
島
社
会
の
絆
を
活
か
し
た
自
治
の
確
立
に
向
け
て
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は
じ
め
に
（
小
見
出
し
）

二
〇
〇
〇
年
代
に
は
い
っ
て
各
地
で
市
町
村
合
併
へ
の
動
き
が
盛

ん
に
な
っ
た
。
そ
の
際
に
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
歴
史
的
に
合
併
を

経
験
し
て
こ
な
か
っ
た
島
も
例
外
な
く
対
象
と
さ
れ
、
多
く
の
島
で

合
併
が
進
め
ら
れ
た
。
島
と
自
治
体
の
関
係
は
複
雑
に
な
り
、
①
一

島
一
自
治
体
、
②
一
島
多
自
治
体
、
③
多
島
一
自
治
体
、
④
自
治
体

内
離
島
、
と
い
う
形
で
混
在
し
て
い
る
。
こ
の
「
平
成
大
合
併
」
が

島
の
自
治
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
生
み
だ
す
か
は
、
島
そ
れ
ぞ
れ
の

も
っ
て
い
る
産
業
・
文
化
・
伝
統
・
歴
史
な
ど
に
よ
っ
て
、
ま
た
①

か
ら
④
の
在
り
方
に
よ
っ
て
違
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
本
土
の

自
治
体
と
の
対
比
に
お
い
て
も
独
特
の
展
開
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
は

ず
で
あ
る
。

私
は
、
二
〇
〇
一
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
長
崎
県
の
上
五

島
、
下
五
島
、
壱
岐
島
、
対
馬
島
（
上か
み

県
あ
が
た

町
・
厳い
ず

原は
ら

町
、
当
時
）
で
の

合
併
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
す
べ
て
参
加
し
、
基
調
講
演
と
パ
ネ
ル
デ
ィ

市
制
・
町
村
制
を
制
定
し
た
明
治
政
府
に
よ
っ
て
、
集
落
の
あ
り
方
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
。
近

代
化
へ
と
突
き
進
み
、
集
落
は
「
自
治
」
か
ら
「
官
治
」
へ
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
る
。
以
来
、
幾

度
と
な
く
行
わ
れ
た
市
町
村
合
併
、
平
成
の
大
合
併
で
は
離
島
地
域
も
例
外
な
く
対
象
と
さ
れ
た
が
、

島
に
は
地
域
の
絆
に
よ
っ
て
培
わ
れ
て
き
た
自
治
の
力
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
。
島
だ
か
ら
こ
そ
の

自
治
力
を
活
か
し
た
合
併
後
の
こ
れ
か
ら
を
検
証
す
る
。

辻
山
幸
宣

は
じ
め
に

長
崎
の
島
々
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ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
パ
ネ
リ
ス
ト
を
務
め
た
。
会
場
に
は
合
併
賛
成

派
・
反
対
派
が
集
ま
り
、
町
長
や
商
工
会
・
婦
人
会
・
漁
業
・
建
設

業
な
ど
各
界
の
代
表
者
、
県
の
支
庁
か
ら
の
参
加
も
あ
っ
て
、
熱
心

な
話
し
合
い
が
行
わ
れ
た
。
私
に
と
っ
て
得
難
い
経
験
で
あ
っ
た
。

そ
の
と
き
の
経
験
の
ひ
と
つ
に
、「
島
」
と
「
集
落
」
と
い
う
も

の
を
実
感
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
私
は
北
海
道
の
内
陸
の
生
ま

れ
で
、
海
と
は
疎
遠
に
育
っ
た
。
北
海
道
は
島
で
は
あ
る
が
、
平
成

大
合
併
前
は
市
町
村
数
も
二
〇
〇
を
超
え
て
い
た
の
で
、
島
と
し
て

の
実
感
は
青
函
連
絡
船
く
ら
い
し
か
な
か
っ
た
。
島
と
い
う
も
の
を

感
じ
さ
せ
て
く
れ
た
長
崎
の
日
々
は
印
象
的
で
あ
っ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
会
場
を
移
動
す
る
車
窓
か
ら
見
た
風
景
は
、
歴

史
と
自
治
論
と
の
総
合
絵
巻
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
眼
下
に
見
え
る
港

ら
し
き
入
江
の
ま
わ
り
に
は
、
小
学
校
と
教
会
が
佇
ん
で
い
た
。
し

か
も
、
ひ
と
き
わ
目
立
つ
場
所
に
。
次
の
入
江
も
、
ま
た
つ
ぎ
の
入

江
も
同
じ
よ
う
な
具
合
で
あ
っ
た
。
港
、
港
に
漁
村
と

い
う
集
落
が
形
成
さ
れ
、
そ
こ
に
や
が
て
小
学
校
が
建

設
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
村
々
に
は
小
学
校
の
あ
る
景
色

が
生
ま
れ
る
こ
と
は
す
ぐ
に
理
解
で
き
た
。
だ
が
、
こ

の
必
需
品
の
よ
う
に
佇
む
教
会
は
？
　
と
首
を
か
し
げ

た
瞬
間
に
思
い
出
し
た
。
そ
う
だ
こ
こ
は
長
崎
だ
！

と
。
島
の
そ
し
て
浦
々
に
も
教
会
が
あ
っ
た
の
だ
と
知

っ
た
。

ま
た
、
市
町
村
合
併
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
私
が
ク

ル
マ
を
走
ら
せ
て
い
た
道
こ
そ
合
併
条
件
と
し
て
の
島

の
一
体
化
を
象
徴
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
、
浦
々
の

人
々
は
船
に
乗
り
、
海
路
、
岬
の
突
端
を
回
っ
て
よ
そ

と
交
流
し
た
り
、
用
を
足
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち

ょ
っ
と
し
た
買
い
物
、
病
院
通
い
な
ど
も
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
つ
ま
り
他
集
落
へ
の
道
は
海
路
で
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。
そ
し
て
い
ま
、
そ
の
背
骨
の
よ
う
な
位

内湾に面した段丘上にたたずむ青砂ケ浦天主堂（長崎県中通島）。
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置
に
島
を
め
ぐ
る
道
路
が
建
設
さ
れ
、
人
々
は
海
路
で
は
な
く
道
路

で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
地
域
が
面
的
に
広
が
っ
た
の
だ
と
実
感
で
き

た
。他

の
集
落
と
地
理
的
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
島
の
生
活
と
は
ど
ん

な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
興
味
を

も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
こ
の
と
き

か
ら
で
あ
る
。
宮
城
県
へ
講
演
で
出

向
い
た
際
、
担
当
者
の
机
の
上
に
置

か
れ
た
小
冊
子
を
目
に
し
た
。
そ
の

冊
子
の
表
紙
に
は
毛
筆
で
『
陸
前

江
島

え
の
し
ま

の
年
中
行
事
』
と
あ
っ
た
。
作

者
は
や
は
り
毛
筆
で
伊
達
大
喜
と
あ

る
。
奥
付
を
み
る
と
「
一
九
三
〇
年

一
二
月
　
宮
城
県
女
川
町
江
島
の
曹

洞
宗
満
蔵
寺
に
生
ま
れ
る
」
と
あ
り
、

現
在
、
満
蔵
寺
二
二
世
住
職
だ
と
い

う
。
是
非
に
と
お
願
い
し
て
コ
ピ
ー

を
送
っ
て
も
ら
っ
た
ら
、
全
七
二
ペ

ー
ジ
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
手
書
き
の

絵
の
は
い
っ
た
も
の
で
、
平
成
四
年

七
月
に
書
い
た
も
の
だ
と
あ
る
。
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
と
元
旦
の
「
元

朝
参
り
」（
島
の
神
社
を
順
に
め
ぐ
っ
て
お
神
酒
を
あ
げ
て
歩
く
）
か
ら
は

じ
ま
り
、「
若
水
汲
み
」「
新
年
祝
賀
会
」（
契
約
講
主
催
の
祝
宴
）
な
ど

全
部
で
六
〇
の
行
事
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一
年
中
、
毎
週
な
ん
ら

か
の
島
の
行
事
が
あ
る
計
算
だ
。

島
で
あ
る
か
ら
こ
そ
の
行
事
は
な
に
か
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
ペ
ー

ジ
を
繰
っ
て
い
た
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
を
み
つ
け
た
。「
三
月

三
日

白
山
さ
ま
祭
り
」
に
つ
い
て

の
記
述
だ
。

「
島
の
女
人
た
ち
が
白
山
権
現
社
前

で
酒
盛
り
を
す
る
。
藩
政
時
代
は
流

人
た
ち
も
仲
間
入
り
し
た
と
い
う
そ

う
だ
が
、
も
と
も
と
流
人
た
ち
が
遊

ん
だ
の
が
始
ま
り
と
も
い
わ
れ
て
い

る
」

「
流
人
」
が
い
た
と
い
う
の
だ
か
ら

島
独
特
の
話
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、

こ
れ
に
続
け
て
、
侍
流
人
た
ち
が
島

び
と
に
「
読
み
書
き
」
を
教
え
た
か

ら
「
島
民
に
は
古
来
『
文
盲
が
ほ
と

ん
ど
い
な
か
っ
た
』」
と
周
辺
情
報

も
伝
え
て
い
る
。

陸
前
江
島
、
こ
こ
は
宮
城
県
牡
鹿

島
の
生
活

宮城県江島の港にて（1998年頃、撮影：加藤庸二）。
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諸
島
、
女
川
町
の
南
東
部
に
あ
る
江

島
列
島
の
八
島
の
ひ
と
つ
。
祭
り
、

共
同
墓
地
の
掃
除
、
念
仏
講
、
契
約

講
の
伝
統
に
育
ま
れ
た
「
島
の
自
治
」

を
紡
い
で
き
た
が
、
二
〇
一
一
年
三

月
一
一
日
の
東
日
本
大
震
災
で
ラ
イ

フ
ラ
イ
ン
が
壊
滅
状
態
に
な
っ
た
。

一
九
七
二
（
昭
和
四
七
）
年
に
本
土
か

ら
海
底
送
水
が
は
じ
ま
り
、
渇
水
の

心
配
は
な
い
と
い
わ
れ
て
き
た
が
、

こ
の
た
び
の
震
災
で
使
え
な
く
な
り
、

島
の
住
民
は
す
べ
て
本
土
に
避
難
し

た
と
い
う
。
一
一
月
に
避
難
解
除
さ

れ
た
が
、
は
た
し
て
現
在
、
住
民
は

全
員
帰
島
を
叶
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

ま
た
も
私
事
だ
が
、
大
学
生
だ
っ

た
四
〇
数
年
前
、
北
海
道
利
尻
島
で
夏
休
み
を
過
ご
し
た
と
き
に
聞

い
た
話
。
利
尻
島
に
は
利
尻
町
と
東
利
尻
町
が
あ
っ
た
。
東
利
尻
町

は
そ
の
後
一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年
に
利
尻
富
士
町
と
改
称
し
て
い

る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
島
も
明
治
地
方
制
度
創
設
に
あ
た

っ
て
の
合
併
を
経
験
し
て
お
ら
ず
、
幕
藩
時
代
の
集
落
の
跡
を
残
す

地
域
で
あ
る
。
利
尻
町
は
戦
後
の
一
九
五
六
（
昭
和
三
一
）
年
に
沓
形

く
つ
が
た

町
と
仙
法
志

せ
ん
ぽ
う
し

村
が
合
併
し
て
で
き
た
。
沓
形
町
（
一
九
四
九
〈
昭
和
二

四
〉
年
町
制
）
も
仙
法
志
村
も
、
幕
藩

時
代
か
ら
の
村
を
継
承
し
て
お
り
、

北
海
道
二
級
町
村
制
が
施
行
さ
れ
た

一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
に
村
制
施

行
さ
れ
た
。
合
併
し
て
利
尻
町
に
な

る
ま
で
、
変
わ
ら
ず
江
戸
時
代
の
村

の
区
画
で
あ
り
続
け
た
。
利
尻
富
士

町
は
同
じ
く
一
九
〇
二
年
の
北
海
道

二
級
町
村
制
に
よ
り
町
村
と
な
っ
た

鬼
脇
村
・
鴛
泊

お
し
ど
ま
り

村
が
、
一
九
五
六

年
に
合
併
し
て
で
き
た
。
少
し
詳
し

く
述
べ
る
と
、
一
九
〇
二
年
に
鬼
脇

村
は
石
崎
村
と
、
鴛
泊
村
は
本
泊

も
と
ど
ま
り

村

と
合
併
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
四
村

は
幕
藩
時
代
か
ら
の
集
落
で
あ
っ
た
。

長
々
と
書
い
た
の
は
、
こ
の
先
の
話

が
こ
の
経
過
を
抜
き
に
は
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

利
尻
島
は
い
う
ま
で
も
な
く
漁
業
の
島
で
あ
る
。
ウ
ニ
や
昆
布
な

ど
今
日
で
も
高
級
品
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
こ
の
島
の
漁
業
は
四
つ

の
漁
協
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
（
現
在
は
利
尻
漁
業
協
同
組
合
に
合
併
）。

そ
の
四
つ
と
は
鴛
泊
漁
協
、鬼
脇
漁
協
、沓
形
漁
協
、仙
法
志
漁
協
で

あ
り
、
旧
町
村
ご
と
に
組
織
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
、

そ
れ
ら
は
江
戸
時
代
か
ら
の
漁
村
が
発
達
し
た
も
の
だ
。

北海道利尻島の水揚げ風景（1999年頃、撮影：加藤庸二）。
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私
が
経
験
し
た
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
利
尻
島
で
は
漁

期
に
な
る
と
島
の
あ
ち
こ
ち
に
旗
が
上
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
漁
協
単

位
の
四
ヶ
所
だ
っ
た
。
お
の
お
の
の
漁
協
が
上
げ
る
そ
の
旗
を
み
て
、

四
つ
と
も
揃
っ
て
い
た
ら
そ
の
日
は
出
漁
可
能
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

そ
う
で
な
い
日
は
、
も
ち
ろ
ん
漁
に
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う

し
て
水
産
資
源
を
ま
も
っ
て
い
る
の
だ
と
教
わ
っ
た
。
そ
の
意
味
の

重
さ
が
分
か
っ
た
の
は
、
地
方
自
治
の
分
野
で
研
究
す
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
。
近
世
の
共
同
体
が
各
種
の
掟
を
つ
く
り
、
そ

れ
を
遵
守
す
る
こ
と
で
集
落
構
成
員
た
る
証
し
に
も
な
る
と
い
う

「
村
落
自
治
」
は
、
今
日
の
法
規
制
が
公
権
力
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ

て
い
る
の
と
は
違
っ
た
自
治
の
世
界
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
例
え
ば

「
江
戸
時
代
の
漁
村
で
は
、
村
落
又
は
村
落
の
有
力
者
で
あ
る
長お

さ

百
び
ゃ
く

姓し
ょ
う

が
漁
場
、
入
漁
者
、
漁
具
や
漁
法
、
漁
労
日
数
の
限
定
、
漁
場

の
輪
番
仕
様
な
ど
に
つ
い
て
ル
ー
ル
を
定
め
、
共
同
体
で
漁
場
を
管

理
使
用
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
」。
ま
さ
に
、

そ
の
よ
う
な
共
同
体
と
村
々
の
共
通
の
ル
ー
ル
が
漁
業
資
源
の
枯
渇

を
防
ぎ
、
理
想
的
な
漁
業
を
現
代
に
引
き
継
い
で
き
た
に
違
い
な
い
。

「
自
治
」
は
、
も
と
も
と
こ
う
し
て
紡
が
れ
て
き
た
。

農
村
、
漁
村
、
山
村
の
集
落
自
治
は
、
や
が
て
明
治
維
新
と
と
も

に
、
近
代
自
治
制
へ
と
取
り
込
ま
れ
、「
自
治
」
か
ら
「
官
治
」
へ

の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
る
。
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
、
政
府
は
市

制
・
町
村
制
を
制
定
し
、
順
次
用
意
の
で
き
た
と
こ
ろ
か
ら
施
行
し

て
い
く
こ
と
と
し
た
。
用
意
が
で
き
た
と
は
、
い
わ
ゆ
る
合
併
に
よ

っ
て
集
落
の
規
模
を
大
き
く
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
約
八
万
あ
っ
た

集
落
を
数
年
間
で
一
万
五
〇
〇
〇
に
ま
で
統
合
し
て
、
代
表
民
主
主

明治22年の勅令「町村制ヲ施行セサル島嶼」原本。〈JACAR（アジア歴史資料
センター）Ref.A03020033500、御署名原本・明治22年・勅令第１号・町村
制ヲ施行セサル島嶼（国立公文書館）〉

近
代
自
治
制
と
島
の
自
治
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義
の
町
村
会
を
置
い
て
近
代
的
統
一
国
家
の
地
方
行
政
を
担
わ
せ
よ

う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
政
府
は
「
町
村
郡
市
区
合
併

標
準
」
を
定
め
、
全
国
に
配
置
さ
れ
て
い
た
府
知
事
・
県
令
を
通
じ

て
強
力
に
合
併
を
推
進
し
た
。
ま
さ
に
、
国
家
的
目
的
を
持
っ
た
強

制
合
併
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
い
わ
ゆ
る
島
に
つ
い
て
は
こ
の
例
外
と
さ
れ
、
合
併
の
強

制
も
町
村
制
施
行
へ
の
指
導
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
。「
島
嶼
」
が
明

治
近
代
国
家
形
成
史
の
中
で
特
例
的
に
扱
わ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
、
こ

の
こ
と
に
関
す
る
研
究
に
は
ほ
と
ん
ど
見
る
べ
き
も
の
が
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
二
〇
〇
九
年
に
至
っ
て
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
労
作
が

発
刊
さ
れ
、
島
嶼
研
究
に
新
し
い
地
平
が
広
が
っ
た
。
そ
の
著
作
は

高た
か

江え

洲す

昌
哉
氏
の
『
近
代
日
本
の
地
方
統
治
と「
島
嶼
」』（
二
〇
〇
九
年
、

ゆ
ま
に
書
房
）
で
あ
る
。
私
自
身
こ
の
三
〇
年
間
、
地
方
自
治
総
合
研

究
所
の
『
逐
条
研
究
地
方
自
治
法
』
に
携
わ
っ
て
き
た
。
本
日
ま
で

に
全
五
巻
、
お
よ
び
別
巻
上
・
下
の
七
巻
が
上
梓
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
明
治
期
か
ら
の
地
方
自
治
法
制
の
変
遷
を
追
い
、
逐
条
で
今

日
の
地
方
自
治
法
ま
で
追
っ
て
き
た
が
、
遺
憾
な
が
ら
「
島
嶼
」
に

関
す
る
記
述
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
と
き
に
出

会
っ
た
高
江
洲
氏
の
業
績
は
ま
さ
に
天
恵
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
。「
島
嶼
」
は
忘
れ
ら
れ
て
い
た
地
域
で
も
、
遅
れ
た
地
域
で

も
、
辺
境
の
地
域
で
も
な
く
、「
自
治
」の「
原
点
」と
し
て
の
色
合
い

が
強
く
残
る
地
域
で
あ
っ
た
。

町
村
制
は
そ
の
末
尾
に
「
此
法
律
ハ
北
海
道
、
沖
縄
県
其
他
勅
令

ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
島
嶼
ニ
之
ヲ
施
行
セ
ス
別
ニ
勅
令
ヲ
以
テ
其
制
ヲ

定
ム
」（
第
一
三
二
条
）
と
し
て
、
町
村
制
施
行
例
外
地
と
し
て
「
島

嶼
」
を
区
別
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
翌
年
に
は
「
町
村
制
ヲ
施
行
セ

サ
ル
島
嶼
指
定
ノ
件
」（
明
治
二
二
年
勅
令
第
一
号
）
を
発
出
し
、
以
下

の
島
嶼
を
指
定
し
た
。

●

東
京
府
管
下
　
小
笠
原
島
　
伊
豆
七
島

長
崎
県
管
下
　
対
馬
国

島
根
県
管
下
　
隠
岐
国

鹿
児
島
県
管
下

大
隅
国
大
島
郡
　
大
島
　
徳
ノ
島
　
喜
界
島
　
沖
永
良
部
島

与
論
島

薩
摩
国
川
辺
郡
　
硫
黄
島
　
黒
島
　
竹
島
　
口
之
島
　
臥
蛇
島

平
島
　
中
之
島
　
悪
石
島
　
諏
訪
ノ
瀬
島
　
宝
島

●

こ
れ
ら
の
島
を
町
村
制
の
例
外
と
し
て
法
適
用
を
行
わ
な
か
っ
た

の
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
高
江
洲
氏
が
紹

介
し
て
い
る
史
料
で
は
「
島
嶼
ノ
制
ハ
今
ノ
時
ニ
及
テ
宜
ク
其
実
際

ノ
風
土
人
情
ヲ
酌
量
シ
旧
慣
故
俗
ヲ
折
衷
シ
テ
以
テ
宜
ニ
適
ス
ル
ノ

政
令
ヲ
施
シ
之
ヲ
内
地
ト
別
異
ス
ル
ノ
便
ヲ
与
フ
ヘ
シ
」
と
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
島
嶼
は
そ
こ
の
風
土
人
情
を
酌
量
し
、
あ
る
い

は
旧
慣
や
古
く
か
ら
の
し
き
た
り
を
尊
重
し
て
そ
の
地
に
適
し
た
、

本
土
と
は
異
な
る
決
ま
り
で
行
う
よ
う
に
す
る
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
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の
風
土
人
情
、
旧
慣
の
一
端
を
さ
き
ほ
ど
の
『
陸
前
江
島
の
年
中
行

事
』
や
利
尻
島
の
漁
協
の
ル
ー
ル
に
み
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
つ
ま

り
、
本
土
の
中
山
間
地
が
町
村
制
の
施
行
対
象
と
な
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
島
嶼
が
異
制
度
と
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
島
の
風
土
・

人
情
・
旧
慣
に
は
特
異
な
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
島
の
自
治
の
歴
史
的
特
色
は
、
や
は
り
基
底
に

「
離
島
性
」
と
い
う
要
素
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、

こ
れ
か
ら
の
自
治
を
考
え
て
い
く
上
で
も
重
要
な
条
件
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
離
島
で
あ
る
こ
と
の
意
義
に
は
た
と
え
ば
、
大
分
県
姫

島
の
デ
ポ
ジ
ッ
ト
制
度
の
成
功
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
島
で
は
、
島

内
で
販
売
す
る
缶
ジ
ュ
ー
ス
や
缶
ビ
ー
ル
（
五
〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
未
満
）

に
「
預
か
り
金
一
〇
円
」
の
シ
ー
ル
を
貼
っ
て
販
売
し
て
い
る
。
一

般
的
な
缶
ジ
ュ
ー
ス
で
い
う
と
一
三
〇
円
。
島
外
よ
り
一
〇
円
高
い

が
、
空
き
缶
を
店
に
も
っ
て
い
け
ば
、
一
〇
円
返
し
て
く
れ
る
。
店

に
集
ま
っ
た
空
き
缶
は
村
が
回
収
し
て
資
源
回
収
業
者
に
売
却
す
る
。

絵
に
描
い
た
よ
う
な
デ
ポ
ジ
ッ
ト
制
度
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
度
の

空
き
缶
回
収
率
は
九
二
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
率
の
高

さ
は
「
離
島
」
と
い
う
地
理
的
条
件
が
後
押
し
し
て
い
る
こ
と
は
確

実
だ
。
資
源
リ
サ
イ
ク
ル
と
い
う
環
境
自
治
が
こ
こ
で
は
実
現
さ
れ

て
い
る
。

「空き缶デポジット制度」
により環境自治を実現して
いる大分県姫島村。

こ
れ
か
ら
の
島
の
自
治
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こ
う
し
た
島
の
特
色
を
活
か
し
な
が
ら
自
治
を
充
実
さ
せ
て
い
く

に
は
、
濃
密
な
人
間
関
係
に
彩
ら
れ
た
独
特
な
生
活
体
系
を
な
し
て

い
る
「
島
社
会
」
の
文
化
や
価
値
観
を
尊
重
す
る
自
治
制
度
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
の
留
意
点
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

と
く
に
、
市
町
村
合
併
で
本
土
の
自
治
体
と
合
併
し
、
自
治
体
内

離
島
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
で
は
、
新
市
町
村
の
な
か
で
の
地
域
特
例
を

設
定
す
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
合
併
で
も
、
合
併
に
参

加
す
る
旧
町
村
地
域
は
、
平
等
取
り
扱
い
を
希
望
し
、
と
き
に
そ
の

た
め
に
事
業
や
施
設
の
バ
ラ
ま
き
に
陥
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。

離
島
の
条
件
を
汲
み
上
げ
て
、
そ
う
し
た
平
等
取
り
扱
い
と
は
異
な

る
論
理
で
の
制
度
と
施
策
が
提
案
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
は
、
予
算
、
事
業
、
施
設
の
配
分
に
影
響
を
与
え
る
意
思
決

定
過
程
に
お
け
る
制
度
的
特
例
が
考
え
ら
れ
る
。

現
在
、
地
方
自
治
法
で
は
「
市
町
村
は
、
市
町
村
長
の
権
限
に
属

す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
、
及
び
地
域
の
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
つ

つ
こ
れ
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
条
例
で
、
そ
の
区
域
を
分
け
て
定
め

る
区
域
ご
と
に
地
域
自
治
区
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
」（
第
二
〇
二

条
の
四
）
と
、
地
域
自
治
区
の
設
定
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
制
度

は
条
文
に
も
あ
る
よ
う
に
「
地
域
の
住
民
の
意
見
を
反
映
」
す
る
こ

と
が
目
的
の
一
つ
で
あ
り
、
合
併
市
町
村
の
他
の
地
域
に
は
設
置
さ

れ
な
く
と
も
自
治
体
内
離
島
と
な
っ
た
島
に
は
必
須
の
組
織
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
も
し
、
全
地
域
に
地
域
自
治
区
が
設
置
さ
れ
、
そ
れ

ら
の
総
合
的
意
見
調
整
を
合
併
自
治
体
議
会
が
行
う
こ
と
と
し
た
場

合
で
も
、
離
島
に
関
す
る
特
例
を
条
例
で
規
定
す
る
な
ど
の
方
策
が

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
は
、
通
学
区
域
や
福
祉
の
施
設
配
置
、
ゴ
ミ

処
理
な
ど
も
含
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
地
域
自
治
区
に
置
か
れ

る
地
域
協
議
会
の
委
員
の
選
出
を
選
挙
制
に
す
る
な
ど
の
特
例
を
検

討
す
べ
き
で
あ
る
。

本
稿
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
島
の
自
治
は
そ
の
立
地
条
件
の
み
な

ら
ず
、
そ
こ
で
培
わ
れ
た
「
絆
」
の
強
さ
と
も
い
う
べ
き
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
力
で
維
持
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
を
合
併
後
の
自
治
体
行
財
政

に
活
か
し
て
い
く
道
を
模
索
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。
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