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労
働
力
編
成
と
い
う
視
点
か
ら
、
日
本
古
代
の
徭
役
研
究
、
造

営
・
手
工
業
史
研
究
を
牽
引
し
て
き
た
櫛
木
謙
周
氏
に
よ
る
第
二

論
文
集
で
あ
る
。
古
代
史
で
は
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
が
、
極
め
て
今
日
的
な
課
題
で
あ
り
社
会
的
関
心
の

高
い
「
公
共
性
」
を
そ
の
書
名
に
掲
げ
、
都
市
論
（
首
都
論
）・

祭
祀
論
・
身
分
制
論
な
ど
を
横
断
し
て
論
じ
る
意
欲
的
な
論
文
集

で
あ
る
。

序
論
で
は
、
本
書
が
分
析
対
象
と
す
る
公
共
性
と
は
、
何
を
意

味
す
る
か
が
示
さ
れ
る
。
本
書
は
公
共
性
を
、「
人
々
の
い
だ
く

価
値
の
異
質
性
・
多
様
性
を
前
提
と
し
、
そ
れ
ら
に
原
則
的
に
開

か
れ
た
領
域
に
関
わ
る
こ
と
」（
三
頁
）
と
定
義
す
る
。
そ
し
て

分
析
の
舞
台
で
あ
る
首
都
を
「
階
層
・
生
業
等
に
お
い
て
多
種
多

様
な
住
民
か
ら
な
る
一
方
、
都
市
一
般
と
は
区
別
さ
れ
る
、
王
権

中
枢
の
所
在
地
、
中
央
支
配
機
関
・
支
配
階
級
の
集
積
・
集
住

地
」（
九
頁
）
と
す
る
認
識
を
示
す
。
そ
の
よ
う
な
場
に
お
い
て

住
民
を
つ
な
ぐ
も
の
が
「
飢
餓
や
疫
病
、
暴
力
、
汚
穢
等
々
を
避

け
よ
う
と
す
る
共
通
の
切
実
な
願
い
」（
三
頁
）
で
あ
り
、
本
書

が
い
う
と
こ
ろ
の
公
共
性
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
首
都
ゆ
え

に
国
家
の
秩
序
や
社
会
の
編
成
と
密
接
に
関
わ
る
と
さ
れ
る
。

第
一
章
「
都
城
に
お
け
る
支
配
と
住
民
」
で
は
、
都
市
の
再
生

産
に
関
わ
る
公
共
事
業
を
め
ぐ
っ
て
、
権
門
の
動
向
と
都
市
賤
民

の
形
成
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
九
世
紀
中
後
期
か
ら
十
世
紀
前
半
に

か
け
て
、
そ
れ
ま
で
京
職
な
ど
京
中
支
配
機
関
が
担
っ
て
き
た
社

会
的
機
能
の
一
端
を
、
王
臣
貴
族
層
に
負
担
さ
せ
て
い
く
傾
向
が

示
さ
れ
る
。
同
時
期
に
、
そ
の
労
働
力
で
あ
っ
た
律
令
徭
役
労
働

櫛
木
謙
周
著

『
日
本
古
代
の
首
都
と
公
共
性
』

久

米

舞

子

書
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評
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が
特
定
の
身
分
役
へ
固
定
化
さ
れ
て
い
く
な
か
、
都
城
に
流
入
す

る
貧
民
・
雇
傭
労
働
者
が
そ
れ
と
結
び
つ
き
、
都
市
賤
民
が
形
成

さ
れ
る
と
の
仮
説
が
示
さ
れ
る
。
賑
給
に
よ
る
国
家
や
権
門
の
施

し
も
ま
た
、
こ
う
し
た
層
に
固
定
化
さ
れ
て
い
く
と
い
う
。

第
一
章
で
論
じ
ら
れ
た
公
共
事
業
の
う
ち
、
第
二
・
三
章
で
は

そ
れ
ぞ
れ
京
中
賑
給
・
清
掃
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
。
第
二
章

「『
京
中
賑
給
』
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
で
は
、
ま
ず
年
中
行
事

化
さ
れ
た
京
中
賑
給
の
儀
式
と
し
て
の
側
面
が
検
討
さ
れ
る
。
さ

ら
に
十
世
紀
前
半
に
、
特
定
の
場
を
対
象
と
す
る
臨
時
、
あ
る
い

は
私
的
な
賑
給
が
登
場
し
、
京
全
体
を
対
象
と
す
る
定
例
の
賑
給

が
形
骸
化
し
て
い
く
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
第
三
章
「
古
代
国
家

の
都
市
政
策
」
で
は
、
九
世
紀
に
清
掃
を
中
心
と
し
た
都
市
の
公

共
的
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
京
の
領
域
支
配
を
担
う
京
職
と
、
官
人

へ
の
糾
弾
権
を
有
す
る
弾
正
台
と
が
、
競
合
し
合
う
関
係
が
跡
づ

け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
公
共
的
政
策
に
対
す
る
費
用
負
担
が
貴
族
・

官
人
に
よ
る
公
的
奉
仕
の
一
環
と
さ
れ
た
こ
と
を
背
景
と
す
る
、

弾
正
台
の
京
内
支
配
へ
の
関
与
と
京
職
の
諸
司
へ
の
関
与
の
相
克

と
し
て
把
握
で
き
る
と
い
う
。

第
三
章
ま
で
の
公
共
性
の
物
質
的
側
面
に
対
し
、
第
四
章
以
降

で
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
精
神
的
側
面
お
よ
び
権
力
の
支
配
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
第
四
章
「
古
代
の
『
清
掃
』
と
国
家
の
秩

序
」
で
は
、
死
骸
処
理
を
含
む
清
掃
政
策
が
も
つ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
的
側
面
が
論
じ
ら
れ
る
。
九
世
紀
ま
で
は
、
中
国
的
な
礼
制
・

天
人
相
関
思
想
に
基
づ
く
徳
政
的
思
想
と
、
寺
社
の
清
浄
性
と
災

厄
の
除
去
を
結
び
つ
け
る
思
想
と
が
相
互
補
完
の
関
係
に
あ
っ
た
。

十
世
紀
以
降
は
後
者
が
基
本
と
な
り
、
さ
ら
に
穢
を
起
因
と
す
る

神
の
祟
に
よ
っ
て
災
厄
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
共
通
観
念
が

媒
介
と
な
っ
て
、
首
都
の
秩
序
と
国
家
の
秩
序
と
が
直
接
的
に
連

動
す
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
首
都
の
公
共

的
秩
序
を
守
る
存
在
が
、
検
非
違
使
で
あ
っ
た
と
す
る
。

第
五
章
「
ハ
ラ
エ
の
重
層
性
と
そ
の
歴
史
的
特
質
」
で
は
、
ハ

ラ
エ
の
主
体
・
対
象
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
重
層
性
を
指
摘
す
る
。

公
の
ハ
ラ
エ
は
官
人
（
お
よ
び
公
民
）
の
天
皇
へ
の
一
元
的
奉
仕

秩
序
に
つ
い
て
、
宗
教
面
か
ら
そ
の
秩
序
維
持
を
は
か
る
こ
と
に

目
的
が
あ
り
、
私
の
ハ
ラ
エ
に
は
公
的
秩
序
維
持
を
補
完
す
る
も

の
や
、
招
福
除
災
な
ど
の
私
的
祈
願
を
行
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の

ど
ち
ら
も
、
貴
賤
を
横
断
す
る
共
通
願
望
�
公
共
性
が
呪
術
・
祭

祀
と
い
う
か
た
ち
で
現
れ
た
も
の
と
す
る
。
ま
た
八
世
紀
後
期
か

ら
九
世
紀
初
期
の
ハ
ラ
エ
の
重
層
性
か
ら
は
、
清
浄
観
念
の
重
視

と
と
も
に
、
京
と
諸
国
が
差
別
化
さ
れ
つ
つ
連
動
す
る
と
意
識
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
れ
は
王
権
を
中
心
と
し
た
支
配
の

同
心
円
的
構
造
に
対
応
す
る
と
い
う
。
私
の
ハ
ラ
エ
の
八
世
紀
初

史

学

第
八
六
巻

第
一
・
二
号

一
八
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頭
に
遡
る
具
体
的
事
例
と
し
て
、
第
六
章
「
長
屋
王
家
の
宗
教
的

習
俗
に
つ
い
て
」
で
は
、
長
屋
王
家
木
簡
に
注
目
す
る
。
殿
舎
の

ハ
ラ
エ
、
出
産
時
や
小
児
に
と
り
つ
く
邪
気
を
は
ら
う
散
米
が
、

す
で
に
八
世
紀
初
頭
に
は
貴
族
の
家
で
私
的
習
俗
と
し
て
行
わ
れ

て
お
り
、
国
家
的
儀
礼
と
私
的
習
俗
と
し
て
の
ハ
ラ
エ
が
早
く
か

ら
重
層
的
に
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
宗
教
的
技
能
者
と

し
て
技
術
官
人
が
関
与
し
た
可
能
性
を
示
す
。

第
七
章
「
疫
神
祭
祀
と
物
忌
に
み
る
除
災
習
俗
の
形
成
と
展

開
」
で
は
、
ハ
ラ
エ
と
同
様
に
公
私
に
わ
た
っ
て
重
層
的
に
行
わ

れ
た
疫
神
祭
祀
・
物
忌
を
通
じ
て
、
境
界
に
対
す
る
空
間
意
識
や

除
災
の
観
念
に
つ
い
て
首
都
住
民
の
共
通
意
識
が
形
成
さ
れ
た
と

し
、
そ
の
画
期
を
奈
良
時
代
後
期
と
想
定
す
る
。
ま
た
そ
う
し
た

除
災
観
念
の
共
有
を
背
景
と
し
て
、
穢
―
ハ
ラ
エ
、
鬼
気
等
―
境

界
祭
祀
と
い
っ
た
原
因
―
対
処
法
の
認
識
が
混
淆
さ
れ
て
い
く
様

相
を
跡
づ
け
る
。
補
論
「
物
忌
主
体
の
重
層
性
と
公
私
の
奉
仕
関

係
」
で
は
、
特
に
貴
族
社
会
に
お
い
て
公
私
に
行
わ
れ
た
物
忌
に
、

個
人
や
集
団
・
組
織
体
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
公
的

奉
仕
関
係
が
現
れ
る
と
す
る
。

第
八
章
「
都
市
王
権
論
と
公
共
性
」
は
、
都
市
王
権
論
の
先
行

研
究
を
整
理
し
、
あ
わ
せ
て
本
書
の
公
共
性
と
い
う
問
題
意
識
が

そ
の
ど
こ
に
位
置
づ
く
か
を
示
す
。
都
市
王
権
論
の
問
題
点
は
、

王
権
に
よ
る
都
市
（
首
都
）
の
支
配
・
秩
序
維
持
が
、
い
か
に
し

て
国
家
の
支
配
・
秩
序
に
つ
な
が
る
の
か
と
い
う
具
体
的
な
メ
カ

ニ
ズ
ム
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
に
あ
り
、
公
共
性
を
媒
介
に
す
る

こ
と
で
そ
の
説
明
が
可
能
に
な
る
と
い
う
の
が
、
本
書
の
立
場
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
、
都
市
王
権
の
機
能
論
（
清
掃
・
救

貧
）、
空
間
論
（
祭
祀
・
習
俗
）
と
位
置
づ
け
、
首
都
の
機
能
維

持
（
穢
の
処
理
・
貧
民
救
済
）
が
神
の
祟
に
対
応
す
る
た
め
の
除

災
観
念
を
背
景
と
し
て
、
国
家
の
危
機
管
理
に
結
び
つ
け
ら
れ
た

こ
と
、
疫
神
祭
祀
や
祓
に
み
え
る
王
権
を
中
心
と
し
た
同
心
円
的

な
空
間
認
識
の
形
成
に
よ
っ
て
、
首
都
と
国
家
の
秩
序
と
が
連
動

す
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
国
家
の
秩
序
維

持
の
た
め
に
、
王
権
は
そ
れ
と
連
動
す
る
首
都
の
秩
序
を
維
持
す

る
必
要
が
あ
る
。
首
都
の
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
は
公
共
性
の
問

題
で
あ
り
、
つ
ま
り
都
市
王
権
は
公
共
性
を
基
盤
と
す
る
と
い
う
。

穢
を
秩
序
に
関
わ
る
概
念
と
い
う
視
点
か
ら
取
り
上
げ
る
の
が
、

第
九
章
「
穢
観
念
の
歴
史
的
展
開
」
で
あ
る
。
七
〜
九
世
紀
の
国

家
レ
ベ
ル
で
の
穢
意
識
の
変
化
は
、
天
皇
と
神
の
関
係
を
め
ぐ
る

国
家
と
王
権
の
性
格
変
化
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
穢
は
空

間
性
を
も
つ
こ
と
に
特
徴
が
あ
り
、
と
り
わ
け
首
都
空
間
に
お
い

て
は
、
庶
民
か
ら
貴
族
ま
で
重
層
的
に
存
在
す
る
穢
へ
の
共
通
意

識
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
都
市
王
権
に
よ
り
そ
の
秩
序
維
持
が
は
か

書

評

一
八
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ら
れ
、
そ
れ
が
「
天
下
」
支
配
に
ま
で
結
び
つ
け
ら
れ
た
と
す
る
。

そ
し
て
本
書
の
最
終
的
な
課
題
と
し
て
、
首
都
の
秩
序
を
維
持
す

る
公
共
性
の
問
題
を
通
じ
て
、
い
か
に
し
て
被
差
別
身
分
が
形
成

さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
が
示
さ
れ
る
。

第
十
章
「
身
分
制
と
公
共
性
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
、
食

の
給
付
と
キ
ヨ
メ
が
結
び
つ
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
首
都
の
秩

序
維
持
は
、
王
権
に
と
っ
て
は
国
家
の
秩
序
に
関
わ
る
問
題
で
あ

る
と
同
時
に
、
災
厄
を
避
け
た
い
と
願
う
都
市
住
民
の
共
通
願
望

で
も
あ
る
。
貧
者
へ
の
施
行
と
穢
を
除
去
す
る
清
掃
は
、
い
ず
れ

も
首
都
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
公
共
的
業
務
で
あ
り
、
首
都

の
公
共
性
を
担
う
王
権
は
、
検
非
違
使
を
使
っ
て
こ
れ
ら
を
遂
行

す
る
。
王
権
が
、
食
の
給
付
対
象
を
固
定
化
し
て
貧
民
を
公
的
奉

仕
か
ら
排
除
し
、
キ
ヨ
メ
を
担
わ
せ
る
賤
民
と
し
て
編
成
す
る
背

景
に
は
、
都
市
住
民
の
共
通
願
望
に
つ
な
が
る
公
共
性
の
問
題
が

あ
る
と
提
示
し
、
本
書
全
体
を
ま
と
め
あ
げ
る
。

研
究
の
蓄
積
が
極
め
て
厚
い
、
穢
と
ハ
ラ
エ
、
疫
神
祭
祀
、
さ

ら
に
被
差
別
身
分
の
形
成
を
含
む
広
範
な
分
析
対
象
に
つ
い
て
、

都
市
に
お
け
る
公
共
性
と
い
う
観
点
か
ら
現
在
の
研
究
状
況
に
見

通
し
を
示
し
た
こ
と
は
、
本
書
の
大
き
な
意
義
で
あ
ろ
う
。
ま
た

実
証
的
な
歴
史
研
究
に
、
公
共
性
と
い
う
概
念
を
本
格
的
に
導
入

し
た
こ
と
は
大
き
く
評
価
で
き
る
。
本
書
に
お
い
て
古
代
ギ
リ
シ

ア
や
中
国
の
例
を
あ
げ
、
比
較
研
究
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
異
分
野
と
の
連
携
は
歴
史
学
に
お
け
る
こ
の
概
念
を

よ
り
深
め
る
糸
口
と
な
ろ
う
。
以
下
で
は
、
本
書
の
基
盤
と
な
る

こ
の
公
共
性
と
い
う
概
念
に
関
連
し
て
、
今
後
の
活
発
な
議
論
を

期
待
す
る
立
場
か
ら
所
感
を
述
べ
た
い
。

ま
ず
公
共
性
と
い
う
概
念
を
い
か
に
取
り
扱
う
か
、
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
本
書
は
「
歴
史
上
の
公
共
性
を
論
じ
る
場
合
で
も
、

現
代
に
生
き
る
我
々
の
視
点
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

そ
こ
に
…
…
規
範
的
な
観
点
を
忍
び
込
ま
せ
る
こ
と
は
、
歴
史
的

に
多
様
に
存
在
し
た
公
共
性
を
分
析
し
、
ま
た
そ
の
問
題
点
を
論

じ
る
の
に
、
最
初
か
ら
制
約
を
設
け
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で

あ
ろ
う
か
」（
八
頁
）
と
、
規
範
的
公
共
性
に
疑
問
を
呈
す
る
。

こ
の
規
範
性
は
、
本
書
で
も
言
及
さ
れ
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
、
近

代
市
民
社
会
に
立
脚
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
公
共
性
を
理
想
化
し
た
た

め
に
、
公
共
性
の
議
論
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
公
共

性
の
射
程
が
そ
こ
に
止
ま
ら
な
い
こ
と
は
、
先
の
引
用
に
指
摘
さ

れ
る
通
り
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
の
よ
う
な
規
範
的
公
共

性
を
越
え
た
批
判
的
実
践
の
積
み
重
ね
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い

え
る
。

ま
た
本
書
が
公
共
性
の
定
義
に
お
い
て
依
拠
す
る
齋
藤
純
一
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『
公
共
性
』（
岩
波
書
店
、2000

）
で
は
、
公
共
性
が
用
い
ら
れ
る

意
味
合
い
と
し
て
、
国
家
に
関
係
す
る
公
的
な
（official

）
も
の
、

す
べ
て
の
人
び
と
に
関
係
す
る
共
通
の
も
の
（com

m
on

）、
誰

に
対
し
て
も
開
か
れ
て
い
る
（open

）
と
い
う
三
つ
の
意
味
を

挙
げ
る
。
共
通
願
望
・
共
通
観
念
を
主
要
な
分
析
タ
ー
ム
と
す
る

本
書
は
、
特
にcom

m
on

と
し
て
の
公
共
性
を
重
視
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
のcom

m
on

に
、
公
的
奉
仕
関

係
か
ら
排
除
さ
れ
公
共
的
職
務
に
編
成
さ
れ
る
賤
民
は
、
含
ま
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
共
通
願
望
・
共
通
観
念
の
主
体
の

大
部
分
を
占
め
る
は
ず
で
あ
る
、
都
市
の
中
間
層
に
対
す
る
分
析

が
充
分
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
十
世
紀
末
以
降
の
平
安
京
で

は
、
都
市
住
民
に
よ
る
地
域
社
会
の
形
成
が
複
数
確
認
さ
れ
、
都

市
が
分
節
化
さ
れ
て
い
く
様
子
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
な
段

階
に
至
っ
て
は
、
平
安
京
全
体
を
一
ま
と
ま
り
の
地
域
と
し
て
と

ら
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
都
市
住
民

の
結
び
合
う
か
た
ち
も
ま
た
、
多
様
で
あ
る
は
ず
だ
。
果
た
し
て

そ
の
よ
う
な
都
市
住
民
、
彼
ら
の
共
通
願
望
・
共
通
観
念
を
、
均

質
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
都
市
住

民
の
多
様
性
・
異
質
性
は
本
書
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
探
求
が
必
要
で
あ

ろ
う
。
本
書
の
注
に
お
い
て
、
祭
礼
の
主
体
と
な
っ
た
都
市
住
民

が
「
諸
司
に
勤
め
る
下
級
構
成
員
」、「
諸
司
・
諸
家
の
所
属
民
」

で
あ
っ
た
と
す
る
先
行
研
究
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
官
衙
町
の
研

究
を
参
照
す
れ
ば
「
官
司
へ
の
所
属
」
と
「
地
縁
的
な
結
合
」
と

の
連
動
、
あ
る
い
は
後
の
八
条
院
町
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
諸
家

の
所
属
民
」
と
「
地
縁
的
な
結
合
」（
二
三
四
頁
）
の
連
動
と
い

う
課
題
も
ま
た
、
視
野
に
入
り
う
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、

あ
る
い
は
『
今
昔
物
語
集
』
の
よ
う
な
都
市
住
民
の
姿
が
描
か
れ

る
説
話
集
を
糸
口
と
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
存
在
形
態
や
関
心
・

願
望
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
か
。

ま
た
本
書
で
は
「
公
共
的
問
題
が
…
…
王
権
に
よ
っ
て
担
わ
れ

る
こ
と
が
多
い
」（
六
頁
）、「
首
都
の
公
共
性
を
担
う
王
権
」（
三

三
八
頁
）
の
よ
う
に
、
都
市
住
民
の
共
通
願
望
の
実
現
を
担
う
の

が
専
ら
王
権
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
王
権
に
よ
る
首
都
の

秩
序
維
持
と
公
共
性
と
が
切
り
離
せ
な
い
関
係
で
あ
る
こ
と
に
異

論
は
な
い
が
、「
共
同
体
論
に
踏
み
込
ま
ず
」（
四
頁
）
と
は
い
え
、

公
共
性
のofficial

な
政
策
に
止
ま
ら
ず
、
都
市
住
民
自
身
が
公

共
性
を
担
うcom

m
on

に
よ
る
実
践
に
つ
い
て
も
、
議
論
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
る
。
評
者
は
、
都
市
住
民
が
朝
廷
の
政
策
か
ら

自
立
的
に
主
催
す
る
祭
り
―
―
松
尾
の
祭
り
や
稲
荷
祭
、
北
野
祭

に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
、
神
を
迎
え
て
祭
り
還
す

宗
教
的
実
践
は
、
都
市
住
民
自
身
が
彼
ら
の
居
住
す
る
地
域
社
会

書

評
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を
維
持
・
運
営
す
る
た
め
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
都
市
住
民
に

よ
る
公
共
性
の
実
践
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
は
、
公
共
性
の
実
現

に
お
い
て
、
王
権
と
は
異
な
る
回
路
が
存
在
し
得
る
こ
と
を
示
す

こ
と
に
つ
な
が
ろ
う
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
は
、
都
市
住

民
の
共
通
願
望
に
基
づ
く
公
共
性
を
と
り
こ
む
こ
と
で
、
賤
民
と

い
う
被
差
別
身
分
の
編
成
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
、
王
権
の
論

理
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

本
書
の
都
市
住
民
に
対
す
る
認
識
は
、
彼
ら
が
い
か
に
多
様
・

異
質
な
存
在
を
抱
え
込
ん
で
い
よ
う
と
も
、
そ
こ
に
は
そ
れ
ら
を

横
断
す
る
「
多
様
な
都
市
住
民
の
利
害
や
願
い
の
共
通
性
」、「
異

質
な
住
人
の
共
通
す
る
願
望
」（
四
頁
）
が
存
在
し
て
お
り
、
そ

れ
は
王
権
に
よ
る
首
都
、
さ
ら
に
は
国
家
の
秩
序
維
持
へ
の
指
向

と
合
致
し
て
い
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
よ
う
な
都
市
住
民
と
し
て
の
共
通
認
識
は
、
果
た
し
て
自
明
な

も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
多
様
で
異
質
な
都
市
住
民
の

あ
い
だ
に
「
わ
れ
わ
れ
意
識
」
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
繰
り
返
し

そ
れ
を
想
起
し
確
認
さ
せ
ら
れ
る
契
機
な
し
に
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

古
代
の
平
安
京
社
会
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
結
合
の
機

会
は
、
京
全
体
を
巻
き
込
む
大
災
害
の
よ
う
な
突
発
的
事
態
の
発

生
時
に
限
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
偶
発
的

契
機
に
依
拠
す
る
共
通
意
識
が
、
恒
常
的
に
維
持
さ
れ
続
け
た
と

は
思
わ
れ
な
い
。
都
市
住
民
に
と
っ
て
よ
り
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を

占
め
た
の
は
、
親
族
関
係
、
地
縁
や
職
能
、
信
仰
の
よ
う
な
日
常

的
な
実
践
の
な
か
で
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
身
近
な
世
界
で
の
共

属
感
覚
、
共
通
意
識
で
あ
っ
た
と
評
者
は
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な

「
わ
れ
わ
れ
意
識
」
は
ま
た
、
他
者
意
識
と
表
裏
一
体
で
あ
り
、

そ
れ
が
差
別
の
構
造
へ
と
つ
な
が
る
可
能
性
を
見
落
と
し
て
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。

公
共
性
と
い
う
問
題
設
定
は
、
現
在
を
理
解
す
る
た
め
に
、
過

去
の
事
実
が
も
つ
意
味
を
探
求
す
る
と
い
う
営
み
に
根
ざ
す
も
の

で
あ
る
と
考
え
る
。
本
書
が
、
歴
史
学
に
お
け
る
公
共
性
の
概
念

を
鍛
え
て
い
く
そ
の
端
緒
と
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
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