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鎌
倉
期
の
半
不
輸
村
落
に
お
け
る
生
業
・
景
観
と
在
地
領
主

肥
前
国
高
来
西
郷
伊
福
村
・
大
河
村
と
大
河
氏
を
素
材
と
し
て
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は
じ
め
に

❶
現
代
故
地
の
生
業
・
景
観

❷
伊
福
村
・
大
河
村
の
領
有
構
造

❸
生
業
・
景
観
の
可
変
性
と
大
河
氏
の
自
己
認
識

む
す
び
に
か
え
て

　

半
不
輸
と
は
本
年
貢
・
公
事
の
一
部
を
寺
社
な
ど
の
荘
園
領
主
に
給
付
し
、
残
り
を
国
衙
に
納
め

さ
せ
る
荘
園
制
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
半
不
輸
領
の
村
落
の
構
造
と
、
そ
こ
に
存
立
し
た
在
地
領
主
の
姿
を
探
っ
て
い
く
。
こ

う
し
た
村
落
は
荘
園
領
主
と
国
衙
に
両
属
し
、
複
合
的
な
支
配
を
受
け
た
が
、
そ
の
両
属
性
の
な
か

で
在
地
領
主
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
分
析
の
素
材
と
し
て
肥
前
国
伊
福

村
・
大
河
村
を
取
り
上
げ
、
特
に
大
河
氏
と
い
う
在
地
領
主
に
焦
点
を
あ
て
た
い
。

　

上
記
の
課
題
に
応
え
る
た
め
、
生
業
・
景
観
の
問
題
に
注
目
し
た
。
ま
ず
、
伊
福
村
・
大
河
村
の

場
合
、
荘
園
領
主
・
国
衙
の
支
配
は
そ
れ
ぞ
れ
畠
作
と
稲
作
と
い
う
異
な
る
生
業
に
結
び
つ
い
て
い

た
。
こ
う
し
た
村
落
の
生
業
（
畠
作
・
稲
作
）
を
前
提
と
し
つ
つ
、
半
不
輸
の
シ
ス
テ
ム
は
荘
園
領

主
・
国
衙
の
合
意
の
も
と
で
立
券
に
て
確
定
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
現
地
の
生
業
・
景
観
は
常
に
変
化
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
例
え
ば
畠
地
の
田
地
化
な
ど

を
通
じ
て
、
畠
作
・
稲
作
の
実
態
は
過
去
の
立
券
の
記
載
か
ら
乖
離
し
た
。

　

こ
う
し
た
変
動
的
な
村
落
の
生
業
・
景
観
に
対
し
て
、
こ
れ
を
荘
園
制
の
枠
組
み
と
つ
な
い
で
い

た
の
が
、
在
地
領
主
の
大
河
氏
で
あ
っ
た
。
大
河
氏
は
現
地
で
稲
作
の
拡
大
を
推
し
進
め
た
の
だ
ろ

う
が
、
一
方
で
、
半
不
輸
領
の
沙
汰
人
と
し
て
出
発
し
た
が
ゆ
え
に
、
本
質
的
に
既
存
の
荘
園
制
の

枠
組
み
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
性
格
も
持
っ
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
一
四
世
紀
前
半
に
な
る
と
、
荘
園
領
主
・
国
衙
へ
の
両
属
を
意
識
し
た
文
言
が
大
河
氏

の
一
連
の
譲
状
に
出
現
す
る
。
現
地
の
生
業
・
景
観
が
過
去
の
立
券
か
ら
乖
離
す
る
な
か
で
も
、
大

河
氏
は
容
易
に
既
存
の
荘
園
制
を
否
定
で
き
ず
、
む
し
ろ
か
つ
て
半
不
輸
領
の
沙
汰
人
と
し
て
出
発

し
た
と
い
う
像
を
自
己
の
う
ち
に
再
確
認
し
た
。
荘
園
制
の
な
か
で
存
立
し
て
き
た
在
地
領
主
の
一

つ
の
自
己
像
を
こ
こ
に
認
め
た
い
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
半
不
輸
、
免
田
制
、
畠
作
・
稲
作
、
生
業
・
景
観
の
可
変
性


