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し

き

キ
ン
グ
関
門
口
肉
や
リ
l
ズ

F
o
o
a印
に
お
け
る
集
落
の
研
究
は
、
そ
の
立
地
因
子
と
し
て
自
然
的
基
礎
と
と
も
に
、
集
落
の
成
立
発
展

の
過
程
を
重
視
し
、
現
在
の
集
落
の
性
格
を
理
解
す
る
た
め
に
社
会
的
因
子
に
重
点
を
お
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
衆
知
の
通
り
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
集
落
地
理
学
が
立
地
論
的
お
よ
び
歴
史
地
理
学
的
立
場
に
そ
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
キ
ン
グ
や
9
1
ズ

は
こ
れ
を
推
進
し
た
著
名
な
存
在
で
あ
っ
た
。
集
落
を
も
っ
て
主
要
な
文
化
景
観
の
ひ
と
つ
と
し
、
ま
た
風
土
性
の
表
現
と
す
る
考
え
方

は
む
し
ろ
卓
越
的
な
の
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
ル
プ
レ

l
学
派
の
影
響
も
あ
っ
て
社
会
経
済
史
を
重
視
し
た
集
落
形
成

に
つ
い
て
の
社
会
的
基
礎
を
重
視
す
る
地
域
研
究
が
あ
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
立
場
に
よ
り
な
が
ら
出
稼
と
し
て
の
売

薬
行
局
人
の
町
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

内ベ
U

富
山
平
野
に
は
近
代
的
大
工
場
地
帯
に
近
接
し
て
全
国
的
に
売
薬
行
商
に
で
か
け
る
「
富
山
の
薬
屋
さ
ん
」
が
約
一
万
二
千
人
い
る
。

幕
末
に
は
三
千
人
余
り
い
て
、
富
山
の
町
が
中
心
で
あ
っ

M
r
現
在
は
宮
山
市
と
こ
れ
を
中
心
と
す
る
平
野
の
田
舎
町
の
大
部
分
と
そ
の

付
近
の
農
村
の
出
身
者
で
あ
り
、
町
か
ら
出
る
も
の
は
専
業
者
が
多
く
、
農
村
部
か
ら
で
る
も
の
は
主
と
し
て
米
作
農
家
の
兼
業
と
し

τ

選
ば
れ
る
も
の
で
そ
の
実
数
は
前
者
が
三
分
の
二
で
あ
り
、
後
者
は
三
分
の
一
と
な
っ
て
い
る
が
戦
後
漸
増
の
傾
向
を
た
ど
っ
て
い
る
。

売
薬
行
商
人
の
町

（
植
村
）



宮
大
経
済
論
集

本
稿
は
こ
の
う
ち
前
者
の
部
類
と
し
て
富
山
市
の
北
方
八
キ
ロ
の
和
合
町

（
昭
和
二
九
年
四
方
町
と
附
近
の
村
を
合
併
し
て
で
き
た
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町
）
の
四
方
に
つ
い
て
実
態
調
査
し
た
も
の
の
報
告
で
あ
る
o

四
方
は
人
口
四
一
二

0
0、
世
帯
数
九

0
0、
大
豆
時
代
か
ら
殆
ん
ど
増
加

売
薬
行
商
人
は
三
六

O
人
で
職
業
構
成
の
首
位
を
し
め
て
い
る
c

四
方
は
幕
藩
時
代
は
富
山
藩
（
十
万
石
）
の
唯
一
の

海
に
面
し
た
窓
で
あ
り
、
港
町
と
し
て
発
展
し
、
藩
営
の
廻
漕
業
の
中
心
を
な
し
た
御
手
船
の
根
拠
地
で
あ
っ
た
。
維
新
後
は
漁
業
が
、
王

し
て
い
な
い
。

で
あ
っ
た
。
大
正
十
年
頃
か
ら
漁
獲
高
は
減
少
し
表
徴
し
た
。
さ
ら
に
当
時
の
我
が
国
の
戦
後
経
済
社
会
は
米
価
高
が
著
し
く
顕
現
し
漁

民
は
生
活
難
に
あ
え
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
売
薬
業
に
職
業
構
成
の
重
心
が
偏
位
し
た
の
は
こ
の
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
若
干
の
売
薬

業
者
に
刺
戟
さ
れ
て
行
商
に
で
か
け
る
も
の
が
よ
う
や
く
多
く
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
町
の
機
能
的
変
化
を
顧
み
る
こ
と
に
よ
っ

て
売
薬
を
中
心
と
す
る
田
舎
町
の
生
態
、
そ
し
て
そ
れ
か
ら
示
さ
れ
る
富
山
平
野
の
売
薬
業
の
立
地
と
そ
の
移
動
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

宮
山
平
野
で
は
そ
の
行
商
人
分
布
の
強
度
地
取
は
富
山
市
を
中
心
と
し
て
、
半
径
一
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
描
く
円
の
中
に
分
布
し
て
い

る
。
都
市
で
は
富
山
市
、
滑
川
市
、
新
湊
市
、
そ
の
他
水
橋
、
上
市
、
小
杉
、
そ
し
て
四
方
な
ど
の
町
で
あ
っ
て
、
そ
の
多
く
は
海
岸
に

近
い
地
域
と
平
野
の
殆
ん
ど
す
べ
て
の
町
や
村
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
も
つ
比
重
は
時
代
に
よ
り
可
成
り
相
違
が
あ
る
。
江
戸
時
代

に
は
富
山
平
野
の
う
ち
で
富
山
の
町
が
中
接
で
あ
り
‘
経
営
規
模
も
大
き
く
専
業
で
あ
り
、
人
数
も
全
体
の
六

t
七
割
を
し
め
た
。
そ
れ

が
現
在
は
わ
ず
か
に
二
割
強
を
し
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
か
わ
り
に
売
薬
製
造
業
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
地
域
的
に
い
ち
じ
る
し
い
変
貌

を
も
ち
な
が
ら
田
舎
町
や
農
村
に
侵
透
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
円
内
の
農
村
で
は
兼
業
と
し
て
売
薬
を
営
む
の
で
あ
っ
て
、

「
農
村
売
薬

業
」
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
零
細
な
が
ら
独
立
の
経
営
者
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
が
近
く
の
市
や
町
の
売
薬
業
に
雇
わ
れ
る
場

合
も
少
く
な
い
。
射
水
の
低
湿
地
帯
、
穴
場
、
本
江
が
こ
れ
の
一
つ
の
著
し
い
傾
向
を
代
表
し
て
い
る
。
農
村
の
な
か
で
も
売
薬
が
主
で

あ
っ
て
農
業
が
む
し
ろ
従
で
あ
り
、
飯
米
農
家
と
し
て
三
反
位
の
耕
作
面
積
を
も
っ
集
落
も
あ
り
、
堀
江
部
落
が
こ
の
例
で
あ
る
。

富
山
平
野
の
売
薬
業
は
こ
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
地
域
的
類
型
を
も
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
都
市
や
田
舎
町
あ
る
い
は
農
村



に
つ
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
の
個
性
的
な
姿
を
も
ち
、

し
か
も
そ
れ
ら
は
敏
感
に
移
動
し
変
貌
し
つ
つ
全
体
と
し
て
富
山
平
野
に
広
く
分
布
し

て
き
て
い
る
の
で
あ
る
o
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富
山
平
野
の
中
央
部
に
位
置
す
る
富
山
市
は
交
通
の
要
め
の
点
を
な
し
て
い
て
、
東
西
に
北
陸
線
が
通
り
、
南
方
に
高
山
線
、
北
方
に

富
山
港
線
が
そ
の
起
点
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
国
鉄
の
ほ
か
に
、
私
鉄
と
し
て
東
方
に
宇
奈
月
、
魚
津
、
滑
川
、
上
市
を
結
び
ま
た
立

山
登
山
に
通
ず
る
富
山
地
方
鉄
道
本
線
と
そ
の
支
続
で
あ
る
立
山
線
、
南
方
に
走
る
笹
津
線
、
西
に
海
岸
線
と
し
て
高
岡
に
通
ず
る
射
水

線
な
ど
の
支
線
や
ま
た
そ
れ
を
補
う
パ
ス
路
線
が
い
ず
れ
も
富
山
市
か
ら
放
射
型
に
で
て
い
る
。
こ
の
平
野
は
北
陸
に
卓
越
す
る
米
の
単

一
栽
培
地
帯
で
あ
り
、
汽
一
阜
、
電
車
、
パ
ス
の
窓
か
ら
は
、
見
わ
た
す
限
り
の
水
田
が
続
い
て
い
る
。

宮
山
市
の
西
部
は
神
通
川
が
北
に
流
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
中
心
伺
か
ら
北
方
七

t
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
富
山
清
に
至
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
東
側
は
富
山
市
北
部
工
業
地
域
で
あ
っ
て
、
近
代
的
重
化
学
工
場
が
数
多
く
立
地
し
て
い
る
。
汽
卒
、
郊
外
電
車
、
ま
た
バ
ス
は
富

売
薬
行
商
人
の
町

（
植
村
）
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山
か
ら
岩
瀬
行
の
ほ
か
岩
瀬
経
由
滑
川
、
岩
瀬
経
由
東
富
山
、
新
庄
経
由
滑
川
行
、
豊
田
行
な
ど
路
線
も
そ
の
交
通
量
が
甚
だ
し
く
大
き

く
て
便
利
で
あ
る
。
さ
ら
に
宮
山
地
方
鉄
道
で
は
海
岸
線
を
計
画
し
て
い
て
、
富
山
か
ら
富
山
港
線
に
平
行
し
て
水
橋
、
滑
川
に
至
り
、

地
鉄
本
線
に
接
続
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
東
側
が
工
業
地
帯
で
あ
り
交
通
密
度
が
高
く
活
動
的
で
あ
る
の
に
対
比
し
て
、
神
通
川
の
西
側
は
全
く
村
落
的
景
観
が
展

開
し
て
い
て
工
場
は
ほ
と
ん
J
み
ら
れ
ず
、
富
山
か
ら
四
方
を
結
ぶ
県
道
と
、
小
型
の
電
車
軌
道
の
射
水
線
が
僅
か
に
利
用
し
う
る
交
通

路
を
な
し
て
い
る
0

4

ん
も
こ
の
ほ
か
に
四
方
駅
か
ら
堀
岡
と
石
坂
の
村
に
行
く
旧
型
の
パ
ス
や
富
山
か
ら
岩
瀬
近
く
を
通
っ
て
四
方
に
至

る
パ
ス
交
通
は
日
に
数
回
ほ
ど
通
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
乗
客
も
少
い
。
西
側
の
主
要
な
交
通
手
段
で
あ
る
こ
の
射
水
線
は
、
そ
れ
も
海

岸
線
か
ら
新
湊
を
経
て
コ
の
字
型
に
迂
回
し
、
高
岡
に
延
び
て
い
る
。
こ
の
射
水
線
が
富
山
市
の
中
心
商
店
得
か
ら
神
通
川
を
こ
え
て
北

（
射
水
線
は
も
と
も
と
越
中
鉄
道
と
し
て
四
方
町
の
地
元
資
本
に
よ

に
向
っ
て
約
三
十
分
海
岸
に
接
す
る
と
こ
ろ
に
四
方
の
町
が
あ
る
。

っ
て
建
設
さ
れ
た
。
大
正
末
期
四
方
か
ら
富
山
の
北
口
駅
ま
で
で
あ
っ
た
。
人
口
四
千
五
百
人
の
こ
の
町
と
そ
の
沿
棋
の
農
村
の
人
口
の

み
で
は
利
用
者
は
少
く
経
営
的
に
は
困
難
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
海
岸
線
を
つ
く
り
、
新
湊
市
（
人
口
コ
一
万
）
に
延
び
伏
木
二
高
岡
の

工
業
地
帯
に
接
続
す
る
こ
と
に
な
り
、
戦
時
中
富
山
地
方
鉄
道
に
合
併
さ
れ
た
）

0

四
方
町
は
前
記
の
よ
う
に
南
の
倉
垣
村
、
八
幡
村
と
合
併
し
て
和
合
町
を
形
成
し
た
。
和
合
町
は
西
は
射
水
低
湿
地
域
に
属
し
、
南
は

富
山
平
野
を
央
東
と
央
西
に
二
分
す
る
呉
羽
丘
陵
に
接
し
て
い
て
、
百
塚
、
追
分
な
ど
の
部
落
は
第
四
紀
洪
積
層
の
埴
土
が
み
ら
れ
、
畑

地
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
除
い
て
多
く
は
、
そ
し
て
北
端
の
四
方
町
で
は
神
通
川
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
第
四
紀
新
層
に
属
す
る
河

成
沖
積
層
で
あ
り
、
低
平
で
水
田
耕
作
に
適
し
た
土
地
で
あ
る
。
昭
和
三
十
年
度
農
業
基
本
調
査
に
よ
る
と
和
合
町
の
耕
地
面
積
は
八
三

一
町
歩
の
う
ち
水
田
面
積
は
八
一
七
町
歩
で
あ
り
、
水
田
化
率
は
九
八
・
三
%
の
高
さ
を
し
め
、
宮
山
県
全
体
の
そ
れ
が
九
二
・
五
%
を

し
め
て
全
国
第
一
位
を
し
め
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の
地
域
は
こ
の
よ
う
な
水
田
化
率
の
高
さ
は
一
層
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
し



て
今
後
新
た
に
開
拓
す
る
余
地
が
な
い
く
ら
い
に
耕
作
さ
れ
て
い
る
。
西
の
打
出
浜
で
は
著
し
い
海
岸
侵
蝕
が
み
ら
れ
、
そ
の
沿
岸
か
ら

数
キ
ロ
の
海
底
に
埋
没
林
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
四
方
町
は
北
に
突
出
し
た
砂
洲
の
上
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。
四
方
町
の
周
囲
は
標
高
一

・
五
メ
ー
ト
ル
の
コ
ン
タ
l
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
低
平
な
水
田
地
帯
が
つ
づ
い
て
い
る
な
か
に
、
壁
状
に
湿
田
地
帯
を
形
成
し
て
い
て
、

か
つ
て
の
神
通
川
下
流
の
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
。

四
方
駅
は
町
の
中
央
南
部
に
位
置
し
て
い
る
。
駅
前
に
は
売
薬
の
商
品
名
を
数
多
く
記
し
た
広
告
板
が
大
き
く
た
て
ら
れ
て
あ
り
、
町

の
産
業
の
内
容
を
象
徴
し
て
い
る
。
そ
し
て
駅
前
の
近
く
に
は
小
規
模
な
が
ら
女
工
数
十
人
を
使
用
す
る
製
薬
会
社
と
、
か
ま
ぼ
こ
製
造

工
場
と
が
あ
っ
て
、
訪
ね
る
ひ
と
び
と
に
町
の
印
象
を
刻
み
つ
け
て
い
る
。
町
は
神
通
川
の
堆
積
作
用
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
砂
酬
の
上

に
で
き
て
い
る
た
め
、
町
に
砂
地
が
多
く
、
雨
が
降
っ
て
も
ぬ
か
る
み
が
な
い
。
町
は
東
西
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
南
北
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

弱
の
東
西
に
長
い
階
円
形
に
似
た
形
を
し
て
い
る
。
東
の
方
の
海
岸
は
砂
浜
に
な
っ
て
お
り
八
重
津
浜
と
称
し
て
夏
は
海
水
浴
場
が
調
か

れ
、
数
軒
の
一
浜
小
屋
が
建
て
ら
れ
て
い
て
、
町
や
富
山
か
ら
の
客
を
迎
え
る
さ
さ
や
か
な
観
光
地
で
も
あ
る
。
わ
り
に
遠
浅
の
こ
の
海
水

浴
場
は
西
岩
瀬
の
村
社
諏
訪
社
の
緑
の
森
を
背
景
に
し
て
遠
く
に
北
の
能
登
半
島
を
の
ぞ
み
、
東
に
は
三

0
0
0米
の
北
ア
ル
プ
ス
連

峯
、
西
に
は
歌
に
名
高
い
二
上
山
を
、
そ
し
て
近
く
に
は
東
岩
瀬
の
近
代
工
場
と
四
方
の
漁
港
を
ひ
か
え
て
い
る
。

四
方
は
江
戸
時
代
は
北
陸
浜
街
道
が
東
西
に
貫
通
し
、
港
と
と
も
に
交
通
上
重
要
な
位
置
を
し
め
た
。
度
々
火
災
に
み
ま
わ
れ
た
が
、

道
路
は
狭
く
昭
和
に
な
っ
て
も
戦
争
中
の
大
火
災
の
以
前
に
は
「
道
路
狭
き
を
も
っ
て
自
動
車
を
通
ず
る
能
わ
ず
、
概
し
て
交
通
不
便
な

れ
パ
〕
と
称
せ
ら
れ
て
い
た
。
火
災
後
は
都
市
計
画
に
よ
っ
て
町
の
中
央
部
は
一
一
メ
ー
ト
ル
の
広
い
通
り
が
真
す
ぐ
に
の
び
て
い
て
直
角
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に
交
叉
し
、
南
北
の
ど
の
通
り
か
ら
も
富
山
溝
の
梅
の
眺
望
が
ほ
し
い
ま
L

で
あ
り
、
晴
天
の
日
に
は
掩
の
向
い
岸
の
真
正
面
に
能
登
半

島
の
美
し
い
ゆ
る
や
か
な
ス
ロ
ー
プ
を
も
っ
た
、
恰
も
ウ
イ
ス
ピ
ヤ
ス
の
火
山
に
似
た
形
の
丘
陵
が
紫
色
に
浮
か
ん
で
い
る
。
昭
和
二

0

年
四
月

l
l富
山
平
野
に
頻
発
す
る
春
の
フ
ェ
ー
ン
現
象
の
卓
越
す
る
時
で
あ
る
が
｜
｜
に
火
を
発
し
て
、
町
の
六
割
の
面
積
、
し
か
も

売
薬
行
商
人
の
町

（
植
村
）
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中
央
部
を
焼
失
し
、
徹
底
し
た
都
市
計
画
を
道
路
に
お
い
て
進
め
た
。
小
さ
な
町
で
あ
り
な
が
ら
碁
盤
型
の
整
然
と
し
た
都
市
計
画
が
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思
い
き
っ
て
な
さ
れ
て
い
て
、
他
の
町
に
は
み
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
建
物
の
な
か
に
や
は
り
木
造
で
あ
る
が
二
階
建
洋
式
の
一
寸

町
役
場
風
の
建
物
が
数
軒
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
製
薬
工
場
で
あ
り
、
こ
の
町
に
異
様
な
建
築
物
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
は
住
宅
が
多

い
。
と
く
に
壮
大
な
屋
敷
は
見
当
ら
な
い
。
と
き
に
瓦
葺
き
で
、
茶
褐
色
の
漆
を
ぬ
っ
た
丈
夫
な
旧
式
の
こ
階
建
が
自
立
つ
が
、
そ
れ
ら

は
き
ま
っ
て
売
薬
業
者
の
家
で
あ
る
。
都
市
計
画
地
域
を
除
け
ば
ー
ー
も
え
な
か
っ
た
東
部
の
西
岩
瀬
地
区
で
は
｜
｜
道
路
は
急
に
狭
く

な
り
、
ま
た
対
岸
東
岩
瀬
に
至
る
旧
得
道
以
外
は
曲
り
く
ね
っ
て
お
り
、
家
屋
も
旧
式
で
、
屋
根
は
な
お
板
屋
根
で
石
が
の
せ
て
あ
り
、

古
め
か
し
い
京
風
の
家
並
で
あ
っ
て
、
玄
関
の
造
り
、
街
路
に
面
し
て
の
格
子
や
さ
ま
ど
、
突
縁
が
あ
り
、
入
口
を
入
っ
て
奥
深
い
通
り

庭
の
路
、

そ
れ
に
仏
間
、
奥
座
敷
と
い
う
よ
う
な
家
の
間
取
り
の
造
り
か
た
で
あ
る
。
都
市
計
画
地

お
も
て
の
問
、

お〉え、

な
ん
ど
、

の
中
央
部
の
現
代
化
し
た
都
会
風
の
建
物
の
地
域
と
は
明
ら
か
に
対
照
的
で
あ
る
。
し
か
し
双
方
に
共
通
す
る
の
は
店
舗
が
少
い
こ
と
で

あ
り
1
1
1も
し
あ
っ
て
も
住
宅
を
二
三
坪
改
造
し
た
よ
う
な
小
規
模
な
も
の
が
と
き
ど
き
み
ら
れ
る
1

1
住
宅
の
町
で
あ
る
こ
と
、
そ
し

て
ど
ち
ら
の
地
区
に
も
異
様
な
く
ら
い
に
人
通
り
が
少
く
、

と
き
に
新
湊
方
面
か
ら
こ
の
町
を
通
り
ぬ
け
て
富
山
市
に
行
く
自
動
車
が
砂

け
む
り
を
た
て
て
通
る
の
を
除
い
て
は
乗
用
車
も
ト
ラ
ッ
ク
も
ま
れ
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
警
笛
や
騒
音
は
少
い
が
、
町
名
や
売
薬
の
名

の
看
板
ま
た
「
名
物
た
ら
汁
、

焼
失
し
な
か
っ
た
旧
地
域
に
も
延
び
て
い

た
ら
の
浜
や
き
」
な
ど
と
つ
け
た
得
灯
が
林
立
し
て
い
て
、

る
。
少
し
遠
方
か
ら
も
解
り
易
く
し
て
白
地
に
は
で
に
記
入
さ
れ
て
あ
る
。
夜
は
こ
の
電
灯
で
町
に
は
暗
陰
は
な
い
。
パ
チ
ン
コ
屋
、
カ

フ
エ
ー
、
そ
れ
に
漁
港
に
つ
き
も
の
の
射
的
屋
は
こ
の
町
に
は
見
当
ら
引
い
僅
か
に
焼
失
・
を
免
が
れ
た
西
の
端
の
地
区
に
料
理
屋
が
数
軒

と
、
最
近
で
き
た
小
さ
い
映
画
館
と
肉
屋
が
一
軒
づ
つ
あ
る
。
服
装
は
洋
服
に
し
ろ
、
和
服
に
し
ろ
と
与
の
っ
た
人
が
多
い
。
町
の
中
を

行
け
ば
海
か
ら
ふ
い
て
く
る
塩
っ
ぱ
い
健
康
的
な
香
り
に
ま
じ
っ
て
魚
の
生
臭
い
に
お
い
、
そ
し
て
町
角
に
は
薬
の
芳
香
｜
｜
鼻
を
つ
く

振
り
出
し
の
薬
の
か
ぐ
わ
し
い
香
が
に
お
っ
て
い
る
町
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
を
訪
れ
る
も
の
に
は
著
し
く
印
象
ず
け
ら
れ
る
。
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註

ω
飯
山
敏
春
、
四
方
町
寸
描
ハ
富
山
大
学
教
育
学
部
地
理
学
報

第
二
号
〉

第
三
節

四
方
の
人
口
お
よ
び
職
業
構
成

和合町総人口の推移

｜四方町指数l史幡村指数1~垣村指数｜（時臨）指数

大正 9年 3.853 100 3.671 100 1 ,346 100 724 100 

。14年 3. 946 102 3,607 98 1'353 100 749 103 

昭和 5年 4' 183 109 3.609 98 1. 34D 1 DD 778 108 

。10年 3.974 103 3,594 98 1 ,325 98 798 11D 

。15年 4.D55 105 3,681 1DD 1 '348 100 822 114 

庁 22年 4.501 119 6. 122 167 1'978 147 979 135 

ゲ叶 5,969 163 1. 925 143 1. 008 139 

。30年 4.322 112 5. 733 156 2. 035 151 1.D21 141 

売
薬
行
商
人
の
町

（
植
村
〕

こ
の
町
の
人
口
は
戦
前
、
戦
後
を
通
じ
て
と
も
に
そ
の
増
加
率
は
甚
だ
し
く
低
く
、
過

去
三
五
年
聞
を
通
じ
て
僅
か
に
一
割
余
り
の
増
加
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。
富
山
県
全
体
の

人
口
が
四
割
を
示
し
て
い
る
の
に
比
較
す
れ
ば
そ
の
著
し
い
停
滞
性
が
気
づ
か
れ
る
。
わ

ず
か
に
昭
和
一
五
年
か
ら
二
二
年
に
か
け
て
は
四

O
五
五
人
か
ら
四
六

O
一
人
す
な
わ
ち

一
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
増
加
し
た
の
が
唯
一
の
注
目
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
他
は

い
ず
れ
も
殆
ん
ど
増
加
の
傾
向
す
ら
認
め
ら
れ
な
い
く
ら
い
の
も
の
で
あ
り
、
増
減
の
差

が
極
め
て
小
さ
い
。
こ
れ
を
隣
村
の
八
幡
、
倉
垣
の
二
村
と
比
較
し
て
み
る
な
ら
ば
こ
の

傾
向
が
と
く
に
著
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
両
村
は
四
方
町
の
南
に
連

各年次の富山県統計書による。

続
す
る
農
村
で
あ
っ
て
、
四
方
は
こ
の
両
村
の
商
業
的
中
心
地
を
な
し
、
こ
の
三
つ
の
町

村
が
昭
和
二
九
年
に
合
併
し
て
和
合
町
と
な
っ
て
か
ら
町
役
場
は
新
し
い
町
の
自
然
的
中

心
地
八
幡
に
位
置
し
て
い
る
。
八
幡
村
は
こ
の
全
期
聞
を
通
じ
て
大
正
九
年
三
六
七
一
人

か
ら
昭
和
三

O
年
の
五
七
三
三
人
に
、
そ
し
て
倉
垣
が
一
一
一
一
四
六
人
か
ら
二

O
三
五
人
と

増
加
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
五
六
・
二
及
び
一
五
一
二
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
た
。
両
村
も

大
王
九
年
か
ら
昭
和
一

O
年
噴
迄
は
農
村
不
況
に
あ
え
ぎ
、
人
口
は
む
し
ろ
減
退
的
傾
向

す
ら
含
む
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
期
間
は
四
方
町
は
宮
山
県
と
同
一
歩
調
を
辿
っ
て
い
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た
。
し
か
し
昭
和
十
年
ご
ろ
か
ら
軍
需
経
済
が
活
濃
化
し
、
対
岸
の
富
山
市
北
部
工
業
地
帯
の
形
成
が
進
む
よ
う
に
な
る
と
八
幡
村
に
も

影
響
が
現
わ
れ
、
こ
と
に
昭
和
十
七
年
よ
り
工
業
地
借
の
東
岩
瀬
に
工
場
を
も
っ
日
本
海
重
工
業
会
社
の
社
宅
群
が
こ
の
村
内
の
事
島
地

内
に
建
設
せ
ら
れ
、
終
戦
後
は
こ
れ
に
代
っ
て
北
陸
電
波
監
理
局
監
視
部
官
舎
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
な
ど
の
特
殊
事
情
に
よ
っ
て
人
口
が

増
加
し
、
更
に
こ
の
地
方
の
一
般
的
傾
向
と
し
て
戦
災
お
よ
び
疎
調
者
の
定
住
な
ど
に
よ
っ
て
も
大
き
く
伸
び
た
。
こ
う
し
て
そ
れ
人
＼

六
六
・
一
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
四
七
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
増
加
と
な
っ
た
。
し
か
し
四
方
で
は
前
記
の
大
火
に
よ
っ
て
擢
災
者
の
転
出
及
び

こ
れ
に
原
因
す
る
戦
災
者
の
収
容
力
の
低
さ
が
そ
の
増
加
を
他
よ
り
低
め
た
こ
と
も
四
方
町
の
人
口
総
数
に
影
響
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。
前
の
表
で
は
四
方
町
の
人
口
総
数
は
二
五
年
か
ら
一
二

O
年
に
か
け
て
五
六

O
人
即
ち
一
一
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
減
少
し
た
。
し

か
も
こ
の
間
に
こ
の
町
に
火
災
・
水
害
・
台
風
な
ど
の
大
事
件
は
起
っ
て
い
な
い
。
こ
の
町
は
日
本
中
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
え
だ
さ
れ
る

田
舎
の
町
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
人
口
統
計
を
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
な
か
に
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
諸
点
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
の

で
あ
る
。

思
う
に
一
定
の
地
域
は
生
活
す
る
人
間
の
数
で
あ
る
人
口
は
、
そ
の
地
域
の
一
切
の
人
女
的
、
社
会
的
現
象
の
相
当
者
の
集
団
と
し
て

従
っ
て
一
定
社
会
の
生
活
事
情
を
凝
集
し
て
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
o

人
口
現
象
は
一
定
地
域
・
一
定
時
代
の
社
会
の
一
助
産
で
あ
り
、
そ

の
人
文
的
社
祭
的
諸
国
係
を
最
も
明
ら
か
に
表
現
す
る
指
標
で
あ
る
。
四
方
の
土
地
と
そ
の
上
に
生
活
す
る
人
間
集
団
と
の
つ
り
合
の
あ

り
か
た
が
一
ボ
さ
れ
る
。
か
く
て
こ
の
町
の
人
口
統
計
を
み
る
な
ら
ば
こ
の
地
域
の
生
活
事
情
が
数
量
的
に
考
察
さ
れ
る
一
つ
の
基
本
的
根

拠
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
和
合
町
に
つ
い
て
そ
の
な
か
の
旧
各
町
村
別
の
職
業
構
成
を
み
よ
う
。
農
業
の
比
率
が
高
い
地
域
は
農
村
地
区
で
あ
る
八
幡

倉
垣
で
あ
っ
て
、
産
業
人
口
の
六

O
パ
ー
セ
ン
ト
内
外
を
し
め
て
い
る
。
製
造
業
で
は
八
幡
、
四
方
が
多
い
。
こ
れ
は
八
幡
は
柿
通
川
の

四
方
は
製
薬
工
場
の
勤
務
者
が
あ
る
こ
と
が
特
色
づ
け
ら
れ
る
ほ
か
は
、
と
も
に
富
山

向
い
岸
の
東
岸
瀬
の
工
場
へ
の
勤
務
者
が
お
り
、



市
へ
の
工
場
勤
務
者
に
よ
っ
て
一
ホ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
卸
小
売
業
で
は
ま
た
四
方
の
み
が
圧
倒
的
な
比
重
を
お
さ
め
て
い
る
。
こ
れ
は
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72 
一
・
四
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
応
し
て
第
三
次
産
業
の
比
率
が
他
に
比
較
し
て
高
率
な
町
で
あ
る

こ〉」、

し
か
も
こ
の
卸
小
売
の
な
か
に
は
売
薬
行
商

四
方
が
第
一
次
産
業
が

産業人口構成
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Bリ

第一次産業

農 業

林業

水産業

第 二 次 産 業

鉱 業

建設業

製造業

第三次産業

卸小売業

金融保険業

運輸通信業

サービス業

公務その他

百分比計

業産

売
禁
行
商
人
の
町

（
植
村
J

一
人
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ

る。
な
お
こ
の
就
業
人
口
を
宮
山
県
全
体
の
就
業
人
口

と
比
較
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

和
合
町
全
体
を
富
山
県
平
均
に
位
置
ず
け
て
そ
の

職
業
構
成
の
内
容
を
み
る
な
ら
ば
、

ま
ず
和
合
町
で

は
第
一
次
産
業
の
し
め
る
率
は
比
較
的
に
低
く
、
こ

の
割
合
だ
け
第
三
次
産
業
の
そ
れ
が
高
い
こ
と
、
そ

し
て
第
二
次
産
業
の
そ
れ
は
県
平
均
と
一
致
し
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
か
く
て
県
内
の
な
か
で
も
第

三
次
監
一
木
の
職
業
が
比
較
的
多
く
を
し
め
て
い
る
こ

と
は
産
業
構
成
の
あ
り
方
、
し
た
が
っ
て
ま
た
こ
の

町
の
経
済
的
進
歩
の
条
件
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見

う
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
細
目
に
つ
い
て
は
農

業
が
著
し
く
低
く
富
山
県
の
五

0
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
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富山県産業別就業人口表

（昭和25年国勢調査による
単位 1000人

就業人口総数 473 100% 

第一次産業 249 52.8 

農 業 237 50.3 

林 業 4 0.8 

水産業 8 1. 7 

第二次産業 103 21. 7 

鉱 業 0.2 

建 設 業 23 4.8 

製造業 79 16.7 

第三次産業 121 25.4 

卸小売業 49 10.4 

金融保険業 4 0.8 

運輸益通信 20 4.3 
公事業

サーピス業 34 7. 1 

公務その他 13 2.8 

が
和
合
町
で
は
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
も
低
く
四

0
・
九
八
に
す

ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
応
し
て
第
三
次
産
業
の
う
ち
卸
小
売
業
が

富
山
県
が
一

0
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
対
し
和
合
町
の

そ
れ
は
二

0
・
四
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
高
率
を
し
め
て
い
る
。
和

合
町
が
県
平
均
よ
り
や
と
高
い
の
は
水
産
業
、
製
造
業
で
あ
り

サ
ー
ビ
ス
業
は
比
較
的
振
わ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
第

次
産
業
の
う
ち
で
卸
小
売
業
が
県
平
均
よ
り
著
し
く
高
率
を
し

め
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
金
融
保
険
や
公
務
の

そ
れ
は
同
等
で
あ
り
、
運
輸
通
信
公
益
事
業
や
サ
ー
ビ
ス
業
の

そ
れ
ら
は
柏
々
低
い
の
で
あ
り
、
卸
小
売
業
を
除
い
て
は
む
し
ろ
逆
の
傾
向
が
指
向
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
ま
た
山
林
が

な
い
の
で
林
業
は
皆
無
で
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

次
に
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
更
に
四
方
町
の
そ
れ
に
つ
い
て
み
よ
う
。

第
一
次
産
業
の
従
事
者
は
二

O
O人
で
、
四
方
町
全
就
業
者
数
の
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
う
ち
水
産
業
従
事
者
は
一

二
四
人
、
農
業
従
事
者
は
七
六
人
で
あ
っ
て
前
者
の
数
が
後
者
の
二
倍
近
い
数
を
し
め
て
い
る
。
海
浜
に
漁
港
を
も
っ
四
方
町
と
し
て
重

要
な
産
業
で
あ
り
、
漁
港
の
附
近
に
居
住
し
て
漁
師
町
を
形
成
し
て
い
る
。
た
ど
し
他
の
漁
師
町
に
み
ら
れ
る
様
に
狭
い
路
や
こ
み
入
っ

た
家
々
が
建
て
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
大
部
分
は
焼
失
区
域
の
な
か
に
あ
る
の
で
広
い
道
路
に
よ
っ
て
区
劃
整
理
さ
れ
て
い
る
。

第
二
次
産
業
は
四
三

O
人
を
数
え
、
第
一
次
産
業
従
事
者
の
二
倍
以
上
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
は
富
山
県
平
均
一
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

ま
た
和
合
町
の
そ
れ
の
一
二
・
六
七
パ
セ
ン
ト
よ
り
や
L
多
く
、
四
方
町
全
就
業
者
数
の
二
五
%
を
し
め
て
い
る
。
わ
け
で
も
製
造
業



者
は
三
二
八
人
を
し
め
て
四
方
町
の
産
業
別
就
業
者
中
で
、
卸
小
売
業
の
八

O
九
人
に
次
い
で
第
二
位
に
達
し
、
他
の
職
業
よ
り
遥
か
に

懸
け
離
れ
て
多
数
を
し
め
て
い
る
。
こ
れ
は
隣
接
の
富
山
市
、
新
湊
、
高
岡
市
な
ど
の
近
代
的
大
工
場
に
通
勤
す
る
工
員
や
富
山
市
に
あ

る
広
貫
堂
、
丸
三
製
薬
な
ど
製
薬
会
社
そ
の
他
の
製
造
業
の
事
業
場
に
勤
務
す
る
も
の
で
あ
っ
て
射
水
線
の
電
車
を
利
用
し
て
通
勤
す
る

の
で
あ
る
。

一
二
二
人
で
あ
っ
て
就
業
人
口
総
数
一
、
七
五
二
人
の
六
回
・

O
四
パ
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
こ
れ
は
八
幡
、
倉

百
一
の
農
村
地
区
で
は
そ
れ

A
＼
一
九
・
一
七
パ
セ
ン
ト
、
二
四
・

O
一
ニ
パ
セ
ン
ト
の
低
さ
を
し
め
て
い
て
こ
の
両
村
が
農
業
の
そ
れ

第
三
次
産
業
は
一
、

に
お
い
て
五
七
・
七
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
六
一
・
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
高
率
を
し
め
て
い
る
の
と
丁
度
反
対
を
な
し
て
四
方
町
で
は
第
三
次

産
業
が
高
ま
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
は
富
山
県
の
平
均
が
三
四
・
六
三
パ
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
顧
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
の
二
倍
に
近
い

高
率
に
達
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
高
さ
に
よ
っ
て
和
合
町
の
第
三
次
産
業
が
三
四
・
六
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
高
率
と
な
り
、
富
山
県
の
そ

れ
よ
り
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
も
高
く
な
る
結
果
を
な
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
な
か
で
卸
小
売
業
の
部
門
の
従
業
者
が
八

O
九
人
で
四
方
町

全
体
の
そ
れ
の
約
半
数
近
く
を
し
め
て
い
て
こ
こ
の
第
一
の
職
業
構
成
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
高
さ
は
富
山
県
平
均
の
そ
れ
が
一

0
・
四

パ
ー
セ
ン
ト
を
し
め
る
の
に
対
し
て
四
・
五
倍
の
顕
著
な
高
さ
を
数
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
具
常
に
ま
で
高
ま
っ
て
い
る
卸
小
売
業
の
実

態
と
そ
の
内
容
が
こ
の
町
の
職
業
構
成
か
ら
み
た
第
一
の
特
色
で
あ
る
。
卸
小
売
業
の
な
か
に
は
定
住
の
店
舗
商
人
と
と
も
に
我
々
が
こ

こ
で
問
題
に
す
る
売
薬
行
商
人
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
附
随
し
て
第
三
次
産
業
内
部
で
は
こ
れ
に
加
え
て
金
融
保
険
業
、
運
輸
通
信
公
益
事
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
、
公
務
員
な
ど
サ
一
フ
リ
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一
七
・
八
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
農
村
地
区
の
八
幡
、
倉
垣
の
そ
れ
が
そ

れ
ぞ
れ
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
し
め
て
い
る
の
に
対
し
、
町
部
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
。

ー
マ
ン
的
性
格
の
就
業
人
口
も
少
く
な
く
、

註

ω
四
方
町
沿
革
誌

二
七
二
一
良

売
薬
行
商
人
の
町

（
植
村
）
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ゴ
！
リ
ン
－

F
7
1
ク
「
経
済
的
進
歩
の
諸
条
件
」
に
お
け
る
内
容
は
具
体
的
に
は
反
省
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
＠
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第
四
節

町
の
機
能
的
変
佑

l
l
費
薬
の
町
の
成
立
前
史

四
方
町
の
売
薬
は
明
治
初
期
ま
で
は
町
の
主
要
な
産
業
で
は
な
か
っ
た
。
明
治
十
七
年
の
富
山
県
婦
負
郡
役
所
編
輯
、

郡
治
一
覧
」
に
よ
れ
ば
婦
負
郡
で
売
薬
行
商
人
は
一
五
九
名
を
数
え
、
そ
の
う
ち
四
方
町
戸
長
役
場
所
管
で
同
六
七
名
に
す
ぎ
な
か
っ

次
の
表
は
こ
れ
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

「
富
山
県
婦
負

Tこ

四
方
近
辺
の
練
合
村
、

八
幡
村
は
そ
れ
ぞ
れ
七
人
、

五
人
を
数
え
た
の
み
で
あ
っ

た
。
と
は
い
え
富
山
藤
井
町
を
の
ぞ
い
て
は
婦
負
郡
北
部
に
は
行
商
人
が
四
方
を
中
心
に
し
て
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
し
ら
れ
る
。
同
書

の
十
七
年
度
に
お
け
る
婦
負
郡
の
輸
出
額
の
総
計
が
三
三
万
三
千
円
余
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
生
糸
が
第
一
位
で
十
一
万
三
千
八
百
円
、
蚕

種
五
万
二
千
円
、
繭
二
万
五
千
円
や
米
三
万
七
千
円
な
ど
に
く
ら
べ
て
売
薬
の
輸
出
は
わ
ず
か
に
、
二
一
一
一
筆
で
五
一
ニ

O
円
が
記
載
さ
れ

て
い
お
「
こ
の
統
計
で
は
売
薬
商
人
六
十
七
人
に
つ
い
て
余
り
に
も
小
額
で
あ
る
が
、
生
糸
、
蚕
種
、
輔
、
米
な
ど
に
比
較
し
て
は
、
は

な
は
だ
し
く
小
額
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
江
戸
時
代
に
四
方
に
分
布
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
は
や
く
富
山
藩
倹
約
奉
行
か
ら
元
文
五
年
領
内
の
富
山
、
八
尾
と
と
も
に

西
岩
瀬
、
四
方
の
反
魂
丹
売
買
の
も
の
に
つ
い
て
調
理
が
な
さ
れ
、
名
妻
、
印
形
が
と
ら
れ
た
こ
と
か
ら
知
ら
れ
、
四
方
町
、
沿
革
誌
に
も

幕
末
に
積
出
さ
れ
た
「
主
な
産
物
は
売
薬
と
米
穀
で
あ
り
、
：
；
：
輸
入
品
と
し
て
主
要
な
る
も
の
は
塩
、
唐
津
、
砂
糖
、
薬
種
、
唐
物
、

油
、
繰
綿
、
た
ば
こ
」
等
で
あ
り
、
こ
の
薬
種
は
売
薬
の
原
料
で
あ
っ
て
大
阪
か
ら
送
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
四
方
お

よ
び
近
辺
に
売
薬
業
の
存
立
し
て
い
た
こ
と
は
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
町
の
代
表
的
な
産
業
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
港
町
で
あ
り
、
漁

業
の
町
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
売
薬
業
の
成
立
以
前
の
四
方
町
に
つ
い
て
そ
の
機
能
的
変
化
の
過
程
を
摘
出
し
て
み
よ
う
。

集
落
は
、
わ
け
て
も
村
落
で
な
く
町
や
都
市
で
は
、
各
種
の
産
業
に
従
事
す
る
人
口
や
業
種
の
多
少
に
よ
っ
て
各
種
の
機
能
が
重
複
す
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明治17年富山県婦負郡における売薬業

｜出業｜ドI請売｜岡行商
戸長役場管内

口 方数 人員方 数 人員方数 人員

四 方 町 4 386 11 8 376 16 888 67 

練 メ口入 村 552 。。34 2 105 7 

F、 幡 村 3 617 2 つム 16 2 127 5 

追分茶屋村 4.165 75 75 

田刈屋村 4 .187 19 102 3 175 6 

富山藤井町 4.429 66 14 797 34 805 67 

金 屋 村 3.745 38 2 39 2 

西押川村 2.810 。。。。
長 沢 村 3.978 。。。。。。
高日附村 2.731 2 。。。。
中 名 村 5,053 。29 59 4 44 3 

黒 国 村 3.348 。。 6 2 。。
下高善寺村 2.753 。。。。。。
湯 村 3.306 。。。。。。
三ツ松村 5.367 。。。。。。
八 十 島 村 3 506 。。
八尾東町 6, 113 21 4 164 19 2 

掛 畑 村 4.818 。。。。。。
検 原 村 2.919 。。。。。。

計 159 

売
薬
行
商
人
の
町

（
植
村
）

る

（

Z
O】由。口）

は
都
市
の
活
動

、
ネ
ル
ス
ン

力
と
く
に
そ
の
経
済
活
動
を
把
握
す
る
方
法
と

し
て
、
職
業
構
成
の
な
か
の
労
伯
力
を
指
標
と

し
て
集
落
機
能
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

江
戸
時
代
の
よ
う
に
統
計
資
料
の
不
備
な
場
合

に
は
こ
れ
に
あ
た
る
よ
う
な
中
心
的
産
業
に
基

本
的
性
格
を
求
め
て
、
彼
の
方
法
論
に
損
近
し

そ
し
て
町
の
機
能
的
お
よ
び
地
域
的
性
格
を
明

（イ）ら
カミ

し
な
Lナ
れ
ば
な
ら
な
し、

港

回r

城
下
町
は
百
接
海
港
を
も
つ
こ
と
が
、
理
想

港で
をあ
もつ
つ〈た
たとが

あこ
たれ
カミ カミ
も不
力日 可
賀能
藩な
で場
は合
金に
沢は
に外

つ
い
て
宮
腰
（
金
石
）
が
果
し
た
と
同
じ
機
能

は
宮
山
藩
で
は
四
方
が
は
た
し
た
。
江
戸
時
代

に
お
い
て
四
方
町
は
富
山
藩
の
港
と
し
て
、
物

資
の
海
上
輸
送
を
な
し
、
藩
の
唯
一
の
海
へ
の

窓
を
な
し
て
い
た
。
藩
の
領
主
的
商
品
経
済
の
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一
環
と
し
て
の
蔵
米
の
輸
送
の
ほ
か
は
、
微
K

た
る
も
の
で
あ
り
、
西
廻
海
運
に
よ
っ
て
栄
え
た
港
町
で
あ
る
酒
田
、
新
潟
、
福
浦
、
湯
泉

津
、
下
関
な
ど
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
地
方
的
な
港
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
「
領
内
唯
一
の
津
港
と
し
て
他
の
各
村
に
比
し
一
種
特

異
の
発
達
を
と
げ
た
。
四
方
は
主
と
し
て
漁
業
に
当
り
、
西
岩
瀬
は
津
港
と
し
て
目
せ
ら
れ
」
米
と
塩
な
ど
の
蔵
が
お
か
れ
た
。
幕
末
に

は
こ
の
両
町
は
御
手
舶
の
根
拠
地
と
し
て
枢
要
な
地
と
な
っ
た
。

大
正
中
頃
に
書
一
か
れ
た
四
方
沿
革
誌
に
は
「
天
正
八
年
神
通
川
洪
水
の
た
め
河
流
に
変
化
を
来
た
し
、
現
今
古
川
と
称
す
る
は
当
時
の

本
流
な
り
」
。
ま
た
そ
の
河
口
に
彦
助
潟
が
横
た
わ
り
、
か
つ
て
八
重
津
の
港
で
あ
っ
た
が
、
流
域
変
遷
に
よ
り
潟
を
な
し
た
も
の
で
あ

る
。
〈
四
方
町
治
革
誌
四
一
一
一
一
頁
）

現
在
の
古
川
は
西
岩
瀬
の
東
に
ニ

O
米

t
一ニ

O
米
の
河
巾
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
名
称
に

「
下
流
東
に
転
ず
。
こ
れ
古
川
よ
り
今
の
流
域
に
変

当
時
の
面
影
を
と
ど
め
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
高
治
元
年
神
通
川
の
洪
水
が
あ
り
、

ぜ
し
」
時
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
海
岸
よ
り
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
入
っ
た
と
こ
ろ
に
現
在
も
十
世
帯
位
あ
る
古
川
部
落
が
残
存
し
て
い
る
。
そ

の
す
ぐ
上
流
に
位
置
す
る
部
落
を
地
図
で
求
め
る
な
ら
ば
、
金
山
新
、
天
保
島
な
ど
の
部
落
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
古
川
と
現

在
の
神
通
川
の
中
間
の
低
湿
な
水
田
の
中
に
僅
か
に
小
高
い
徴
地
形
を
利
用
し
て
そ
の
上
に
恰
も
浮
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
集
落
で
あ

っ
て
、
こ
れ
ら
の
集
落
の
名
称
か
ら
し
て
そ
の
新
し
さ
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
神
通
川
の
変
遷
に
よ
っ
て
成
立
し
た
近

世
の
開
拓
村
で
あ
る
。
こ
の
河
身
の
変
遷
に
よ
っ
て
西
岩
瀬
の
潜
が
衰
退
傾
向
を
示
す
よ
う
に
な
り
、
四
方
の
港
が
む
し
ろ
藩
の
主
な
る

港
と
な
っ
た
。

寛
永
十
六
年
加
賀
審
の
前
田
氏
が
富
山
に
支
藩
を
置
き
、
婦
負
郡
－
円
が
こ
の
治
下
に
入
る
こ
と
に
な
り
、
西
岩
瀬
が
そ
の
海
港
と
な

っ
た
。
な
お
こ
こ
よ
り
数
キ
ロ
東
方
に
位
置
す
る
河
口
の
東
岩
瀬
は
加
賀
領
で
あ
る
が
、
加
賀
落
は
こ
こ
の
代
官
一
人
郡
付
足
軽
五
人
御

蔵
番
足
軽
五
人
を
置
い
て
宿
駅
に
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
河
口
を
は
さ
ん
で
直
接
に
で
な
く
そ
の
聞
に
数
キ
ロ
の
間
隔
を
お
い
て
西

岩
瀬
と
東
岩
瀬
の
港
町
が
成
立
し
た
。
こ
れ
は
恰
も
ハ

1
ツ
ホ

i
ン
が
、

ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
に
沿
っ
て
近
接
す
る
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
富
山
口
ロ
マ



刊
号
。
回
目
印
と
セ
ン
ト
・
ポ
l
ル

ω？
可
ω己
は
双
子
都
市
と
し
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
交
通
関
係
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す

る
の
と
そ
の
発
生
基
盤
が
類
似
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
こ
で
は
内
陸
河
川
で
あ
り
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
の
航
路
の
終
点
あ
る
い
は
横
断
地
点

と
し
て
互
に
発
展
し
た
の
で
あ
っ
た
。
西
岩
瀬
は
富
山
藩
の
三
宿
（
西
岩
瀬
、

八
尾
、
四
方
）
の
上
列
に
お
か
れ
米
・
塩
・
唐
津
・
陶
器

な
ど
の
輸
出
入
の
品
の
倉
庫
が
あ
っ
た
。

北
陸
地
方
に
お
け
る
交
通
従
っ
て
物
資
の
輸
送
の
中
枢
は
北
陸
街
道
で
あ
っ
た
。
近
畿
か
ら
東
北
、
蝦
夷
に
至
る
最
も
近
い
道
路
に
当

り
、
奈
良
時
代
に
越
中
の
国
府
が
高
岡
市
伏
木
古
国
府
に
あ
っ
た
こ
と
は
大
和
朝
廷
の
中
央
集
権
の
突
を
あ
げ
る
立
場
か
ら
み
れ
ば
北
の

方
に
対
す
る
一
の
政
治
的
経
済
的
拠
点
を
果
す
べ
き
地
理
的
位
置
に
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
荘
園
が
越
中
に
急
増
す
る
と
貢
納
の
た
め

に
も
各
荘
園
と
北
陸
道
が
結
ば
れ
、
中
世
に
は
立
山
の
信
仰
が
発
達
す
る
と
そ
の
山
麓
の
本
宮
、
芦
降
、
岩
併
な
ど
に
堂
舎
仏
閣
が
建
ち

な
ら
び
、
全
国
か
ら
の
修
験
者
や
道
者
或
い
は
武
士
の
立
山
禅
定
が
盛
ん
と
な
っ
た
。
近
世
に
お
い
て
は
越
中
は
加
賀
藩
お
よ
出
そ
の
支

藩
で
あ
る
富
山
藩
の
支
配
下
に
あ
っ
た
の
で
支
配
関
係
は
他
の
領
国
の
そ
れ
に
く
ら
べ
て
単
純
で
あ
り
、
加
賀
、
越
中
、
能
登
と
の
交
通

も
円
滑
に
行
わ
れ
た
。
北
陸
街
道
は
金
沢
か
ら
倶
利
伽
羅
峠
を
経
て
今
石
動
、
福
岡
、
高
岡
（
江
戸
時
代
に
は
越
中
の
最
大
産
業
都
市
と

し
て
栄
え
た
）
大
門
、
小
杉
そ
し
て
海
辺
に
向
い
、
西
岩
瀬
を
通
り
、
草
島
か
ら
神
通
川
を
渉
っ
て
東
岩
瀬
、
滑
川
を
通
っ
て
い
た
。
加

F
h
d
 

賀
藩
で
は
こ
れ
を
往
還
と
称
し
て
江
戸
参
勤
の
道
と
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
富
山
を
離
れ
て
北
の
海
辺
を
走
っ
て
い
た
の
は
匝
離

的
に
直
線
コ
ス
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
富
山
藩
領
を
通
る
こ
と
を
な
る
べ
く
避
け
よ
う
と
の
意
図
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

寛
文
年
聞
に
富
山
藩
で
は
草
島
村
古
川
を
開
撃
し
て
西
岩
瀬
に
運
河
を
通
じ
た
。
能
登
塩
を
こ
の
地
に
引
い
て
富
山
に
運
ぶ
た
め
の
も

の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
西
岩
瀬
は
現
在
よ
り
半
里
余
り
も
海
中
に
突
出
し
て
い
て
内
に
潟
を
抱
ぎ
、
水
路
で
西
は
海
に
通
じ
、
東
は
古
川

に
通
じ
て
い
た
。
西
岩
瀬
の
西
に
続
く
四
方
村
は
漁
港
で
あ
り
、
元
文
四
年
に
宿
駅
と
な
っ
た
0

4

ん
も
中
世
に
お
い
て
は
北
陸
の
本
街
道

は
浜
街
道
に
あ
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
四
方
の
西
隣
の
打
出
ゃ
、

四
方
、
西
岩
瀬
の
各
部
落
は
交
通
の
本
道
路
に
面
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

売
薬
行
商
人
の
町

（
植
村
）



富
大
経
済
論
集

-54-

（時）

な
お
四
方
町
の
沿
革
誌
に
よ
れ
ば
こ
の
地
方
の
地
形
が
海
岸
侵
蝕
を
う
け
て
著
し
い
変
化
を
な
し
た
こ
と
を
「
西
岩
瀬
海
禅
寺
跡
も
今
に

海
中
に
存
せ
り
、
或
い
は
海
中
数
十
町
の
処
よ
り
松
柏
の
大
木
を
切
り
上
げ
：
：
：
：
・
貞
享
年
中
の
古
図
を
見
る
も
な
お
二
つ
の
潟
を
存
せ

り
。
も
っ
て
そ
の
変
遷
の
亮
一
し
き
を
知
る
べ
し
（
現
在
の
四
方
町
は
四
方
西
岩
瀬
南
に
上
り
窪
村
並
列
し
て
町
を
成
せ
ど
も
同
図
に
よ
れ

ば
過
半
海
と
な
り
、
和
合
の
崎
は
今
は
遠
く
網
場
と
な
り
て
名
称
を
存
す
る
の
み
と
と
あ
り
、
ま
た
元
文
四
年
の
絵
図
を
現
在
の
町
並

と
対
照
す
れ
ば
そ
の
片
町
、
北
中
町
、
西
橋
川
端
町
以
北
は
こ
と
ご
と
く
海
中
と
な
れ
り
」
と
あ
る
。

富
山
藩
で
は
寛
文
の
頃
米
一
万
二
千
石
を
四
方
の
港
か
ら
大
阪
に
回
送
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
北
海
道
、
下
関
、
秋
田
等
漸
次
船
舶
交
通

の
便
が
開
か
れ
た
。

元
文
年
間
四
方
村
は
宿
駅
に
な
り
、
よ
っ
て
十
村
支
配
は
除
か
れ
て
町
肝
煎
が
お
か
れ
奉
行
所
の
釆
配
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
寛

保
三
年
四
方
、
西
岩
瀬
両
浦
に
脇
見
御
番
所
が
設
け
ら
れ
、
地
他
国
共
出
入
の
船
及
び
そ
の
荷
物
漁
船
を
取
締
り
、
往
来
切
手
、
宗
門
改

を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
と
に
「
塩
、
菜
種
、
諸
油
、
繰
棉
、
た
ば
こ
其
外
何
に
よ
ら
ず
積
入
候
酪
k

番
所
之
前
へ
ょ
せ
次
御
領
境
な

ど
に
お
い
て
密
k

舶
積
揚
仕
も
の
有
之
候
は
ど
其
荷
物
押
へ
置
即
刻
及
改
事
。
附
右
日
間
々
荷
物
陸
よ
り
演
荷
通
路
有
之
所
k

是
又
昼
夜
心

〈

初

〉

懸
相
廻
及
詮
議
べ
し
」
と
さ
れ
た
。
西
山
石
滋
と
四
方
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
文
化
二
年
七
月
の
「
西
岩
瀬
町
縮
方
条
」
と
し
て
「
町
中
末

々
の
も
の
下
人
等
に
至
る
ま
で
守
る
べ
き
」
諸
項
目
の
な
か
に
、

御
廻
米
川
下
西
東
岩
瀬
和
合
え
あ
い
廻
じ
候
の
節
も
し
風
波
高
く
人
足
等
入
用
に
候
は
ど
、
四
方
え
も
申
し
っ
か
わ
し
、
早
速
人
足

な
ど
呼
び
集
め
あ
い
伯
か
さ
せ
申
す
べ
く
候
。
別
し
て
大
切
な
る
御
用
候
の
条
常
々
厳
し
く
申
し
渡
し
お
く
べ
き
し
日

と
あ
り
、
西
岩
瀬
の
津
港
の
積
込
、
荷
揚
の
労
初
力
は
四
方
か
ら
も
要
請
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
と
し
た
。
漁
師
町
の
四
方
は
労
初
力
供
給

地
域
を
な
し
て
い
た
。
と
は
い
え
四
方
町
も
港
町
的
性
格
を
欠
如
す
る
も
の
で
は
な
く
同
様
に
米
の
輸
送
も
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、

岩
瀬
の
こ
の
性
格
の
顕
著
な
こ
と
は
四
方
町
側
か
ら
の
資
料
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
文
久
三
年
の
も
の
で
あ
る
が
四
方 西



町
縮
方
条
数
書
写
の
項
目
の
な
か
に
、

御
廻
米
川
下
り
四
方
和
合
え
、
あ
い
廻
り
候
節
も
し
風
波
高
に
人
見
等
入
用
に
候
は
ど
所
の
儀
は
な
お
さ
ら
西
岩
瀬
よ
り
申
し
こ
し

候
と
も
早
速
人
足
さ
し
出
し
役
人
共
召
連
れ
罷
り
こ
し
相
仇
ら
か
せ
申
す
べ
く
候
。
別
し
て
大
切
な
る
御
用
候
条
常
々
厳
重
申
し
わ
た

し
お
く
可
き
事

と
あ
り
、
地
元
か
ら
の
人
足
の
需
要
は
勿
論
西
岩
瀬
か
ら
の
要
請
あ
り
次
第
供
給
す
べ
き
こ
と
が
規
定
せ
ら
れ
、
前
項
の
内
容
を
一
層
明

瞭
に
し
な
が
ら
四
方
町
と
西
岩
瀬
の
町
の
機
能
を
し
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
岩
瀬
と
四
方
の
町
縮
方
の
項
目
は
殆
ん
ど
同
一
で
あ
り
、
相

異
点
も
な
い
位
で
あ
る
の
に
拘
ら
ず
こ
の
上
述
の
点
の
み
が
相
違
し
で
い
る
こ
と
か
ら
も
、
裏
書
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

註

文
化
二
年
西
岩
瀬
町
縮
方
条
ハ
四
方
町
沿
革
誌
六
七

t
七
七
頁
）
及
び
文
久
三
年
四
方
町
縮
方
条
ハ
同
書
九
六

t
一O
六
頁
〉
に
よ
る
要
項
を
整
理

し
で
か
か
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

ー
、
公
義
の
厳
守
。

2
、
親
孝
行
。

3
、
御
鷹
野
、
引
網
の
際
の
掃
除
。

4
、
町
の
防
火
、
夜
番
廻
（
組
頭
肝
前
…
は
数
度
相
廻
、
町
年
寄
も
相
廻
る
こ
と
。
）

5
、
出
火
の
際
、
御
高
札
、
御
蔵
所
へ
の
出
動
手
配
。

← 55 -

6
、
博
突
停
止
、
宿
も
と
、
組
合
の
も
の
も
処
罰
0

7
、
船
の
製
造
に
は
回
出
。

8
、
御
収
納
銀
米
並
諸
役
銀
な
ど
は
肝
煎
に
取
立
。

9
、
切
出
し
高
、
家
屋
敷
、
舟
網
場
な
ど
の
売
買
質
入
の
際
は
組
頭
へ
相
違
す
る
ζ

と。

売
薬
行
商
人
の
町

（
柏
村
）
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ハ
西
岩
瀬
給
方
）

印
、
御
廻
米
、
西
岩
瀬
・
和
ム
ロ
に
き
た
と
き
人
足
を
四
方
に
要
請
す
る
。

御
廻
米
、
四
方
・
和
合
の
と
き
は
地
元
か
ら
、
ま
た
西
岩
瀬
か
ら
要
請
せ
ら
れ
た
場
合
は
こ
れ
に
応
ず
る
こ
と
。
（
四
方
町
縮
方
〉

け
、
御
廻
船
、
並
商
舟
の
来
た
と
き
、
難
船
の
と
き
は
町
役
人
出
動
、
ま
た
荷
物
、
舟
粕
、
舟
員
を
取
揚
げ
た
者
は
町
役
人
に
届
出
、
賃
の
儀
は
浦
方

格
合
の
道
第
一
を
も
っ
て
読
取
る
べ
き
こ
と
。
な
お
海
上
の
拾
い
も
の
は
肝
煎
に
届
出
、
百
日
以
後
所
有
者
が
現
わ
れ
な
い
場
合
は
、
拾
い
人
に
渡

す
べ
き
こ
と
。

口
、
飛
州
槍
木
御
用
材
木
も
右
に
同
じ

Q

問
、
船
積
に
は
浜
役
人
が
改
む
べ
き
こ
と
。

日
門
、
諸
魚
斗
桶
に
は
肝
煎
は
寸
尺
を
相
改
め
焼
印
を
す
る
こ
と
。
焼
印
な
き
も
の
は
処
罰
。

目
、
漁
場
に
出
入
の
者
は
組
頭
、
肝
煎
が
詮
議
を
す
る
。

問
、
商
売
、
貸
金
に
は
暴
利
仕
問
敷
き
こ
と
、
質
屋
の
外
は
質
物
取
扱
い
禁
止
。

げ
、
他
領
国
商
売
に
行
〈
者
は
町
肝
煎
に
届
出
る
こ
と
o
ま
た
帰
着
目
限
も
届
出
る
こ
と
。

問
、
旅
人
の
宿
泊
に
は
肝
煎
に
届
出
る
こ
と
o

問
、
旅
人
が
病
気
に
な
り
人
を
望
む
と
き
は
村
方
よ
り
渡
す
こ
と
。
死
亡
し
た
と
き
は
早
速
案
内
す
る
こ
と
。

加
、
他
所
よ
り
来
住
し
て
家
屋
敷
或
い
は
借
宅
を
望
む
者
は
町
頭
よ
り
町
肝
煎
に
届
出
る
こ
と
。
憾
な
る
者
と
分
れ
ば
居
住
さ
す
こ
と
o

ま
た
奉
行
人

請
絡
も
入
念
に
行
う
こ
と
o

引
、
衣
類
、
諸
道
具
の
出
所
不
明
の
も
の
は
買
わ
ざ
る
こ
と
。

位
、
盗
難
品
は
少
々
に
で
も
奉
行
所
へ
届
出
る
こ
と
。

目
、
行
先
不
明
の
者
は
宿
泊
せ
し
め
な
い
こ
と
o

頼
め
ば
町
頭
え
申
し
で
る
こ
と
。

州
出
、
町
中
道
掃
除
毎
日
行
う
こ
と
。
附
り
嫁
妥
の
節
操
な
ど
打
た
な
い
こ
と
。



5
、
不
審
な
も
の
の
寄
集
に
は
案
内
す
る
こ
と
。
滞
る
と
き
は
そ
の
町
内
組
合
頭
な
ど
の
越
度
と
な
る
と
と
。

ぉ
、
貸
屋
は
富
山
と
同
一
で
は
な
い
が
町
口
九
尺
よ
り
狭
き
貸
家
、
並
び
に
裏
屋
を
囲
い
貸
家
に
致
さ
な
い
こ
と
。

幻
、
禁
制
口
聞
が
町
に
あ
る
と
き
は
組
頭
を
も
っ
て
肝
煎
に
届
け
る
こ
と
。

目
、
欠
藩
人
の
処
置
。

目
、
他
領
商
人
の
逗
留
の
処
置
。

初
、
口
論
の
処
置
。

引
、
他
領
商
人
の
商
品
は
売
払
後
速
か
に
支
払
う
こ
と
。

位
、
縮
等
申
付
け
の
者
は
そ
の
組
合
の
者
に
番
を
な
さ
し
め
る
こ
と
。

旬
、
家
作
に
つ
い
て
は
町
並
び
と
す
る
こ
と
の
注
意
。

目
、
遺
跡
の
保
存
。

ぉ
、
御
用
を
命
ぜ
ら
れ
れ
ば
遅
滞
な
く
肝
煎
に
出
頭
す
べ
き
こ
と
。

ぉ
、
奉
行
所
の
伺
い
の
態
度
。

引
出
、
諸
役
人
を
粗
末
に
せ
ぬ
こ
と
。

旬
、
町
の
風
除
樹
木
御
帳
付
は
免
許
の
こ
と
。

- 57 -

旬
、
町
年
寄
、
肝
煎
、
諸
役
は
伝
馬
免
許
の
こ
と
な
ど
規
定
し
た
。

西
岩
瀬
、
四
方
両
町
縮
条
の
諸
項
目
は
一
致
し
て
な
か
に
、
第
一

0
項
目
の
み
が
異
っ
て
い
る
こ
と
は
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。

（

mv 

な
お
こ
れ
に
対
応
し
て
西
岩
瀬
の
町
の
性
格
を
示
す
表
現
は
同
じ
四
方
町
縮
方
条
数
書
写
項
目
の
な
か
に
う
か
が
わ
れ
る
。

西
岩
瀬
の
儀
は
御
蔵
所
な
ど
こ
れ
あ
り
候
条
、
も
し
出
火
候
は
ど
見
つ
け
し
だ
い
町
年
寄
肝
煎
等
は
人
足
召
し
つ
れ
早
速
馳
せ
つ
け

火
防
申
す
ベ
く
候
。
其
町
中
の
者
共
え
も
申
し
つ
け
お
き
右
出
火
見
つ
け
候
も
の
早
速
年
寄
肝
煎
方
え
案
内
に
お
よ
び
候
様
急
度
申
し

売
薬
行
商
人
の
町

（
植
村
d
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と
し
て
、
四
方
町
と
と
も
に
西
岩
瀬
の
と
く
に
御
蔵
の
防
火
を
町
縮
方
の
項
目
と
し
た
の
で
あ
り
、
両
集
落
の
協
調
的
相
互
依
存
的
関

係
の
一
端
を
う
か
が
い
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
領
域
的
丸
山
刊
の
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
幕
末
段
階
で
は
、
文
化
二
年
の
「
西
岩
瀬
町

縮
方
条
」
に
、

「
他
国
え
何
に
よ
ら
ず
商
売
罷
り
こ
し
候
は
ど
町
肝
煎
え
相
断
り
請
人
相
立
て
御
関
所
過
書
申
請
罷
り
立
つ
可
く
候
。
4
ん

（お）

も
罷
帰
り
候
日
限
請
合
な
し
お
き
申
す
べ
き
こ
と
」
と
さ
れ
、
領
域
内
か
ら
外
に
商
売
に
出
る
際
に
は
町
肝
煎
に
届
出
て
請
人
を
た
て
る

べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
。

幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
は
海
上
の
交
通
は
「
渡
海
船
は
三
二
隻
、
能
登
富
山
藩
と
の
聞
は
二
六
隻
を
も
っ
て
交
通
の
開
け
あ
民
と
い

う
状
態
で
、
港
町
の
機
能
の
一
端
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
三
年
十
二
月
当
時
の
舶
役
の
決
算
一
取
立
帳
に
よ
れ
ぽ

四
方
町

西
岩
瀬
町

渡
海
船

二
四
股

八
根

能
登
便

一
九
臨

七
般

計
五
八
般

漁
船

筒
船
一

O
膿

釣
船
四
五
般
で
あ
っ
た
。

し
か
し
廃
藩
置
県
後
は
藩
経
済
の
窓
口
と
し
て
の
本
町
の
商
業
的
機
能
は
消
滅
す
る
こ
と
に
な
り
、
却
っ
て
東
岩
瀬
に
そ
の
勢
力
は
奪

わ
れ
て
い
っ
た
。
た
ど
そ
の
企
業
家
は
新
時
代
に
応
じ
て
汽
船
の
使
用
を
初
め
て
企
画
し
、
明
治
一

O
年
西
岩
瀬
の
嵯
峨
孫
三
郎
は
蒸
気

船
を
も
っ
て
直
江
津
、
伏
木
聞
の
航
路
を
聞
い
た
が
、
こ
れ
は
北
陸
地
方
の
汽
船
航
路
の
最
初
と
さ
れ
た
。
し
か
し
陸
地
鉄
道
便
が
開
通

さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
次
第
に
交
通
路
か
ら
脱
落
し
、
わ
ず
か
に
北
海
道
や
樺
太
、
沿
海
州
へ
の
遠
洋
漁
業
そ
の
他
の
帆
船
が
寄
港
す
る
に
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倒
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凶

拙
稿
「
幕
末
領
域
経
済
に
お
け
る
封
鎖
性
と
開
放
性
」
ハ
富
大
紀
要
経
済
学
部
論
集
第
十
二
口
吉
、
お
よ
び
拙
著
、
前
掲
書

七
一
一
貝

二
九
七
頁

(25) 

四
方
町
沿
革
誌

。ゅ

，， 

二
七
回
頁

<?'!> 

’ゲ

,, 

俗）

,, 

二
七
六
頁

（ロ）

漁

業

四
方
神
社
の
由
緒
書
に
よ
っ
て
四
方
町
の
由
来
を
み
る
と
「
四
方
町
は
天
正
の
頃
に
お
こ
り
一
小
漁
村
に
し
て
民
戸
百
に
満
た
ず
。

．．
 

・
天
文
の
頃
戸
数
三
百
余
に
至
り
：
：
一
斗
と
あ
り
、
幕
末
に
は
漁
業
戸
数
回
百
戸
に
達
し
て
い
た
。
こ
の
漁
業
は
配
縮
、
竿
釣
、
漬
場
、

手
繰
網
、
台
網
、
地
曳
網
等
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
漁
の
売
買
に
つ
い
て
は
橘
に
肝
煎
の
焼
印
を
う
け
て
営
業
用
と
さ
れ
、
こ
の
焼
印

を
う
け
る
際
に
運
上
金
が
謀
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
文
化
年
聞
の
「
西
岩
瀬
町
縮
方
ち
）
に

諾
魚
斗
桶
先
規
の
通
り
肝
煎
方
に
て
寸
尺
あ
い
改
め
焼
印
記
漁
師
商
人
共
え
相
渡
売
買
申
し
付
く
べ
く
候
。
も
し
焼
印
こ
れ
な
き
桶

に
て
売
買
仕
る
者
こ
れ
あ
る
に
お
い
て
は
急
度
縮
申
し
付
く
べ
く
候
。
か
っ
台
網
手
舟
を
出
し
漁
に
て
魚
売
買
せ
し
め
候
儀
堅
停
止
申

し
付
け
候
事
。



附
り
脚
、
網
之
儀
鯛
取
り
候
節
拾
歩
一
銀
差
し
上
げ
さ
せ
申
す
ベ
く
候
定
御
役
銀
こ
れ
な
き
も
の
に
付
先
規
よ
り
右
御
格
に
候
条
此

の
旨
申
し
渡
し
お
く
べ
く
候
」

漁
業
地
で
あ
る
四
方
で
は
漁
民
は
そ
の
漁
獲
物
を
城
下
町
で
あ
る
富
山
の
得
に
日
々
歩
い
て
行
商
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
次
の
願

書
に
あ
る
よ
う
に
漁
家
の
二
三
警
は
従
来
、
在
方
せ
り
売
り
そ
の
他
富
山
に
売
り
に
出
て
い
た
が
、
魚
問
屋
に
お
い
て
は
暗
黙
の
う
ち
に

見
逃
が
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
寛
政
年
間
数
年
不
漁
が
続
い
た
折
、
藩
に
於
て
「
其
行
商
を
禁
じ
其
獲
る
所
の
魚
類
を
悉
く
宮
山
市
場

に
致
さ
し
む
」
る
こ
と
と
な
っ
た
。
「
元
来
四
方
町
は
漁
業
を
以
て
生
活
す
る
も
の
四
百
戸
に
上
り
漁
民
の
窮
迫
は
町
の
廃
亡
に
帰
す
べ

き
憂
患
」
で
あ
る
の
で
同
町
に
於
て
総
代
か
ら
其
の
禁
の
解
除
方
を
御
郡
奉
行
に
嘆
願
し
た
。
四
方
の
漁
夫
の
生
活
を
一
示
す
資
料
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
こ
れ
を
か
か
げ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

乍
恐
口
上
書
を
以
て
御
願
申
上
飴
〉

当
春
魚
問
屋
御
締
り
方
御
定
法
厳
重
に
仰
せ
つ
け
さ
せ
ら
れ
そ
の
意
を
得
た
て
ま
つ
り
宿
方
一
統
に
申
し
ふ
れ
お
き
候
え
ど
も
、
鰯
、

鯵
、
鯖
、
烏
賊
等
雑
魚
の
類
は
先
前
よ
り
御
城
下
売
御
免
と
申
す
儀
は
御
座
な
く
候
え
ど
も
、
右
至
っ
て
雑
魚
之
儀
に
候
故
軽
き
海
士

共
の
二
三
男
な
ど
口
過
ぎ
の
た
め
百
塚
口
の
番
に
於
て
通
り
口
役
を
相
い
た
て
、
在
方
せ
り
売
り
仕
り
余
り
侯
分
は
致
し
方
御
座
な
く

候
に
つ
き
御
番
所
端
々
末
々
の
者
へ
売
り
来
り
な
お
ま
だ
魚
問
屋
に
て
も
右
軽
き
者
と
も
に
侯
問
先
前
よ
り
不
閣
を
加
え
ら
れ
見
遁
し

同
様
に
成
り
来
り
申
し
候
・
・
・
・
：
。

--61ー

此
の
間
鯵
子
等
御
当
所
へ
売
り
に
罷
り
こ
し
候
と
こ
ろ
魚
問
屋
廻
り
の
者
こ
れ
を
お
さ
え
吟
味
を
と
げ
、
そ
の
上
こ
の
た
び
右
鯵
子
売

当
番
御
回
附
家
中
よ
り
手
鎖
御
締
り
何
付
ら
れ
御
引
渡
に
成
ら
れ
、
御
占
ん
も
に
は
存
じ
奉
り
侯
え
ど
も
、
か
よ
う
御
座
候
と
は
極
難
の

商
人
並
び
に
漁
士
共
取
揚
げ
少
々
の
田
作
鰯
な
ど
－
同
売
捌
き
仕
り
が
た
く
且
ま
た
当
年
健
子
た
り
と
も
至
っ
て
不
漁
に
御
座
候
：
：
：

去
秋
以
来
前
代
未
曽
有
の
不
漁
に
御
座
候
て
御
救
米
を
下
さ
せ
ら
れ
候
。
右
の
通
り
商
売
相
止
侯
て
は
猶
更
餓
死
に
及
び
申
候
：
：
：
是

売
薬
行
商
人
の
町

（
植
村
）



富
大
経
済
論
集

迄
の
通
り
、
成
し
お
か
せ
ら
れ
下
さ
れ
侯
は
ど
有
り
難
く
存
じ
奉
り
侯

-62 -

寛
政
十
年

午
六
日

四
方
町
組
頭

同同同同

御

郡

様

奉

干す

以
上

四

郎

三

郎

佐

五

平

八

長E

十

太
郎
右
衛
門

伝

右

衛

門

右
は
組
頭
共
に
下
方
よ
り
達
て
御
歎
じ
申
し
上
げ
央
れ
候
ょ
う
相
断
り
申
す
に
つ
き
、
打
返
し
詮
議
を
と
げ
候
と
こ
ろ
、
か
よ
う
御

座
侯
て
は
誠
に
商
人
漁
士
と
も
そ
し
て
難
儀
至
極
に
落
入
り
・
：
：
・
御
憐
感
の
上
を
も
っ
て
是
ま
で
の
通
り
に
宜
し
く
御
賢
慮
な
し
下
さ

せ
ら
れ
候
ょ
う
願
い
上
げ
奉
り
候
。

四
方
町
年
寄

同同

町

肝

煎

以
上

彦七
郎
左
衛
門

徳

右

衛

門 八

四
方
の
漁
民
は
こ
の
土
地
が
「
富
山
藩
領
唯
一
の
漁
業
地
」
で
あ
り
、
そ
の
漁
獲
物
は
八
幡
、
倉
垣
な
ど
、
そ
の
後
背
地
の
農
村
や
吏

が
っ
て
「
御
城
下
売
御
免
」
で
な
く
と
も
、

に
は
よ
り
重
要
な
市
場
を
二
皇
ば
か
り
南
に
あ
る
富
山
の
城
下
町
に
求
め
て
こ
こ
へ
の
行
商
に
よ
っ
て
生
活
の
糊
口
を
え
て
い
た
。
し
た

四
方
か
ら
富
山
へ
の
入
口
で
四
方
か
ら
一
呈
半
南
に
位
置
す
る
百
塚
口
の
番
所
に
お
い
て
の

通
行
を
認
め
ら
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
城
下
町
の
魚
問
屋
の
統
制
が
前
進
し
て
く
れ
ば
、
当
然
に
少
々
の
水
田
耕
作
と
漁
業
に
依
存
す
る



に
す
ぎ
な
い
漁
民
の
生
活
が
お
び
や
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

四
方
町
組
頭
と
と
も
に
町
を
取
締
管
轄
す
る
町
年
寄
が
従
来
通
り
の
緩
漫

な
処
置
を
願
い
出
た
。

彼
ら
の
要
請
は
遂
に
「
そ
の
情
状
を
閥
み
、
禁
令
は
殆
ん
ど
空
文
の
如
く
黙
許
に
附
し
た
り
」
と
の
べ
ら
れ
る
程
に
そ
の
希
望
は
達
成

せ
ら
れ
「
漁
民
は
従
来
の
丸
く
行
商
を
私
に
す
る
こ
と
を
得
た
」
。

こ
の
よ
う
に
一
応
四
方
の
漁
民
側
は
従
来
の
慣
習
を
認
知
せ
し
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
け
れ
ど
も
、
十
年
余
り
後
、
湯
原
某
郡
奉
行
と

な
る
と
再
び
法
令
が
厳
守
せ
ら
れ
、
領
主
的
統
制
が
再
強
化
さ
れ
た
o

漁
民
惣
代
は
従
前
の
よ
う
に
再
三
嘆
願
し
た
け
れ
ど
も
効
が
な
く

富
山
へ
の
行
商
は
実
際
上
困
難
と
な
り
、
そ
の
死
活
問
題
が
深
刻
化
し
た
。
文
化
三
年
十
二
月
四
方
町
年
寄
栂
野
彦
八
は
奉
行
に
そ
の
窮

状
を
訴
え
一
身
を
犠
牲
に
し
て
屠
腹
し
死
を
も
っ
て
解
放
を
願
っ
た
。
藩
当
局
に
お
い
て
「
其
義
烈
に
感
じ
其
死
を
憐
み
、
湯
原
の
専
惑

を
責
め
て
其
の
職
を
被
い
禁
令
を
解
江
こ
と
と
な
っ
た
o

漁
民
に
は
領
主
的
統
制
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
経
済
的
或
い
は
政
治
的
意
図

乃
至
行
動
は
み
ら
れ
ず
、
僅
か
に
町
年
寄
の
死
の
抗
議
と
い
う
形
を
も
っ
て
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
漁
民
は
彦
八
の
行
為
を
称
え
て

そ
の
石
像
を
町
の
東
郊
富
山
往
来
に
建
て
ま
た
そ
の
後
九
十
年
を
経
て
洞
を
た
て
石
像
を
遷
し
登
賀
比
古
社
に
ま
つ
っ
た
。

嘉
永
年
聞
か
ら
能
登
の
生
魚
が
運
び
こ
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
と
共
に
能
登
の
塩
、
薪
茨
も
搬
入
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
魚
市
場
に

川は
能
事 史
」止

富
山
湾
の
缶
類
カミ
移
入
さ
れ
Tこ

農

家

四
方
の
耕
地
は
大
正
中
頃
因
が
七
九
町
三
畝
一
五
歩
、
畑
一
町
六
反
五
畝
十
二
歩
で
あ
っ
て
、
水
田
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
あ
る
が
、

こ
の
水
田
は
加
藩
三
代
の
主
利
常
の
寛
永
の
噴
、
建
設
せ
ら
れ
た
牛
ケ
首
用
水
の
開
撃
に
よ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
。
牛
ク
首
用
水
は
神

通
川
の
中
流
鳴
子
村
よ
り
水
を
ひ
い
て
、
婦
負
郡
、
射
水
郡
の
水
田
に
濯
概
す
る
も
の
で
加
越
能
三
州
の
第
一
の
用
水
路
で
あ
り
、
こ
れ

に
よ
っ
て
附
近
一
帯
の
約
四
万
石
の
生
産
高
に
つ
い
て
用
水
が
確
保
さ
れ
た
。
寛
永
十
年
の
「
当
時
新
古
割
高
」
を
み
る
と
、

売
薬
行
商
人
の
町

（
植
村
）



宮
大
経
済
論
集

て
三
百
五
十
五
石
八
斗
七
升

村

窪
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一
、
六
百
十
三
石

四

潟

一
、
四
七
石
九
斗

西
岩
瀬

で
例
え
ば
北
窪
村
（
江
戸
時
代
は
窪
村
と
い
っ
た
）
は
牛
ク
首
用
水
の
水
受
高
三
百
五
十
五
石
八
斗
七
升
で
あ
っ
た
。

こ
れ
が
「
明
治
二
年
の
十
村
大
場
家
の
旧
記
に
よ
れ
ば
、
古
高
三
七

O
石
二
斗
一
二
合
、
新
高
二
八
石
二
斗
二
升
五
合
、
計
三
九
八
石
四

斗
二
升
八
合
と
あ
れ
ば
、
寛
永
の
頃
よ
り
明
治
の
初
年
ま
で
に
約
五

O
石
程
度
更
に
増
加
せ
る
を
み
る
」
と
あ
る
よ
う
に
既
に
寛
永
の
頃

に
は
こ
の
土
地
の
大
部
分
が
開
拓
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

文
化
五
年
の
四
方
町
の
古
地
図
を
現
在
と
比
較
す
れ
ば
同
地
図
に
あ
る
海
辺
の
浜
町
各
丁
、
四
十
物
町
、
北
町
、
川
端
町
は
現
在
は
海

中
と
な
っ
て
い
る
。
又
一
冗
文
四
年
の
そ
れ
と
照
合
す
る
と
当
時
な
お
国
地
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
野
割
町
各
町
、
田
町
、
御
坊
町
、
神
明
町

の
各
町
が
で
き
た
。

享
保
十
九
年
十
月
十
日
に
四
方
村
に
大
火
が
あ
り
、
周
年
十
一
月
四
方
村
肝
煎
又
六
、
長
百
姓
与
三
右
衛
門
他
四
名
か
ら
古
川
勘
兵
衛

様
栂
野
党
兵
衛
様
に
あ
て
た
報
告
の
「
御
郡
方
御
用
留
」
に
よ
れ
ば
、

南
風
烈
し
く
御
座
侯
に
付
両
隣
へ
火
移
り
殊
に
水
遠
く
御
座
候
故
、
防
き
ょ
う
も
な
く
、
百
姓
不
残
四
二
軒
、
並
頭
振
家
二
四
五
軒

外
に
長
福
寺
塔
頭
一
軒
家
数
〆
二
九
七
軒
焼
失
し
た
。

頭
ふ
り
家
数
二
八
五
軒
の
う
ち
一
一
一
一
軒
と
新
村
（
延
宝
年
頃
、
寒
江
村
草
高
一
五

O
石
の
畔
田
九
右
衛
門
が
開
拓
し
た
も

こ
れ
は
、

の
）
百
姓
頭
ふ
り
一
六
軒
そ
の
他
長
福
寺
、
唯
見
寺
塔
頭
共
に
三
軒
合
せ
て
五

O
軒
を
残
す
の
み
で
あ
り
、
ま
た
土
蔵
一
五
、
網
道
具
の

納
屋
敷
一
七
の
う
ち
土
蔵
二
つ
、
納
屋
一
一
一
一
腕
失
す
る
と
い
う
大
火
災
で
あ
っ
た
。
が
こ
の
書
よ
り
当
時
の
四
方
村
は
百
姓
四
二
軒
、
頭

ふ
り
二
八
五
軒
新
村
百
姓
顕
ふ
り
一
六
軒
、
あ
わ
せ
て
三
四
三
軒
の
村
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
未
完
）
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