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日本古代において「生存」を問う

 

　

は
じ
め
に

　

現
在
、
日
本
の
人
文
学
は
、
そ
れ
を
担
う
研
究
者
の
再
生
産
も
困
難
に
な

り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
、
大
変
深
刻
な
事
態
に
あ
り
、
歴
史
学
も
そ
の
大
波
に

翻
弄
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
学
問
を
維
持
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
の
は
、
ほ
ん
の
一
握
り
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の

多
く
は
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
必
然
的
に
歴
史
学

そ
の
も
の
の
再
定
義
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
現
代
歴
史
学
研

究
の
役
割
を
考
え
る
際
に
、一
つ
の
鍵
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、史
料
ネ
ッ

ト
運
動
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

翻
っ
て
考
え
て
み
る
に
、
戦
後
歴
史
学
の
出
発
点
は
、
敗
戦
に
よ
り
大
日

本
帝
国
が
崩
壊
し
、戦
争
災
害
に
よ
っ
て
日
本
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
、

新
た
な
日
本
の
創
造
に
あ
っ
た
。一
九
五
〇
年
代
の
国
民
的
歴
史
学
運
動
は
、

そ
う
し
た
中
で
生
み
出
さ
れ
た
取
り
組
み
で
あ
っ
た
が
、運
動
そ
の
も
の
は
、

国
家
と
し
て
の
日
本
を
め
ぐ
る
政
治
的
な
争
い
の
な
か
で
、
す
ぐ
に
頓
挫
し

た（
１
）。

中
国
革
命
が
進
行
し
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
す
る
な
か
で
、
日
本
の
進
む
べ

き
道
を
め
ぐ
る
党
派
的
な
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
、
国
民
的
と
言
い
つ
つ
も
国

民
か
ら
の
支
持
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
を
担
っ
て
い
た
若
い
研
究

	

日
本
古
代
に
お
い
て

「
生
存
」
を
問
う

今 

津  

勝 

紀

者
の
学
問
が
そ
れ
に
十
分
に
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
、
学
術
の
世
界
か
ら
の
変
革
の
運
動
は
頓
挫
す
る
の
だ
が
、
見
逃

し
て
は
い
け
な
い
も
の
が
あ
る
。
国
民
的
歴
史
学
運
動
そ
の
も
の
は
挫
折
し

た
が
、
一
方
で
、
人
々
は
歴
史
を
自
ら
の
手
で
取
り
戻
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
岡
山
の
場
合
、
一
九
四
五
年
六
月
二
九
日
未
明
に
空
襲
を
受
け
、

城
下
は
焼
け
野
原
と
な
り
、
岡
山
城
天
守
閣
・
後
楽
園
が
焼
け
落
ち
た
。
し

か
し
、
敗
戦
後
、
す
ぐ
さ
ま
後
楽
園
の
復
旧
は
は
じ
ま
り
、
一
九
六
〇
年
代

に
は
岡
山
城
天
守
閣
の
「
再
建
」
が
実
現
す
る
。
岡
山
の
市
民
に
と
り
、
後

楽
園
と
岡
山
城
の
天
守
閣
は
町
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
地
域
の
歴
史
を
象
徴

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
過
程
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
固
有
の
由
緒
や

事
情
が
作
用
し
て
い
る
の
だ
が
、
と
も
あ
れ
、
こ
れ
を
「
復
興
」
す
る
わ
け

で
あ
る
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
岡
山
市
は
『
岡
山
市
史
』
の
編
纂
に
も
取
り
組

ん
で
い
る
が
、こ
れ
も
『
岡
山
市
史　

戦
災
復
興
編
』
の
刊
行
が
主
眼
で
あ
っ

た
。
岡
山
城
の
再
建
、
後
楽
園
の
復
旧
、『
岡
山
市
史
』
の
編
纂
は
、
そ
れ

ぞ
れ
事
業
の
主
体
は
異
な
る
が
、
地
域
社
会
が
歴
史
を
再
構
築
す
る
同
じ
プ

ロ
セ
ス
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
業
が
焼
け
野
原
と
な
っ
た
岡
山
の
再
生
の
総

括
、未
来
へ
の
橋
頭
堡
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
現
時
点
に
お
い
て
、

そ
の
内
容
を
評
価
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
る
が
、
確
実
に
、
地
域
社
会
は
復

興
の
た
め
の
歴
史
を
手
に
し
て
い
た
の
で
あ
る（
２
）。
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こ
れ
は
、や
は
り
大
事
な
こ
と
で
あ
っ
て
、同
じ
よ
う
な
意
味
を
史
料
ネ
ッ

ト
の
運
動
が
も
つ
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
歴
史
と
人
間
の
関
係
は
原
理
的
な

も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
遡
っ
て
、
幕
藩
体
制
が
崩
壊
し
近
代
日
本
が
成
立
す

る
の
に
と
も
な
い
、
大
日
本
国
家
史
を
支
え
る
史
料
の
掘
り
起
こ
し
、
収
集

と
保
管
が
行
わ
れ
、『
大
日
本
古
文
書
』・『
大
日
本
史
料
』
が
編
纂
さ
れ
る

の
も
構
造
は
一
緒
で
あ
る
。
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、
そ
の
主
体
で
あ
る
。

現
在
の
史
料
ネ
ッ
ト
運
動
は
、
一
九
九
五
年
一
月
の
阪
神
淡
路
大
震
災
か
ら

は
じ
ま
っ
て
、
す
で
に
四
半
世
紀
が
経
過
し
た
。
こ
の
間
、
日
本
列
島
の
各

地
で
災
害
が
発
生
し
、
地
域
社
会
は
深
刻
な
被
害
に
見
舞
わ
れ
て
き
た
。
史

料
ネ
ッ
ト
運
動
は
、
そ
れ
に
応
じ
て
全
国
に
展
開
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
底

流
に
は
、
地
域
の
歴
史
と
文
化
を
伝
え
る
も
の
の
保
全
と
活
用
を
通
じ
て
、

地
域
住
民
を
主
体
に
歴
史
と
文
化
を
再
認
識
し
、
新
し
い
生
存
と
生
活
の
場

を
作
っ
て
い
こ
う
と
い
う
大
き
な
う
ね
り
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

抽
象
的
な
表
現
だ
が
、人
間
は
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
の
な
か
で
生
き
て
い
る
。

人
間
は
、
誕
生
し
た
瞬
間
か
ら
所
与
の
関
係
に
取
り
込
ま
れ
、
自
ら
の
生
存

を
確
保
す
る
た
め
の
諸
関
係
を
時
に
選
択
し
、
創
出
す
る
。
そ
れ
を
総
括
す

る
の
が
家
族
、
地
域
、
国
家
で
も
あ
る
。
地
域
社
会
と
い
っ
た
抽
象
的
な
概

念
も
人
間
の
生
存
を
と
り
ま
く
諸
関
係
の
総
体
な
り
総
括
と
し
て
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
生
命
の
い
と
な
み
が
歴
史
で
あ
り
、
そ

の
様
式
が
文
化
で
も
あ
る
わ
け
で
、
私
た
ち
の
生
活
は
歴
史
と
文
化
に
よ
り

支
え
ら
れ
て
い
る
。
史
料
ネ
ッ
ト
運
動
の
底
流
に
は
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の

生
存
・
生
活
の
場
へ
の
眼
差
し
が
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
現
代
歴
史
学
が

果
た
す
べ
き
重
要
な
役
割
が
あ
る
よ
う
に
思
う（
３
）。

　
　
　

一
、
古
代
史
研
究
の
新
た
な
方
法
と
可
能
性

 

（１
）
歴
史
生
態
学
を
構
想
す
る

　

歴
史
学
は
過
去
の
人
間
の
活
動
を
研
究
対
象
と
す
る
が
、
人
間
や
社
会
を

内
在
的
に
捉
え
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
自
然
と
の
関
係
を
考
慮

し
よ
う
と
の
機
運
が
高
ま
っ
て
き
た
の
は
、そ
う
遠
い
昔
の
こ
と
で
は
な
い
。

こ
の
問
題
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
欧
米
の
研
究
が
先
行
し
て
お
り（
４
）、
日
本
で

は
、
よ
う
や
く
二
一
世
紀
に
至
っ
て
、
こ
う
し
た
課
題
へ
の
認
識
も
深
ま
り
、

例
え
ば
、
全
五
巻
か
ら
な
る
『
環
境
の
日
本
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年

～
二
〇
一
三
年
）
シ
リ
ー
ズ
な
ど
に
も
結
実
す
る（
５
）。

環
境
と
生
態
に
関
す
る
関

心
は
、
考
古
学
や
日
本
中
世
史
研
究
で
は
一
般
的
な
も
の
と
な
っ
た
感
も
あ

る
が（
６
）、

そ
れ
に
比
し
て
、
日
本
古
代
史
の
分
野
で
は
史
料
的
制
約
も
あ
り
、

研
究
は
著
し
く
立
ち
遅
れ
て
い
る（
７
）。
古
代
の
人
々
の
生
活
、
生
存
の
具
体
的

な
あ
り
方
は
、
人
間
の
文
化
的
・
自
然
的
条
件
に
規
定
さ
れ
た
、
そ
の
時
々

の
適
応
を
反
映
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
適
応
を
統
合
的
に
把
握

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
点
で
示
唆
を
与
え
る
の
が
生
態
学

で
あ
る
。

　

狭
義
の
生
態
学
と
は
、
生
物
学
の
一
分
野
で
あ
り
、
生
物
の
進
化
を
扱
う

よ
う
な
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ヒ
ト
の
環
境
へ
の
適
応
を
研
究
す
る

の
が
人
類
生
態
学
で
あ
る
。
医
学
・
生
物
学
・
気
候
学
な
ど
の
自
然
系
の
諸

分
野
と
、
人
類
学
・
社
会
学
・
地
理
学
な
ど
の
人
文
系
の
諸
分
野
の
協
力
が

不
可
欠
な
新
た
な
学
問
で
あ
る（
８
）。

人
間
は
社
会
を
構
成
し
文
化
・
文
明
を
有

す
る
点
で
、
動
植
物
の
生
態
を
問
う
の
と
は
異
な
る
。
そ
の
た
め
、
人
間
に
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ま
つ
わ
る
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
学
問
が
関
わ
っ
て
、
人
間
の
生
存
と
適
応
を
考

え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
一
九
世
紀
の
古
典
理
論
で
措
定
さ
れ
た
人
と
自

然
を
め
ぐ
る
哲
学
的
関
係
を
前
提
と
す
る
の
で
は
な
く
、
現
代
科
学
の
普
遍

的
な
文
脈
を
基
礎
に
、
そ
れ
は
組
み
立
て
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ

う
し
た
適
応
の
プ
ロ
セ
ス
、
地
球
上
に
拡
散
し
た
人
類
の
環
境
と
の
応
答
関

係
の
歴
史
性
が
問
題
で
あ
る
。言
う
な
ら
ば
歴
史
の
生
態
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、

歴
史
生
態
学
で
あ
る
。

　

類
人
猿
か
ら
進
化
す
る
過
程
に
お
い
て
、
人
類
は
ま
ず
直
立
二
足
歩
行
を

実
現
す
る
。
森
林
に
依
存
し
て
い
た
樹
上
生
活
を
捨
て
る
こ
と
で
、
広
範
囲

の
移
動
と
多
様
な
食
料
の
獲
得
が
可
能
に
な
り
、
生
存
の
た
め
の
適
応
範
囲

が
拡
大
し
た
。
ま
た
、
直
立
二
足
歩
行
の
た
め
に
は
、
股
関
節
の
幅
を
小
さ

く
保
つ
必
要
が
あ
り
、
新
生
児
は
脳
が
未
熟
な
状
態
で
生
ま
れ
る
こ
と
と
な

る
。
成
長
に
は
長
い
時
間
を
要
す
る
た
め
、
必
然
的
に
共
同
で
の
保
育
な
ど

社
会
性
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
が
、
人
間
の
初
発
の
段
階
で
生
存
を
ま
さ
に

左
右
す
る
の
が
授
乳
で
あ
り
、
そ
れ
は
社
会
的
関
係
の
中
で
実
現
し
た（
９
）。

そ

れ
ゆ
え
、沢
山
美
果
子
が
喝
破
し
た
よ
う
に
、現
在
に
至
る
ま
で
授
乳
・
生
育
・

保
育
を
取
り
巻
く
諸
関
係
は
、人
間
の
根
源
的
問
い
で
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、

地
域
や
時
代
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
を
も
ち
つ
つ
、
歴
史
的
な
展
開
を
た

ど
る
こ
と
に
な
る）
（1
（

	

。
そ
し
て
人
類
の
場
合
、
離
乳
を
早
め
る
こ
と
で
排
卵

を
回
復
し
、
出
産
周
期
を
短
縮
化
す
る
こ
と
で
多
産
が
実
現
す
る
が
、
と
り

わ
け
農
業
革
命
に
よ
り
高
栄
養
食
料
を
獲
得
し
、
離
乳
食
が
生
み
出
さ
れ
た

こ
と
は
、
ヒ
ト
個
体
群
の
増
加
に
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
。
人
類

は
、
社
会
的
な
生
態
系
の
中
で
人
口
を
増
大
さ
せ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

人
間
を
取
り
巻
く
生
態
系
、
言
い
換
え
れ
ば
歴
史
的
環
境
の
研
究
に
関

し
て
言
え
ば
、
欧
米
の
研
究
で
目
に
す
る
分
析
視
覚
が
「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス

（resilience

）」
で
あ
る）
（（
（

	

。
社
会
が
気
象
を
は
じ
め
と
す
る
環
境
変
化
や
災

害
に
ど
う
対
応
し
、
社
会
を
「
復
元
」
し
た
か
が
主
要
な
関
心
事
な
の
だ

が
、
社
会
の
「
復
元
」
を
考
え
る
た
め
に
は
、
人
間
が
ど
の
よ
う
に
生
き
延

び
た
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
生
存
の
歴
史

学
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
歴
史
学
界
で
は
二
〇
一
一
年
の

東
日
本
大
震
災
以
降
、
こ
う
し
た
問
い
か
け
が
自
覚
的
に
追
求
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
が）
（1
（

、
こ
れ
は
阪
神
淡
路
大
震
災
以
来
の
史
料
ネ
ッ
ト
運
動
の

延
長
上
に
あ
る
。
今
や
日
本
に
お
い
て
、
人
々
の
生
存
と
生
活
の
場
の
再
構

築
は
喫
緊
の
課
題
で
も
あ
る
の
だ
が
、
現
代
世
界
の
在
り
様
を
ふ
ま
え
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
人
類
普
遍
の
意
味
を
も
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

	

（
２
）
融
合
研
究
と
数
理
計
算
モ
デ
ル

　

固
有
の
方
法
を
も
つ
歴
史
学
に
は
、
個
別
の
課
題
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
は
大
切
な
役
割
で
あ
る
。
こ
の
点
は
こ
れ
か
ら
も
変
わ
る

こ
と
は
な
い
が
、
歴
史
的
な
生
態
系
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
や
は
り
総

合
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、
個
人
が
す
べ
て
を
引

き
受
け
る
の
は
、
不
可
能
で
あ
る
。
現
代
の
科
学
は
分
業
で
な
り
た
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
学
知
へ
の
リ
テ
ラ
シ
ー
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ

が
、
諸
科
学
と
の
協
業
を
恐
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
人
文
学
そ

の
も
の
も
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
使
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
資
料
学
を
組
み
替
え
る

デ
ジ
タ
ル
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
（Digital	Hum

anities

）
が
唱
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
り）
（1
（

、
処
理
デ
ー
タ
の
規
模
も
変
わ
り
、
資
料
を
通
じ
て
の
事

象
の
認
知
・
認
識
も
変
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
も
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は
や
歴
史
学
単
独
で
全
て
が
分
か
る
と
い
う
時
代
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
あ

ら
ゆ
る
自
然
科
学
、
生
命
科
学
な
ど
と
の
協
働
も
不
可
欠
で
あ
る
。
歴
史
学

が
独
占
し
て
き
た
文
字
資
料
に
よ
る
過
去
の
復
元
に
は
、
限
界
が
あ
る
こ
と

を
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
人
間
と
環
境
と
の
関
係
は
、
思
弁
的
に
措
定
さ
れ
る
だ

け
で
な
く
、検
証
可
能
な
形
で
把
握
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

統
計
な
ど
の
定
量
分
析
も
必
要
だ
が
、
古
代
史
研
究
で
は
統
計
的
な
処
理
に

適
し
た
史
料
が
存
在
し
な
い
た
め
、
数
値
に
よ
り
「
実
証
」
で
き
る
も
の
は

少
な
い
。
歴
史
学
は
、人
間
が
残
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
の
痕
跡
を
も
と
に
、

過
去
の
事
象
を
復
元
し
、
諸
関
係
を
理
解
す
る
学
問
で
あ
り
、
二
〇
世
紀
の

日
本
の
歴
史
学
、
な
か
で
も
戦
後
の
歴
史
学
研
究
は
、
そ
の
基
礎
に
史
料
の

厳
密
な
解
釈
を
お
い
て
き
た
。
こ
の
点
は
こ
れ
か
ら
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い

が
、
古
い
時
代
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
史
料
は
限
ら
れ
て
お
り
、
必
然
的
に

史
料
に
即
し
て
実
証
し
う
る
範
囲
は
狭
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
も
そ
も

歴
史
学
に
お
い
て
、
定
量
分
析
に
利
用
し
う
る
史
料
は
限
ら
れ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
手
法
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
の
だ
が
、
直
接
的
に
実
験
や
観
察
を
行
え
な
い
学
問
分
野

で
は
、
計
算
機
を
利
用
し
た
モ
デ
リ
ン
グ
に
よ
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
手

法
が
一
般
化
し
て
お
り
、
現
代
科
学
は
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
支
え
ら

れ
て
い
る
。
事
象
の
大
ま
か
な
把
握
に
は
、こ
う
し
た
分
析
も
有
効
で
あ
り
、

経
済
学
や
社
会
学
な
ど
で
も
普
遍
的
な
手
法
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
因
果
の
説
明
に
関
す
る
、
医
学
に
お
け
る
疫
学
の
考
え
方
も
参
考
に
な
る

だ
ろ
う）
（1
（

。
疫
学
を
支
え
る
の
は
統
計
学
で
あ
る
。
史
料
の
厳
密
な
解
釈
に
よ

り
、
押
さ
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
も
と
に
し
て
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り

モ
デ
ル
を
構
築
し
、
こ
れ
を
歴
史
の
解
釈
に
援
用
す
る
こ
と
は
有
効
と
考
え

る
。
こ
れ
ま
で
の
歴
史
学
に
お
け
る
「
実
証
」
か
ら
飛
躍
す
る
こ
と
に
も
な

る
が
、
こ
れ
に
よ
り
歴
史
学
の
可
能
性
も
大
き
く
広
が
る
の
で
あ
れ
ば
、
躊

躇
う
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
　

二　

人
口
と
環
境
抵
抗

 

（１
）
論
点
と
し
て
の
人
口

　

と
こ
ろ
で
、
人
間
と
自
然
環
境
の
応
答
関
係
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
を
直

接
、
取
り
扱
う
こ
と
は
困
難
を
と
も
な
う
。
事
象
が
一
対
一
で
対
応
す
る
の

で
は
な
く
、
複
雑
に
絡
ま
り
あ
っ
て
い
る
か
ら
だ
が
、
そ
の
分
、
多
様
な
分

析
の
視
点
が
あ
り
う
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
う
し
た
人
間
の
生

存
を
め
ぐ
る
応
答
関
係
を
総
括
的
に
表
現
す
る
も
の
と
し
て
、
ヒ
ト
個
体
群

の
あ
り
方
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
を
具
体
的
に
示
す
指
標
が
人
口
で
あ
る）
（1
（

。

　

ち
な
み
に
、
中
国
で
は
紀
元
前
の
秦
漢
帝
国
の
成
立
以
来
、
戸
を
単
位
に

戸
を
構
成
す
る
人
、
す
な
わ
ち
戸
口
総
数
の
把
握
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

る
。『
漢
書
』
地
理
志
に
は
、「
民
戸
千
二
百
二
十
三
万
三
千
六
十
二
、
口

五
千
九
百
五
十
九
万
四
千
九
百
七
十
八
」
な
ど
と
あ
り
、
漢
王
朝
の
支
配
下

の
戸
数
と
そ
の
戸
を
構
成
す
る
戸
口
の
総
数
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以

降
、
中
国
で
は
歴
代
王
朝
の
正
史
に
戸
口
統
計
が
掲
出
さ
れ
る
の
が
慣
例
化

す
る
が
、
戸
口
の
増
益
、
す
な
わ
ち
人
口
の
増
加
は
喜
ぶ
べ
き
事
で
あ
る
と

と
も
に
、
そ
う
し
た
人
間
を
統
治
す
る
各
王
朝
の
実
績
を
具
体
的
に
示
す
も

の
で
も
あ
っ
た）
（1
（

。

　

こ
う
し
た
人
口
現
象
へ
の
関
心
は
古
く
か
ら
あ
り
、
西
欧
で
は
、
死
亡
の



36 

日本古代において「生存」を問う

法
則
性
を
解
明
す
る
た
め
に
生
命
表
が
編
み
出
さ
れ
た
り
し
た
の
だ
が
、
現

在
で
は
人
口
学
と
し
て
独
立
し
た
学
問
分
野
を
形
成
し
て
い
る
。
人
口
学
は

出
生
や
家
族
形
成
、
死
亡
、
移
動
、
分
布
な
ど
の
人
間
活
動
を
定
量
的
に
明

ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
学
問
で
あ
り
、
人
口
の
数
量
的
デ
ー
タ
分
析
に
よ
る

人
口
統
計
学
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
予
測
す
る
た
め
の
数
理
モ
デ
ル
の
構

築
を
め
ざ
す
形
式
人
口
学
を
核
と
し
て
、
関
連
す
る
諸
学
問
と
連
携
し
て
現

代
の
人
口
問
題
の
理
解
と
解
決
に
む
け
た
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る）
（1
（

。
関
連
す

る
も
の
で
は
、
生
態
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
地
球
の
人
口
収
容
力
の
展
望

を
示
そ
う
と
す
る
現
実
の
問
題
解
決
型
の
研
究
や）
（1
（

、
人
口
学
の
理
論
そ
の
も

の
を
考
古
学
的
に
検
証
す
る
も
の
も
あ
る
が）
（1
（

、
過
去
の
人
口
現
象
に
着
目
し

て
歴
史
を
再
構
成
す
る
の
が
歴
史
人
口
学
で
あ
る
。

　

歴
史
人
口
学
自
体
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
フ
ラ
ン
ス
で
産
声
を
あ
げ
た
。
教

会
の
教
区
簿
冊
や
系
図
資
料
の
分
析
を
通
じ
て
、
出
生
・
婚
姻
・
死
亡
と
い
っ

た
人
口
学
上
の
指
標
を
示
す
こ
と
で
、
人
々
の
日
常
生
活
を
復
元
す
る
も
の

で
、
こ
れ
は
大
き
な
流
れ
と
し
て
は
社
会
史
研
究
に
位
置
付
く
も
の
で
あ
る
。

一
九
六
〇
年
代
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
経
済
史
研
究
者
を
中
心
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ

学
派
が
形
成
さ
れ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
全
域
の
教
区
簿
冊
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に

よ
る
計
算
機
を
利
用
し
た
解
析
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る）
11
（

。
こ
う
し
た
歴
史

人
口
学
に
注
目
し
、
日
本
で
そ
れ
を
切
り
拓
い
て
き
た
の
が
速
水
融
で
あ
り
、

速
水
は
近
世
の
宗
門
改
帳
の
分
析
を
通
じ
て
、
近
世
の
人
口
諸
現
象
の
解
明

を
行
っ
た）
1（
（

。
日
本
の
人
口
現
象
が
世
界
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

速
水
の
研
究
に
よ
る
も
の
で
、
一
七
世
紀
の
人
口
拡
大
と
一
八
世
紀
の
出
生
率

の
低
下
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
、
最
大
限
に
ま
で
拡
大
し
た
農
業
生
産
と
人
口
増

加
を
調
整
す
る
仕
組
み
、
幕
藩
体
制
下
の
仁
政
と
勤
勉
な
ど
が
注
目
さ
れ
て

い
る）
11
（

。
日
本
の
人
口
動
態
に
つ
い
て
は
、
近
代
以
降
は
人
口
統
計
も
整
備
さ
れ

研
究
も
蓄
積
さ
れ
て
お
り）
11
（

、
人
口
動
態
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
縄
文
か
ら
弥

生
の
変
化
で
も
行
わ
れ
て
い
る
が）
11
（

、古
代
か
ら
中
世
の
動
態
に
つ
い
て
は
Ｗ
・Ｗ
・

フ
ァ
リ
ス
の
研
究
が
あ
る
の
み
で
あ
り）
11
（

、
前
近
代
社
会
の
動
態
そ
の
も
の
が
課

題
で
も
あ
る）
11
（

。

	

（
２
）
環
境
抵
抗

　

ま
た
、
人
口
動
態
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
る
の
が
環
境
抵
抗
だ
が
、
短

期
的
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
の
が
飢
饉
と
疫
病
、
地
震
を
は
じ
め
と
す

る
自
然
災
害
と
戦
争
で
あ
り
、
長
期
的
な
変
動
に
よ
り
影
響
を
及
ぼ
す
の
が

気
候
変
動
で
あ
る）
11
（

。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
研
究
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

　

前
者
の
場
合
、
例
え
ば
疫
病
に
つ
い
て
は
、
医
学
史
研
究
で
の
言
及
は
こ

れ
ま
で
も
あ
る
が）
11
（

、
こ
の
点
に
関
し
て
の
古
典
的
な
研
究
に
ウ
イ
リ
ア
ム
・

Ｈ
・
マ
ク
ニ
ー
ル
の
仕
事
が
あ
げ
ら
れ
よ
う）
11
（

。
疫
病
研
究
の
古
典
で
あ
り
、

メ
キ
シ
コ
の
天
然
痘
、
中
国
の
狂
犬
病	

、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
腸
チ
フ
ス
な
ど

の
分
析
の
ほ
か
、
周
期
的
に
発
生
し
た
日
本
古
代
の
天
然
痘
に
も
注
目
し
、

世
界
的
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
て
い
る）
11
（

。
日
本
に
お
け
る
火
山
噴
火
や
地

震
な
ど
の
地
殻
災
害
と
社
会
の
関
係
の
研
究
は
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る

が）
1（
（

、
精
度
の
高
い
日
本
考
古
学
に
支
え
ら
れ
、
め
ざ
ま
し
い
成
長
を
遂
げ
つ

つ
あ
る）
11
（

。
今
後
の
成
果
が
期
待
さ
れ
る
分
野
で
あ
る
。
古
代
の
戦
争
に
つ
い

て
は
、
列
島
西
部
の
兵
を
動
員
し
て
大
敗
し
た
白
村
江
の
戦
い
後
、
防
衛
体

制
の
構
築
に
東
国
の
防
人
が
動
員
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
関
連
す
る
は
ず

だ
が
、
こ
う
し
た
関
心
か
ら
の
究
明
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

後
者
に
つ
い
て
は
、
世
界
的
な
研
究
と
し
て
、
Ｅ
・
ル
・
ロ
ワ
・
ラ
デ
ュ
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リ
に
よ
る
気
候
と
人
間
社
会
の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う）
11
（

。
気
候
学
・
気

象
学
・
地
理
学
・
歴
史
学
を
総
合
し
た
、
ま
さ
に
環
境
史
と
し
て
の
金
字
塔

的
研
究
だ
が
、
残
念
な
が
ら
西
洋
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
辺
境
日
本

の
分
析
は
な
い
。
ジ
ョ
ン
・
Ｌ
・	

ブ
ル
ッ
ク
に
も
気
候
変
動
か
ら
グ
ロ
ー
バ

ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
見
通
し
た
通
史
が
あ
る
が
、
日
本
は
数
行
ふ
れ
ら
れ
る
程

度
で
あ
り
、
分
析
の
主
た
る
関
心
は
そ
こ
に
は
な
い）
11
（

。
日
本
に
つ
い
て
の
専

論
は
、
Ｃ
・
タ
ッ
ト
マ
ン
の
林
政
史
の
研
究
が
あ
る
。
近
世
林
政
史
の
研
究

か
ら
出
発
す
る
日
本
環
境
史
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
研
究
で
ユ
ニ
ー
ク
な
も

の
だ
が
、
日
本
の
環
境
史
を
め
ぐ
る
専
論
で
あ
る
た
め
、
世
界
的
な
影
響
力

が
あ
る
。
古
代
の
部
分
で
は
、
六
世
紀
以
降
の
森
林
資
源
の
開
発
と
律
令
国

家
に
よ
る
権
力
組
織
の
形
成
に
よ
り
、都
城
に
集
中
す
る
シ
ス
テ
ム
と
飢
饉
・

疫
病
の
発
生
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
で
、
成
長
は
頭
打
ち
と
な
り
中
世
へ
と

い
う
モ
チ
ー
フ
で
描
か
れ
る）
11
（

。

　

こ
う
し
た
環
境
と
の
応
答
関
係
の
分
析
は
、
欧
米
の
場
合
、
先
史
時
代
の

研
究
で
も
行
わ
れ
て
い
る
が）
11
（

、
や
は
り
一
番
の
関
心
の
中
心
は
、
小
氷
期
の

分
析
に
あ
る）
11
（

。
め
ま
ぐ
る
し
く
変
動
す
る
気
温
に
翻
弄
さ
れ
た
小
氷
期
を
西

欧
の
人
々
が
ど
う
乗
り
越
え
た
か
が
課
題
の
核
心
で
あ
り
、
関
連
し
て
世
界

各
地
の
分
析
が
集
成
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
こ
の
時
期
を
め
ぐ
っ
て
は
、
日
本
で
も

西
谷
地
晴
美
や
磯
貝
富
士
男
が
先
駆
的
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
中
世
前
期
の

気
候
変
動
と
農
業
生
産
お
よ
び
支
配
関
係
の
変
化
が
論
じ
ら
れ
て
い
る）
11
（

。
中

世
後
期
の
慢
性
的
飢
饉
に
つ
い
て
は
田
村
憲
美
の
研
究
が
あ
り）
11
（

、
荒
廃
し
た

社
会
を
背
景
と
す
る
雑
兵
の
生
業
に
つ
い
て
の
藤
木
久
志
の
ユ
ニ
ー
ク
な
研

究）
1（
（

、
菊
池
勇
夫
の
一
連
の
近
世
の
飢
饉
を
め
ぐ
る
研
究
も
あ
る）
11
（

。
な
お
、
こ

の
点
に
関
し
て
は
、
中
塚
武
に
よ
る
長
期
に
わ
た
る
年
単
位
の
高
解
像
度
の

気
候
復
原
が
実
現
し
た
こ
と
が
大
き
な
成
果
で
あ
り）
11
（

、
今
後
、
日
本
の
気
候

変
動
に
と
も
な
う
諸
現
象
の
多
様
な
分
析
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

人
類
が
構
成
す
る
社
会
の
変
化
は
、
環
境
も
ふ
く
め
た
所
与
の
歴
史
的
諸

条
件
の
も
と
で
の
選
択
の
結
果
で
あ
る
。
人
類
史
は
、
ヒ
ト
の
環
境
へ
の
適

応
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
だ
が
、
地
球
上
に
拡
散
し
た

人
類
の
生
活
に
即
し
た
地
域
史
の
レ
ベ
ル
か
ら
組
み
立
て
直
す
こ
と
が
肝
要

で
あ
る
。
歴
史
学
や
考
古
学
な
ど
の
過
去
を
扱
う
学
問
は
、
人
類
の
環
境
へ

の
適
応
過
程
総
体
を
考
え
る
確
か
な
手
が
か
り
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
は

ず
で
あ
り
、
古
代
東
ア
ジ
ア
の
辺
境
で
あ
る
日
本
の
列
島
社
会
の
地
域
社
会

史
の
解
明
が
、
ど
の
よ
う
に
寄
与
し
う
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
人

間
の
生
存
と
生
活
に
即
し
て
多
様
な
適
応
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
、
十
分
に
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う）
11
（

。

　
　
　

三　
　

日
本
古
代
の
環
境
と
社
会

　

日
本
古
代
を
通
じ
て
み
る
と
気
象
は
、
六
世
紀
前
半
に
世
界
的
な
寒
冷
化

に
見
舞
わ
れ
る
が
、
八
世
紀
の
前
半
を
除
い
て
比
較
的
安
定
的
に
推
移
し
た

よ
う
で
あ
る
。
埋
没
樹
木
の
年
輪
酸
素
同
位
体
比
に
よ
る
高
解
像
度
の
古

気
候
復
原
に
よ
る
と
、
八
・
九
世
紀
は
全
体
と
し
て
乾
燥
気
味
で
は
あ
る
が
、

比
較
的
振
れ
幅
は
小
さ
い
。
た
だ
し
、
揺
ら
ぎ
の
大
き
い
時
に
は
深
刻
な
問

題
が
発
生
し
た
。
例
え
ば
、天
平
宝
字
六
年
か
ら
天
平
神
護
年
間
に
か
け
て
、

『
続
日
本
紀
』
の
記
事
を
拾
っ
て
も
飢
饉
と
疫
病
が
頻
発
す
る
が
、
気
象
の

デ
ー
タ
も
七
六
〇
年
代
か
ら
七
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
振
幅
は
大
き
な
も
の

が
あ
る
。
ま
た
、
九
世
紀
の
後
半
に
は
一
気
に
湿
潤
化
し
、
一
〇
世
紀
に
一



38 

日本古代において「生存」を問う

転
し
て
乾
燥
化
す
る
。
九
世
紀
後
半
の
仁
寿
年
間
に
は
か
な
り
雨
が
降
っ
て

い
た
よ
う
で
、
不
堪
佃
田
や
損
田
の
発
生
が
問
題
化
す
る
背
景
に
は
現
実
の

気
象
現
象
が
存
在
し
た）
11
（

。

　

古
代
に
お
い
て
は
、
旱
魃
・
霖
雨
な
ど
の
少
し
の
気
象
の
変
化
が
飢
饉
を

招
き
、
疫
病
を
誘
発
す
る
の
は
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
地
域
的
に

作
用
し
た
。
例
え
ば
、
八
世
紀
初
頭
の
慶
雲
年
間
の
飢
饉
の
事
例
だ
が
、
ま

ず
慶
雲
二
年
（
七
〇
五
）
は
、
か
な
り
の
旱
魃
の
年
で
、
二
十
カ
国
余
り
で

飢
饉
と
疫
病
が
発
生
す
る
（
是
年
条
）。
慶
雲
二
年
の
旱
魃
は
そ
の
年
の
収
穫

に
影
響
し
、
明
け
て
慶
雲
三
年
の
春
二
月
に
は
河
内
・
摂
津
・
出
雲
・
安
芸
・

紀
伊
・
讃
岐
・
伊
予
の
七
カ
国
で
飢
饉
が
発
生
す
る
（
庚
寅
）。
さ
ら
に
四
月

に
は
河
内
・
出
雲
・
備
前
・
安
芸
・
淡
路
・
讃
岐
・
伊
予
で
飢
饉
と
と
も
に

疫
病
が
発
生
し
（
壬
寅
）、
六
月
に
は
西
海
道
を
除
く
六
道
諸
国
で
賑
給
が
行

わ
れ
て
い
る
（
己
巳
）。
慶
雲
三
年
に
は
天
下
諸
国
で
疾
疫
が
多
く
有
り
、
百

姓
が
多
く
死
亡
し
た
た
め
、
始
め
て
土
牛
を
作
っ
て
大
儺
を
行
っ
た
こ
と
が

み
え
る
（
是
年
条
）。
四
年
に
も
疫
飢
は
天
下
に
み
ら
れ
る
が
（
丙
申
）、
と
り

わ
け
被
害
甚
大
で
あ
っ
た
の
は
丹
波
・
出
雲
・
石
見
の
三
カ
国
で
あ
っ
た
。

慶
雲
年
間
の
飢
疫
被
害
は
全
国
的
に
わ
た
る
が
、
慶
雲
三
年
の
場
合
、
天
下

と
さ
れ
る
被
害
諸
国
は
瀬
戸
内
海
沿
岸
諸
国
が
中
心
で
あ
り
、
慶
雲
四
年
の

場
合
は
山
陰
が
中
心
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
国
内
で
も
飢
疫
被
害
は
一
律
に
襲
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

貞
観
年
間
に
は
諸
国
で
飢
饉
と
疫
病
が
頻
発
し
て
お
り
、
貞
観
五
年
に
は
神

泉
苑
で
は
怨
霊
を
鎮
め
る
た
め
の
御
霊
会
が
執
り
行
わ
れ
た
り
す
る
が）
11
（

、
貞

観
七
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
と
り
わ
け
被
害
が
集
中
し
、
伊
勢
・
志
摩
・
因
幡
・

出
雲
・
隠
岐
・
美
作
・
備
前
・
備
中
と
い
っ
た
国
々
で
疫
病
の
被
害
が
発
生
す
る
。

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
十
月
八
日
条
に
は
、「
備
中
国

哲
多
英
賀
両
郡
百
姓
給
二
復
二
年
一
。
以
二
旱
疫
一
也
」
と
あ
り
、
備
中
国
の
被

害
は
、
山
間
部
の
哲
多
郡
と
英
賀
郡
で
発
生
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
飢
饉
は
疫

病
を
誘
発
す
る
が
、
そ
の
被
害
は
局
限
さ
れ
た
範
囲
で
発
生
し
た
。
飢
疫
と

さ
れ
る
現
象
は
地
域
的
に
作
用
す
る
環
境
抵
抗
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　

そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
だ
が
、
天
平
九
（
七
三
七
）
年
の
疫
病
流
行
の
被
害
は

こ
れ
ま
で
も
注
目
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
フ
ァ
リ
ス
の
研
究
と
そ
れ
を
再

評
価
し
た
本
庄
総
子
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
正
税
帳
に
残
さ
れ
た
出
挙
稲
の

免
税
率
を
根
拠
に
、
全
国
平
均
で
二
五
〇
‰
～
三
五
〇
‰
程
度
、
和
泉
な
ど

で
は
四
四
〇
‰
の
死
亡
率
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
ま
た
、
貞

観
七
・
八
年
の
二
カ
年
で
隠
岐
国
で
は
疫
死
し
た
百
姓
が
三
一
八
九
人
に
の

ぼ
っ
た）
11
（

。
こ
の
場
合
の
死
亡
率
だ
が
、
二
ヵ
年
の
死
亡
者
数
を
約
三
千
二
百

人
と
し
て
、
そ
れ
を
二
で
除
し
て
単
年
の
死
亡
者
数
と
仮
定
し
、
隠
岐
国

の
総
人
口
を
郷
数
か
ら
一
万
人
程
度
と
見
做
せ
ば
、
千
人
あ
た
り
死
亡
数

一
六
〇
人
の
死
亡
率
約
一
六
〇
‰
と
な
る
。
天
平
九
年
の
全
国
平
均
の
年
間

死
亡
率
に
比
す
る
と
単
年
で
は
半
分
程
度
で
は
あ
る
が
、
二
カ
年
で
は
ほ
ぼ

同
様
の
被
害
が
生
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
大
宝
二
年
の
御
野

国
加
毛
郡
半
布
里
戸
籍
で
の
粗
出
生
率
（CBR

）
は
三
五
‰
程
度
で
あ
っ
た
。

も
し
人
口
の
増
減
が
あ
ま
り
変
化
な
い
と
す
る
な
ら
ば
粗
死
亡
率
（CDR

）

も
同
程
度
で
あ
り
、
一
％
の
人
口
増
加
を
見
込
む
な
ら
粗
死
亡
率
は
二
五
‰

程
度
に
な
る
が
、
こ
の
時
の
隠
伎
国
で
推
定
さ
れ
る
死
亡
率
は
、
半
布
里
の

死
亡
率
の
実
に
約
四
倍
か
ら
六
倍
に
の
ぼ
る
の
で
あ
る
。
深
刻
な
疫
病
が
地

域
社
会
に
あ
た
え
る
衝
撃
は
い
か
ば
か
り
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
当
時

の
人
口
増
加
率
を
考
え
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な
被
害
を
蒙
っ
た
な
ら
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ば
、
容
易
に
人
口
が
回
復
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
飢
饉
や
疫
病

の
被
害
は
局
地
的
に
発
生
し
た
の
で
、
列
島
社
会
の
人
口
分
布
は
モ
ザ
イ
ク

状
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　

環
境
と
社
会
の
シ
ー
ソ
ー
ゲ
ー
ム
に
よ
り
古
代
社
会
は
変
化
し
て
ゆ
く
の

だ
が
、
古
代
と
い
う
世
界
な
り
社
会
を
考
え
る
上
で
、
そ
う
し
た
連
関
の
核

に
あ
る
も
の
は
何
か
と
い
う
と
、
や
は
り
即
自
的
に
重
要
な
の
は
、
気
象
や

社
会
の
安
寧
を
は
か
る
王
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
よ
く
知
ら
れ
る
事
例
に
、

皇
極
元
年
（
六
四
二
）
の
雨
乞
い
が
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
皇

極
元
年
は
春
三
月
に
雲
な
く
し
て
雨
が
降
る
な
ど
（
戊
午
）、
霖
雨
が
続
い
た

が
（
是
月
）、
夏
の
終
わ
り
に
大
干
魃
に
見
舞
わ
れ
る
（
六
月
是
月
）。
そ
し
て
、

七
月
二
五
日
に
至
っ
て
、
つ
い
に
、
村
々
の
祝
部
の
教
え
る
所
に
随
っ
て
、

或
い
は
牛
馬
を
殺
し
諸
社
神
を
祀
る
、
或
い
は
頻
り
に
市
を
移
す
、
或
い
は

河
伯
に
祈
る
も
効
果
が
な
か
っ
た
の
で
、
蘇
我
入
鹿
大
臣
は
寺
々
で
大
乗
経

典
を
転
読
し
、
悔
過
を
仏
典
に
則
っ
て
行
い
、
敬
い
て
雨
を
祈
る
こ
と
を
主

張
す
る（
戊
寅
）。
そ
の
二
日
後
の
二
七
日
に
は
恐
ら
く
百
済
大
寺
の
南
庭
に
、

仏
菩
薩
の
像
と
四
天
王
の
像
を
荘
厳
し
、
衆
僧
を
屈
請
し
て
大
雲
経
等
を
読

ま
せ
、
蘇
我
入
鹿
自
身
も
手
に
香
鑪
を
執
り
、
焼
香
し
て
発
願
し
た
と
こ
ろ

（
庚
辰
）、
翌
日
に
は
微
雨
が
み
ら
れ
る
が
（
辛
巳
）、
結
局
、
雨
を
祈
る
こ
と

能
わ
ず
と
し
て
、
二
九
日
に
は
読
経
を
停
止
す
る
に
い
た
る
（
壬
午
）。
そ
こ

で
、
翌
八
月
一
日
、
つ
い
に
皇
極
天
皇
自
ら
が
飛
鳥
川
の
上
流
の
南
淵
に
行

幸
し
て
、
四
方
を
跪
拝
し
天
を
仰
い
で
雨
を
祈
っ
た
と
こ
ろ
、
雷
と
と
も
に

大
雨
が
降
り
、
雨
ふ
る
こ
と
五
日
に
し
て
天
下
を
潤
し
た
。
そ
こ
で
、
天
下

の
百
姓
は
、
倶
に
万
歳
を
称
し
て
天
皇
の
徳
を
讃
え
た
と
伝
え
る
。

　

こ
の
一
連
の
記
事
で
注
目
し
た
い
の
は
、
第
一
に
、
当
時
の
雨
乞
い
に
つ

い
て
、
列
島
社
会
に
お
い
て
も
牛
馬
を
殺
し
神
々
を
祀
る
こ
と
や
、
市
を
移

す
こ
と
、
河
伯
に
祈
る
な
ど
の
習
わ
し
の
存
在
し
た
こ
と
で
、
第
二
に
は
、

村
々
の
雨
乞
い
か
ら
蘇
我
入
鹿
が
主
導
す
る
百
済
大
寺
で
の
雨
乞
い
、
さ
ら

に
は
天
皇
の
親
祭
に
よ
る
雨
乞
い
と
い
う
よ
う
に
、
雨
乞
い
が
重
層
的
に
構

成
さ
れ
て
お
り
、
最
終
的
に
天
皇
に
よ
り
総
括
さ
れ
た
点
で
あ
る
。

　

皇
極
元
年
の
雨
乞
い
で
は
、
女
帝
自
ら
が
四
方
を
跪
拝
し
て
雨
を
祈
る
の

だ
が
、
実
は
、
天
皇
に
よ
る
雨
乞
い
は
、
こ
の
ほ
か
に
桓
武
天
皇
に
も
例
が
あ

る
。
延
暦
七
年
（
七
八
八
）
の
夏
四
月
三
日
に
畿
内
に
遣
使
し
て
雨
を
祈
る

よ
う
に）
11
（

、
延
暦
七
年
は
旱
の
年
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
四
月
一
〇
日
に
は
馬
を
丹

生
川
上
社
に
奉
じ
て
雨
を
祈
る
が）
11
（

、
降
雨
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
い
に
、

四
月
一
六
日
に
、
前
年
の
冬
よ
り
雨
が
降
ら
な
い
こ
と
、
既
に
五
箇
月
を
経
て

灌
漑
は
已
に
竭
き
、
公
私
と
も
に
望
み
を
断
つ
と
い
う
状
態
に
い
た
り
、
こ
の

日
の
早
朝
、
桓
武
天
皇
は
沐
浴
し
て
庭
に
出
で
て
親
ら
雨
を
祈
る
。
す
る
と

雲
が
天
を
覆
い
雨
降
る
こ
と
滂
沱
と
い
う
験
が
あ
り
、
群
臣
は
み
な
舞
踏
し
て

万
歳
を
称
え
、
天
皇
の
「
聖
徳
至
誠
」
が
通
じ
た
こ
と
に
感
じ
入
っ
た
こ
と
を

伝
え
る）
1（
（

。
皇
極
女
帝
の
際
と
同
様
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
を
講
じ
て
雨
乞
い
を

行
う
が
、
そ
れ
で
も
効
果
の
な
い
場
合
に
王
権
に
よ
る
親
祭
が
行
わ
れ
、
そ
れ

に
よ
り
甘
雨
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
最
高
の
呪
術
的
機
能
を
果
た
す
の

は
、
王
権
に
よ
る
雨
乞
い
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た）
11
（

	

。

　

古
代
王
権
に
つ
い
て
、
と
も
す
れ
ば
抽
象
的
に
理
解
さ
れ
が
ち
だ
が
、
古

代
に
お
い
て
は
、
自
然
と
の
結
節
を
図
っ
て
い
た
の
は
王
で
あ
り
、
王
の
存

在
そ
の
も
の
、
そ
の
身
体
が
や
は
り
大
切
で
あ
る
。
祭
祀
を
行
う
首
長
は
、

日
本
列
島
に
昔
か
ら
あ
る
が
、
仏
教
や
儒
教
が
六
世
紀
に
伝
来
す
る
こ
と

で
、
王
を
め
ぐ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
荘
厳
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
現
象
も
、
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そ
う
い
っ
た
も
の
に
よ
り
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
清
浄
な
王
を
中
心
に

古
代
国
家
が
形
成
さ
れ
る
の
だ
が
、
王
権
の
下
に
都
市
が
生
ま
れ
、
王
権
に

奉
仕
す
る
体
制
も
整
備
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
古
代
国
家
の
統
治
シ
ス
テ
ム
そ

の
も
の
が
、
当
時
の
人
々
の
生
存
を
脅
か
す
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
に
な
っ
て

い
っ
た
。

　

公
民
か
ら
奴
婢
に
至
る
ま
で
の
隷
属
の
あ
り
方
は
国
家
的
に
構
造
化
さ
れ

て
お
り
、
公
民
は
貢
納
と
奉
仕
の
義
務
を
負
っ
た
。
元
日
の
朝
賀
儀
が
毎
年

繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
に
、
季
節
と
と
も
に
王
の
統
治
が
更
新
さ
れ
る
の
に

従
っ
て
、
貢
納
は
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
都
城
の
建
設
や
山
陵

の
造
営
に
も
畿
内
を
核
に
し
て
、
同
心
円
状
に
広
が
る
国
々
か
ら
役
夫
が
徴

発
さ
れ
た
。
列
島
規
模
の
人
の
移
動
を
考
え
る
な
ら
ば
、
地
域
間
の
交
流
、

王
宮
へ
の
上
番
や
奉
仕
な
ど
、
移
動
そ
の
も
の
は
古
く
か
ら
あ
る
が
、
七
世

紀
中
葉
以
降
に
、
都
城
の
造
営
が
本
格
化
し
、
あ
わ
せ
て
税
制
が
整
備
さ
れ

る
と
い
う
よ
う
に
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
日
本
律
令
国
家
が
成
立
す
る
の
に

と
も
な
い
、
脚
夫
や
役
夫
の
移
動
は
大
規
模
化
し
て
い
っ
た
。

　

現
在
、
平
城
京
の
定
住
人
口
は
十
万
前
後
も
し
く
は
十
万
人
を
切
っ
て
い

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
一
時
的
な
流
入
人
口
は
か
な
り
の
数
に

の
ぼ
っ
た
。都
城
に
は
一
年
を
通
じ
て
、つ
ね
に
三
千
人
か
ら
五
千
人
と
い
っ

た
規
模
で
脚
夫
が
流
入
し
て
お
り
、
役
夫
が
動
員
さ
れ
る
場
合
も
千
か
ら
万

の
単
位
で
徴
発
さ
れ
て
い
た
。
都
と
そ
の
周
辺
は
、
諸
国
か
ら
の
脚
夫
や
駄

馬
、
役
夫
で
溢
れ
か
え
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
古
代
最
大
の
人
口
集
中
地
で

あ
る
都
城
へ
と
上
京
し
た
脚
夫
や
役
夫
ら
は
、
そ
こ
で
さ
ま
ざ
ま
な
病
原
体

と
接
触
し
た
。
人
類
が
畜
群
を
管
理
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
犬
・
牛
な

ど
に
由
来
す
る
結
核
や
麻
疹
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
感
染
症
が
人
間
の
世
界
に
入

り
込
ん
で
く
る
が
、
こ
う
し
た
病
原
体
は
日
本
の
古
代
に
も
存
在
し
た
。
古

代
に
お
い
て
、
例
え
ば
天
然
痘
は
周
期
的
に
流
行
し
た
が
、
こ
う
し
た
感
染

症
の
病
原
体
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
一
定
程
度
の
人
口
の
集
中
が
必
要
で

あ
り
、
そ
の
最
た
る
も
の
が
都
城
で
あ
っ
た
。
汚
穢
に
満
ち
た
都
城
へ
の
人

口
集
中
は
、
病
原
体
と
の
接
触
機
会
を
拡
大
さ
せ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て

都
城
へ
と
中
央
化
さ
れ
る
人
と
物
の
シ
ス
テ
ム
を
介
し
て
、
列
島
各
地
に
疫

病
は
拡
散
す
る
の
で
あ
っ
た
。

 

お
わ
り
に

　

ア
フ
リ
カ
を
出
発
し
た
人
類
が
、
地
球
上
に
拡
散
し
て
一
〇
万
年
程
が
経

過
し
、
全
球
に
拡
散
し
た
人
類
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
自
然
環
境
に
適
応
し

つ
つ
変
化
を
遂
げ
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
最
近
の
一
万
年
で
農
業
革
命
を
へ

て
、
い
わ
る
ゆ
「
文
明
」
を
形
成
す
る
。
現
在
、
世
界
は
、
新
自
由
主
義
・

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
嵐
に
翻
弄
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
事
態
に
対
抗
も
し
く

は
、
対
応
し
て
地
域
へ
の
眼
差
し
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
国
家
や
民

族
と
い
っ
た
も
の
が
、
人
の
生
存
す
ら
脅
か
す
現
状
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、

そ
れ
と
は
異
な
る
仕
組
み
が
人
類
に
は
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。

地
球
と
い
う
物
理
的
制
約
の
な
か
で
人
類
が
生
き
延
び
る
に
は
、
集
中
と
分

散
、
大
型
と
小
型
、
一
様
と
多
様
を
比
較
す
れ
ば
容
易
に
わ
か
る
こ
と
だ
が
、

い
ず
れ
も
後
者
の
シ
ス
テ
ム
の
方
が
強
靱
で
あ
る
。
人
類
の
身
の
丈
に
即
し

た
、
多
様
で
開
か
れ
た
生
存
の
場
を
創
出
す
る
こ
と
は
喫
緊
の
課
題
で
も
あ

る
。
言
う
は
易
し
で
あ
る
が
、
現
代
歴
史
学
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
再
認
識

し
た
い
と
思
う
。
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な
お
、
当
日
は
以
上
の
ほ
か
に
、
古
代
の
人
口
動
態
に
つ
い
て
も
ふ
れ
た

が
、
別
稿
に
て
詳
細
を
述
べ
る
こ
と
と
し
た
た
め
、
こ
こ
で
は
割
愛
し
た
。

そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

註（
１
）	

唯
一
の
成
功
例
と
さ
れ
る
の
が
、
岡
山
県
美
咲
町
飯
岡
の
月
の
輪
古
墳
の
発
掘
運
動

で
あ
る
（
吉
田
晶
『
現
代
と
古
代
史
学
』
校
倉
書
房
、
一
九
八
四
年
）。

（
２
）		

今
津
勝
紀｢

災
害
と
地
域
社
会
―
岡
山
城
と
後
楽
園
を
中
心
に
―
」（
奥
村
弘
・

吉
川
圭
太
編
『
災
害
文
化
形
成
を
担
う
地
域
歴
史
資
料
学
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
二
一
年
、
予
定
）。

（
３
）
菅
豊
・
北
條
勝
貴
編
『
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
入
門
』（
勉
誠
出
版
、二
〇
一
九
年
）

は
、
新
た
な
社
会
化
さ
れ
た
歴
史
学
を
展
望
す
る
も
の
で
あ
り
、
有
益
で
あ
る
。

（
４
）
Ｊ
・
ド
ナ
ル
ド
・
ヒ
ュ
ー
ズ
『
環
境
史
入
門
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
）
も
参

照
の
こ
と
。

（
５
）	

な
お
水
島
司
編
『
環
境
に
挑
む
歴
史
学
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
）
は
地
球
全

体
を
対
象
と
し
た
日
本
の
歴
史
研
究
者
の
取
り
組
み
で
、
一
つ
の
到
達
点
を
示
し
て
い

る
。

（
６
）
考
古
学
で
は
安
斎
正
人
『
人
と
社
会
の
生
態
考
古
学
』（
柏
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）、

寺
村
裕
史
『
景
観
考
古
学
の
方
法
と
実
践
』（
同
成
社
、
二
〇
一
四
年
）、
中
世
史
研
究

で
は
、
春
田
直
紀
『
日
本
中
世
生
業
史
論
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
）、
橋
本
道
範

『
日
本
中
世
の
環
境
と
村
落
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
年
）、
佐
野
静
代
『
中
近
世

の
村
落
と
水
辺
の
環
境
史
：
景
観
・
生
業
・
資
源
管
理
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）

を
参
照
の
こ
と
。

（
７
）		

古
代
史
で
は
数
少
な
い
先
駆
的
な
成
果
に
、
宮
瀧
交
二
「
今
な
ぜ
環
境
史
・
災
害

史
の
視
点
か
」（『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
二
五
九
、二
〇
〇
五
年
）
が
あ
る
。

	

（
８
）	

大
塚
柳
太
郎
ほ
か
『
人
類
生
態
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）。
な

お
、Roy	Ellen.　

Environm
ent,	Subsistence	and	System

　

,	Cam
bridge,	

Cam
bridge	University	Press	,1982.

は
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
小
規
模
集
団
の
民
族
学

的
分
析
に
も
と
づ
く
生
態
学
的
な
社
会
理
論
、
文
化
的
適
応
、
技
術
革
新
を
論
じ
る
。

（
９
）
山
極
壽
一
『
家
族
の
起
源
―
父
性
の
登
場
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）。

（
10
）	

沢
山
美
果
子
『
出
産
と
身
体
の
近
世
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
八
年
）、
同
『
性
と
生

殖
の
近
世
』（
勁
草
書
房
、二
〇
〇
五
年
）、同
『
江
戸
の
捨
て
子
た
ち
：
そ
の
肖
像
』（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）、
同
『
近
代
家
族
と
子
育
て
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三

年
）、
同
『
江
戸
の
乳
と
子
ど
も　

い
の
ち
を
つ
な
ぐ
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）

を
参
照
の
こ
と
。

（
11
）		Bruce	L.Batten	and	Philip	C.	Brow

n	　

In	Environm
ent	and	Society	in	

the	Japanese	Islands:	From
	Prehistory	to	the	Present,.	Corvallis:	Oregon	

State	University	Press,	2015.

（
12
）		

阪
神
淡
路
大
震
災
以
降
の
仕
事
と
し
て
、
大
門
正
克
「
序
説
「
生
存
」
の
歴
史
学

―
「
一
九
三
〇
～
六
〇
年
代
の
日
本
」
と
現
在
と
の
往
還
を
通
じ
て
」（『
歴
史
学
研
究
』

八
四
六
、二
〇
〇
五
年
）、
大
門
正
克
・
岡
田
知
弘
・
河
西
英
通
・
川
内
淳
史
・
高
岡
裕

之
『「
生
存
」
の
東
北
史　

歴
史
か
ら
問
う
三
・
一
一
』（
大
月
書
店
、
二
〇
一
三
年
）

を
あ
げ
て
お
く
。

（
13
）		

こ
の
点
に
関
連
し
て
、国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
『
歴
史
研
究
と
「
総
合
資
料
学
」』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）
を
参
照
の
こ
と
。



42 

日本古代において「生存」を問う

（
14
）		

津
田
敏
秀『
市
民
の
た
め
の
疫
学
入
門　

医
学
ニ
ュ
ー
ス
か
ら
環
境
裁
判
ま
で
』（
緑

風
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
15
）		
大
塚
柳
太
郎
『
ヒ
ト
は
こ
う
し
て
増
え
て
き
た　

二
〇
万
年
の
人
口
変
遷
史
』（
新

潮
選
書
、
二
〇
一
五
年
）。

（
16
）		

池
田
温
『
中
国
古
代
籍
帳
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
）。

（
17
）		

稲
葉
寿
編
著
『
現
代
人
口
学
の
射
程
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
18
）		

ジ
ョ
エ
ル
・
Ｅ
・
コ
ー
エ
ン
『
新
「
人
口
論
」
生
態
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
』（
重
定
南

奈
子
・
瀬
野
裕
美
・
高
須
夫
悟
訳
、
農
文
協
、
一
九
九
八
年
）。

（
19
）		Andrew

	T.	Cham
berlain		Dem

ography	in	Archaeology		(		Cam
bridge	

M
anuals	in	Archaeology)	Cam

bridge	University	Press　

2006.

（
20
）	

Ｅ
・
Ａ
・
リ
グ
リ
ィ
『
人
口
と
歴
史
』（
速
水
融
訳
、
筑
摩
叢
書
、
一
九
八
二
年
）、

安
元
稔
『
イ
ギ
リ
ス
歴
史
人
口
学
研
究　

社
会
統
計
に
あ
ら
わ
れ
た
生
と
死
』（
名
古

屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
）。

（
21
）		

速
水
融
『
歴
史
人
口
学
研
究
』（
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）、
速
水
融
編
『
歴
史

人
口
学
と
家
族
史
』（
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）、
速
水
融
・
鬼
頭
宏
・
友
部
謙
一
『
歴

史
人
口
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
22
）		

マ
ッ
シ
モ
・
リ
ヴ
ィ
ー
バ
ッ
チ
『
人
口
の
世
界
史
』（
速
水
融
・
斎
藤
修
訳
、
東
洋

経
済
新
報
社
、
二
〇
一
四
年
）。

（
23
）		

関
山
直
太
郎
『
日
本
の
人
口
』（
至
文
堂
、
一
九
五
九
年
）、
高
橋
梵
仙
『
日
本
人

口
史
之
研
究　

第
一
』（
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
七
一
年
）。

（
24
）		Naoko　

M
atsum

oto	.	et	al.　

Cultural	and	Genetic　

Transm
ission	in	

the	Jom
on-Yayoi	Transition	Exam

ined	in	an	Agent-Based	Dem
ographic	

Sim
ulation	Juan	A.	Barcelo		Florencia	Del	Castillo	Sim

ulating	Prehistoric	

and	Ancient	W
orlds	Springer	International	Publishing	Sw

itzerland	2016

（
25
）		Farris,	W

illiam
	W
ayne.	Japan’s		M

edieval		Population:	Fam
ine	,	

Fertility,	and	W
arfare	in	a	Transform

ative	Age.	Honolulu:	University	of	

H
aw
ai‘i	Press,	2006.

（
26
）	Saito,	Osam

u.	“Clim
ate,	Fam

ines,	and	Population	in	Japanese	History:	

A	Long-Term
	Perspective.”	In	Environm

ent	and	Society	in	the	Japanese	

Islands:	From
	Prehistory	to	the	Present,	edited	by	Bruce	L.Batten	and	

Philip	C.	Brow
n,	213-229.	Corvallis:	Oregon	State	University	Press,	2015.	

（
27
）		

こ
の
点
に
関
連
し
て
、北
原
糸
子
編
『
日
本
災
害
史
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
六
年
）

を
あ
げ
て
お
く
。
中
国
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
関
心
は
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う

で
、
赫
治
清
編
『
中
国
古
代
災
害
史
研
究
』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）

が
あ
る
。

（
28
）		

代
表
的
な
も
の
を
あ
げ
て
お
く
。
富
士
川
游
『
日
本
医
学
史
』（
裳
華
房
、

一
九
〇
四
年
）。
酒
井
シ
ヅ
『
日
本
の
医
療
史
』（
東
京
書
籍
、
一
九
八
二
年
）、
服
部

敏
良
『
奈
良
時
代
医
学
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
七
年
、原
著
一
九
四
五
年
）、	

同
『
平
安
時
代
医
学
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
、
原
著
一
九
五
五
年
）。

（
29
）		

ウ
イ
リ
ア
ム
・
Ｈ
・
マ
ク
ニ
ー
ル
『
疫
病
と
世
界
史
』（
佐
々
木
昭
夫
訳
、
中
公
文

庫
、
二
〇
〇
七
年
、
原
著
一
九
七
六
年
）。

（
30
）		

山
本
太
郎
『
感
染
症
と
文
明
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
一
年
）。

（
31
）		

保
立
道
久
「
地
震
・
原
発
と
歴
史
環
境
学
－
九
世
紀
史
研
究
の
立
場
か
ら
」（
歴
史

学
研
究
会
編
『
震
災
・
核
災
害
の
時
代
と
歴
史
学
』
青
木
書
店
、二
〇
一
二
年
）、同
「
歴

史
学
か
ら
み
る
火
山
神
話
」（
桃
山
堂
編
『
火
山
と
日
本
の
神
話　

亡
命
ロ
シ
ア
人
ワ

ノ
フ
ス
キ
ー
の
古
事
記
論
』
桃
山
堂
、二
〇
一
六
年
）、益
田
勝
実
『
火
山
列
島
の
思
想
』

（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
五
年
、
原
著
一
九
六
八
年
）。

（
32
）		

柳
澤
和
明
「
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
陸
奥
国
巨
大
地
震
・
津
波
と
陸
奥
国
―
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発
掘
調
査
か
ら
知
ら
れ
る
被
害
と
復
興
を
中
心
と
し
て
―
」（『
史
林
』
九
六
―
一
、

二
〇
一
三
年
）、
高
橋
一
夫
・
田
中
広
明
『
古
代
の
災
害
復
興
と
考
古
学
』（
高
志
書

院
、
二
〇
一
三
年
）、
斎
野
裕
彦
『
津
波
災
害
痕
跡
の
考
古
学
的
研
究
』（
同
成
社
、

二
〇
一
七
年
）。

（
33
）		

Ｅ
・
ル
・
ロ
ワ
・
ラ
デ
ュ
リ
『
気
候
の
歴
史
』（
稲
垣
文
雄
訳
、
藤
原
書
店
、

二
〇
〇
〇
年
、
原
著
一
九
六
七
年
）、
同
『
気
候
と
人
間
の
歴
史
Ⅰ
―
猛
暑
と
氷
河　

一
三
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
』（
稲
垣
文
雄
訳
、
藤
原
書
店
、
二
〇
一
九
年
）。

（
34
）		Brooke,	John	L.	Clim

ate	Change	and	the	Course	of	Global	History:	A	

Rough	Journey.	London:	Cam
bridge	University	Press,	2014.

（
35
）		

コ
ン
ラ
ッ
ド
・
タ
ッ
ト
マ
ン
『
日
本
人
は
ど
の
よ
う
に
自
然
と
関
わ
っ
て
き
た
の

か　

日
本
列
島
誕
生
か
ら
現
代
ま
で
』（
黒
沢
令
子
訳
、
築
地
書
館
、
二
〇
一
八
年
）。

（
36
）		Burroughs,	W

illiam
	Jam

es.	Clim
ate	Change	in	Prehistory:	The	End	of	

the	Reign	of	Chaos	.	Cam
bridge:Cam

bridge	University	Press,	2005.	

安
斎
正

人
『
気
候
変
動
の
考
古
学
』（
同
成
社
、
二
〇
一
二
年
）。

（
37
）		Fagan,	Brian.	The	Great	W

arm
ing:	Clim

ate	Change	and	the	Rise	and	

Fall	of	Civilizations.	New
	York:	Bloom

sburyPress,	2008.

。
ブ
ラ
イ
ア
ン
・

フ
ェ
ー
ガ
ン
『
歴
史
を
変
え
た
気
候
大
変
動
』（
東
郷
え
り
か
・
桃
井
緑
美
子
訳
、
河

出
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
、
原
著
二
〇
〇
〇
年
）。

（
38
）		Parker,	Geoffrey.	Global	Crisis:	W

ar,	Clim
ate	Change	and	Catastrophe	

in	the	Seventeenth	Century.	Yale	UP,2013.

（
39
）		

西
谷
地
晴
美
「
中
世
前
期
の
温
暖
化
と
慢
性
的
農
業
危
機
」（『
民
衆
史
研
究
』

五
五
、一
九
九
八
年
）、磯
貝
富
士
男『
中
世
の
農
業
と
気
候　

水
田
二
毛
作
の
展
開
』（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）、
同
『
武
家
政
権
成
立
史　

気
候
変
動
と
歴
史
学
』（
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）。
な
お
、
西
谷
地
晴
美
編
『
気
候
危
機
と
人
文
学　

人
々
の

未
来
の
た
め
に
』（
か
も
が
わ
出
版
、
二
〇
二
〇
年
）
も
参
照
の
こ
と
。

（
40
）		

田
村
憲
美
『
日
本
中
世
村
落
形
成
史
の
研
究
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
四
年
）。

（
41
）		

藤
木
久
志
『
雑
兵
た
ち
の
戦
場	:	

中
世
の
傭
兵
と
奴
隷
狩
り
』（
朝
日
新
聞
社
、

一
九
九
五
年
）、
同
『
飢
餓
と
戦
争
の
戦
国
を
行
く
』（
朝
日
選
書
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
42
）		

菊
池
勇
夫
『
飢
饉
の
社
会
史
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
四
年
）、
同
『
近
世
の
飢
饉
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
）、
同
『
東
北
か
ら
考
え
る
近
世
史　

環
境
・
災
害
・
食

料
、
そ
し
て
東
北
史
像
』（
清
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）。

（
43
）		

中
塚
武
「
酸
素
同
位
体
比
年
輪
年
代
法
が
も
た
ら
す
新
し
い
考
古
学
研
究
の
可
能

性
」（『
考
古
学
研
究
』
六
二
―
二
、二
〇
一
五
年
）、
同
「
高
分
解
能
古
気
候
デ
ー
タ
を

用
い
た
新
し
い
歴
史
学
研
究
の
可
能
性
」（『
日
本
史
研
究
』
六
四
六
、二
〇
一
六
年
）。

伊
藤
啓
介
・
田
村
憲
美
・
水
野
章
二
編
『
気
候
変
動
か
ら
読
み
な
お
す
日
本
史　

４　

気
候
変
動
と
中
世
社
会
』（
臨
川
書
店
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
44
）	

こ
の
点
に
関
連
し
て
湯
浅
赳
男
『
文
明
の
人
口
史
―
人
類
と
環
境
と
の
衝
突
、
一
万

年
史
』（
新
評
論
、
一
九
九
九
年
）
は
人
口
を
文
明
史
と
し
て
通
史
的
に
見
通
し
た
先

駆
的
業
績
で
あ
る
。

（
45
）		

今
津
勝
紀
「
日
本
古
代
の
気
象
と
王
権
―
九
世
紀
後
半
の
全
般
的
危
機
―｣

（
中
塚

武
編
『
気
候
変
動
か
ら
読
み
直
す
日
本
史　

３　

先
史
・
古
代
の
気
候
と
社
会
変
化
』

臨
川
書
店
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
46
）	『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
五
月
廿
日
条
。

（
47
）		

本
庄
総
子
「
日
本
古
代
の
疫
病
と
マ
ク
ニ
ー
ル
・
モ
デ
ル
」（『
史
林
』
一
〇
三
―
一
、

二
〇
二
〇
年
）。

（
48
）	『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
二
年
八
月
五
日
条
。

（
49
）		『
続
日
本
紀
』
延
暦
七
年
四
月
庚
辰
条
。

（
50
）		『
続
日
本
紀
』
延
暦
七
年
四
月
丁
亥
条
。
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（
51
）		『
続
日
本
紀
』
延
暦
七
年
四
月
癸
巳
条
。

（
52
）		

こ
の
点
に
つ
い
て
は
琉
球
王
権
で
も
同
様
で
、「
雨
乞
之
獄
」
に
は
「
大
旱
之
時
、

為
雩
、
聖
上
有
行
幸
也
」
と
み
え
る
（「
城
中
御
嶽
併
首
里
中
御
嶽
年
中
祭
祀
」『
琉
球

国
由
来
記
』
巻
五
、『
琉
球
史
料
叢
書
』	

第
一
巻
）。


