
In April 2022, Osaka City University and Osaka Prefecture University marge to Osaka Metropolitan University 

 

Osaka Metropolitan University 
 

 

Title 日本村落の特質 
Author 村松, 繁樹 
Citation 人文研究. 8 巻 10 号, p.1120-1133. 

Issue Date 1957 
ISSN 0491-3329 
Type Departmental Bulletin Paper 

Textversion Publisher 
Publisher 大阪市立大学文学会 

Description  
 

Placed on: Osaka City University Repository 



八
凶

ハ
一一・一一

C
〉

日

本

村

落

の

特

質

村

繁

松

樹

集
落
地
肌
学
の
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
が
村
落
の
方
か
ら
都
市
の
そ
れ
に
重
点
が
移
り
来
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
世
界

的
な
趨
勢
で
あ
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
世
界
に
お
け
る
地
理
学
の
研
究
報
告
に
お
い
て
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
と
り
わ
け
国
際

地
理
学
会
議
に
お
け
る
問
題
の
と
り
上
げ
方
に
お
い
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
九
二
八
年
イ
ギ
リ
ス
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
お
け
る

第
十
二
回
凶
際
地
理
学
会
議
で
、

フ
ラ
ン
ス
の
ド
ゥ
マ
ン
ジ
オ
ン
を
委
員
長
と
す
る
田
園
村
落
居
住
形
態
の
研
究
報
告
が
は
な
ば
な
し
く
展
開

さ
れ
、
当
時
こ
の
テ

1

マ
に
関
す
る
研
究
が
広
く
世
界
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
記
録
に
も
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
幾
年

か
経
過
し
て
、
昨
年
の
夏
ブ
ラ
ジ
ル
の
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
に
お
い
て
開
催
さ
れ
で
第
十
八
四
国
際
地
理
学
会
議
に
お
い
て
は
、
村
落
に
閃
す

る
部
会
も
あ
る
に
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
都
市
の
そ
れ
に
つ
い

て
の
研
究
発
表
出
多
く
、
さ
ら
に
新
し
い
テ
l

マ
と
し
て

わ
。
ロ
ロ
ユ
)
白
色。
ロ
に

つ
い
て
の
研
究
討
議
も
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

い
か
に
も
人
口
の
都
市
集
中
は
、
何
処
の
国
に
お
い
て
も
産
業
革
命
以
後
に
お
け
る
大
き
な
特
色
で
あ
る
o

周
知
の
よ
う
に
、
欧
光
先
進
諸

国
に
お
け
る
人
口
の
部
部
別
割
合
の
経
年
一
変
化
は
、
こ
の
こ
と
を
明
瞭
に
表
わ
し
て
い
る
o

か
よ
う
な
傾
向
は
、
先
き
に
述
べ
た
よ
う
な
、
先

落
地
理
尚
子
の
研
究
げ
に
お
い
て
、
村
落
の
研
究
に
か
か
っ
て
い
た
ア
ク
セ
ン
ト
が
、
都
市
の
研
究
の
方
へ
と
移
っ
て
来
て
い
る
大
き
な
原
因
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。



わ
が
国
に
お
し
て
も
、
明
治
期
の
後
半
以
来
、
人
口
の
都
市
集
中
の
趨
勢
が
現
わ
れ
、

た
他
々
に
お
い
て
は
新
し
い
都
市
の
数
が
増
し
て
来
て
お
り
、
都
市
人
口
の
わ
が
国
総
人
口
に
占
め
る
割
合
が
、
年
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
大

き
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
試
み
に
こ
れ
を
、
人
口
に
関
す
る
正
確
な
統
計
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、

大
正
九
年
の
第
一
回
国
勢
調
査
以

後
、
山
則
的
に
行
わ
れ
た
国
勢
調
査
の
結
果
を
辿
っ
て
み
る
と
、
最
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
国
勢
調
査
に
よ
る
も
の
と
し
て
は
最
新
の

一
方
に
お
い
て
都
市
の
膨
脹
が
あ
る
と
と
も
に
、
ま

デ
ー
タ
に
属
す
る
昭
和
三
十
年
以
後
と
て
も
、
町
村
合
併
促
進
法
に
よ
っ
て
、
村
や
町
の
合
併
が
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
新
市
プ

1

ム
と
い

わ
れ
た
ほ
ど
新
市
の
出
現
が
引
き
続
い
た
こ
と
は
、
都
市
へ
の
編
入
ゃ
、
大
都
市
に
お
け
る
人
口
増
加
と
と
も
に
、
か
よ
う
な
形
勢
を
な
お
い

っ
そ
う
省
し
か
ら
し
め
た
こ
と
は
、
容
易
に
了
解
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
一
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
行
政
上
都
市
と
な
り
、
あ
る
い
は
都
市
に
編
入
せ
ら
れ
て
、
そ

の
地
域
内
の
人
刊
は
統
計
す
一
円
に
お
い
て
都
市
人
口
に
数
え
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
住
民
生
活
の
実
態
は
な
お
村
落
的
な
も
の
の
少
な
く
な
い

こ
と
で
あ
る
。

集
北
川
地
理
学
に
お
い
て
、
地
域
と
し
て
集
落
の
結
び
つ
き
、
あ
る
い
は
つ
な
が
り
を
見
る
の
で
は
な
く
、
集
執
を
そ
れ
自
体
と
し
て
取
り
扱

角
川
ヘ
川
、
そ
の
刈
象
は
有
機
体
と
し
て
の
人
間
の
居
住
集
団
で
あ
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
、
地
表
上
に
家
屋
を
造
っ
て
居
住
す
る
も
の
の
集
ま
り

を
さ
寸
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
集
落
が
よ
っ
て
も
っ
て
立
っ
て
い
る
基
盤
を
加
え
て
考
え
る
。
決
し
て
行
政
上
任
意
的
に
、
あ
る
い
は

使
戸
川
的
に
か
よ
う
な
幾
つ
カ
の
集
団
を
ま
と
め
た
も
の
を
指
す
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
v

た
と
え
ば
集
落
の
平
面
形
態
と
い
っ
た
場
合
は
、

地
点
行
政
上
の
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
の
村
や
都
市
の
境
界
線
の
示
す
形
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
家
の
集
合
よ
り
な
る
集
落
そ
れ
自
体
の
呈

す
る

.V一
山
形
態
の
必
味
な
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
村
落
の
形
態
に
つ
い
て
み
る

場
へ
い
、
孤
立
川
宅
と
か
、
塊
村
と
か
、
あ
る
い
は
街
村
と
か
環
村
と
か
い
っ
た
り
、
ま
た
都
市
の
場
合
、
方
形
都
市
、
同
形
都
市
と
か
、
碁
盤

川
代
w山
市
と
か
放
射
状
都
市
と
か
い
う
場
合
は
、
都
市
そ
れ
自
体
の
呈
す
る
平
面
形
態
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
い
う
ま
で

日
本
村
沢
の
特
質

ノ
五
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落
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も
な
か
ろ
う
。

い
わ
ん
や
行
政
上
の
範
囲
は
、

常
に
任
意
に
変
わ
り
つ
つ

あ
る
こ
と
は
、

官
報
に
お
け
る
告
示
で
も
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ

る
o 

わ
が
国
で
は
、
最
近
の
い
わ
ゆ
る
新
市
プ

1

ム
に
よ
っ
て
、
四
九
八
の
都
市
(
一
九
五
六
年
一

O
月
一
日
)
が
で
き
、
町
村
合
併
促
進
法
以

前
の
市
数
二
八
五
に
比
べ
る
と
、
そ
こ
に
大
き
な
差
を
一
ボ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
o

だ
が
、
し
か
し
、
仔
細
に
こ
れ
を
観
察
し

て
み
る
と
、
こ
の
行
政
上
の
市
の
中
に
は
た
く
さ
ん
の
ム
ラ
を
含
ん
で
い
る
o

た
と
え
ば
、
富
山
県
の
氷
見
市
ゃ
、
石
川
県
の
珠
洲
市
の
如
き

は
、
も
と
の
郡
の
範
囲
乞
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
市
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
o

散
村
地
城
と
し
て
著
名
な
繭
波
平
野
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
稿
波

市
の
如
き
も
、
圧
川
扇
状
地
中
央
部
の
典
型
的
な
散
村
地
域
を
そ
の
市
域
内
に
主
合
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
田
園
の
中
に
鯵
蒼
た
る
屋
敷
林

に
初
〕
ま
れ
た
孤
立
し
た
農
家
に
住
ん
で
、
以
前
と
交
わ
り
な
く
、
ひ
た
す
ら
農
業
生
活
を
営
ん
で
い
る
農
民
も
、
行
政
上
で
は
都
市
に
住
み
市

氏
で
あ
る
o

さ
ら
に
は
僻
地
手
当
が
支
給
さ
れ
る
山
村
を
も
都
市
に
含
ん
で
お
り
、
都
市
が
分
教
場
す
ら
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
o

そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
苦
か
ら
「
京
に
回
合
あ
り
」
と
は
い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
京
都
市
の
市
域
内
に
す
ら
、
時
に
イ
ノ
シ
シ
の
出
没
が
新
聞
紙
上
の

話
題
と
な
っ
た
こ
と
は
、
未
一
だ
五
口
人
の
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四

行
政
上
の
区
域
が
時
代
に
よ
っ
て
い
か
よ
う
に
変
化
し
て
き
て
も
、
し
か
し
な
が
ら
、
地
方
に
お
け
る
実
際
生
活
の

ユ
ニ
ッ
ト
は
、
常
に
、

円
然
発
生
村
落
と
も
い
う
べ
き
江
戸
時
代
の
ム
ラ

、
す
な
わ
ち
部
落
、
大
体
に
お
い
て
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
大
字
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
否
定
で

き
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
自
然
発
生
的
な
地
域
集
団
で
あ
っ
た
ム
ラ
が
、
多
年
の
伝
統
ぷ
よ
っ
て
培
わ
れ
た
結
合
に
よ
っ
て
、
な
お

か
よ
う
な
む
す
び
つ
き
は
形
式
的
に
は
な
お
広
く
残
存
し
て
い
る
と

根
強
く
残
存
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

は
し
ぇ
、
内
容
的
に
は
、
脱
近
に
お
け
る
村
落
生
活
の
近
代
化
に
伴
な
っ

て
、
変
形
な
い
し
解
体
し
つ
つ

友
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
、
今
こ
そ
、
さ
よ
う
な
消
え
去
ろ
う
之
す
る
古
い
姿
を
採
訪
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
思
い
、
そ
れ
が
今
日
ま
で
有
し
て
き

た
怠
義
、
並
び
に
能
う
な
ら
ば
、
そ
れ
が
将
来
の
課
題
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。



五

先
ず
明
治
ニ
イ
二
年
の
町
村
制
実
施
は
如
何
な
る
変
化
を
与
え
た
か
。
ニ
れ
に
よ
っ

て、

従
前
の
ム
ラ
は
合
併
し
可
近
代
村
落
と
し
て
の
行

政
上
の
ユ
ニ

ッ
ト
を
構
成
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
り
、
戸
籍
、
土
地
所
有
、
租
税
な
ど
の
村
落
生
活
に
お
け
る
諸
制
度
の
近
代
化

へ
の
胸

芽
の
総
ま
と
ま
り
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
少
し
く
そ
れ
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

川
治
五
年
四
片
九
日
太
政
官
第
百
十
七
号
布
告
に
基
づ
い
て
、
大
庄
屋
、
圧
屋
、
名
主
、
年
寄
は
廃
止
せ
ら
れ
、
村
役
人
の
庄
屋
、
名
立
は

一戸
長
、
年
寄
は
副
一γ
長
と
改
称
せ
ら
れ
た
。

実
際
に
そ
れ
ぞ
れ
各
ム
ラ
の
家
柄
の
も
の
が
こ
れ
に
当
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
や
が

て
川
治
十
三
年
、
数
カ
村
を
も
っ
て
一
組
合
連
合
一
戸
長
制
を
ひ
く
よ
う
に
な
っ
た
が
、
各
ム
ラ
ご
と
に
用
掛
を
置
い
て
、
戸
長
の
行
う
行
政
事

務
を
補
助
し
た
。
こ
れ
が
後
年
に
設
置
せ
ら
れ
た
総
代
お
よ
び
区
長
の
濫
鰐
を
な
し
た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
十
九
年
三
月
、
従
来
の
用
掛
を
廃

止
し
て
各
ム
ラ
に
総
代
を
設
直
し
て
お
り
、
明
治
二
十
二
年
四
月
一
日
市
町
村
制
が
実
施
せ
ら
れ
た
後
も
、
村
政
の
同
滑
な
運
用
を
則
す
る
た

め
、
れ
大
字
に
総
代
を
置
い
て
村
の
行
政
事
務
を
封
巾
助
せ
し
め
、
大
正
十
一
年
四
月
区
長
制
を
採
用
す
る
ま
で
こ
れ
を
継
続
し
て
い
る
。
さ
ら

に
後
、
区
長
制
を
施
し
て
か
ら
も
、

ム
ラ
の
総
代
は
依
然
と
し
て
残
存
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
さ
ら
に
第
二
次
世
界
大
戦
後

の
労
、川
1
L
よ
っ
て
、
町
村
A
M
併
に
伴
な
う
地
方
行
政
の
地
械
が
広
が
っ

た
後
に
も
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
そ
れ
が
選
挙
に
よ
っ

て
決
比
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
変
化
は
あ
る
に
し
て
も
。

た
と
え
ば
冷
併
に
よ
っ
て
腕
近
天
理
市
と
な
っ
た
奈
良
県
山
辺
郡
の
旧
二
階
堂
村
に
つ
い
て
、
そ
の
大
字
で
あ
っ
た
二
十
也
の
集
落
に
つ
い

て
み
て
も
、
そ
の
生
活
は
依
然
と
し
て
大
字
、
す
な
わ
ち
、
江
戸
時
代
の
ム
ラ
単
位
に
営
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
等
し
く
水
田
稲
作
を
中
心

と
す
る
こ
と
に
お
い
て
各
ム
ラ
は
共
通
で
あ
る
に
し
て
も
、
大
字
に
よ
っ
て
農
業
経
営
に
多
少
の
特
色
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の

大
字
に
相
違
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
麦
作
の
後
、

ス
ク
ィ

1
ト
メ
ロ
ン
を
栽
培
し
、
こ
れ
を
早
期
に
収
穫
し
て
後
、
稲
苗
を
移
植
し
て
三
毛
作

を
は
か
っ
て
い
る
も
の

(
中
)
、
煙
草
の
栽
培
に
努
め
つ
つ
あ
る
ム
ラ

(
杉
本
、
稲
葉
)
、
読
菜
苗
の
育
成
販
売
を
行
っ
て
い
る
ム
ラ

〈岩
室
、

荒
蒔
〉
九
十
化
升
の
栽
培
に
打
ち
込
ん
で
い
る
ム
ラ

(平
等
坊
)
、
干
瓢
の
製
造
に
努
力
し
て
い
る
ム
ラ

(
吉
田
)
の
如
き
こ
れ
で
あ
る
。

八
七

日
本
村
落
の
特
質
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日
才
村
誌
の
特
質

八
八

(
一
一
一
一
四
)

一
陀
史
の
比
較
的
新
し
い
嘱
波
の
散
村
地
域
で
、
橋
波
市
に
編
入
さ
れ
た
旧
鷹
栖
村
に
つ
い
て
み
て
も
、
旧
村
役
場
所
稿
波
市
役
所
の
支
所
と

し
て
残
存
し
、
住
民
の
生
活
は
、
農
村
と
し
て
農
業
経
営
上
重
要
な
農
事
実
行
組
合
と
し
て

の
結
合
に
よ
っ

て
、
な
お
依
然
た
る
も
の
で
あ
る

の
が
実
状
で
あ
る
。
た
だ
富
山
県
に
あ
っ

て
は
、
全
国
で
も
珍
し
く
新
湊
市
が
高
岡
市
か
ら
分
離
し
た
特
例
は
あ
る
に
し
て
も
、
県
全
体
と
し

て
は
庄
川
、
神
通
川
、
常
願
寺
川
、
黒
部
川
な
ど
の
一
扇
状
地
が
相
連
な

っ
て
富
山
平
野
を
形
成
し
て
、
そ
こ
に
は
散
村
が
卓
趣
し
て
い
る
の
で
、

町
村
合
併
が
全
国
で
も
い
ち
早
く
実
現
し
、
他
府
県
よ
り
の
視
察
者
が
多
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
視
察
者
団
体
を
、
富
山
県
当
局

は
、
特
に
町
村
合
併
の
モ
デ
ル
と
し
て
鳴
波
市
へ
送
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
地
方
が
典
型
的
な
散
村
地
峡
で
あ
り
、
ま
ず
ニ
こ
が
合
併
を
完
成
し

て
い
た
こ
と
と
関
連
し
て
興
味
が
深
い
。

こ
れ
ら
に
比
べ
て
、
典
型
的
な
集
村
地
城
で
あ
る
奈
良
県
の
町
村
合
併
は
、
甚
だ
し
く
遅
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
阪
府
に
っ
し

て
み
て
も
、
大
阪
市
と
い
う
巨
大
都
市
を
ひ
か
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
へ
の
通
勤
者
が
比
較
的
少
な
く
、
い
わ
ば
依
存
度
が
比
較

的
少
な
く
て
、
独
立
的
性
格
の
強
い
岸
和
田
市
以
南
の
村
落
に
お
い
て
、
町
村
合
併
が
最
も
遅
れ
た
こ
と
と
と
も
に
、
ま
た
興
味
あ
る
同
象
で

あ
る
。

-L. ノ、

こ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
の
原
因
が
あ
ろ
う
。
住
民
感
情
と
い
う
よ
う
な
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
ム
ラ
の
結
合
度
が
と
り
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ

に
は
、
農
家
が
個
々
に
所
有
し
て
い
る
生
産
手
段
の
ほ
か
に
、
農
業
経
営
や
農
家
の
生
活
上
に
き
わ
め
て
重
要
た
役
割
を
も
っ
て
い
る
共
同
林

野

〈
肘
材
林
、
薪
炭
林
地
、
放
牧
地
な
ど
)
が
、
ム
ラ
の
結
合
上
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
調
波
平

野
で
も
庄
川
一
扇
状
地
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
あ
る
ム
ラ

、

ム
ラ
で
は
共
用
林
野
が
な
い
の
に
対
し
て
、
共
用
林
野
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
ム
ラ
の
範
閉

で
利
用
さ
れ
て
い
る
の
が
最
も
多
い
の
で
あ
る
。

ま
た
わ
が
国
に
お
け
る
農
業
の
基
底
を
な
す
水
田
経
営
上
の
用
水
問
題
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
用
水
は
特
に
共
同
で
利
用
さ
れ
て
い
る

ム
ラ
の
結
合
の
上
に
重
要
な
紐
帯
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
水
利
権
と
い
っ
た
よ
う
な
問
題
も
、
な
か
な
か
切
実
な
問
題
で
あ

h

，戸

、mv

十
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る
に
述
い
な
い
。
前
述
の
調
波
平
野
の
如
き
場
合
は
、
河
川
に
よ
る
濯
翫
用
水
も
豊
か
で
、
何
々
用
水
と
呼
ば
れ
て
他
の
ム
ラ
ム
ラ
と
一
桁

ω

用
レ
小
路
を
使
間
す
る
ム
ラ
が
多
い
の
に
対
し
、
奈
良
盆
地
の
よ
う
な
夏
の
必
要
時
期
に
水
の
少
な
い
こ
と
に
悩
む
地
方
に
あ
っ
て
は
、
水
利
の

慣
行
が
ム
ラ
の
大
切
な
問
題
で
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
利
害
関
係
を
持
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
た
と
え
ば
奈
良
県
川

階
堂
村
の

こ
こ
は
も
と
は
南
柳
生
と
六
条
と
に
分
か
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
れ
が
合
併
し
て
南
六
条
と
な
っ
た
。

ド
間
六
条
に
つ
し
て
み
る
と
、

こ
の
内
氷
利
関
係
も
一
緒
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
山
村
お
よ
び
農
山
村
の
用
水
路
は
狭
い
範
囲
の
も
の
が
き
わ
め
て
多
い
こ
と
は
明
ら
か

で
、
こ
の
狭
い
他
聞
の
慣
行
を
多
分
に
残
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
用
水
路
が
、

ム
ラ
に
与
え
て
い
る
影
響
が
少
な
く
な
い
こ
と
は
、
客
易
に
均

え
う
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

ム
ラ
人
の
賦
役
に
よ
っ
て
、

っ
ゅ
は
り
、
川
さ
ら
え
な
ど
の
行
事
と
と
も
に
重
要
な
慣
行
に
、
道
普
請
が
あ
る
。
農
道
の
修
理
や
保
全
を
、

毎
年
耕
作
の
始
ま
る
春
一
回
と
か
、
収
穫
の
秋
を
加
え
て
春
秋
一
回
ず
っ
と
い
う
よ
う
に
、
定
期
的
に
行
っ
て
い
る
ム
ラ
の
行
事
で
あ
る
。
近

年
農
村
の
近
代
化
に
伴
な
っ
て
、
賦
役
の
あ
り
方
も
近
代
化
し
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
部
落
会
費
で
人
夫
を
一
雇
っ
て
行
う
と
か
、
青
年
団

に
請
負
わ
せ
る
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
の
形
で
行
わ
れ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
散
村
地
威
に
あ
っ
て
は
、
個
人
の
家
屋
と
そ
れ
を
囲
統

す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
耕
地
と
を
結
ぶ
通
路
が
あ
り
、
俗
に
ジ
ク
グ
チ
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
全
く
個
人
の
活
動
に
属
す
る
も
の
が
あ
之
の
で
あ
る
。

さ
よ
う
な
、
ぷ
ら
く
の
聞
の
伝
統
的
な
生
活
か
ら
に
じ
み
出
た
部
落
意
識
、
な
い
し
ム
ラ
の
結
合
の
度
合
の
濃
淡
を
反
映
し
て
、

3
4る
地
域
で

は
町
村
人
け
併
が
速
か
に
行
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
あ
る
地
域
で
は
そ
れ
が
遅
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

七

か
よ
う
な
刷
象
は
、
漁
場
を
共
有
す
る
漁
村
に
お
い
て
も
、
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
三
重
県
志
摩
半
島
の
出
に
、
さ
ら
に

宍
山
す
る
附
ぷ
降
平
山
に
は
、
和
具
、
片
回
、
布
施
回
、
越
賀
、
御
座
の
五
つ
の
町
村
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
片
回
村
が
片
川、

大
野
、
山

の
部
訳
、
和
久
村
(
昭
和
十
四
年
町
制
施
行
)
が
和
且
ハ
と
問
崎
か
ら
成
っ
て
い
た
の
を
除
く
と
、
明
治
二
十
二
年
の
町
村
制
施
行
に
あ
た
っ
て

も

一
郎
抗
が
す
な
わ
ち
一
村
を
構
成
し
た
。

か
よ
う
な
現
象
は
、

ひ
と
り
崎
志
摩
半
島
で
み
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、

潜
水
漁
業
が
い
早
川
地

八
九
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す
る
い
い
山
摩
の
漁
村
で
は
、
他
に
も
そ
の
よ
う
な
例
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
蓋
ーャ
、
海
女
の
.本

場
と
し
て
の
地
先
専
用
漁
場
が
一

村
の
共
有

に
闘
し
、
久
し
く
相
共
に
そ
れ
ら
の
利
益
を
享
有
し
て
き
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
漁
村
に
共
通
す
る
特
色
で
あ
る
日
銀
法
そ
の

他
に
よ
っ
て
、

ム
ラ
の
結
合
が
緊
密
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
町
村
合
併
促
進
法
に
よ
っ
て
、
先
述
の
崎
志
摩
半
島
の
漁
村

ι如
き
は
合
併

つ
の
ぷ
摩
町
と
な
っ
た
が
、
旧
各
村
の
漁
業
協
同
組
合
は
、
今
日
各
部
落
の
漁
業
協
同
組
合
と
な
っ
て
お
り
、
漁
業
所
動
は
依
然
と
し

て
旧
態
を
存
続
し
、
各
ム
ラ
ご
と
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
て

‘
漁
村
の
む
す
び
つ
き
は
、
農
村
と
同
じ
指
標
を
と
っ
て
検
し
て
も
把
握
し
難
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
、
漁
村
の
民
観
が
、
い

ず
こ
に
お
い
て
も
集
落
内
の
道
巾
が
狭
く
、
家
屋
は
極
端
に
密
居
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
よ
う
。
と
き
あ
っ
て
高
知
県
御
畳
瀬
漁

村

(現
在
両
知
市
内
)

の
よ
う
に
、
あ
た
か
も
層
村
と
も
い
う
べ
く
、
ほ
と
ん
ど
相
重
な
る
く
ら
い
に
ス
ペ
ー
ス
を
埋
め
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

漁
業
者
の
労
働
の
性
質
は
、
平
素
の
漁
業
活
動
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は
漁
村
の
特
殊
性
で
あ
る
海
難
そ
の
他
〈
た
と
え
ば
台
風
の
襲
来
に
対

す
る
防
術
の
如
き
〉
の
際
に
お
け
る
非
常
な
場
合
に
あ
っ

て
も
、
昔
か
ら
、
農
村
に
劣
ら
ず
協
力
を
必
要
と
し
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

八

以
ト
い
れ
.
十

ω
事
例
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
今
日
と
難
も
大
字
は
、
な
お
そ
の
存
在
の
意
義
を
も
・
っ
て
い
る
。
統
計
調
査
員
も
大
字
ご
と
に

存
在
す
る
。
そ
し
て
、
行
政
面
に
お
け
る
下
部
機
構
と
し
て
、
大
字
は
そ
れ
自
身
の
組
織
を
す
ら
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
中
の
長
は
概
ね

か
つ
て
区
長
と
称
し
、
総
代
、
部
落
会
長
な
ど
と
呼
ば
れ
た
も
の
が
、
昭
和
十
七
、
八
年
こ
ろ
か
ら
代
友
右
と
呼
称
さ

代
長
打
と
呼
ば
れ
る
。

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
道
路
や
水
路
の
修
理
に
部
落
の
人
々
全
員
で
出
る
と
き
に
は
指
導
役
と
な
り
、
水
田
の
稲
作
期
に
は
と
り
わ
け
堰
の
心

配
も
ネ
光
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
文
字
通
り
部
落
活
動
の
代
表
を
や
る
の
で
あ
る
。
大
字
行
政
に
参
画
す
る
人
と
し
て
大
宇
品
員
ゃ
、
レ小

田
耕
作
の
ム
ラ
で
は
水
番
、
そ
れ
に
歩
き

〈
小
使
役
)
が
い
る
。

こ
れ
ら
に
対
す
る
報
酬
と
し
て
は
、
部
落
費
を
徴
収
し
て
し
る
の
で
あ
る
。

郎
法
去
の
経
費
を
使
途
別
に
み
る
と
、

ほ
ぼ
そ
の
仕
事
の
範
囲
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
c

最
も
多
い
の
が
役
員
手
当
で
、

次
き
が
活
断

費
、
祭
典
費
、
巾
内
生
費
、
街
灯
費
、
勧
業
費
、
水
利
費
な
ど
と
な
っ

て
い
る
。

部
総
会
費
の
徴

4
方
法
は
、
「
各
戸
同
じ
金
額
」
、「
家
柄
に
よ
り
等
級
を
き
め
て
計
算
す
る
」、

「
耕
作
反
別
割
、
市
町
村
氏
問
川
、
所
川
付
税



川
な
と
で
計
算
し

τい
る
」
も
の
が
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
三
つ
の
方
法
の
う
ち
で
、
二
つ
以
上
の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
場
合
が
最
も
多

い
の
で
あ
る
。
ま
た
中
に
は
、
共
有
林
野
の
収
入
を
繰
り
入
れ
る
も
の
や
、
漁
村
に
あ
っ
て
は
特
定
の
日
に
共
同
で
出
て
漁
獲
に
努
め
そ
の
収

入
を
こ
れ
に
当
て
る
も
の
、
あ
る
い
は
町
村
か
ら
の
補
助
金
を
く
り
入
れ
る
も
の
、
な
ど
も
あ
る
。

然
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
大
字
の
活
動
は
、
何
に
匹
胎
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
に
つ
い
て
少
し
く
み
て
み
よ
う
。

九

そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
ム
テ
は
、
あ
る
い
は
検
地
状
を
下
さ
れ
、
あ
る
い
は
村
高
を
定
め
ら
れ
た
り
じ
て
、
い
ず
れ
も
封
建
社
会
の
秩
序
と
し

て
肢
も
豆
祝
さ
れ
た
納
税
の
単
位
、
な
い
し
連
帯
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
い
わ
ゆ
る
村
落
共
同
体
を
構
成
し
て
い
た
。
そ

れ
に
わ
が
国
の
農
業
は
、
も
と
も
と
そ
の
地
形
の
関
係
か
ら
耕
地
の
一
筆
当
た
り
面
積
の
比
較
的
狭
い
も
の
が
多
く
、
ま
た
わ
が
凶
の
農
業
経

仰
い
川
も
将
細
で
あ
り
、
そ
の
う
え
、
水
田
農
業
を
中
心
と
し
て
農
業
用
濯
慨
排
水
施
設
を
共
用
し
て
き
た
た
め
、

そ
の
大
き
さ
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
そ
の
村
落
生
活
に
お
い
て
は
、
農
道
、
共
有
林
野
、
農
業
用
の
各
種
の
共
同
施
設
な
ど
の
利
用
を
通
じ

密
接
な
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
。

一
般
に
集
村
を
な
し
て
い
る
。

て
、
炭
業
生
産
か
ら
農
家
の
生
活
に
い
た
る
ま
で
、

レ」
、
素
朴
な
農
民
感
情
か
ら
、
ム
ラ
の
共
同
体
的
結
合
が
、
農
業
経
営
の
面
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
で
、
生
活
面
に
ま
で
入
り
込
ん
で
い
る
の
で

と
り
わ
け
山
村
に
お
い
て
は
、

そ
の
地
理
的
環
境

あ
る
。こ

と
に
わ
が
国
農
業
の
性
桝
か
ら
、
田
植
、
麦
蒔
き
、
米
麦
の
脱
穀
、
親
出
な
ど
、
春
秋
二
期
を
農
繁
期
と
し
て
そ
の
労
働
が
重
な
り
、
そ

の
帆
仰
の
作
業
に
き
わ
め
て
短
期
間
に
処
理
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
の
で
、
昔
か
ら
農
繁
期
に
は
特
に
助
け
合
う
組
織
や
慣
行
が
あ
っ
た
。
牛

同
州
や
民
機
且
ハ
を
持
た
な
い
農
家
は
、
自
分
の
手
間
と
交
換
に
、
牛
馬
や
農
機
具
を
借
り
入
れ
る
慣
習
も
あ
っ
た
。

ゆ
い
、
手
伝
い
、
ま
た
は
共
同
作
業
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
農
産
物
の
供
出
、
ま
た
は
共
同
出
荷
な
ど
、
農
業
経
営
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
わ
た

換
パ
す
れ
ば
、

る
協
々
は
も
ち
ろ
ん
、
冠
婚
葬
祭
、
そ
の
他
の
生
活
面
に
い
た
る
ま
で
、
相
互
に
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
や
形
を
通
じ
て
、
協
同
し
あ
っ
て
来
た
。

ム
ラ
は
農
業
協
同
体
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
自
給
自
足
経
済
を
伴
な
っ
た
わ
が
国
の
農
業
に
お
い
て
は
、
農
業
協
同
体
が
ま

日
本
村
落
の
特
質

九

ハ
二
二
七
)



て
も
ら
う
こ
と
で
新
し
い
一
年
の
幕
が
切
っ
て
お
ろ
さ
れ
、

ム
ラ
の
人
々
は
、
共
に
と
り
行
う
数
々
の
年
中
行
事
を
持
っ
て
い
た
。
元
旦
は
産
土
神
社
で
神
主
に
祝
詞
を
あ
げ
て
も
ら
い
、
柳
で
械
を
払

女
た
ち
は
三
日
間
晴
着
を
着
て
、

式
後
は
春
遊
び
が
始
ま
る
。

台
所
を
し
な

日
本
村
落
の
特
質

九

(，
二

二
八
)

た
一
凶
に
お
い
て
は
生
活
面
で
も
強
い
紐
帯
で
結
ぼ
れ
て
い
た
の
で
、

ム
ラ
は
農
業
相
互
扶
助
の
集
団
で
も
あ
っ
た
。

こ
れ
を
村
落
田
府
観
の
上
か
ら
見
て
も
、
集
村
を
む
ね
と
す
る
わ
が
国
の
村
落
に
は
、
欝
蒼
と
茂
る
鎮
守
の
森
が
、
概
ね
村
は
ず
れ
に
存
在
す

ム
ラ
人
の
畏
敬
す
る
対
象
で
あ
っ
た
ろ
う
、
鎮
守
の
森
の
木
は
、
た
た
り
を
恐
れ
て
敢
え
て

ム
ラ
の
氏
神
が
鎮
座
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

る。伐
防
体
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
地
の
本
来
の
植
物
相
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
物
語
る
も
の
が
多
い
。

ム
ラ
人
の
葬
式
の
行
列

は
、
こ
の
前
を
通
る
こ
と
を
避
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
ム
ラ
人
の
生
活
の
中
に
と
け
込
ん
だ
、
特
に
真
宗
の
寺
院
が
村
の
中
央
に
位

mmす
る
の
と
、
あ
ざ
や
か
な
対
照
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
氏
神
を
中
心
と
す
る
ム
ラ
の
結
合
は
緊
密
な
も
の
が
あ
っ
た
。
宮
座
の
存
在
と

そ
の
行
事
や
慣
行
は
そ
れ
を
物
語
る
。
こ
れ
に
対
し
て
寺
院
は
、
宗
門
改
帳
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
戸
籍
を
支
配
し
、
ま
た
寺

子
屋
な
ど
と
い
う
呼
称
が
生
ま
れ
た
よ
う
に
教
育
の
場
で
も
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
鎮
守
の
森
、
破
風
造
り
の
大
き
な
寺
院
建
築
を
核
心

と
し
て
、

ム
ラ
は
数
十
一
j

の
民
家
が
集
ま
っ
て
有
核
集
落
を
構
成
し
、
相
互
扶
助
の
村
落
生
活
を
営
ん
で
来
た
の
で
あ
っ
た
。

ム
ラ
は
内
部
的
あ
る
い
は
対
外
的
事
件
が
あ
る
と
、
よ
り
人
口
い
を
年
番
の
家
で
や
る
。
外
部
的
な
規
制
の
ほ
か
に
、

ム
ラ
の
内
部
に
も
さ
ま

ざ
す
小
の
、

ム
ラ
人
と
し
て
の
向
覚
と
行
動
を
規
制
す
る
、

ム
ラ
の
し
き
た
り
が
あ
っ
た
。

い
。
二
月
初
午
の

u、
ノ
イ
八
夜
、
田
植
え
が
す
ん
だ
後
の
田
休
み
、
六
月
の
大
紋
い
、
盆
、
次
い
で
二
百
十
日
、
二
百
二
十
日
、
秋
祭
り
、

収
総
祝
い
、
除
夜
と
な
る
。

わ
が
国
に
は
、
封
建
時
代
か
ら
明
治
、
大
正
に
及
ん
で
、
五
人
組
と
か
十
人
組
と
称
さ
れ
る
組
織
が
あ
り
、
ム
ラ
に
お
け
る
最
末
端
の
機
構

と
し
て
、
種
々
の
役
割
を
果
た
し
て
来
た
。
太
平
洋
戦
争
中
隣
組
と
改
称
し
て
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
で
も
隣
組
、
隣
保
班
、
五
人



組
な
と
と
し
わ
れ
て
、
こ
の
組
織
は
広
く
残
存
し
て
お
り
、
ま
た
現
在
な
お
活
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

屋
間
恨
無
尽
な
い
し
カ
ヤ
頼
母
子
講
な
ど
と
称
す
る
相
互
扶
助
の
集
団
が
あ
り
、
現
在
で
も
こ
の
風
習
が
玖
っ
て
い
る
。

ま
た
ム
ラ
に
は

あ
る
い
は
ま
た
ム
ラ
に
は
お
日
待
講
、
観
音
講
、
伊
勢
講
、
秋
葉
講
、
妙
見
請
、
庚
申
請
、
稲
荷
講
、
十
六
夜
講
、
そ
の
他
神
社
仏
閑
な
と

の
名
称
の
つ
し
た
各
種
の
講

(宗
教
集
団
)
が
あ
る
。
現
在
は
老
人
た
ち
の
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
が
、
t

そ

の
発
生
は
宗
教
的
な
も
の
で
、
相
当
古
し
。
そ
の
他
年
令
集
団
で
あ
る
若
者
連
あ
る
い
は
若
衆
組
、

こ
の
よ
う
な
集
団
が
現
在
ど
れ
だ
け
残
っ
て
い
る
か
。
ま
た
ど
ん
な
形
を
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
と
っ
て
来
て
い
る
か
、
を
確
め
る
こ
と
は
、

ム
ス
メ
組
な
ど
が
あ
っ
た
。

1-、

-
プ
の
近
代
化
を
見
る
上
に
参
鴻
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
因
み
に
、
逆
に
近
代
的
な
集
団
と
し
て
は
、
島
民
事
研
究
団
体
ゃ
、
四

H
ク
ラ
ブ

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

。

如
何
に
も
ム
ラ
は
、
日
本
の
社
会
の
自
然
発
生
的
な
最
初
の
地
域
集
団
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
ム
ラ
は
、
古
い
伝
統
を
持
っ
た
村

孫
共
同
体
的
な
結
合
の
き
わ
め
て
強
固
な
小
社
会
な
の
で
、
集
団
内
の
す
べ
て
の
人
々
は
同
じ
も
の
の
考
え
方
、
行
動
の
仕
方
を
す
る
よ
う
な

間
以
引
が
、
牢
固
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
明
治
以
後
の
開
拓
に
属
す
る
北
海
道
の
農
射
に
、
部
落
的
結
合
の
う
す
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
而
し

て
ム
ラ
で
は
、
伝
統
的
な
慣
滑
に
反
し
た
と
き
に
は
、
強
烈
な
制
裁
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
村
八
分
の
如
き
は
、
そ
の
最
も
極
端
な

も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ム
ラ
は
古
い
伝
統
を
持
っ
た
村
落
協
同
体
的
な
結
合
の
き
わ
め
て
強
固
な
小
社
会
な
の
で
、
今
で
も
大
字
の
こ

と
は
大
字
の
も
の
で
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
と
い
.
わ
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
も
し
移
転
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
、
他
の
ム
ラ
の
地
所

に
宅
地
を
求
め
て
入
る
場
合
に
は
、
多
く
の
不
都
合
、
が
生
ず
る
わ
け
で
あ
る
。
か
よ
う
な
関
係
か
ら
、
移
転
者
は
で
き
る
だ
け
自
身
の
ム
ラ
の

地
内
に
新
し
い
宅
地
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
、
時
あ
っ
て
悲
劇
的
な
事
件
が
勃
発
す
る
。
た
と
え
ば
、
富
山
県
東
調
波
郡
五
カ
山
の

漆
作
部
落
に
お
い
て
、
同
部
落
の

K
氏
は
部
落
の
背
後
の
谷
聞
の
出
口
に
移
転
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
移
転
し
て
間
も
な
く
(
昭
和
十
五
年

日
本
村
落
の
特
質

九

ハ
二
一
一
九
)



白
木
村
落
の
特
質

九
四

(
一
二
ニ
O
)

月
)
雪
崩
の
下
敷
と
な
っ
て
一
家
全
滅
し
た
。

同
じ
く
五
カ
山
の
杉
尾
に
お
い
て
は
、
新
た
に
他
か
ら
部
落
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
分
家
し
た
も
の
は
、
部
落
社
会

へ

の
加
入
の
承
認
を
得
る
た
め
に
、
部
落
の
全
戸
主
を
招
待
し
て
、
酒
盛
り
を
す
る
の
で
あ
る
υ

そ
の
酒
盛
り
の
こ
と
を
、
同
名
振
舞
と
い
う
。

そ
の
時
に
木
印

〈
さ
じ
る
し
〉
や
屋
号
を
部
落
か
ら
定
め
て
も
ら
う
。
同
名
振
舞
と
い
う
名
称
、
お
よ
び
か
か
る
慣
行
は
、
江
戸
時
代
以
来
、

こ
の
地
方
一
帯
の
諸
集
落
で
共
通
で
あ
る
。
た
だ
し
、
部
落
社
会
加
入
許
可
の
条
件
、
あ
る
い
は
加
入
後
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
各
部
落
で

多
少
の
迷
い
が
あ
る
。
同
名
と
は
同
じ
部
落
内
の
一
軒
前
の
百
姓
の
意
味
で
、
同
苗
と
も
書
く

0

1

「
同
名
一
統
」

〈部
落
全
戸
主
一
同
の
意
)

な
ど
の
文
言
が
、
し
ば
し
ば
旧
藩
時
代
の
文
書
に
一
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ム
ラ
は
、
封
建
時
代
に
お
い
て
は
、
産
業
、
経
済
、
宗
教
、
財
政
は
も
と
よ
り
、
警
察
的
な
役
割
を
さ
え
果
た

し
て
い
た
、
総
合
的
な
機
能
を
も
っ
集
団
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
維
新
後
は
、
部
落
的
産
業
団
体
の
発
達
に
よ
っ
て
、
農
業
生
産
の
面

は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
農
家
生
活
の
面
で
も
、
そ
れ
ま
で
に
果
た
し
て
い
た
諸
機
能
を
、
大
巾
に
こ
の
産
業
団
体
の
業
務
に
移
さ
れ
る
よ
う
に

一
方
警
察

・
衛
生

・
納
税

・
警
防

・
社
会
教
育
な
ど
の
業
務
も
ま
た
、
巡
査
駐
在
所
、
衛
生
組
合
、
納
税
組
合
、
警
防
団
、
青
年
会
、

婦
人
公
、
処
女
会
な
ど
の
組
織
に
移
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

F
A品
つ

令

」

O

J
J
J

、

J
'
/

ム
ラ
の
持
っ
て
い
た
総
合
的
な
諸
機
能
が
、
次
第
に
こ
れ
ら
の
目
的

集
団
に
分
解
吸
収
せ
ら
れ
、

ム
ラ
の
持
っ
て
い
た
部
落
的
機
能
は
、
著
し
く
弱
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
う
え
、
こ
の
目
的
集
団
の
組
織
さ
れ
る

ム
一
ブ
の
範
聞
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
で
、
目
的
集
団
の
近
代
化
(
た
七
え
ば
警
防
団
が
手
押
ポ
ン
プ
を
止
め
て
ガ
ソ
リ
ン
ポ
ン

プ
を
持
つ
よ
う
に
な
る
が
如
き
)
に
伴
な
い
、
そ
の
組
識
範
囲
は
ム
ラ
の
範
囲
を
越
え
て
大
き
く
拡
が
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
目
的
集
団
の
組

区
域
は
、

織
ぬ
凶
が
ム
-
ブ
の
範
囲
を
越
え
、
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

ム
ラ
の
中
で
最
も
広
範
で
か
つ
重
要
な
役
割
を
も
っ
部
落
実
行
組
合
は
、
部
落
的
産
業
団
体
の
う
ち
で
特
に
総
合
的
役
割
を
持
ち
、
か
つ
一

一
般
的
に
は
ム
ラ
の
結
合
を
弱
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

般
的
に
は
農
業
お
よ
び
生
活
上
密
接
な
繋
り
を
持
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

ム
ラ
の
区
域
が
大
き
い
関
係
か
ら
一
つ
の
ム
ラ
が
二
つ
以
上
の
部



以
世
一
ハ
行
組
人
川
に
分
割
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
部
落
実
行
組
合
と
ム
ラ
の
区
域
が
全
然
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
は
少
な
く
、
ほ
と
ん

ど
す
べ
て
の
ム
ラ
の
区
城
は
、
部
落
実
行
組
合
の
区
域
と
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
農
業
生
産
に
直
後
関
係
し
、
総

人
口
的
な
新
事
業
を
行
わ
ね
ば
な
ら
ね
部
落
実
行
組
合
の
組
織
範
囲
は
、
日
常
接
触
し
つ
つ
あ
る
ム
ラ
の
範
囲
を
最
も
適
当
と
す
る
証
左
と
み
ら

れ
よ
う
。
し
か
し
て
、
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
た
と
え
部
落
実
行
組
合
の
組
織
そ
の
も
の
は
近
代
的
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、

ム
ラ
の

諸
慣
行
や
さ
ま
ざ
ま
な
提
な
ど
が
、
部
落
実
行
組
合
の
中
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、

ム
ラ
の
機
能
の
相
当
な
部
分
を
部
法
実
行
組
合
で

肩
替
り
し
、
部
落
実
行
組
合
、
が
ム
ラ
の
諸
慣
行
を
温
存
し
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

市
し
て
部
落
実
行
組
合
の
実
施
し
て
い
る
諸
事
業
の
う
ち
、
最
も
重
要
な
の
は
供
出
割
当
や
農
業
共
済
事
業
の
運
営
を
同
滑
に

l
、
か
っ
そ

の
公
平
を
則
す
る
た
め
、
耕
作
反
別
、
作
柄
、
被
害
反
別
、
家
族
員
数
1

家
畜
数
な
ど
の
資
料
を
出
す
こ
と
で
あ
る
。
公
的
な
性
格
を
も
っ
供

出
割
当
や
農
業
共
済
事
業
に
お
い
て
、
制
度
の
上
で
は
ム
ラ
の
介
在
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
は
町
村
段
階
と
農
家

と
の
間
に
あ
っ
て
、

部
落
実
行
組
合
が
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
他
の
事
業
と
し
て
は
、

一
川
虫
害
共
同
防

除
、
肥
料
や
農
機
具
の
購
入
、
籾
摺
、
脱
穀
機
の
共
用
な
ど
の
ほ
か
に
、
冠
婚
葬
祭
用
の
什
器
の
備
付
が
あ
る
。

部
落
実
行
組
合
以
外
の
部
落
的
な
産
業
団
体
の
中
で
、
特
に
商
業
的
農
業
の
振
興
を
目
的
と
す
る
組
合
に
、
養
粧
品
組
合
、
養
潟
組
へ
円
、
酪
農

組
合
、
果
実
組
合
、
疏
菜
組
合
、
花
井
組
合
お
よ
び
農
産
加
工
組
合
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
組
合
の
組
織
範
囲
は
、
養
蚕
組
合
、
疏
一
菜
組
合

お
よ
び
農
定
加
工
組
合
な
ど
は
ム
ラ
の
範
囲
と
一
致
し
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
そ
の
他
は
ム
ラ
の
範
囲
を
越
え
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。

同
じ
部
法
的
な
産
業
団
体
の
範
轄
に
属
し
て
い
て
も
、
部
落
実
行
組
合
と
部
落
実
行
組
合
以
外
の
団
体
と
は
、
こ
こ
に
本
質
的
な
相
違
が
あ

り
、
前
折
は
部
落
的
な
農
業
共
同
体
を
強
化
す
る
作
用
を
強
く
保
有
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
そ
の
接
触
範
囲
が
広
く
、
い
さ
お
し
部

法
的
根
生
が
払
拭
さ
れ
る
の
で
、

地
域
的
結
合
で
あ
る
部
落
的
結
合
や
、

古
い
諸
慣
行
を
打
破
し
て
ゆ
く
作
用
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
部
落
実
行
組
合
以
外
の
団
体
の
約
半
分
も
が
町
村
の
範
囲
で
組
織
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
近
代
的
性
栴
を
も
っ
、
部

抗
告
一ハ
行
組
人
日
以
外
の
団
体
で
も
、
町
村
か
ら
の
補
助
や
援
助
、
農
業
協
同
組
合
と
の
結
び
つ
き
な
ど
に
大
き
く
支
配
さ
れ
て
い
る
刷
わ
れ
で
、

円
い
か
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落
の
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質
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比
業
団
休
と
し
て
の
合
理
的
な
範
囲
が
町
村
の
範
囲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
別
問
題
で
あ
る
。
か
え
っ
て
産
業
団
体
と
し
て
の
川
主
性
合
、
充

分
持
ち
得
て
い
る
と
は
い
い
難
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
共
用
林
野
、
用
水
、
農
業
機
械
そ
の
他
の
共
同
施
設
に
支
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
共
同
施
設
の
利
川
を
前
保
と
し
て

成
'り
立
っ
て
い
る
わ
が
国
の
農
業
構
造
は
、
部
落
的
な
結
合
を
な
し
、
部
落
ご
と
に
そ
の
性
格
を
異
に
し
て
お
り
、

ム
ラ
を
独
s
M
的
な
ユ
ニ
ッ

ト
た
ら
し
め
た
。
今
な
お
ム
ラ
が
、
水
田
農
業
を
中
心
と
す
る
こ
と
と
も
関
係
が
深
い
で
あ
ろ
う
。

ム
ラ
は
農
業
地
城
の
最
小
単
位
で
あ
り
、

生
活
地
域
と
し
て
も
、

た
と
え
公
的
制
度
の
も
の
で
は
な
レ
に
し
て

そ
れ
は
最
小
の
単
位
を
構
成
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
が
、

も
、
現
在
市
区
町
村
で
行
政
的
に
設
け
て
い
る
地
区
の
こ
と
で
あ
り
、
所
に
よ
っ
て
、
部
落
、
区
、
自
治
会
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
れ
ら
の
名
称
に
は
関
係
な
く
、
実
質
上
行
政
の
必
要
か
ら
設
け
て
あ
る
地
区
、
す
な
わ
ち
行
政
部
落
は
、
農
村
に
あ
っ
て
は
、
先
述

ω側

波
平
野
の
川
鷹
栖
村
の
よ
う
な
散
村
地
攻
に
お
い
て
は
、
各
民
家
の
周
囲
に
そ
れ
ぞ
れ
の
耕
地
を
回
統
せ
し
め
て
農
業
経
常
k
保
利
で
あ
る
の

で
、
明
治
二
十
二
年
の
町
村
制
実
施
に
お
い
て
も
一
ム
ラ
が
一
村
を
構
成
し
た
よ
う
に
、
か
な
り
広
域
に
及
ん
だ
も
の
も
あ
っ
た
が
、
集
村
を

ム
一
フ
の
周
囲
に
そ
の
村
の
耕
地
を
所
有
す
る
の
が
普
通
で
、
し
か
も
後
者
の
場
介
一
札
は
交
錯
聞
と

な
る
も
の
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
ム
ラ
の
戸
数
に
は
、
通
耕
距
離
の
関
係
も
あ
っ
て
、
お
の
自
ず
か
ら
極
限
が
あ
っ
た
ο

も
っ
と
も
、
こ
れ
に
は
地
形
的
な
関
係
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
っ
て
、
平
地
農
村
に
あ
っ
て
は
農
家
一
戸
当
た
り
の
耕
地
問
績
が
広
a
¥
水

普
通
と
す
る
わ
が
国
の
農
村
に
お
い
て
は
、

日
の
割
合
が
多
ノ
¥
商
品
生
産
と
く
に
穀
作
商
品
生
産
農
業
が
最
も
進
ん
で
お
り
、
職
員
勤
務
労
働
者
が
多
く
、
集
結
の
戸
数
が
大
さ
い
(
平

.い
数
は
少
な
い

均
約
四
三
ド
〉

の
に
対
し
て
、

自
営
製
薪
炭
、

林
業
賃
労
働
者
が
比
，
較
'
的
多
く
、

山
村
は
商
品
生
産
農
業
が
遅
れ
て
お
り
、

(
平
均
約
三

O
戸
)
。
農
山
村
は
両
者
の
中
間
的
性
格
を
持
つ
も
の
と
み
ら
れ
、
そ
の
戸
数
の
如
き
も
両
者
の
中
間

(
平
均
約
三
六
戸
)
に
あ

る
。
ま
た
漁
村
に
あ
っ
て
も
、
和
歌
山
県
旧
雑
賀
崎
崎
村
の
よ
う
に
、

一
本
釣
を
主
と
し
た
漁
村
で
遠
く
出
漁
じ
た
如
き
も
の
を
除
さ
、
多
く

は
地
先
き
の
よ
う
な
限
ら
れ
た
漁
業
権
の
共
同
所
有
の
関
係
か
ら
、
た
と
え
ば
熱
海
の
初
島
の
漁
村
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
L

ラ
の
い
数
も
お



の
す
カ
ら
限
ら
れ
て
い
た
。

部
落
的
な
結
合
に
は
長
所
が
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
短
所
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

税
近
に
お
け
る
交
通
の
発
達
に
伴
な
行
地
域
社

会
の
解
放
は
、
社
会
の
進
化
と
相
侯
っ
て
、
根
深
か
っ
た
封
建
的
な
残
浮
を
年
と
と
も
に
薄
れ
さ
せ
て
き
て
い
る
。
か
つ
て
・
は
部
法
内
桝
を
主

と
し
た
通
橋
圏
が
、
き
わ
め
て
拡
大
さ
れ
て
き
た
如
き
は
、
そ
の
最
も
端
的
な
一
つ
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

ム
ラ
、
が
よ
っ
て
も
っ
て

立
っ
て
し
る
地
盤
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、

ム
ラ
の
経
済
生
活
の
面
に
お
い
て
は
、
な
お
こ
の
よ
う
な
ユ
ニ
ッ
ト
が
伝
統
的
に
培
わ
れ
、
部落ふい一ハ一行

組
合
を
通
し
、
隣
保
の
精
神
と
相
侯
っ
て
、
基
礎
単
位
と
し
て
の
意
義
を
な
お
失
わ
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
認
識
を
ふ
ま
え
て
、

近
代
社
会
の
要
請
に
即
す
る
広
域
の
生
活
を
基
き
あ
げ
る
こ
と
は
、
村
落
生
活
の
向
上
に
最
も
大
切
な
点
で
あ
ろ
う
と
忠
わ
れ
る
。
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