,264 2,187 793  90  720 1,860 323 67 83 492 3,759 

42  3,067 903           

43 1,335 3,482 1,129  50  378 954 224 26 29 239 3,661 

44 1,250 3,598 1,233           

45 1,104 3,027 1,013  22  296 1,056 234 14 19 154 8,806 

46 1,052 2,590 868  19  136 556 225  39 89 11,511 

47 1,010 2,505 938  8  113 576 176  55 103 21,500 

48 954 2,817 963  7  84 520 183  66 70 23,265 

49 987 3,136 1,068  5  21 170 28  64 27 15,272 

50 970 3,144 1,155  2  20 172 69  73 29 14,940 

51 968 3,230 1,246  2  28 266 111  82 14 14,760 

52 925 3,051 1,307  1  10 209 91  51 21 12,717 

53 935 3,063 1,352  1  7 202 91  51 13 12,885 

54 917 3,102 1,391  1  8 228 52  43 19 11,800 

55 929 3,542 1,460    5 105 8  52 5 13,015 

56 933 4,102 1,680    7 161 66  56 64 11,081 

57 930 4,448 1,805    8 202 111 43 84 80 12,440 

58 914 4,462 1,950    6 195   72  12,250 

 



(一) 

牛 

 

日
本
へ
の
牛
の
渡
来
に
つ
い
て
は
文
献
上
不
明
で
あ
る
が
、
そ 

の
品
種
改
良
な
ど
に
つ
い
て
は
、
明
治
十
三
年
か
ら
始
ま
っ
て
い 

る
。 

 

本
県
に
つ
い
て
は
同
年
、
種
牡
牛
取
り
締
ま
り
の
制
度
が
実
施 

さ
れ
、種
牡
牛
に
つ
い
て
一
定
の
規
準
に
よ
っ
て
検
査
を
実
施
し
、 

同
三
十
三
年
に
は
産
牛
馬
組
合
法
が
誕
生
し
た
。
翌
三
十
四
年
に 

は
県
費
で
種
牡
牛
デ
ボ
ン
、
シ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
な
ど
の
外
国
種
十 

数
頭
を
移
入
す
る
と
同
時
に
、
国
か
ら
デ
ポ
ン
、
短
角
種
牛
各
三 

頭
の
貸
し
付
け
を
受
け
て
改
良
が
始
ま
っ
た
。 

 

大
正
四
年
に
初
め
て
、
鳥
取
、
島
根
県
な
ど
か
ら
改
良
和
種
の 

種
雄
牛
を
入
れ
、
そ
の
結
果
は
良
好
で
あ
っ
た
。
大
正
六
年
に
至 

り
、
乳
牛
は
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
種
、
和
牛
は
黒
毛
改
良
和
種
に
限
定 

し
、
鋭
意
体
型
、
資
質
の
改
善
整
備
に
努
め
、
大
正
十
三
年
に
は 

鹿
児
島
種
と
し
て
の
登
録
事
業
を
行
い
基
礎
的
改
善
に
着
手
し 

た
。 

 

昭
和
十
九
年
登
録
牛
に
つ
い
て
は
、
固
定
し
た
品
種
と
見
な
し 

「
黒
毛
和
種
」
と
命
名
し
た
。 

 

昭
和
二
十
三
年
に
は
全
国
和
牛
登
録
協
会
が
発
足
し
、
改
良
が 

      

て
、
人
為
的
飼
養
管
理
が
必
要
と
な
り
、
住
居
の
近
く
な
い
し
、 

屋
敷
内
飼
育
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

昭
和
期
に
入
り
牛
の
飼
養
は
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
た
が
、
そ 

の
飼
料
は
も
っ
ぱ
ら
野
草
に
頼
り
家
族
労
働
力
の
大
半
を
採
草
労 

働
力
と
し
て
投
入
し
、
一
頭
当
た
り
二
～
三
時
間
を
要
し
た
。 

 

気
候
的
に
青
草
の
生
育
に
適
し
て
い
る
と
は
い
え
、
和
牛
の
飼 

養
頭
数
は
野
草
の
採
取
量
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
た
。
一
日
当 

た
り
の
標
準
給
与
量
は
、
野
草
ま
た
は
芋
づ
る
、
甘
蔗
葉
を
主
と 

す
る
粗
飼
料
を
四
十
～
七
十
キ
ロ
、甘
藷
二
～
五
キ
ロ
、米
ぬ
か
、 

大
豆
か
す
を
尐
量
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
多
大
の
野 

草
の
採
取
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
が
、
投
げ
草
給
与
の
た
め
三 

分
の
一
は
敷
草
と
化
し
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
っ
た
。 

 

そ
こ
で
増
頭
振
興
の
た
め
に
は
草
刈
り
労
働
問
題
を
解
決
す
る 

必
要
に
迫
ら
れ
飼
槽
を
造
り
、
裁
断
に
よ
っ
て
食
い
込
み
を
よ
く 

す
る
方
法
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
刈
る
飼
料
か
ら 

作
る
飼
料
へ
の
転
換
と
も
い
え
る
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
近
年 

は
サ
イ
レ
ー
ジ
、
乾
燥
庫
の
普
及
に
よ
っ
て
労
働
力
の
省
力
化
が 

図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

  

一
段
と
促
進
さ
れ
た
。
当
初
は
体
質
、
資
質
、
役
用
能
力
を
重
視 

し
て
改
良
が
進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
役
用
の
低
下
に
伴
い
子
出 

し
の
良
い
も
の
、
食
肉
の
需
要
に
応
ず
る
た
め
飼
料
の
利
用
性
、 

産
肉
性
の
高
い
も
の
に
改
良
さ
れ
た
。 

 

沖
永
良
部
島
に
お
け
る
牛
の
飼
養
に
つ
い
て
、
柏
常
秋
著
「
沖 

永
良
部
島
民
俗
誌
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。 

「 

野
繋
ぎ
す
る
に
は
、
二
間
余
る
綱
を
つ
け
そ
の
一
端
を
地
上 

 

に
打
立
て
た
材
に
結
ん
で
置
き
、
一
日
一
回
水
を
与
え
又
、
場 

 

所
を
変
へ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
場
所
は
野
草
の 

 

多
い
し
か
も
樹
木
の
な
い
平
坦
な
地
で
あ
る
こ
と
を
要
し
た
が 

 

こ
の
草
生
地
が
開
墾
さ
れ
る
に
つ
れ
て
次
第
に
屋
舎
飼
い
に
せ 

 

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
変
遷
は
同
時
に
火
田
式
農
耕
か
ら 

 

定
着
農
耕
に
移
り
行
く
農
法
の
変
遷
を
も
物
語
る
も
の
で
あ
っ 

 

た
。」 

 

飼
養
管
理
に
つ
い
て
は
、
雑
草
を
主
体
と
し
た
粗
飼
料
飼
育
で 

あ
り
粗
放
的
管
理
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
牛
を
飼 

養
す
る
究
極
的
な
目
標
は
、
肉
用
は
さ
て
お
き
、
甘
蔗
、
甘
藷
栽 

培
の
た
め
の
堆

廐

た
い
き
ゆ
う

肥
の
生
産
と
、
キ
ビ
圧
搾
、
耕
起
等
の
使
役 

の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

 

使
役
牛
と
し
て
一
方
で
、
子
を
取
る
経
済
価
値
の
上
昇
に
伴
っ 

      

○
牛
の
流
通
に
つ
い
て 

 

大
正
の
こ
ろ
か
ら
ヒ
ヤ
ン
ザ
チ
ユ
ー
（
沖
縄
県
平
安
座
島
の
家 

畜
商
）
が
き
て
子
牛
を
買
い
と
り
、
マ
ー
ラ
ン
船
（
ジ
ャ
ン
ク
） 

に
積
ん
で
沖
縄
に
持
っ
て
行
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。「
琉
球
の 

畜
産
」
に
は
「
昭
和
二
十
一
年
四
月
か
ら
同
二
十
三
年
六
月
迄
に 

約
千
八
百
六
十
頭
の
牛
を
琉
球
農
業
協
同
組
合
連
合
会
が
、与
論
、 

沖
永
良
部
、
徳
之
島
か
ら
移
入
し
増
殖
の
基
礎
を
築
い
た
。」
と 

記
録
さ
れ
て
い
る
。 

 

日
本
復
帰
前
ま
で
の
、
流
通
に
つ
い
て
は
、
バ
ク
ヨ
ウ
（
伯
楽
） 

と
呼
ば
れ
る
家
畜
商
人
の
手
で
、
琉
球
経
済
圏
の
中
で
取
り
引
き 

が
行
わ
れ
て
い
た
。
復
帰
後
は
通
関
関
係
で
沖
縄
業
者
が
直
接
買 

い
付
け
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
鹿
児
島
本
土
へ
輸
送
さ
れ
る
こ
と 

に
な
っ
た
。「
和
泊
町
農
業
の
展
開
構
造
」
に
は
「
沖
永
良
部
島 

内
に
家
畜
商
を
名
乗
る
も
の
は
七
十
名
を
数
へ
、
そ
の
三
分
の
二 

が
和
泊
町
に
い
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

本
島
の
家
畜
商
は
資
本
的
に
零
細
で
あ
っ
た
た
め
に
資
本
蓄
積 

の
あ
っ
た
も
の
は
尐
な
く
本
土
、
沖
縄
の
業
者
の
集
荷
機
関
的
役 

割
し
か
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
の
が
現
実
で
あ
っ
た
。 

 

取
り
引
き
は
庭
先
販
売
な
る
も
の
が
主
で
あ
り
、
公
的
市
場
で 

の
取
り
引
き
は
尐
な
か
っ
た
が
年
次
を
経
て
、
家
畜
へ
の
行
政
の 
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介
在
が
強
く
な
り
補
償
制
度
が
充
実
し
て
く
る
と
市
場
の
有
利
性 

が
認
め
ら
れ
全
生
産
牛
が
農
協
を
通
じ
た
家
畜
商
の
手
で
取
り
引 

き
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

家
畜
の
改
良
の
動
き
は
、
県
に
お
い
て
は
明
治
期
ま
で
さ
か
の 

ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
本
島
で
は
昭
和
三
十
年
代
で
あ
る
と
い 

え
る
。 

 

そ
し
て
、
昭
和
四
十
年
代
に
入
っ
て
沖
永
良
部
島
の
畜
産
は
飛 

躍
的
発
展
を
遂
げ
「
エ
ラ
ブ
牛
」
と
称
し
全
国
に
そ
の
名
声
を
高 

め
た
。「
エ
ラ
ブ
牛
」の
基
礎
を
作
り
そ
の
名
声
を
高
め
た
も
の
は
、 

そ
れ
ま
で
の
家
畜
商
人
、
人
工
受
精
師
等
の
指
導
も
含
め
、
一
貫 

し
た
種
雄
牛
の
選
定
と
凍
結
精
液
の
普
及
に
よ
る
こ
と
を
見
逃
す 

こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

家
畜
は
我
々
の
生
活
を
支
え
た
大
き
な
支
柱
で
あ
っ
た
。
こ
と 

に
牛
は
使
役
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
子
取
り
牛
と
し
我
々
の
生
活 

を
大
き
く
潤
し
て
い
た
。
そ
の
使
役
牛
は
常
に
人
と
牛
の
一
体
的 

な
行
動
が
伴
わ
な
い
と
労
力
は
半
減
し
て
し
ま
う
の
で
、
旧
来
よ 

り
沖
永
良
部
の
言
葉
の
中
に
牛
言
葉
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。「
沖 

永
良
部
島
民
俗
誌
（
柏
常
秋
著
）」
に
は
、
そ
の
言
葉
が
次
の
よ 

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

「「
牛
言
葉
」、
牛
言
葉
は
い
う
ま
で
も
な
く
牛
を
使
役
す
る
時
に 

      

で
牛
を
歩
行
さ
せ
る
と
き
や
、
セ
リ
市
へ
の
引
き
出
し
な
ど
、
す 

べ
て
の
飼
育
に
つ
い
て
愛
情
で
は
ぐ
く
む
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、 

時
に
は
牛
言
葉
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
見
受
け
ら
れ
る
。 

○
和
泊
町
の
和
牛
改
良
の
あ
ゆ
み 

 

復
帰
後
の
和
牛
の
改
良
に
つ
い
て
は
、
使
役
牛
と
し
て
の
役
割 

と
同
時
に
子
取
り
用
と
し
て
改
良
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
改 

良
が
顕
著
に
具
体
化
し
た
事
実
を
年
度
ご
と
に
追
っ
て
み
る
と 

昭
和
29
年  

和
泊
町
保
留
牛
制
度
が
発
足
、
保
留
牛
に
対
し
五
百 

円
助
成
、
五
年
間
飼
養
を
義
務
づ
け
る
。
こ
の
こ
ろ
か 

 
 
 
 

ら
家
畜
人
工
受
精
が
普
及
し
た
。 

昭
和
32
年 

奄
美
群
島
復
興
事
業
（
家
畜
導
入)

に
よ
り
鹿
児
島
、 

 
 
 
 

鳥
取
県
か
ら
十
三
頭
の
牡
牛
が
導
入
さ
れ
、
こ
れ
を
期 

 
 
 
 

に
毎
年
家
畜
導
入
が
な
さ
れ
た
。 

昭
和
33
年 

和
牛
登
録
事
業
が
開
始
し
た
。 

昭
和
40
年 

町
民
総
ぐ
る
み
の
畜
産
増
強
運
動
を
推
進
す
る
た

め
標
柱
五
十
本
を
町
内
に
立
て
た
。
畜
産
推
進
座
談
会

を
集
落
ご
と
に
実
施
し
た
。
畜
産
総
合
共
進
会
が
開
催

さ
れ
優
良
牛
は
県
共
進
会
へ
出
品
し
た
。 

昭
和
41
年 

肉
畜
預
託
事
業
を
取
り
入
れ
、
牛
百
頭
、
豚
六
十
頭 

 
 
 
 

を
導
入
し
た
。
子
牛
増
産
奨
励
金
と
し
て
種
付

た
ね
つ
け

料
の
補 

 

用
い
る
下
知
の
言
葉
で
こ
れ
に
よ
っ
て
、
使
役
者
の
意
志
の
ま 

 

ま
行
動
さ
せ
る
。
鼻
綱
を
引
き
或
は
尻
の
あ
た
り
を
叩
く
動
作 

 

を
伴
う
こ
と
が
多
い
、
牛
言
葉
と
は
そ
の
ま
ま
馬
の
場
合
も
用 

 

い
ら
れ
る
。 

 

「
歩
け
・
急
げ
」
○
ツ
ン
ツ
ン
と
数
回
舌
打
す
る
。
徹
底
し
な 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
と
尻
を
叩
く
。 

 

「
止
れ
」 

 
 

○
ダ
ー
又
は
ダ
ー
ダ
ー
。 

 

「
右
へ
」 

 
 

○
チ
エ
、
同
時
に
背
中
を
綱
打
ち
す
る
。 

 

「
左
へ
」 

 
 

○
ハ
ニ
ィ
、
同
時
に
鼻
綱
を
引
く
。 

 

「
転
回
」 

 
 

○
ホ
イ
又
は
ホ
イ
ヤ
ー
、
綱
を
引
き
或
は
背 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
を
叩
く
。 

 

「
退
れ
」 

 
 

○
シ
ジ
ユ
ー
、
同
時
に
鼻
綱
を
引
く
。 

 

「
脚
を
あ
げ
よ
」
○
シ
ユ
ー
、
踏
み
込
ん
だ
綱
を
外
す
時
に
用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
る
。
綱
を
引
き
又
は
脚
を
は
た
く
。 

 

「
気
を
付
け
よ
、
静
か
に
歩
け
」
○
ハ
ー
イ
、
ハ
ー
イ
又
は
ヨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ
ヨ
イ
、
重
荷
を
負
っ
て
坂
道
を
上
下
す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
時
に
用
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

」 

 

こ
の
牛
言
葉
は
現
在
死
語
化
し
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
使
役
の
目 

的
が
な
く
な
っ
て
、
人
と
牛
馬
の
一
体
性
が
必
要
と
さ
れ
な
く
な 

り
子
取
り
飼
育
へ
と
変
化
し
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
運
動 

       
 
 
 

助
を
実
施
し
た
。 

昭
和
43
年 

和
泊
町
内
城
の
農
業
試
験
場
跡
地
に
沖
永
良
部
畜 

 
 
 
 

産
セ
ン
タ
ー
を
建
設
し
、種
牡
牛
の
集
中
管
理（
八
頭
） 

と
肉
用
牛
の
一
貫
経
営
の
展
示
を
行
い
モ
デ
ル
的
経
営 

 
 
 
 

の
指
針
を
示
し
た
。 

昭
和
46
年 

畜
産
振
興
委
員
会
を
設
置
し
増
頭
運
動
と
エ
ラ
ブ 

牛
作
り
の
基
礎
を
つ
く
っ
た
。
子
牛
の
保
留
事
業
と
し 

て
一
頭
に
つ
き
二
万
円
の
補
助
を
行
っ
た
。 

昭
和
47
年 

保
留
牛
制
度
の
強
化
を
図
る
た
め
優
良
母
牛
の
指 

定
を
行
う
と
と
も
に
産
子
調
査
を
実
施
し
年
五
千
円
助 

 
 
 
 

成
を
行
っ
た
。 

 
 
 
 
 

繁
殖
障
害
牛
の
除
去
に
積
極
的
に
取
り
組
む
た
め
、 

 
 
 
 

枠
場
、
つ
な
ぎ
場
を
全
集
落
に
設
け
、
徳
之
島
、
与
論 

 
 
 
 

駐
在
員
（
家
畜
保
健
所
）
の
応
援
を
受
け
、
空
胎
検
査 

 
 
 
 

を
実
施
し
た
。 

昭
和
48
年 

凍
結
精
液
へ
全
面
切
り
替
え
。
第
一
回
エ
ラ
ブ
牛
の 

 
 
 
 

肉
牛
解
体
調
査
が
実
施
さ
れ
好
評
を
得
た
。 

昭
和
49
年 

畜
産
濃
密
指
導
地
区
を
八
地
区
指
定
し
、
町
技
連
会 

 
 
 
 

の
畜
産
部
会
が
中
心
に
な
っ
て
濃
密
指
導
を
展
開
し 

た
。 
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昭
和
50
年 

計
画
交
配
を
推
進
す
る
た
め
、
町
内
全
牡
牛
の
血
統 

 
 
 
 

調
査
を
実
施
し
た
。 

 
 
 
 
 

和
牛
改
良
委
員
会
を
設
置
し
本
格
的
エ
ラ
ブ
牛
の
改 

 
 
 
 

良
に
向
け
て
種
牡
牛
の
選
定
作
業
に
入
っ
た
。 

 
 
 
 
 

永
年
町
民
が
熱
望
し
て
い
た
電
動
式
セ
リ
市
場
が
完 

 
 
 
 

成
し
成
果
が
期
待
さ
れ
た
。 

昭
和
51
年 

エ
ラ
ブ
牛
の
成
果
確
認
の
た
め
、
沖
縄
県
、
兵
庫
県 

 
 
 
 

へ
追
跡
調
査
を
実
施
し
た
。 

昭
和
52
年 

改
良
組
合
を
発
足
さ
せ
、
本
原
登
録
を
実
施
し
た
。 

 
 
 
 

受
胎
率
向
上
対
策
事
業
を
導
入
し
た
。 

昭
和
53
年 

原
種
牛
制
度
が
発
足
し
た
。 

和
泊
市
場
が
子
牛
価
格
安
定
基
金
協
会
の
指
定
市

場
に
な
っ
た
。 

昭
和
54
年 

自
給
飼
料
対
策
の
一
環
と
し
て
、
草
地
開
発
事
業
を 

 
 
 
 

導
入
し
、
草
資
源
の
安
定
供
給
を
図
っ
た
。 

 
 
 
 
 

肉
用
牛
団
地
育
成
事
業
を
導
入
し
、
共
同
畜
舎
二
十 

 
 
 
 

棟
を
建
設
し
た
。 

 
 
 
 
 

農
協
が
肥
育
セ
ン
タ
ー
（
二
百
頭
規
模
）
を
建
設
し
、 

 
 
 
 

子
牛
価
格
の
維
持
安
定
に
努
め
た
。 

昭
和
55
年 

県
有
牛
と
し
て
の
素も

と

牛う
し

貸
し
付
け
制
度
は
終
了
し
、 

      

(二) 

馬 

 

沖
永
良
部
島
の
馬
の
歴
史
に
つ
い
て
、
端
的
に
そ
の
史
実
を
記 

録
し
た
も
の
が
な
い
。
大
井
浩
太
郎
著
「
沖
縄
、
奄
美
の
生
業
」 

に
は
、「
奄
美
で
は
例
外
は
あ
る
だ
ろ
う
が
馬
の
肉
は
食
べ
な
い 

か
ら
馬
は
牛
の
よ
う
に
早
く
か
ら
飼
わ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
」 

と
あ
り
、
ま
た
、
柏
常
秋
著
「
沖
永
良
部
島
民
俗
誌
」
に
は
、「
毛 

深
い
矮
尐
な
い
わ
ゆ
る
島
馬
が
飼
わ
れ
て
い
た
が
農
耕
上
の
能
率 

が
低
い
た
め
、
一
部
で
乗
用
、
運
搬
用
に
飼
わ
れ
て
い
た
に
す
ぎ 

な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
馬
の
飼
養
は
お
そ 

ら
く
牛
の
飼
養
よ
り
時
代
的
に
相
当
遅
れ
、
十
四
世
紀
後
半
か
ら 

行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

琉
球
経
済
圏
の
中
に
入
っ
て
い
た
こ
ろ
（
一
四
一
八
年
以
降
）、 

当
時
の
察
度
王
は
、
中
国
と
の
二
十
回
の
交
易
の
中
で
琉
球
馬
を 

千
五
百
頭
以
上
移
出
し
て
い
る
記
録
が
あ
る
。
奄
美
諸
島
へ
の
馬 

の
移
出
入
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
記
録
が
な
い
の
で
定
か
で
は
な
い 

が
、
琉
球
と
の
交
易
の
あ
っ
た
本
島
に
も
移
出
さ
れ
飼
わ
れ
て
い 

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
島
主
、
世
之
主
が
自
害
す
る
に
至
っ 

た
説
の
一
つ
の
中
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
島
尻
村
の 

国
吉
里
主
と
申
す
者
が
勝
負
馬
弐
匹
所
持
し
て
い
た
。
一
匹
を
城 

 
 
 
 

大
島
特
別
対
策
肉
用
牛
導
入
事
業
を
発
足
さ
せ
、
素
牛 

 
 
 
 

百
八
十
五
頭
導
入
し
た
。
共
同
畜
舎
十
七
棟
を
建
設
し 

 
 
 
 

た
。 

昭
和
56
年 

大
島
特
別
対
策
肉
用
牛
導
入
事
業
で
素
牛
二
百
五

十
頭
導
入
し
た
。 

 
 
 
 
 

肉
用
牛
生
産
効
率
改
善
事
業
を
導
入
し
、
品
質
の
改 

 
 
 
 

良
、
受
胎
率
の
向
上
に
努
め
た
。
共
同
畜
舎
二
十
棟
を 

 
 
 
 

建
設
し
た
。 

昭
和
57
年 

共
同
畜
舎
七
棟
を
建
設
し
た
。
前
記
事
業
で
素
牛
二 

 
 
 
 

百
五
十
頭
を
導
入
し
た
。
種
牡
牛
の
選
定
と
優
良
凍
結 

 
 
 
 

精
液
の
導
入
を
強
力
に
推
進
し
た
。 

昭
和
58
年 

粗
飼
料
の
生
産
効
率
を
高
め
、
ヘ
イ
ベ
ー
ラ
な
ど
の 

 
 
 
 

機
械
を
導
入
し
た
。 

 
 
 
 
 

組
織
の
再
編
整
備
を
す
る
た
め
全
集
落
を
対
象
に
組 

 
 
 
 

織
の
見
直
し
を
行
っ
た
。 

 
 
 
 
 

素
牛
を
二
百
五
十
頭
導
入
し
た
。 

 
以
上
の
よ
う
に
努
力
を
重
ね
た
結
果
、
和
牛
は
次
々
改
良
さ
れ 

「
エ
ラ
ブ
牛
」
と
し
て
名
声
を
高
め
た
。 

        

主
へ
献
上
し
た
い
と
申
し
た
所
、
城
主
世
之
主
二
匹
と
も
献
上
せ 

よ
と
の
こ
と
…
…
省
略
…
…
…
国
吉
は
こ
の
馬
で
御
城
へ
毎
日
勤 

仕
し
て
い
た
。（
沖
永
良
部
島
郷
土
史
資
料
）」 

 

世
之
主
の
時
代
に
は
、
島
馬
を
乗
用
ま
た
は
勝
負
用
と
し
て
飼 

養
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

 

沖
縄
の
馬
の
特
徴
を
見
る
と
「
在
来
種
の
馬
は
体
格
は
小
さ
い 

が
強
健
で
お
と
な
し
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
点
か
ら
み
る
と
、
本 

島
の
在
来
種
と
同
一
種
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

そ
の
後
馬
の
飼
養
は
資
産
力
の
あ
る
住
民
が
主
に
飼
養
し
、
牛 

と
同
様
の
飼
養
管
理
が
な
さ
れ
頭
数
も
百
七
十
頭
前
後
で
推
移
し 

て
き
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

 

馬
は
、
明
治
、
大
正
期
に
農
耕
、
運
搬
等
の
主
動
力
源
と
し
て 

牛
と
同
様
に
飼
養
さ
れ
て
き
た
。 

 

戦
後
の
馬
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
七
年
の
二
百
七
十 

頭
を
ピ
ー
ク
に
し
て
遂
次
減
尐
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
こ
の 

こ
ろ
郡
島
内
で
の
移
出
入
が
図
ら
れ
、
馬
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ 

て
い
る
喜
界
島
か
ら
、キ
ビ
運
搬
用
と
し
て
大
量
に
移
入
さ
れ
た
。 

 

こ
の
喜
界
馬
は
、ア
ラ
ブ
種
の
混
ざ
っ
た
体
型
の
大
き
い
馬
で
、 

戦
争
中
は
軍
馬
と
し
て
使
用
さ
れ
、
戦
後
は
農
耕
、
特
に
交
通
運 

搬
の
作
業
に
使
う
た
め
住
民
の
間
で
競
っ
て
飼
養
さ
れ
た
。 
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し
か
し
農
耕
利
用
も
耕
耘う

ん

機
、
ホ
イ
ル
ト
ラ
ク
タ
ー
の
出
現
、 

運
搬
も
車
社
会
の
普
及
に
よ
っ
て
牛
馬
の
利
用
は
な
く
な
り
、
昭 

和
五
十
五
年
に
は
飼
養
農
家
は
皆
無
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

(三) 

豚 

沖
永
良
部
島
に
お
け
る
豚
の
飼
養
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い 

た
。
お
そ
ら
く
台
湾
、
琉
球
を
経
て
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り 

沿
海
の
農
漁
村
に
古
く
か
ら
黒
色
矮わ

い

小
の
豚
が
飼
わ
れ
て
い
た
と 

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
飼
養
に
つ
い
て
は
定
か
で
な
い
が
、
す
で
に 

明
治
初
期
に
は
各
家
々
で
飼
わ
れ
て
い
た
。 

 

食
生
活
の
中
で
豚
の
肉
は
貴
重
な
も
の
で
、
肉
は
塩
漬
け
に
し 

て
貯
蔵
し
必
要
に
応
じ
て
塩
抜
き
し
て
使
う
と
格
別
な
も
の
で
年 

間
を
通
し
て
蛋
白

た
ん
ぱ
く

質
の
補
給
源
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
脂
肉
は
一 

度
に
た
く
さ
ん
の
油
を
取
り
油
つ
ぼ
に
貯
蔵
し
野
菜
類
の
油
い
た 

め
な
ど
に
使
っ
た
。
内
臓
類
は
強
精
剤
と
し
て
ホ
ル
モ
ン
料
理
と 

称
し
、
ニ
ラ
、
ニ
ン
ニ
ク
等
と
一
緒
に
煮
込
ん
で
食
べ
た
。
ま
た
、 

血
は
血
汁
と
称
し
味
噌

み

そ

汁
の
中
に
入
れ
て
食
し
た
。 

 

豚
肉
の
利
用
は
頭
の
先
か
ら
尾
ま
で
捨
て
る
と
こ
ろ
は
な
い
。 

皮
も
血
も
内
臓
に
至
る
ま
で
見
事
に
使
い
こ
な
す
独
得
の
食
文
化 

の
あ
り
方
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
貧
し
い
生
活
の
中
で
豚
料
理 

      

一
、
本
島
各
村
大
小
便
所
の
設
け
不
備
、
偶
々
設
あ
る
も
豚
に 

 
 

食
わ
せ
る
の
方
法
た
り
、
是
実
に
野
蛮
風
に
て
大
に
賤
す
べ 

 
 

し
、
自
今
屹
度
便
所
取
建
其
大
便
小
便
は
田
畠
の
肥
に
用
ゆ 

 
 

べ
し
云
々
。」 

  

こ
の
達
し
事
項
の
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
ま
た
古
い
文 

献
な
ど
に
も
豚
に
人
糞
を
食
わ
し
て
い
た
こ
と
の
文
言
を
見
つ
け 

る
こ
と
が
容
易
な
こ
と
か
ら
、
風
習
上
の
こ
と
と
は
い
え
当
時
の 

貧
し
い
生
活
の
在
り
方
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
一
部
の
古
書
に
よ 

る
と
人
糞
を
食
わ
す
の
は
幼
豚
時
の
み
で
、
成
豚
に
な
り
食
用
期 

と
な
っ
た
豚
に
つ
い
て
は
人
糞
を
与
え
な
か
っ
た
と
記
録
さ
れ
て 

い
る
点
も
見
受
け
ら
れ
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
明
治
中
葉
ま
で
放
し
飼
い
さ
れ
て
お
り
、
こ 

と
さ
ら
豚
舎
は
造
ら
れ
ず
現
在
位
置
に
居
を
定
め
た
の
は
そ
の
後 

の
煮
飼
い
の
慣
行
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

こ
れ
は
、
豚
舎
と
は
名
ば
か
り
で
、
サ
ン
ゴ
礁
で
高
さ
七
十
セ
ン 

チ
く
ら
い
の
囲
い
を
し
、
そ
の
上
に
柱
兼
用
の
木
棚
を
設
け
カ
ヤ 

で
屋
根
を
ふ
く
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

こ
れ
は
昭
和
二
十
年
代
後
半
ま
で
続
き
、
豚
舎
の
整
備
が
始 

ま
っ
た
の
は
、
奄
美
群
島
復
興
事
業
に
よ
り
昭
和
三
十
年
に
入
っ 

が
最
高
の
ご
ち
そ
う
で
あ
り
、
ま
た
、
容
易
に
飼
養
す
る
こ
と
が 

 

で
き
た
ら
で
あ
る
。 

 

古
く
か
ら
沖
永
良
部
島
の
農
家
で
は
島
豚
と
い
わ
れ
る
在
来
種 

を
飼
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
粗
食
に
耐
え
て
肉
質
が
良
く
、
口
が
長 

く
、

猪
い
の
し
し

に
似
た
形
を
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

飼
料
は
甘
藷
の
残
り
を
尐
量
与
え
る
程
度
で
あ
っ
た
。
豚
の
流 

通
は
島
内
の
経
済
圏
の
中
で
自
給
的
色
彩
を
保
っ
て
い
た
。
生
産 

者
の
豚
舎
で
直
接
血
統
、
餌え

さ

の
食
い
つ
き
な
ど
を
確
認
し
た
う
え 

で
農
家
対
農
家
の
取
り
引
き
が
行
わ
れ
て
い
た
。 

 

豚
の
飼
養
に
つ
い
て
、「
明
治
十
一
年
五
月
人
民
へ
論
達
ヶ
条 

（
沖
永
良
部
島
郷
土
資
料
）」
の
中
で
、
豚
に
人
糞

じ
ん
ぷ
ん

を
食
わ
せ
る 

べ
か
ら
ず
の
条
項
に
、
次
の
よ
う
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。 

「
一
、
本
島
各
村
鶏
豚
を
飼か

い
て
食
料
に
充
つ
る
は
宜
く
猶
充
分 

 
 

に
飼
ふ
べ
し
、
然
と
雖
も
豚
に
於
け
る
や
放
ち
飼
に
し
て
、 

 
 

人
糞
を
食
せ
る
等
は
甚
だ
不
宜
、
全
国
中
養
豚
の
場
所
許
多 

 
 

あ
り
と
雖
も
如
斯
不
将
に
し
て
飼
立
る
は
此
島
々
に
限
る
な 

 
 

り
、
仌
て
自
今
豚
は
宅
地
内
に
一
つ
の
草
葺
小
屋
を
建
余
地 

 
 

を
設
け
厳
に
囲
を
な
し
其
内
に
飼
置
き
外
に
一
寸
も
出
す
べ 

 
 

か
ら
ず
、
然
し
て
食
物
は
唐
芋
の
切
端
か
菜
草
の
類
等
を
与 

 
 

へ
て
決
し
て
人
糞
を
食
さ
す
べ
か
ら
ず
。 

      

て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
は
、
一
豚
房
当
た
り
一
～
二
坪
で
、 

一
坪
当
た
り
三
～
四
頭
を
飼
育
し
、
飼
槽
を
設
け
、
通
風
上
腰
壁

こ
し
か
べ 

は
低
く
し
尿
た
め
を
設
け
、
糞
尿
は
田
畑
へ
還
元
を
図
る
方
法
が 

と
ら
れ
た
。 

 

そ
の
後
昭
和
四
十
年
代
の
高
度
成
長
期
に
入
っ
て
か
ら
の
飼
養 

に
つ
い
て
は
小
頭
数
飼
育
の
経
営
方
式
は
減
尐
し
、
多
頭
飼
育
形 

態
の
普
及
と
専
業
的
志
向
が
進
行
す
る
中
で
、
屋
敷
内
飼
育
は
衛 

生
上
よ
く
な
い
と
の
こ
と
で
屋
敷
外
飼
育
へ
と
移
行
し
た
。 

 

そ
れ
は
排
せ
つ
物
の
効
率
的
土
地
還
元
へ
の
積
極
的
な
取
り
組 

み
が
普
及
し
た
こ
と
、
同
時
に
家
畜
排
せ
つ
物
処
理
が
環
境
の
汚 

染
源
と
し
て
問
わ
れ
る
時
代
が
到
来
し
た
た
め
で
も
あ
る
と
い
え 

る
。 

 

種
々
の
問
題
を
持
つ
家
畜
の
飼
養
の
中
で
特
に
豚
に
つ
い
て
は 

昭
和
三
十
年
代
後
半
か
ら
始
ま
っ
た
近
代
化
社
会
へ
の
脱
皮
上
大 

き
な
障
害
と
な
っ
た
た
め
飼
養
頭
数
が
年
ご
と
に
減
尐
し
て
き 

た
。 

 

そ
の
た
め
本
島
で
は
、
肉
類
の
消
費
の
最
主
翼
で
あ
る
豚
肉
の 

自
給
バ
ラ
ン
ス
が
く
ず
れ
、
島
内
生
産
で
は
需
要
に
対
応
し
き
れ 

な
い
た
め
に
島
外
か
ら
の
移
入
が
年
ご
と
に
増
加
し
、
現
在
で
は 

消
費
量
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
島
外
か
ら
の
移
入
に
頼
っ
て
い
る 
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実
情
で
あ
る
。 

 
 

沖
永
良
部
島
は
古
く
か
ら
多
く
の
家
畜
が
飼
わ
れ
て
い
た
の
で 

家
畜
に
対
す
る
呼
称
が
あ
っ
た
。
そ
の
呼
称
を
左
に
掲
載
す
る
。 

豚 
 
 

ク
ル
ク
ル
（
来
る
来
る

・
・
・
・

ま
た
は 

黒
る
黒
る

・
・
・
・

か
） 

牛
の
子 

メ
メ
ヤ
ま
た
は
メ
ー
ヤ
（
参
れ
や
） 

馬
の
子 

ホ
ー
ク
ホ
ー
ク
（
早
う
来
う
） 

猫 
 
 

キ
ン
キ
ン
。
ま
た
は
ク
ー
ク
ー
（
来
う
来
う
） 

鶏 
 
 

ト
イ
ト
イ
ま
た
は
ト
ウ
ト
ウ
（
鳥
、
鳥
） 

犬 
 
 

チ
ク
チ
ク
（
近
こ
う
近
こ
う
） 

 

(四) 

鶏 

 

鹿
児
島
県
の
「
に
わ
と
り
沿
革
史
」
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に 

記
さ
れ
て
い
る
。 

「 

明
治
十
年
九
斤
鳥
と
称
す
る
黒
色
肥
大
の
卵
肉
兼
用
の
一
種 

 

が
賞
玩
せ
ら
れ
、
同
二
二
年
よ
り
に
わ
か
に
養
鶏
熱
が
興
り
、 

 

ブ
ラ
ー
マ
、
レ
グ
ホ
ン
、
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
、
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
、 

 

ア
イ
ラ
ン
ド
レ
ッ
ド
交
趾
鶏
等
の
十
余
種
の
鶏
が
入
っ
て
改
良 

 

の
途
に
つ
い
た
。
特
に
当
時
の
加
納
知
事
は
私
費
を
以
っ
て
種 

 

卵
を
配
布
し
、
又
、
ブ
ラ
マ
ー
飼
育
に
関
す
る
冊
子
を
領
布
し 

       

鶏
は
昭
和
中
期
ま
で
放
し
飼
い
で
あ
っ
た
。
ま
た
え
さ
を
ほ
と 

ん
ど
与
え
る
こ
と
な
く
庭
先
の
虫
や
葉
っ
ぱ
で
育
て
て
い
た
。 

 

大
正
十
二
年
白
色
レ
グ
ホ
ン
種
が
本
土
で
奨
励
品
種
と
し
て
指 

定
さ
れ
て
か
ら
三
十
数
年
後
本
町
に
も
白
色
レ
グ
ホ
ン
、
ブ
ラ 

マ
ー
種
等
が
導
入
さ
れ
、
卵
取
り
用
と
し
て
各
農
家
で
競
っ
て
飼 

う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
レ
グ
ホ
ン
種
な
ど
奨
励
品
種
が
導
入
さ 

れ
て
か
ら
は
放
し
飼
い
は
な
く
一
羽
ず
つ
ゲ
ー
ジ
に
入
れ
て
飼
う 

バ
タ
リ
式
養
鶏
方
法
が
普
及
し
た
。
一
方
地
鶏
に
つ
い
て
は
放
し 

飼
い
の
中
で
い
つ
の
時
に
か
減
尐
し
今
で
は
愛
好
家
に
よ
っ
て
、 

飼
わ
れ
る
貴
重
な
存
在
に
な
っ
た
。  

地
鶏
の
中
で
雄
鶏
を
競
っ 

て
飼
っ
て
い
た
時
期
が
あ 

る
。
こ
れ
は
「
牛
合
し
」
と 

同
様
「
鶏
合
し
」
が
住
民
の 

娯
楽
と
し
て
定
着
し
て
い
た 

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。 

 

「
鶏
合
し
」
の
風
は
、
昭 

和
初
期
に
最
盛
期
を
迎
え
て 

い
る
が
戦
後
の
昭
和
三
十
年 

代
の
方
が
よ
り
盛
ん
で
あ
っ 

て
奨
励
に
努
め
ら
れ
、
同
二
三
年
鹿
屋
農
学
校
、
同
二
四
年
農 

事
試
験
場
に
お
い
て
種
卵
を
配
布
し
普
及
に
資
し
た
。 

 

」 

  

そ
の
後
県
に
お
い
て
は
、
大
正
十
一
年
に
伊
敷
分
場
に
養
鶏
部 

を
設
け
奨
励
品
種
を
選
定
し
養
鶏
を
軌
道
に
乗
せ
、
大
正
末
期
か 

ら
昭
和
十
二
年
ご
ろ
ま
で
消
費
市
場
へ
の
供
給
基
地
と
し
て
黄
金 

時
代
を
迎
え
て
い
る
。
さ
ら
に
昭
和
二
十
二
年
に
は
原
種
鶏
場
を 

設
置
し
、
同
二
十
五
年
に
は
種
鶏
検
査
事
業
を
実
施
し
改
良
に
努 

力
し
た
。
昭
和
三
十
五
年
に
は
養
鶏
振
興
法
に
基
づ
き
、
ふ
化
場 

の
登
録
制
度
を
実
施
し
優
良
ヒ
ナ
の
普
及
を
図
っ
て
い
る
。 

 

行
政
機
関
と
し
て
の
県
の
取
り
組
み
は
明
治
、
大
正
、
昭
和
期 

と
前
述
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
離
島
に
介
在
す
る
本
町
へ
こ
の
制 

度
や
優
良
鶏
の
啓
蒙も

う

普
及
が
図
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
疑 

問
の
余
地
が
十
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

「
本
島
に
お
け
る
鶏
の
渡
来
、
飼
養
に
つ
い
て
は
さ
だ
か
で
は
な 

 

い
が
、
牛
豚
と
同
様
十
五
世
紀
以
前
に
は
す
で
に
飼
わ
れ
て
い 

 
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
頃
飼
わ
れ
て
い
た
鶏
は
地
鶏

じ
ど
り

（
島 

 

鶏
）
と
称
さ
れ
肉
用
兼
卵
用
の
品
種
で
、
雄
鶏
は
薩
摩
鶏
に
似 

 

て
、
美
麗
な
体
型
を
持
ち
、
そ
の
美
し
い
嗚
き
声
で
朝
の
時
を 

 

知
ら
さ
れ
て
い
た
。（
沖
永
良
部
島
民
俗
誌
よ
り
）」 

      

た
。
こ
れ
は
、
社
会
経
済
の
変
遷
に
大
き
く
左
右
さ
れ
、
こ
の
こ 

ろ
は
神
武
景
気
の
波
の
中
で
急
成
長
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ 

の
こ
と
は
一
部
鶏
の
最
盛
期
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
家
畜
全
般
に 

つ
い
て
い
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

卵
取
り
用
の
鶏
も
同
様
で
あ
り
、
昭
和
三
十
年
代
前
半
に
最
盛 

期
を
迎
え
た
。 

 

飼
養
農
家
に
つ
い
て
の
変
化
は
、
昭
和
三
十
一
年
に
は
二
千
四 

百
戸
と
ほ
と
ん
ど
全
農
家
で
鶏
が
飼
わ
れ
自
給
自
足
の
態
勢
で 

あ
っ
た
が
、
そ
の
後
専
業
農
家
に
よ
る
多
頭
飼
養
へ
と
移
行
し
て 

い
っ
た
。 

(五) 

山や 

羊ぎ 

 

山
羊
の
沖
永
良
部
島
へ
の
由
来
に
つ
い
て
は
定
か
で
な
い
。
し 

か
し
、
経
済
圏
を
一
つ
に
す
る
奄
美
諸
島
に
お
け
る
家
畜
の
飼
養 

に
つ
い
て
、
多
小
の
相
違
は
あ
る
け
れ
ど
も
同
一
視
す
る
こ
と
が 

で
き
る
。
そ
れ
は
柏
常
秋
著
「
沖
永
良
部
島
民
俗
誌
」
に
次
の
よ 

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

「 

文
明
十
二
年
（
一
四
七
八
年
）
に
与
那
国
島
に
漂
着
し
た
朝 

 

鮮
人
三
人
の
語
る
所
に
よ
れ
ば
…
…
省
略
…
…
…
こ
れ
ら
朝
鮮 

 

人
が
宮
古
島
を
経
由
し
て
、
沖
縄
島
に
着
い
た
時
に
は
同
島
で 
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は
す
で
に
牛
、
馬
、
豚
、
山
羊
、
鶏
、
犬
等
が
飼
育
さ
れ
て
い 

 
た
。」 

 

こ
の
こ
と
か
ら
、
牛
馬
の
肉
は
も
と
よ
り
、
山
羊
、
鶏
、
豚
な 

ど
も
食
用
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
、
琉
球
と
交
易 

の
あ
っ
た
本
島
に
お
い
て
も
山
羊
な
ど
の
家
畜
が
飼
わ
れ
食
用
に 

供
さ
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
伝
え
に
よ
る
と
島
山
羊
（
在
来 

種
）
な
る
も
の
が
介
在
し
島
民
の
多
く
が
飼
っ
て
い
た
と
語
ら
れ 

て
い
る
。 

 

山
羊
の
飼
養
に
つ
い
て
は
、
野
草
を
主
体
に
し
首
綱
を
付
け
野 

つ
な
ぎ
に
し
て
飼
っ
て
い
た
。
山
羊
は
水
を
必
要
と
し
な
い
た
め 

早
朝
一
定
の
場
所
に
つ
な
ぎ
、 

夕
方
に
住
家
の
近
く
に
ひ
き
つ 

れ
て
く
る
方
法
が
採
ら
れ
た
。 

野
つ
な
ぎ
さ
れ
た
山
羊
は
首
綱 

の
範
囲
内
で
野
草
を
食
べ
る
こ 

と
が
で
き
た
。 

 
 
                        

山
羊
は
牛
と
異
な
っ
て
鼻
綱 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は
取
ら
な
い
た
め
首
綱
に
す
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

が
、
自
由
放
漫
に
動
き
回
る
山 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

羊
に
取
っ
て
、
首
綱
は
ね
じ
切 

      

用
と
し
て
屠
殺
す
る
こ
と
が
で
き
、
動
物
性
蛋
白

た
ん
ぱ
く

質
の
補
給
源
に 

な
っ
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

 

山
羊
の
品
種
改
良
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
年
代
に
入
っ
て
本 

土
か
ら
ザ
ー
ネ
ン
種
の
乳
用
山
羊
が
導
入
さ
れ
従
来
の
肉
用
小
型 

か
ら
乳
用
大
型
へ
の
転
換
が
図
ら
れ
た
が
、
亜
熱
帯
特
有
の
病
害 

虫
の
多
い
中
で
、
ザ
ー
ネ
ン
種
は
腰
麻
卑
と
い
う
病
気
に
弱
く
在 

来
種
に
代
わ
る
夢
は
消
え
て
し
ま
い
、
乳
山
羊
は
減
尐
し
、
再
び 

在
来
種
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。
飼
養
農
家
の
中
で
は
在
来
種
と 

ザ
ー
ネ
ン
種
と
の
交
配
も
行
わ
れ
て
い
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。 

 

現
在
、
在
来
種
と
称
さ
れ
て
い
る
山
羊
が
旧
来
か
ら
の
島
山
羊 

で
あ
る
の
か
、
交
配
に
よ
っ
て
で
き
た
在
来
種
で
あ
る
の
か
定
か 

で
な
い
。 

 

二
十
一 

養 

蚕 

(一) 

養
蚕
の
は
じ
ま
り 

 

大
島
地
方
の
蚕
糸
業
の
起
源
に
つ
い
て
、
鹿
児
島
県
蚕
糸
業
史 

第
十
章
「
大
島
地
方
蚕
業
史
」
に
、
次
の
と
お
り
記
さ
れ
て
い
る
。 

れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
ね
じ
切
れ
を
防
ぐ
た
め
山
羊
専
用 

の「
ビ
バ
」と
称
す
る
木
片
を
付
け
綱
の
ね
じ
れ
を
防
い
で
い
た
。 

 

在
来
種
の
山
羊
は
小
型
で
あ
る
が
強
健
で
あ
り
粗
放
飼
い
に
適 

し
て
お
り
、
お
と
な
し
い
性
格
の
た
め
婦
人
や
子
供
た
ち
の
飼
育 

に
適
し
て
い
た
。 

 

山
羊
は
経
済
的
価
値
が
薄
い
た
め
も
っ
ぱ
ら
食
用
に
と
飼
わ 

れ
、
珍
客
や
お
盆
な
ど
の
諸
行
事
の
と
き
に
マ
ー
グ
ミ
（
仲
間
ど 

う・
し
）
し
て
、
農
家
の
庭
先
で
屠と

殺
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ 

た
。
戦
後
、
庭
先
で
の
密
殺
は
減
っ
た
も
の
の
そ
の
肉
は
「
ヤ
ジ 

薬
く
す
い

」
と
言
わ
れ
て
夏
ば
て
防
止
の
食
事
で
あ
る
と
し
て
食
通
の 

間
で
は
珍
重
さ
れ
、
現
在
で
も
こ
の
な
ら
わ
し
は
残
っ
て
お
り
食 

す
る
人
が
多
い
。 

山
羊
の
飼
養
頭
数
に
つ
い
て
の
調
査
記
録
は
表
18
の
と
お
り
昭

和
十
二
年
か
ら
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
明
治
期
、
大
正
期
、
昭
和

初
期
の
頭
数
に
つ
い
て
定
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
経
済
的
背
景
か

ら
見
る
と
、
昭
和
十
二
年
の
三
百
九
十
頭
を
上
下
し
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
後
の
山
羊
の
頭
数
は
、
社
会
経
済
的
変
動
と
は
裏

腹
に
、混
乱
期
に
入
る
ほ
ど
に
増
頭
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
、

最
も
多
か
っ
た
時
期
が
戦
後
の
混
乱
期
と
重
な
る
こ
と
は
見
逃
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
飼
い
や
す
い
、
そ
し
て
た
や
す
く
肉 

      

｢ 

―
―
奄
美
史
談
（
都
成
植
義
著
）
に
よ
る
と
―
―
「
国
祖
シ 

子
リ
キ
ユ
、ア
マ
ミ
キ
ユ
と
云
ふ
一
男
一
女
が
三
子
を
生
め
り
。 

（
琉
球
神
道
記
）
阿
麻
彌
姑
前
額
上
に
瘤
あ
り
角
の
如
し
平
生 

珍ウ
ツ

絹キ
ヌ

を
以
て
之
を
隠
し
人
に
現
さ
す
時
人
阿
麻
彌
姑
の
徳
を
慕 

ひ
做
ふ
て
以
て
、
珍ウ

ツ

絹キ
ヌ

を
頭
に
纏
ふ
之
を
角
隠
又
は
珍
首

ウ
ツ
ク
イ

と
云 

ふ
昔
は
嘉
宴
祝
祭
の
時
之
を
用
ひ
し
が
今
は
之
を
採
想
耕
転
の 

時
に
用
ふ
」
と
あ
り
。 

 

珍ウ
ツ

絹キ
ヌ

と
は
一
種
の
帽
子
で
あ
っ
て
こ
れ
を
使
用
し
た
の
は
高 

貴
な
人
で
あ
り
、
珍
絹
の
文
字
よ
り
し
て
絹
製
品
で
あ
っ
た
こ 

と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
書
に
は
「
国ク

ニ

知
彦

シ
リ
ヒ
コ 

命
ミ
コ
ト

は
大
神
の
命
を
受
け
給
ひ
日
向
よ
り
航
路
に
て
夜
久
島
を 

経
て
大
島
に
着
し
給
山
野
開
、
水
作
、
畑
作
、
蚕
道
、
麻
績
、 

糸
取
、
綿
打
等
の
授
け
給
へ
り
。」
又
、
球
陽
、
お
も
ろ
鈔
、 

お
も
ろ
草
紙
、
中
山
伝
言
録
等
に
も
同
様
な
記
事
が
あ
っ
て
そ 

の
起
源
は
極
め
て
古
い
こ
と
が
わ
か
る
。
又
、「
奄
美
大
島
史
」 

に
よ
れ
ば
、「
享
保
十
四
年
の
地
租
増
課
の
時
、
桑
樹
一
株
付 

夏
綿
（
夏
ま
ゆ
よ
り
取
り
し
真
綿
を
さ
す
）
三
匁
宛
を
課
せ
ら 

れ
し
事
の
日
記
存
す
る
を
見
て
も
云
々
」
と
あ
る
。 

 

奄
美
の
山
野
に
は
桑
の
木
が
自
生
し
、
材
木
に
な
る
大
木
も 

あ
っ
た
。
養
蚕
に
は
桑
畑
を
作
る
必
要
も
な
く
自
然
の
桑
の
葉 
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を
摘
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。「
南
島
雑
話
」
に
そ
の
絵
が
あ 

り
「
養
蚕
の
こ
と
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。 

 
 

「
大
島
養
蚕
の
こ
と
其
経
由
を
弁
へ
ね
ど
も
近
来
の
こ
と
に 

あ
ら
ず
。
故
に
人
別
出
納
も
あ
る
こ
と
な
り
。
皆
養
っ
て
能
き 

事
は
心
得
と
い
へ
ど
も
、
黍
地
田
地
草
取
麦
刈
甘
藷
植
付
其
の 

他
諸
作
手
入
寸
暇
な
き
折
な
れ
ば
家
毎
に
養
う
こ
と
あ
た
は 

ず
。
老
母
若
手
等
手
隙
あ
る
人
居
る
家
多
く
養
ふ
こ
と
な
り
。 

か
か
る
家
は
一
籠
と
真
綿
五
六
抱
其
上
も
養
う
あ
り
。（
中
略
） 

宇
検
村
の
真
綿
は
製
方
能
く
色
白
く
し
て
至
っ
て
奇
麗
な
り
。 

宇
検
真
綿
と
名
に
高
し
、
然
り
と
雖
も
外
村
の
色
黒
き
も
の 

却
っ
て
よ
ろ
こ
ぶ
と
い
へ
り
（
中
略
）
此
蚕
生
た
る
る
事
は
年 

の
寒
暖
に
よ
っ
て
遅
速
も
あ
る
べ
き
な
れ
ど
大
方
正
月
二
月
の 

間
蚕
生
る
。
追
々
養
ひ
立
て
三
月
中
に
は
繭
を
掛
け
る
な
り
。 

其
繭
を
灰
汁
煮
に
し
て
夫
れ
を
手
拳
に
繭
二
三
十
斗
計
り
宛
掛 

け
て
干
し
そ
れ
を
又
今
一
度
磐
に
掛
け
て
能
く
仕
揚
げ
を
す
る 

な
り
。
其
儘
真
綿
に
し
て
を
く
も
の
は
百
目
一
把
に
造
り
又
積 

む
も
の
は
う
む
な
り
し
て
紬
を
織
る
。
爰
に
先
づ
養
蚕
の
図
を 

顕
は
す
」
と
あ
る
。 

 
 

こ
の
よ
う
に
奄
美
に
は
昔
か
ら
養
蚕
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
大 

島
紬
に
発
展
し
た
の
で
あ
る
が
、
明
治
に
な
っ
て
紬
の
需
要
が 

      

島
本
島
な
ど
を
主
と
し
て
家
庭
に
お
い
て
副
業
的
に
織
ら
れ
て
い 

た
紬
が
日
露
戦
争
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
契
機
と
し
て
需
要
が
増 

大
し
た
の
に
対
応
し
生
産
も
高
ま
っ
て
、
次
第
に
工
場
生
産
へ
と 

発
展
し
て
い
っ
た
。 

 

(二) 

明
治
お
よ
び
大
正
時
代
の
養
蚕 

 

島
津
斉
彬
お
よ
び
久
光
の
時
代
に
は
、
養
蚕
の
奨
励
に
努
め
、 

桑
苗
を
育
成
し
て
こ
れ
を
配
布
栽
植
さ
せ
、
各
間
切
に
一
箇
所
ず 

つ
製
糸
工
場
を
設
置
し
上
納
生
糸
を
作
ら
せ
た
。
ま
た
、
島
の
青 

年
を
鹿
児
島
に
派
遣
し
て
製
糸
技
術
を
学
ば
せ
帰
島
後
は
製
糸
工 

場
の
指
導
者
と
し
て
勤
め
さ
せ
た
。 

 

こ
の
工
場
の
規
模
は
二
十
―
三
十
名
の
働
人
で
繰
り
、
原
料
は 

一
般
民
家
に
飼
育
さ
せ
藩
で
買
い
上
げ
米
と
交
換
し
た
。し
か
し
、 

こ
の
製
糸
工
場
は
、
慶
応
二
年
ご
ろ
の
創
始
で
、
明
治
四
年
の
廃 

藩
置
県
と
と
も
に
廃
止
さ
れ
た
。 

 

そ
の
後
養
蚕
は
一
進
一
退
の
状
態
で
あ
っ
た
が
、
お
い
お
い
産 

繭
額
も
増
加
し
、
明
治
三
十
九
年
に
は
じ
め
て
島
庁
に
蚕
業
技
手 

を
配
置
し
各
種
奨
励
方
法
を
施
し
、
桑
苗
育
成
苗
圃
を
直
営
し
、 

無
償
配
布
を
行
い
、
桑
圃
の
増
植
を
図
っ
た
。 

 

明
治
四
十
一
年
に
は
県
費
補
助
（
俸
給
の
二
分
の
一
補
助
）
に 

伸
び
地
元
産
の
繭
だ
け
で
は
間
に
あ
わ
な
く
な
り
、
絹
糸
を
外 

部
か
ら
仕
入
る
こ
と
に
な
り
、
養
蚕
は
却
っ
て
下
火
に
な
っ
た 

と
見
ら
れ
る
。 

  

大
島
地
方
の
養
蚕
業
の
起
源
は
古
く
、
神
代
に
始
ま
っ
た
も
の 

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
養
蚕
と
紬

つ
む
ぎ

は
深
い
困
果
関
係
が
あ
る
が
、 

大
島
紬
は
沖
縄
の
久
米
島
紬
を
伝
え
た
も
の
だ
、
と
も
い
わ
れ
て 

い
る
。 

 

沖
縄
で
は
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
年
）
の
こ
ろ
各
村
に
紡
績
、 

織
物
工
場
が
創
立
さ
れ
た
。奄
美
で
は
享
保
五
年（
一
七
二
〇
年
） 

に
、
与
人
、
横
目
、
目
指
、
筆
子
、
掟
な
ど
の
役
人
に
は
紬
の
着 

用
を
許
し
、そ
れ
以
外
の
者
に
は
着
用
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、 

こ
の
時
代
す
で
に
一
般
に
も
着
用
す
る
者
の
あ
っ
た
こ
と
が
分
か 

る
。 

 

紬
が
生
産
品
と
し
て
、
経
済
的
意
義
を
持
ち
は
じ
め
た
の
は
、 

明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
年
）
で
黒
糖
価
格
の
下
落
に
よ
る
収 

入
を
補
う
た
め
、
各
農
家
で
商
品
と
し
て
紬
を
織
る
者
が
増
え
た 

と
き
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
紬
業
が
企
業
と
し
て
出
発
し
は
じ
め 

た
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
年
）
に
同
業
組
合
が
組
織
さ
れ
、 

製
品
に
改
良
が
加
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
笠
利
、
竜
郷
、
名
瀬
等
大 

      

よ
り
町
村
蚕
業
技
術
員
を
設
置
し
た
。
ま
た
同
四
十
二
年
よ
り
生 

繭
乾
燥
場
設
置
を
奨
励
し
建
設
費
の
二
分
の
一
以
内
を
補
助
し 

た
。 

 

大
正
二
年
よ
り
は
稚
蚕
共
同
飼
育
所
の
設
置
を
奨
励
し
毎
年
二 

個
所
程
度
の
共
同
飼
育
所
を
設
置
し
た
。 

 

大
正
五
年
に
は
製
糸
講
習
会
を
開
催
し
、
製
糸
技
術
の
普
及
改 

善
を
図
っ
た
。
大
正
七
年
よ
り
は
島
庁
直
営
を
廃
止
、
町
村
に
お 

い
て
製
糸
講
習
所
を
開
催
さ
せ
、
製
糸
技
術
の
改
善
普
及
と
と
も 

に
可
及
的
撚
糸

ね
ん
し

精
練
を
施
し
、大
島
紬
原
料
の
供
給
に
努
力
し
た
。 

 

購
繭
者
の
来
島
に
つ
い
て
は
、
明
治
四
十
年
に
本
土
の
加
治
木 

製
糸
工
場
よ
り
店
員
が
和
泊
村
に
来
島
し
て
購
繭
し
た
。
こ
の
と 

き
は
糸
価
が
暴
騰
し
た
た
め
生
繭
一
斥
価
格
六
十
余
銭
と
な
り
、 

一
般
に
養
蚕
が
有
利
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
翌
年
は
飼
育
戸 

数
掃
立
枚
数
な
ら
び
に
収
繭
額
等
が
急
増
し
た
。
し
か
し
、
鹿
児 

島
市
の
大
重
製
糸
工
場
よ
り
購
繭
の
た
め
和
泊
村
に
来
島
し
た 

が
、
糸
価
下
落
の
た
め
価
格
の
折
り
合
い
が
つ
か
ず
わ
ず
か
十
余 

人
か
ら
の
買
い
入
れ
を
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
さ
い
わ
い
鹿
児
島 

の
仲
買
商
人
の
手
に
よ
っ
て
生
繭
百
二
十
匁
程
度
を
一
斤
と
し 

て
、
二
十
四
～
五
銭
で
買
収
が
な
さ
れ
た
。 

 

そ
の
後
、
繭
値
の
下
落
の
た
め
生
産
者
は
売
り
惜
し
み
し
、
つ 
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い
に
購
繭
者
の
来
島
は
途
絶
え
産
繭
額
も
激
減
し
て
い
っ
た
。 

 
そ
こ
で
、
完
全
な
乾
繭
場
を
各
村
に
設
置
し
、
購
繭
者
の
便
宜 

を
図
る
と
同
時
に
、
県
製
糸
共
同
組
合
よ
り
毎
年
購
繭
者
を
渡
航 

し
て
も
ら
う
よ
う
交
渉
し
、
大
正
元
年
よ
り
同
五
年
ま
で
は
毎
年 

一
～
二
人
ず
つ
来
島
し
て
い
た
。
ま
た
、
同
四
年
よ
り
は
都
城
か 

ら
繭
仲
買
人
も
数
人
ず
つ
沖
縄
よ
り
の
帰
途
、
大
島
本
島
お
よ
び 

沖
永
良
部
島
に
お
い
て
購
繭
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 
 

こ
の
時
期
和
泊
村
で
は
、
和
泊
村
養
蚕
奨
励
規
則
を
定
め
積
極 

的
に
養
蚕
業
の
振
興
に
力
を
入
れ
る
と
同
時
に
村
営
紬
工
場
を
設 

置
し
織
工
の
養
成
に
努
め
た
。
こ
の
こ
と
は
和
泊
町
が
発
行
し
た 

「
島
嶼
町
村
制
時
代
の
和
泊
村
内
法
」
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で 

掲
載
す
る
。 

 
 

和
泊
村
養
蚕
業
奨
励
規
則 

第 

一 

条 

和
泊
村
農
会
は
桑
樹
の
増
殖
、
養
蚕
業
の
奨
励
発 

 
 
 
 
 

達
を
図
る
の
目
的
を
以
て
本
規
則
に
依
り
毎
年
一 

 
 
 
 
 

回
若
く
は
数
回
、
左
の
方
法
を
以
て
品
評
会
を
施 

 
 
 
 
 

行
し
毎
年
予
算
の
範
囲
内
に
於
て
品
評
会
を
施
行 

 
 
 
 
 

し
毎
年
予
算
の
範
囲
内
に
於
て
奨
励
金
を
交
付
す 

 
 
 
 
 

る
こ
と
あ
る
べ
し
。 

      

日
前
十
日
迄
に
当
該
区
長
を
経
、
第
一
号
書
式
に 

 
 
 
 
 

依
り
出
品
願
を
添
へ
村
農
会
長
に
出
品
す
べ
し
。 

 
 
 
 
 

且
、
出
品
数
量
は
一
人
繭
一
升
と
す
。 

第 

八 

条 

前
条
に
依
り
区
長
審
査
願
を
受
理
し
た
る
と
き
は 

 
 
 
 
 

事
実
を
調
査
し
其
相
違
な
き
を
証
明
し
村
農
会
長 

 
 
 
 
 

へ
送
付
す
る
も
の
と
す
。 

第 

九 

条 

乙
種
品
評
会
の
審
査
表
は
大
島
々
庁
に
其
派
遣
を 

 
 
 
 
 

請
ひ
審
査
員
及
書
記
は
村
農
会
長
之
を
嘱
託
す
。 

第 

十 

条 

出
品
人
は
本
会
の
審
査
に
対
し
異
議
の
申
立
を
な 

 
 
 
 
 

し
又
は
受
賞
を
拒
む
こ
と
を
得
ず
。 

第
十
一
条 

審
査
の
為
め
必
要
な
る
限
度
に
於
て
出
品
を
消
耗 

 
 
 
 
 

し
又
は
毀
損
す
る
も
出
品
人
は
之
に
対
し
損
害
の 

 
 
 
 
 

倍
償
を
求
む
る
こ
と
を
得
ず
。 

第
十
二
条 

村
農
会
長
に
於
て
詐
偽
又
は
錯
誤
に
依
り
賞
与
金 

 
 
 
 
 

若
く
は
賞
与
品
の
交
付
を
受
け
る
も
の
を
発
見
し 

 
 
 
 
 

た
る
場
合
は
之
を
取
消
す
こ
と
あ
る
べ
し
。 

    

第 

二 

条 

本
農
会
に
於
て
奨
励
金
を
交
付
す
べ
き
品
評
会
は 

 
 
 
 
 
 

左
の
二
種
と
す
。 

 
 
 
 
 
 

一
、
甲
種
養
蚕
業
奨
励
品
評
会 

 
 
 
 
 
 

二
、
乙
種 

 

〃 
 
 
 

〃 
 

第 

三 

条 

甲
種
養
蚕
業
奨
励
品
評
会
（
以
下
単
に
甲
種
品
評 

 
 
 
 
 
 

会
と
称
す
）
は
別
に
定
む
る
方
法
に
依
り
飼
育
者 

 
 
 
 
 
 

各
戸
に
付
き
審
査
採
点
し
、
乙
種
養
蚕
業
奨
励
品 

 
 
 
 
 
 

評
会
（
以
下
単
に
乙
種
品
評
会
と
称
す
）
は
別
に 

 
 
 
 
 
 

定
む
る
方
法
に
依
り
専
ら
繭
に
就
き
或
期
日
に
於 

 
 
 
 
 
 

て
審
査
採
点
す
る
も
の
と
す
。 

第 

四 

条 

本
品
評
会
の
出
品
人
は
本
村
内
に
居
住
し
其
年
度 

 
 
 
 
 
 

に
於
て
現
に
養
蚕
業
に
従
事
す
る
者
に
限
る
。 

第 

五 

条 

甲
種
品
評
会
は
第
二
号
書
式
に
依
り
願
出
の
際
村 

 
 
 
 
 
 

農
会
長
審
査
採
点
す
る
も
の
と
す
。 

 
 
 
 
 
 

且
、
村
農
会
に
於
て
事
故
あ
る
と
き
は
便
宜
書
記 

 
 
 
 
 
 

又
は
其
他
会
長
に
於
て
適
当
と
認
む
る
者
に
審
査 

 
 
 
 
 
 

を
嘱
託
す
る
こ
と
あ
る
べ
し
。 

第 
六 

条 

乙
種
品
評
会
は
開
会
期
日
尐
く
と
も
二
十
日
前
に 

 
 
 
 
 
 

村
農
会
長
之
を
告
示
す
。 

第 

七 

条 
乙
種
品
評
会
に
出
品
せ
ん
と
す
る
も
の
は
開
会
期 

      

第
一
号
書
式 

 
 
 
 
 

繭 

出 

品 

願 

    

右
審
査
相
成
度
相
願
候
也 

 
 
 
 
 

年 
 

月 
 

日 
 

右 
 

何 

某 

㊞ 

 

村
農
会
長 

 

殿 

 
 
 
 

右
相
違
な
き
を
証
す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

何
々
区
長 

 

何 

某 

㊞ 

 

第
二
号
書
式 

 
 
 
 
 

飼
育
方
審
査
願 

   

右
審
査
相
成
度
相
願
候
也 

 
 

年 
 

月 
 

日 
 
 
 
 

何 

某 

㊞ 
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種 

類 

 

掃
立
枚
数 

 

収
繭
額 

 

出
荷
数
量 

 

字 

名 

 

氏 
名 

 

 

種 

類 

 

掃
立
枚
数 

 

桑
の
本
数 

 

収
繭
見
込
高 

 

設
備
蚕
具
用
具
の
種
類
数
量 

 



 
 
 
 
 
 
 

甲
種
養
蚕
業
奨
励
品
評
会
規
程 

第 
一 

条 

審
査
法
を
分
ち
て
桑
樹
の
栽
培
、
蚕
室
、
蚕
具
及 

 
 
 
 
 

用
具
、
飼
育
、
収
繭
の
五
種
と
す
。 

 
 
 
 
 

一
、
桑
樹
、
框
製
二
枚
を
標
準
枚
数
と
し
各
適
当 

 
 
 
 
 
 
 

の
巨
離
を
以
て
見
当
、
三
年
生
以
上
の
桑
樹 

 
 
 
 
 
 
 

合
計
五
十
本
以
上
栽
培
し
あ
る
も
の
を
満
点 

 
 
 
 
 
 
 

と
し
二
十
点
を
附
し
一
割
を
減
す
る
毎
に
二 

 
 
 
 
 
 
 

点
を
減
じ
、
三
年
生
以
下
は
二
本
を
以
て
一 

 
 
 
 
 
 
 

本
と
見
倣
す
。 

 
 
 
 
 

二
、
蚕
室
は
其
位
置
に
従
ひ
空
気
の
流
通
光
線
の 

 
 
 
 
 
 
 

透
射
共
に
宜
し
く
、
且
清
潔
な
る
を
満
点
と 

 
 
 
 
 
 
 

し
十
点
を
附
し
然
ら
ざ
る
も
の
は
順
次
減
点 

 
 
 
 
 
 
 

す
。 

 
 
 
 
 

三
、
蚕
具
及
用
具
。
蚕
架
は
飼
育
数
量
に
応
じ
堅 

 
 
 
 
 
 
 

牢
に
し
て
各
蚕
座
の
巨
離
適
当
な
る
も
の
を 

 
 
 
 
 
 
 

最
上
と
し
二
十
点
を
附
し
之
に
反
す
る
も
の 

 
 
 
 
 
 
 

は
順
次
減
点
す
。
蚕
箱
は
蚕
種
一
枚
に
対
し 

 
 
 
 
 
 
 

長
三
尺
五
寸
、
巾
二
尺
五
寸
位
の
も
の
を
六 

 
 
 
 
 
 
 

十
枚
の
標
準
に
依
り
て
設
備
し
あ
る
を
満
点 

 
 
 
 
 
 
 

と
し
二
十
点
を
附
し
、
一
割
を
減
ず
る
毎
に 

      

を
定
む
。 

 
 
 
 
 
 
 

乙
種
養
蚕
業
奨
励
品
評
会
規
程 

第 

一 

条 

審
査
法
を
分
ち
て
肉
眼
審
査
及
器
機
審
査
の
二
と 

 
 
 
 
 

す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

第
一 

肉
眼
審
査 

 
 
 
 
 

一
、
色
沢
の
良
否
。
種
類
固
有
の
色
沢
を
損
せ
ず 

 
 

 
 

 
 

斉
一
な
る
を
最
上
と
し
之
に
五
十
点
を
附 

 
 
 
 
 
 
 

し
、
最
劣
等
な
る
も
の
に
二
十
点
を
附
す
。 

 
 
 
 
 

二
、
形
状
の
適
否
。
種
類
の
何
た
る
を
問
わ
ず
大 

 
 
 
 
 
 
 

小
不
同
な
く
繊
維
粗
密
の
差
な
く
斉
一
に
し 

 
 
 
 
 
 
 

て
繰
糸
に
適
当
と
認
む
る
も
の
を
最
上
と
し 

 
 
 
 
 
 
 

之
に
五
十
点
を
附
し
最
劣
等
の
も
の
に
○
点 

 
 
 
 
 
 
 

を
附
す
。 

 
 
 
 
 

三
、
緊
緩
の
良
否
。
糸
量
の
多
寡
及
精
粗
に
よ
り 

 
 
 
 
 
 
 

硬
軟
の
適
否
を
審
査
し
不
同
な
き
も
の
を
最 

 
 
 
 
 
 
 

上
と
し
之
に
五
十
点
を
附
し
最
劣
等
な
る
も 

 
 
 
 
 
 
 

の
に
○
点
を
附
す
。 

 
 
 
 
 

四
、
糸
量
の
多
寡
。
繭
五
顆
を
切
断
し
て
蛹
を
除 

 
 
 
 
 
 
 

去
し
、
衝
量
を
検
し
其
平
均
量
を
推
し
て
一 

 
 
 
 
 
 
 

升
の
重
量
に
及
ぼ
し
其
得
た
る
所
量
よ
り
三 

 
 
 
 
 
 
 

二
点
を
減
ず
。
桑
切
包
丁
、
桑
切
盤
、
羽
箒 

 
 
 
 
 
 
 

適
当
の
も
の
に
し
て
現
に
使
用
し
居
る
も
の 

 
 
 
 
 
 
 

を
以
て
満
点
と
し
二
十
点
を
附
し
、
一
品
を 

 
 
 
 
 
 
 

欠
く
毎
に
五
点
を
減
じ
不
完
全
な
も
の
は
順 

 
 
 
 
 
 
 

次
減
点
す
。 

 
 
 
 
 
 
 

且
、
蚕
網
を
適
当
に
使
用
す
る
も
の
は
特
に 

 
 
 
 
 
 
 

十
点
を
附
す
。 

 
 
 
 
 

四
、
飼
育
。
給
桑
適
当
に
し
て
籾
殻
を
使
用
し
除 

 
 
 
 
 
 
 

沙
適
当
に
行
は
れ
蚕
児
の
発
育
一
様
な
る
も 

 
 
 
 
 
 
 

の
を
満
点
と
し
二
十
点
を
附
し
、
発
育
不
整
、 

 
 
 
 
 
 
 

飼
育
方
法
を
欠
く
も
の
は
順
次
減
点
す
。 

 
 
 
 
 

五
、
上
蔟
。
藁
製
族
を
適
当
に
使
用
し
空
気
の
流 

 
 
 
 
 
 
 

通
宜
し
く
蚕
児
の
営
繭
に
適
当
な
る
配
置
を 

 
 
 
 
 
 
 

な
し
保
護
十
分
な
る
を
満
点
と
し
二
十
点
を 

 
 
 
 
 
 
 

附
し
然
ら
ざ
る
も
の
は
順
次
減
点
す
。 

 
 
 
 
 

六
、
収
繭
。
一
枚
の
収
繭
を
一
石
量
と
し
各
飼
育 

 
 
 
 
 
 
 

枚
数
比
の
標
準
に
達
し
た
る
も
の
を
満
点
と 

 
 
 
 
 
 
 

し
十
点
を
附
し
、
以
下
一
割
を
減
ず
る
毎
に 

 
 
 
 
 
 
 

一
点
を
減
ず
。 

第 

二 

条 
受
賞
の
等
級
及
人
員
は
村
農
会
長
に
於
て
毎
年
之 

      

 
 

割
を
減
じ
実
量
七
匁
迄
を
○
点
と
定
め
五
分
を 

 
 

増
す
毎
に
二
点
を
附
す
。 

五
、
殺
蛹
の
良
否
。
繭
中
の
蛹
体
乾
燥
し
固
有
の
色 

 
 

を
帯
び
糸
質
を
損
傷
せ
ず
其
過
不
及
な
き
も
の 

 
 

を
最
上
と
し
之
に
五
十
点
を
附
し
最
劣
等
な
る 

 
 

も
の
に
○
点
を
附
す
。 

 
 
 

第
二 

器
機
審
査
法 

一
、
糸
尺
の
長
短
。
検
尺
器
を
以
て
繭
三
顆
を
舒
し 

 
 

其
平
均
三
百
廻
迄
を
○
点
と
し
以
上
十
回
を
増 

 
 

す
毎
に
一
点
を
附
す
。 

二
、
繊
維
の
細
大
。
繭
三
顆
を
解
除
し
検
尺
器
を
以 

 
 

て
廻
数
を
検
査
し
検
位
衝
に
よ
り
其
量
を
衡
に 

 
 

よ
り
其
量
を
衡
り
四
百
回
に
対
す
る
二
デ
ニ
ー 

 
 

ル
五
よ
り
三
デ
ニ
ー
ル
を
最
上
と
し
五
十
点
を 

 
 

附
し
之
よ
り
上
下
一
分
の
差
あ
る
毎
に
二
点
を 

 
 

減
じ
、
減
じ
尽
く
れ
ば
○
点
に
止
む
。 

三
、
類
節
の
多
寡
。
繰
糸
の
際
検
尺
器
二
百
廻
目
の 

 
 

百
廻
間
に
於
け
る
類
節
を
検
し
無
類
の
あ
る
も 

 
 

の
に
五
十
点
を
附
し
類
節
あ
る
も
の
は
一
か
毎 

 
 

に
二
点
を
減
じ
尽
く
れ
ば
○
点
に
止
む
。 
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四
、
切
断
の
多
寡
。
繰
糸
の
際
切
断
の
多
寡
を
検 

 
 
 
 
 
 
 
 

し
切
断
な
き
も
の
に
は
五
十
点
を
附
し
一
切 

 
 
 
 
 
 
 
 

断
毎
に
二
点
を
減
じ
、
減
じ
尽
く
れ
ば
○
点 

 
 
 
 
 
 
 
 

に
止
む
。 

 
 
 
 
 
 

五
、
解
舒
の
難
易
。
繰
糸
の
際
種
類
の
何
た
る
を 

 
 
 
 
 
 
 
 

問
わ
ず
解
舒
極
め
て
容
易
な
り
と
認
む
る
も 

 
 
 
 
 
 
 
 

の
を
最
上
と
し
五
十
点
を
附
し
之
に
反
す
る 

 
 
 
 
 
 
 
 

も
の
は
順
次
減
点
し
、
減
点
し
尽
く
れ
ば
○ 

 
 
 
 
 
 
 
 

点
に
止
む
。 

第 

二 

条 

審
査
の
附
点
は
左
の
方
法
に
依
る
も
の
と
す
。 

 
 
 
 
 
 

一
、審
査
点
数
は
各
審
査
員
合
議
の
上
之
を
決
す
。 

 
 
 
 
 
 

二
、
審
査
点
数
の
合
計
点
に
於
て
同
点
な
る
も
の 

 
 
 
 
 
 
 
 

あ
る
と
き
は
比
較
審
査
を
行
ひ
優
劣
を
決 

 
 
 
 
 
 
 
 

す
。 

第 

三 

条 

授
賞
の
等
級
及
人
員
は
毎
年
開
会
の
都
度
村
農
会 

 
 
 
 
 
 

長
之
を
定
む
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以 
 

上 

 
 
 

和
泊
村
紬
工
場
設
置
規
則 

第 

一 

条 

紬
織
物
業
奨
励
の
為
め
工
場
を
設
立
し
紬
織
物
の 

      

之
を
供
給
し
其
成
品
は
織
元
の
所
得
と
す
。 

第 

四 

条 

伝
習
生
の
定
員
は
当
分
場
内
伝
習
生
を
参
拾
名
と 

 
 
 
 
 
 

す
。 

 
 
 
 
 
 

但
、
場
外
伝
習
生
を
置
く
こ
と
あ
る
べ
し
。 

第 

五 

条 

伝
習
生
は
所
轄
区
長
の
推
薦
に
依
り
左
の
資
格
者 

 
 
 
 
 
 

よ
り
募
集
す
。 

 
 
 
 
 
 

一
、
年
令
満
十
六
才
以
上
の
女
子
に
し
て
品
行
方 

 
 
 
 
 
 
 
 

正
体
格
強
健
な
る
も
の
。 

 
 
 
 
 

二
、
平
素
機
織
に
従
事
し
居
る
も
の
。 

第 

六 

条 

伝
習
生
は
前
項
資
格
あ
る
も
の
よ
り
各
大
字
一
名 

 
 
 
 
 

以
上
選
抜
し
志
願
者
の
数
、
定
員
を
超
過
す
る
時 

 
 
 
 
 
 

は
各
大
字
志
願
者
の
多
寡
に
応
じ
割
合
を
以
て
抽 

 
 
 
 
 

籤
に
依
り
採
用
す
る
も
の
と
す
。 

第 

七 

条 

伝
習
生
志
願
の
も
の
は
別
紙
書
式
に
依
り
区
長
の 

 
 
 
 
 
 

推
薦
し
た
る
願
書
を
所
定
の
日
時
迄
に
村
役
場
に 

 
 
 
 
 

差
出
す
べ
し
。 

第 

八 

条 

保
証
人
は
丁
年
以
上
の
男
子
に
し
て
一
家
計
を
営 

 
 
 
 
 
 

む
も
の
に
限
る
。 

第 

九 

条 

場
内
伝
習
生
に
は
織
機
を
貸
与
し
其
他
の
器
具
は 

 
 
 
 
 
 

一
切
自
弁
と
す
。 

 
 
 
 
 
 

仕
組
並
に
機
械
技
術
を
伝
習
せ
し
む
。 

第 

二 

条 

紬
織
物
の
伝
習
に
関
し
て
は
村
長
に
於
て
適
当
と 

 
 
 
 
 
 

認
む
る
織
元
を
選
定
し
技
術
の
伝
習
を
な
さ
し
め 

 
 
 
 
 
 

工
女
を
養
成
す
。 

第 

三 

条 

工
場
並
に
備
付
の
織
機
は
当
分
無
料
に
て
織
元
に 

 
 
 
 
 
 

貸
付
す
。 

第 

四 

条 

不
可
抗
力
に
あ
ら
ざ
る
工
場
の
破
損
並
に
器
具
の 

 
 
 
 
 
 

紛
失
破
損
は
織
元
に
於
て
弁
償
の
責
任
を
負
は
し 

 
 
 
 
 
 

む
。 

第 

五 

条 

伝
習
生
に
し
て
技
術
の
進
歩
し
た
る
時
は
織
元
を 

 
 
 
 
 
 

し
て
担
当
の
賃
金
を
支
給
せ
し
む
。 

第 

六 

条 

伝
習
生
の
募
集
人
員
、
伝
習
期
間
及
開
始
期
日
は 

 
 
 
 
 
 

村
長
に
於
て
之
を
定
む
。 

  
 
 
 
 
 
 
 

紬
織
工
女
養
成
規
定 

第 

一 

条 

紬
織
物
の
仕
組
及
織
方
を
習
得
せ
し
む
る
目
的
を 

 
 
 
 
 
 

以
て
伝
習
生
を
養
成
す
。 

第 
二 

条 

伝
習
に
関
す
る
方
法
は
村
長
に
於
て
織
元
と
協
定 

 
 
 
 
 
 

し
織
元
技
術
者
を
し
て
教
授
を
担
任
せ
し
む
。 

第 

三 

条 
伝
習
生
に
要
す
る
織
物
材
料
は
惣
て
織
元
に
於
て 

      

第 

十 

条 

伝
習
生
に
し
て
熟
練
し
た
る
時
は
名
瀬
村
に
於
け 

 
 
 
 
 
 

る
賃
織
相
場
の
九
割
其
他
技
術
の
程
度
に
依
り
織 

 
 
 
 
 
 

元
に
於
て
相
当
賃
金
を
給
与
す
る
も
の
と
す
。 

第
十
一
条 

伝
習
生
の
伝
習
期
間
を
一
か
年
と
す
。 

 
 
 
 
 
  

但
、
相
当
技
術
熟
練
の
も
の
は
期
間
内
と
雖
も
場 

 
 
 
 
 
 

外
伝
習
と
す
る
こ
と
あ
る
べ
し
。 

第
十
二
条 

伝
習
生
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
時
は
何
時
と
雖 

 
 
 
 
 
 

も
退
場
を
命
ず
る
こ
と
あ
る
べ
し
。 

 
 
 
 
 
 

一
、
品
行
不
良
な
る
も
の
。 

 
 
 
 
 
 

二
、
成
績
不
良
に
し
て
修
得
の
見
込
な
き
も
の
。 

 
 
 
 
 

三
、
工
場
規
則
を
遵
守
せ
ず
遅
刻
欠
席
等
甚
し
き 

 
 
 
 
 
 
 
 

も
の
。 

第
十
三
条 

伝
習
生
は
修
得
後
必
ず
斯
業
に
従
事
す
る
は
勿
論 

 
 
 
 
 
 

伝
習
を
受
け
た
る
織
元
に
対
し
一
か
年
間
賃
織
を 

 
 
 
 
 

な
す
義
務
あ
る
も
の
と
す
。 

 
 
 
 
 
 

但
、
修
得
後
は
誓
約
書
を
差
出
す
べ
し
。 

第
十
四
条 

第
十
二
条
及
十
三
条
の
規
程
に
反
す
る
も
の
は
伝 

 
 
 
 
 
 

習
期
間
一
か
月
に
付
金
弐
円
を
伝
習
費
と
し
て
織 

 
 
 
 
 
 

元
に
納
付
す
る
も
の
と
す
。 
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紬
織
伝
習
生
志
願
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

某 
 
 
 
 

儀 
紬
織
伝
習
生
志
願
致
し
候
に
付
き
御
許
可
相
成
度
、
御
採
用
の 

上
は
御
規
則
等
堅
く
遵
守
可
致
保
証
人
連
署
此
段
相
願
候
也
。 

 
 
 
 
 
 
 

大
島
郡
和
泊
村
大
字
○
○
番
地
（
戸
） 

 
 
 
 
 
 
 

何 
某 

何 

女  

（
妹
） 

氏 
 

名 
 
 
 
 
 
 

㊞ 

生
年
月
日 

大
正 

 

年 
 

月 
 

日 

 
 
 
 
 
 
 

大
島
郡
和
泊
村
大
字
○
○
番
地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

保
証
人 

氏
名 

 
 
 
 
 
 
 
 

㊞ 

右
養
成
規
則
第
五
条
の
資
格
を
具
備
す
る
事
を
認
め
候
条
此
段 

推
薦
候
也 

 
 
 
 
 
 
 

何
々
区
長 

 

氏
名 

 
 
 
 
 
 
 
 

㊞ 

和
泊
村
長 

土 

持 

綱 

義 
 

殿 

  

(三) 

昭
和
時
代
の
養
蚕 

 

鹿
児
島
県
は
、
大
正
十
五
年
に
徳
之
島
東
天
城
村
に
県
蚕
業
模 

範
場
を
設
置
し
、
試
験
研
究
と
女
子
練
習
生
を
養
成
し
奄
美
大
島 

    

重
点
政
策
や
大
島
紬
織
機
の
停
止
、
戦
災
に
よ
る
乾
繭
場
な
ど
の 

施
設
の
焼
失
に
よ
っ
て
産
繭
量
の
激
減
を
来
し
た
。 

 

昭
和
二
十
年
以
降
の
養
蚕
の
推
移
を
み
る
と
、
大
戦
後
は
ア
メ 

リ
カ
国
の
施
政
権
下
で
琉
球
政
府
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
り
、
蚕 

糸
関
係
行
政
試
験
研
究
機
関
も
変
化
し
た
。 

                 

地
方
に
お
け
る
蚕
糸
業
の
開
発
に
努
め
た
。
ま
た
昭
和
四
年
よ
り 

国
庫
助
成
に
よ
る
「
産
業
助
成
並
振
興
計
画
事
業
」
が
実
施
さ
れ 

蚕
業
関
係
に
お
い
て
も
諸
施
設
が
整
備
さ
れ
た
。 

 

同
年
名
瀬
町
に
は
蚕
業
試
験
場
大
島
支
場
が
設
置
さ
れ
た
。
ま 

た
東
天
城
村
の
蚕
業
模
範
場
は
廃
止
さ
れ
蚕
業
試
験
場
大
島
支
場 

徳
之
島
分
場
と
し
て
新
し
く
発
足
し
た
。 

 

蚕
業
取
締
所
大
島
支
所
は
拡
張
さ
れ
、
古
仁
屋
、
徳
之
島
、
沖 

永
良
部
島
の
三
個
所
に
出
張
所
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
他
の
振
興
事 

業
も
着
々
と
進
行
し
た
。 

 

大
島
地
方
蚕
業
の
特
異
性
に
つ
い
て
は
次
の
点
が
挙
げ
ら
れ 

る
。 （１）

気
候
が
温
暖
で
あ
り
桑
品
種
は
奄
美
大
島
桑
（
島
桑
）
が
よ 

 
 

く
繁
茂
し
、
成
長
期
間
が
長
く
年
数
回
飼
育
で
き
る
。 

（２）

耕
地
が
狭
尐
な
た
め
農
家
の
副
業
と
し
て
の
養
蚕
は
か
っ
こ 

 
 

う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
桑
は
立
通
し
桑
（
自
然
桑
）
が 

 
 

多
く
栽
培
桑
は
尐
な
い
。 

 
 

（３）

島
内
紬
の
原
料
を
自
給
す
る
た
め
島
内
産
繭
の
増
加
を
図
る

必
要
が
あ
っ
た
。 

 

な
ど
で
あ
り
、
昭
和
初
期
か
ら
昭
和
十
六
年
ご
ろ
ま
で
産
繭
は 

急
激
に
増
加
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
戦
中
・
戦
後
は
、
食
糧
生
産 

     

蚕
業
試
験
場
大
島
支
場
徳
之
島
分
場
は
、
昭
和
二
十
四
年
四
月 

に
蚕
業
試
験
場
大
島
支
場
へ
合
併
し
た
。 

 

蚕
業
試
験
場
大
島
支
場
は
、
昭
和
二
十
七
年
一
月
に
農
事
試
験 

場
大
島
支
場
へ
合
併
し
、
奄
美
群
島
政
府
の
所
管
と
な
り
、
さ
ら 

に
同
年
四
月
に
琉
球
政
府
に
移
管
さ
れ
た
。 
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表19  明治・大正時代の大島郡蚕業の推移 

項目 
年次 

桑園面積 
(ha) 

養蚕戸数 
(戸) 

産繭量 
(kg) 

記  事 

明治39年 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

大正2年 
   3 
   4 
   5 
   6 
   7 
   8 
   9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

（欠） 
（欠） 
55.1 
55.0 
121.1 
147.7 
141.9 
142.2 
159.1 
189.4 
182.9 
183.6 
171.3 
174.6 
172.3 
172.3 
181.1 
189.9 
158.1 
157.0 
176.1 

1,377 
1,400 
2,214 
2,214 
2,297 
2,141 
2,438 
2,415 
2,855 
3,008 
3,155 
3,561 
3,435 
3,435 
3,379 
3,246 
3,472 
4,162 
4,331 
4,563 
5,456 

 5,400 
 8,700 
16,600 
14,900 
14,900 
13,400 
15,500 
12,600 
15,200 
16,400 
17,600 
21,500 
23,800 
14,800 
19,700 
21,600 
24,200 
30,500 
25,100 
32,500 
42,900 

大島島庁にはじめて蚕業技手設置 
 
町村に蚕業技術院設置 
生繭乾燥場設置 
 
蚕病予防事務所を蚕業取締所と改称 
 
稚蚕共同飼育の奨励 
 
県立大島農学校廃校 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
県蚕業模範農業設置（徳之島） 

表20  昭和時代の大島郡蚕業の推移 

項目 
年次 

桑園面積 
(ha) 

養蚕戸数 
(戸) 

産繭量 
(kg) 

記  事 

昭和2年 
   4 
   6 
   8 

10 
12 
14 
16 
18 

21 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 

218.7 
302.5 
325.4 
363.8 

386.6 
412.7 
484.2 
455.2 
379.5 

261.9 
274.6 
253.9 
233.8 
228.7 
208.8 
197.7 
110.9 
148.0 
158.4 
144.5 
105.8 

5,316 
6,831 
5,627 
5,438 

4,968 
6,114 
6,884 
7,775 
9,287 

7,996 
8,092 
9,360 
8,941 
5,951 
3,840 
3,023 
2,653 
2,537 
2,120 
1,232 
  788 

50,600 
67,000 
80,000 
160,200 

147,900 
173,300 
237,500 
316,500 
92,400 

88,800 
96,100 
55,200 
47,600 
37,500 
41,600 
34,900 
40,000 
35,800 
34,400 
25,400 
26,100 

 
蚕業試験場大島支場徳之島分場設立 
大島郡蚕業組合設立 
 

大島郡繭糸信用販売購買利用組合設 
立 

 

桑園転作奨励 
 
臨時北部南西諸島政庁発足 
大島産業試験場発足 
 
 
 
復皈繭検定所大島支所設置 
大島蚕業事務所設置 
31年奄美大島蚕糸協同組合設立 
 
 
 
大島蚕業事務所駐在職員設置 
41年大島蚕業事務所を大島蚕業指導 
所と改称 

 



 
蚕
業
取
締
所
大
島
支
所
は
、
昭
和
四
年
蚕
業
試
験
場
大
島
支
場 

が
設
立
さ
れ
る
と
と
も
に
支
場
内
に
併
設
せ
ら
れ
場
長
が
兼
務
と 

な
っ
た
。
翌
五
年
に
沖
永
良
部
、
徳
之
島
、
瀬
戸
内
に
出
張
所
を 

設
け
取
り
締
ま
り
官
を
一
名
ず
つ
配
置
し
て
い
た
が
、
昭
和
十
三 

年
に
は
、
沖
永
良
部
と
瀬
戸
内
が
廃
止
さ
れ
、
徳
之
島
出
張
所
は 

徳
之
島
分
場
と
併
置
さ
れ
た
。
こ
れ
も
終
戦
と
と
も
に
同
支
場
が 

大
島
支
場
へ
合
併
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
昭
和
二
十
一
年
七
月
大
島 

支
所
の
職
員
は
、
蚕
業
試
験
場
へ
転
じ
、
蚕
業
取
締
所
大
島
支
所 

は
廃
庁
と
な
っ
た
。 

 

琉
球
蚕
糸
検
定
所
奄
美
支
所
は
、終
戦
後
昭
和
二
十
一
年
一
月
、 

奄
美
大
島
諸
島
が
鹿
児
島
行
政
区
域
か
ら
分
離
せ
ら
れ
た
結
果
、 

鹿
児
島
県
蚕
業
取
締
所
大
島
支
所
は
廃
庁
と
な
り
、
そ
の
後
数
年 

に
わ
た
り
事
務
遂
行
は
不
可
能
に
な
っ
て
い
た
が
、
琉
球
蚕
糸
検 

定
規
則
な
ら
び
に
蚕
糸
業
取
締
規
則
が
制
定
さ
れ
、
昭
和
二
十
七 

年
四
月
か
ら
琉
球
政
府
資
源
局
の
付
嘱
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ 

た
。 

 

昭
和
二
十
八
年
、
奄
美
大
島
は
日
本
に
復
帰
し
た
の
で
大
島
支 

庁
が
設
置
さ
れ
、
蚕
糸
関
係
施
設
も
鹿
児
島
県
行
政
区
域
へ
移
管 

さ
れ
た
。
琉
球
蚕
糸
検
定
所
奄
美
支
所
が
鹿
児
島
県
繭
検
定
所
大 

島
支
所
と
し
て
引
き
継
が
れ
、
昭
和
二
十
九
年
に
は
大
島
繭
糸
信 

      

は
し
だ
い
に
減
退
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。 

 

養
蚕
に
か
か
る
特
殊
事
情
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が 

挙
げ
ら
れ
る
。 

 

（１）
山
野
に
自
生
す
る
桑
、
あ
る
い
は
畑
の
畦
畔
に
栽
植
し
た
桑 

 
 
 

葉
を
利
用
す
る
た
め
、気
候
温
暖
な
当
地
で
は
冬
場
も
落
葉 

 
 
 

す
る
こ
と
な
く
一
年
中
桑
は
繁
茂
し
て
い
る
。 

 

（２）
桑
樹
の
栽
培
手
間
が
か
か
ら
な
い
。 

 

（３）
桑
葉
が
容
易
に
手
に
入
る
た
め
、
飼
育
期
間
も
き
わ
め
て
長 

く
春
四
月
か
ら
秋
十
月
ま
で
五
蚕
期
を
繰
り
返
し
て
飼
育 

で
き
る
。 

 

前
記
の
三
点
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
容
易
に
桑
葉
が
手
に
入
る
が 

産
繭
量
は
尐
な
く
、
技
術
改
良
も
進
ま
な
か
っ
た
。
蚕
の
生
産
量 

は
、
年
間
約
四
千
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
内
外
で
そ
の
五
割
が
自
給
さ 

れ
、
後
の
五
割
が
蚕
と
し
て
販
売
さ
れ
、
半
自
給
的
養
蚕
が
営
ま 

れ
た
。 

 

桑
畑
の
現
状
は
、
山
林
原
野
に
自
生
す
る
ほ
か
、
宅
地
周
り
や 

畦け
い

畔は
ん

に
防
風
垣
を
兼
ね
て
植
え
ら
れ
て
い
る
約
二
・
五
ヘ
ク
タ
ー 

ル
の
桑
葉
を
利
用
し
て
い
る
も
の
で
、
桑
樹
栽
培
に
特
別
の
労
力 

や
経
費
を
必
要
と
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
桑
は
養
蚕
の
た
め 

と
い
う
よ
り
家
畜
の
飼
料
と
し
て
利
用
す
る
点
も
大
き
い
。 

用
販
売
購
買
利
用
組
合
が
解
散
し
た
。
な
お
こ
の
年
度
よ
り
大
島 

郡
復
興
事
業
が
実
施
さ
れ
た
。 

 

昭
和
三
十
年
三
月
大
島
蚕
業
事
務
所
が
設
立
さ
れ
、
旧
県
蚕
業 

試
験
場
大
島
支
場
に
事
務
所
を
置
き
、
離
島
の
特
殊
性
か
ら
蚕
業 

技
術
指
導
以
外
に
蚕
業
試
験
研
究
調
査
、
原
蚕
種
の
製
造
配
布
、 

蚕
業
取
り
締
ま
り
を
実
施
し
た
。 

 

昭
和
四
十
一
年
、
大
島
蚕
業
事
務
所
は
大
島
蚕
業
指
導
所
と
改 

称
さ
れ
事
務
所
を
大
島
支
庁
内
に
配
置
し
今
日
に
至
っ
て
い
る
。 

 

戦
後
の
大
島
地
方
の
蚕
糸
業
は
米
国
施
政
権
下
に
あ
っ
た
こ
と 

や
蚕
糸
関
係
施
設
が
戦
災
の
た
め
消
失
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
蚕 

糸
技
術
は
劣
り
そ
の
振
興
も
遅
れ
た
。 

 

奄
美
に
お
け
る
養
蚕
業
の
推
移
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
沖
永 

良
部
島
に
お
け
る
蚕
糸
業
に
つ
い
て
も
大
同
小
異
と
思
わ
れ
る
。 

 
 

(四) 

沖
永
良
部
島
に
お
け
る
養
蚕 

 

沖
永
良
部
島
に
養
蚕
が
伝
来
し
た
時
期
は
明
ら
か
で
は
な
い 

が
、
山
林
や
畑
の
畦
畔
に
桑
の
老
木
が
自
生
し
て
い
る
こ
と
や
、 

蚕
種
改
良
や
原
蚕
種
飼
育
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
古
く 

か
ら
養
蚕
も
発
達
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

本
町
で
は
昭
和
十
五
年
ご
ろ
が
最
も
盛
ん
な
時
期
で
、
そ
の
後 

       

桑
の
品
種
に
つ
い
て
は
そ
の
葉
型
や
大
き
さ
か
ら
し
て
多
種
多 

様
存
在
す
る
が
和
名
の
判
断
が
つ
き
に
く
い
。 

 

蚕
の
飼
育
に
つ
い
て
は
、
椎
蚕
よ
り
自
家
で
飼
育
し
て
い
る
農 

家
が
多
か
っ
た
。
飼
育
期
間
は
、
四
月
蚕
、
五
月
蚕
、
六
月
蚕
、 

九
月
蚕
、
十
月
蚕
の
五
期
飼
育
で
あ
る
。 

 

四
月
蚕
は
四
令
五
令
の
み
は
条
桑
飼
育
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ 

の
他
の
期
は
ほ
と
ん
ど
摘
桑
で
育
て
る
。
こ
れ
は
桑
樹
栽
培
が
放 

任
で
あ
る
の
と
、
年
々
台
風
の
た
め
樹
勢
が
弱
り
条
桑
と
し
て
の 

採
桑
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
た
。 

 

蚕
飼
育
農
家
は
、
昭
和
十
五
年
を
最
盛
期
に
し
て
後
は
減
産
の 

一
途
を
た
ど
り
、
昭
和
五
十
五
年
に
は
最
後
の
十
戸
の
農
家
が
飼 

育
を
断
念
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
畦
畔
桑
で
の
飼
育
で
あ
っ
た 

た
め
、
土
地
基
盤
整
備
の
進
行
と
と
も
に
採
桑
が
で
き
な
く
な
っ 

た
こ
と
も
一
囚
し
て
い
る
が
同
時
に
自
然
桑
樹
に
頼
り
、
桑
樹
栽 

培
に
着
手
し
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
な
原
困
に
な
っ
て
い
る
。 

 

今
後
の
養
蚕
の
見
通
し
に
つ
い
て
は
副
業
的
見
地
か
ら
脱
却
し 

ま
た
、
農
業
経
営
の
中
で
の
位
置
づ
け
が
明
確
に
さ
れ
な
い
限
り 

再
興
は
望
め
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。 
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