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前
回
は
、
古
代
の
村
の
人
口
規

模
に
つ
い
て
お
話
し
ま
し
た
が
、

今
回
は
、
そ
の
村
の
人
口
構
成
か

ら
当
時
の
人
々
の
生
活
を
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。大
宝
二（
七

〇
二
）
年
の
御
野
国
加
毛
郡
半
布

里
戸
籍
は
、
三
つ
の
村
を
ま
と
め

た
も
の
で
、
一
一
一
九
人
の
名
前

と
性
別
・
年
齢
が
戸
と
い
う
ま
と

ま
り
ご
と
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

古
代
の
戸
は
、
男
性
を
戸
主
と
し

て
戸
主
の
キ
ョ
ウ
ダ
イ
や
イ
ト
コ

を
含
む
、
い
く
つ
か
の
世
帯
の
複

合
体
で
し
た
。
現
在
で
は
戸
と
世

帯
は
、
ほ
ぼ
同
一
で
す
が
、
古
代

の
場
合
、
戸
の
中
に
い
く
つ
か
の

夫
婦
（
世
帯
）
を
含
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
半
布
里
の
人
口
構
成
は

典
型
的
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
に
な
り

ま
す
。
日
本
古
代
の
年
齢
区
分
は
、

Ⅰ
ワ
ク
ゴ
�
Ⅱ
ワ
ラ
ワ
・
メ
ノ
ワ

ラ
ワ
�
Ⅲ
ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ
�
Ⅳ

ヲ
ト
コ
・
ヲ
ミ
ナ
�
Ⅴ
ヲ
キ
ナ
・

ヲ
ウ
ナ
と
い
う
呼
称
の
変
化
が
認

め
ら
れ
ま
す
。
数
え
の
八
歳
ま
で

は
ワ
ク
ゴ
と
よ
ば
れ
、
こ
の
段
階

で
は
ま
だ
男
や
女
と
い
っ
た
性
が

分
化
し
て
い
な
い
状
態
に
あ
り
ま

し
た
。
八
歳
以
降
に
な
っ
て
、
女

（
メ
）
と
男
（
ヲ
）
に
区
分
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、童
男（
ワ
ラ
ワ
）・

童
女
（
メ
ノ
ワ
ラ
ワ
）
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
ワ
ラ
ワ
が
、
生
殖
可
能

な
状
態
に
な
る
と
ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト

メ
と
な
り
、
結
婚
し
た
ヲ
ト
メ
が

ヲ
ミ
ナ
と
よ
ば
れ
ま
す
。
古
代
の

場
合
、
法
律
上
、
男
性
は
十
五
歳
、

女
性
は
十
三
歳
か
ら
結
婚
が
可
能

で
す
。
こ
の
よ
う
な
年
齢
に
よ
る

区
分
は
、
髪
形
な
ど
に
も
表
現
さ

れ
る
の
で
、
一
見
し
て
も
わ
か
る

も
の
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
半
布
里
の
人
口
構

成
を
も
と
に
考
え
て
み
る
と
、
古

代
社
会
は
次
の
よ
う
な
特
徴
を
も

ち
ま
し
た
。
ま
ず
、
半
布
里
で
は

ワ
ク
ゴ
と
ワ
ラ
ワ
の
世
代
で
人
口

の
ほ
ぼ
半
分
近
く
を
占
め
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
は
、
村
に
は
大
勢

の
子
ど
も
が
い
た
こ
と
、
そ
れ
に

応
じ
て
大
勢
の
妊
婦
が
存
在
し
た

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
村
の
中

で
は
、
裸
ン
坊
に
近
い
格
好
の
子

ど
も
た
ち
が
、
は
し
ゃ
ぎ
ま
わ
っ

て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

童
男
・
童
女
が
オ
ト
ナ
の
補
助
労

働
に
従
事
し
て
い
る
様
子
が
万
葉

集
の
歌
な
ど
に
詠
み
こ
ま
れ
て
い

ま
す
。
水
汲
み
・
洗
濯
・
牛
飼
・

菜
摘
・
薪
拾
い
と
大
活
躍
で
、
こ

の
世
代
は
貴
重
な
村
の
労
働
力
で

も
あ
り
ま
し
た
。
も
う
ひ
と
つ
言

う
と
、
こ
の
人
口
構
成
は
、
年
齢

を
重
ね
る
に
従
っ
て
、
急
激
に
人

口
が
減
少
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

ヲ
キ
ナ
・
ヲ
ウ
ナ
と
い
っ
た
お
爺

さ
ん
・
お
婆
さ
ん
に
な
れ
る
可
能

性
は
高
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

村
に
大
勢
い
る
子
ど
も
た
ち
の
両

親
が
健
在
で
あ
る
と
は
限
り
ま
せ

ん
。
キ
ョ
ウ
ダ
イ
や
イ
ト
コ
、
そ

し
て
村
の
み
ん
な
の
助
け
が
重
要

な
意
味
を
も
ち
ま
し
た
。
古
代
の

人
々
に
と
り
、
生
と
死
は
き
わ
め

て
身
近
な
存
在
で
あ
り
、
多
産
と

と
も
に
多
死
を
特
徴
と
す
る
社
会

で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
こ
う
し
た
特
徴
を

具
体
的
に
把
握
し
て
み
た
い
の
で

す
が
、
当
時
の
乳
幼
児
死
亡
率
を

正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
り
、
現
在
の
よ
う
な
精
度
で
出

生
率
や
死
亡
率
、
平
均
余
命
を
算

出
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
、
あ
く
ま
で
も
大
雑
把
な

試
算
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
が
、
半

布
里
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
推
計
し

て
現
在
と
比
較
し
て
み
る
と
、
当

時
は
、
出
生
率
が
現
在
の
三
倍
以

上
、
死
亡
率
は
現
在
の
数
値
よ
り

二
桁
違
い
の
高
率
に
な
る
と
予
測

さ
れ
ま
す
。
出
生
時
の
平
均
余
命

は
大
体
三
〇
歳
前
後
で
あ
り
、
大

部
分
は
四
〇
代
で
死
亡
し
、
五
歳

以
下
の
乳
幼
児
死
亡
率
が
五
〇
％

程
度
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

現
在
の
出
生
時
の
平
均
余
命
は
、

女
性
で
八
五
歳
を
超
え
る
に
い
た

り
ま
し
た
（
二
〇
〇
二
年
）
が
、

女
性
の
出
生
時
の
平
均
余
命
が
は

じ
め
て
六
〇
歳
を
こ
え
た
の
は
、

一
九
五
〇
年
の
こ
と
で
す
。
そ
れ

以
前
は
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
に
高
く

は
あ
り
ま
せ
ん
。
比
較
的
研
究
が

進
ん
で
い
る
江
戸
時
代
の
場
合
、

平
均
余
命
は
社
会
階

層
や
地
域
に
よ
り
異

な
る
の
で
す
が
、
そ

れ
で
も
三
〇
歳
か
ら

四
〇
歳
程
度
で
あ
り
、

奈
良
時
代
の
平
均
余

命
が
三
〇
歳
前
後
と

い
う
の
は
、
あ
な
が

ち
的
外
れ
な
予
測
と

は
い
え
な
い
で
し
ょ

う
。
ち
な
み
に
、
水

稲
耕
作
が
開
始
さ
れ

る
以
前
の
縄
文
時
代

の
人
骨
を
分
析
し
た

古
病
理
学
の
立
場
か

ら
は
、
縄
文
時
代
の

出
生
時
平
均
余
命
は

十
五
歳
程
度
で
あ
っ

た
と
も
推
計
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
う
な
る

と
生
き
て
い
る
こ
と

す
ら
稀
で
あ
り
、
ま

し
て
や
子
ど
も
を
生

み
育
て
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、

よ
ほ
ど
の
幸
運
に
め
ぐ
ま
れ
な
い

と
不
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
縄
文
時
代
の
人

骨
が
現
在
ま
で
残
る
こ
と
が
稀
で

あ
り
、
限
ら
れ
た
資
料
か
ら
の
大

胆
な
推
測
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い

の
で
す
が
、
現
代
を
遡
る
ほ
ど
、

人
類
の
生
存
条
件
に
は
過
酷
な
も

の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

半布里の人口構成


