
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。『
書
紀
』
の
暦
日
は
、
編
纂

過
程
全
体
に
お
け
る
そ
の
位
置
付
け
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
中
国
正
史
や
『
続
日
本
紀
』
以
降

の
日
本
の
国
史
に
お
い
て
は
、
暦
日
が
歴
史
書
編
纂
事
業
に
お
け
る
重

点
に
な
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
中
国
で
は
起
居
注

の
誕
生
に
よ
っ
て
記
録
編
纂
と
保
存
の
シ
ス
テ
ム
が
格
段
に
向
上
し
、

更
に
隋
唐
代
に
到
る
と
実
録
が
生
み
出
さ
れ
て
、
律
令
制
の
発
展
と
共

に
安
定
的
な
分
業
専
門
体
制
が
確
立
さ
れ
た
。
日
本
に
お
い
て
も
律
令

制
の
導
入
以
降
は
こ
の
体
制
が
継
受
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
仕
組
み
が

『
続
日
本
紀
』
以
降
の
国
史
に
お
け
る
編
纂
体
制
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
段
階
に
お
い
て
は
、
暦
日
と
い
う
も
の

は
記
事
に
付
さ
れ
る
一
要
素
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
が
歴
史
書
編
纂
事
業
全

体
に
影
響
を
与
え
る
存
在
に
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
『
書
紀
』
に
お
い
て
の
暦
日
は
全
く
異
な
る
存
在
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
原
史
料
に
お
い
て
は
殆
ど
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

『
書
紀
』
編
纂
時
に
お
い
て
長
期
に
及
ぶ
膨
大
な
復
元
暦
を
作
成
し
て

人
為
的
に
設
定
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
存
在
で
あ
る

『
書
紀
』
の
暦
日
は
、
他
の
歴
史
書
に
お
け
る
暦
日
の
存
在
と
は
全
く

異
質
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
観
点
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
『
書
紀
』
全
体

の
編
纂
過
程
に
お
け
る
暦
日
設
定
作
業
の
位
置
付
け
と
い
う
も
の
は
、

極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
書
紀
』
の
暦
日
に
関
す
る
考
察
に
つ
い
て
、
そ
の
位
置
付
け
を
よ
り

詳
し
く
検
討
し
て
い
く
こ
と
は
、
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

近
世
農
村
社
会
に
お
け
る
死
亡
構
造
の
研
究

―
死
亡
構
造
の
近
世
的
特
質
と
そ
の
変
容
過
程
―

杉
山
　
聖
子

一．

課
題
と
意
義

本
研
究
は
近
世
後
期
か
ら
昭
和
期
の
農
村
社
会
を
取
り
上
げ
て
、
死

亡
構
造
の
近
世
的
特
質
と
そ
の
変
容
過
程
の
解
明
と
い
う
課
題
の
追
究

を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
近
世
後
期
の
安
芸
国
賀
茂
郡
黒
瀬
組
、
ま
た

は
近
代
の
広
島
県
賀
茂
郡
に
お
い
て
、
黒
瀬
と
総
称
さ
れ
た
地
域
を
主

要
な
分
析
対
象
と
し
た
。
先
行
の
諸
研
究
に
対
し
て
、
本
研
究
が
持
つ

特
色
・
意
義
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
に
、
寺
院
過
去
帳
を
基
礎
史
料
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世

後
期
か
ら
昭
和
期
に
わ
た
り
、
連
続
し
た
死
亡
者
情
報
に
基
づ
く
長
期

的
分
析
を
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
歴
史
人
口
学
研
究
は
、
宗
門

改
帳
を
主
な
史
料
と
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
研
究
者
た
ち

か
ら
は
、
過
去
帳
の
方
が
死
亡
記
録
と
し
て
宗
門
改
帳
よ
り
も
有
用
で

は
な
い
か
と
の
指
摘
が
出
て
い
る
。
死
亡
発
生
傾
向
の
分
析
に
関
連
し

て
、
宗
門
改
帳
か
ら
の
情
報
で
は
、
近
世
後
期
の
正
確
な
乳
児
死
亡
数
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が
把
握
で
き
な
い
、
さ
ら
に
近
代
の
死
亡
情
報
と
の
連
結
が
難
し
い
と

い
っ
た
問
題
を
ふ
ま
え
て
の
指
摘
で
あ
る
。
本
研
究
で
は
、
そ
う
し
た

先
行
研
究
の
史
料
的
限
界
を
、
寺
院
過
去
帳
の
死
亡
者
情
報
を
基
礎

に
、
死
亡
者
指
数
と
い
う
分
析
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服

し
た
。

第
二
に
、
近
世
農
村
に
お
け
る
大
量
死
亡
の
頻
発
、
す
な
わ
ち
歴
史

人
口
学
で
い
う
死
亡
ク
ラ
イ
シ
ス
の
周
期
的
発
生
と
い
う
事
態
に
注
目

し
て
、
死
亡
構
造
分
析
を
進
め
た
こ
と
で
あ
る
。
近
世
後
期
の
農
村
社

会
で
は
、
飢
饉
や
伝
染
病
を
契
機
と
し
て
、
し
ば
し
ば
大
量
死
亡
の
発

生
が
み
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
死
亡
原
因
を
は
じ

め
死
亡
者
の
年
齢
別
・
男
女
別
・
月
別
分
布
な
ど
、
大
量
死
亡
の
実
態

解
明
に
焦
点
を
絞
っ
た
研
究
は
意
外
に
少
な
い
。

歴
史
人
口
学
の
研
究
者
が
人
口
動
態
へ
の
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
、

死
亡
ク
ラ
イ
シ
ス
に
も
関
心
を
寄
せ
て
い
る
が
、
個
々
の
ク
ラ
イ
シ
ス

時
の
死
亡
実
態
に
対
す
る
関
心
は
必
ず
し
も
高
い
と
は
い
え
な
い
。
近

世
後
期
の
死
亡
ク
ラ
イ
シ
ス
が
総
体
と
し
て
、
長
期
的
な
人
口
動
態
に

与
え
た
影
響
を
検
証
す
る
こ
と
が
、
主
要
な
関
心
と
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
、
近
世
後
期
の
農
村
社
会
に
お
い
て
、
死
亡
ク
ラ

イ
シ
ス
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
高
い
関
心
を
も
っ
て
い
る
。

そ
こ
に
近
世
農
村
社
会
が
有
す
る
固
有
の
特
質
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
に
、
近
世
農
村
社
会
の
死
亡
構
造
に
お
い
て
、
地
域
差
や
階
層

差
が
存
在
し
た
こ
と
を
意
識
し
て
研
究
を
進
め
た
こ
と
で
あ
る
。
周
知

の
よ
う
に
、
近
世
後
期
の
日
本
社
会
は
地
域
差
と
と
も
に
、
階
層
差
の

大
き
い
社
会
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
農
村
社
会
の
死
亡
実
態
に
も
反
映

さ
れ
て
、
死
亡
構
造
上
の
地
域
差
や
階
層
差
が
明
確
で
あ
っ
た
と
の
推

論
も
成
り
立
つ
。
さ
ら
に
、
死
亡
ク
ラ
イ
シ
ス
発
生
時
の
死
亡
リ
ス
ク

上
昇
に
つ
い
て
も
、
地
域
差
や
階
層
差
が
み
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
近
世
・
近
代
の
死
亡
研
究
全
体
が
立
ち
遅
れ
た
現
状
に
あ
り
、

そ
う
し
た
死
亡
実
態
上
の
地
域
差
や
階
層
差
を
意
識
し
た
先
行
研
究
は

ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
本
研
究
で
は
、
死
亡
構
造
に
お
け
る
地
域
差

と
階
層
差
の
存
在
を
検
証
し
よ
う
と
し
た
。

二．

主
な
研
究
成
果

①
　
近
世
後
期
か
ら
近
代
に
お
け
る
死
亡
構
造
の
歴
史
的
変
化

斎
藤
修
は
、
東
京
都
国
分
寺
市
の
寺
院
過
去
帳
や
医
師
の
記
録
等
を

利
用
し
た
斎
藤
（
一
九
八
七
）
等
に
よ
っ
て
、「
前
近
代
日
本
の
死
亡

パ
タ
ー
ン
」
が
基
本
的
に
は
高
乳
児
死
亡
と
高
妊
産
婦
死
亡
に
特
徴
づ

け
ら
れ
る
こ
と
、
そ
れ
は
近
世
の
み
な
ら
ず
明
治
期
の
パ
タ
ー
ン
で
も

あ
っ
た
こ
と
、
明
治
年
間
を
通
じ
て
死
亡
を
め
ぐ
る
状
況
に
大
き
な
改

善
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
等
を
明
ら
か
に
し
た
。
近
世
か
ら
近
代
の

死
亡
動
向
に
つ
い
て
、
初
め
て
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
提
起

さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
斎
藤
の
研
究
を
除
く
と
、
近
世
か
ら

近
代
へ
の
連
結
を
意
識
し
た
死
亡
研
究
は
ほ
と
ん
ど
進
展
し
て
い
な
い
。
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本
研
究
は
、
黒
瀬
の
一
寺
院
過
去
帳
を
基
礎
史
料
に
、
近
世
後
期
と

近
代
と
の
連
続
的
分
析
を
通
じ
て
、
死
亡
構
造
の
歴
史
的
変
化
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
し
た
。
大
き
な
成
果
は
、
乳
幼
児
を
含
ん
だ
死
亡
者
数

の
推
移
を
、
先
行
研
究
に
比
し
て
高
い
精
度
で
把
握
し
た
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
瀬
戸
内
内
陸
地
域
の
一
事
例
と
い
う
前
提
は
あ
る
が
、

変
化
の
道
筋
に
つ
い
て
、
一
定
の
仮
説
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

近
世
後
期
の
死
亡
構
造
が
高
乳
児
死
亡
と
高
妊
産
婦
死
亡
を
特
徴
に

す
る
と
い
う
点
で
は
、
黒
瀬
組
の
場
合
も
、
斎
藤
の
描
い
た
イ
メ
ー
ジ

か
ら
大
き
く
は
ず
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
、
近
代
の
死
亡
構
造
、

と
り
わ
け
近
世
的
な
特
徴
、
斎
藤
の
言
う
「
前
近
代
日
本
の
死
亡
パ
タ

ー
ン
」
が
変
化
し
て
い
く
時
期
・
過
程
に
つ
い
て
は
、
異
な
る
イ
メ
ー

ジ
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

「
変
化
の
芽
」
は
明
治
後
期
に
確
認
で
き
、
そ
の
変
化
を
生
ん
だ
主

要
因
は
二
つ
で
あ
っ
た
。
第
一
は
明
治
後
期
に
は
、
乳
幼
児
の
死
亡
を

め
ぐ
る
状
況
が
、
大
幅
に
改
善
さ
れ
た
こ
と
。
第
二
に
明
治
後
期
を
画

期
と
し
て
、
青
年
層
を
中
心
に
、
資
本
主
義
発
展
の
影
響
を
受
け
た
新

た
な
死
亡
状
況
が
拡
大
し
た
こ
と
で
あ
る
。

②
　
死
亡
ク
ラ
イ
シ
ス
か
ら
み
た
近
世
後
期
の
死
亡
構
造

黒
瀬
組
の
場
合
、
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
か
ら
慶
応
三
年
（
一
八

六
七
）
ま
で
の
九
十
六
年
間
に
お
い
て
、
平
年
水
準
か
ら
50
％
以
上
の

死
亡
者
増
加
が
起
こ
っ
た
高
死
亡
年
は
十
一
ヶ
年
に
達
す
る
。
先
行
研

究
が
取
り
上
げ
て
こ
な
か
っ
た
西
日
本
の
農
村
地
域
に
お
い
て
も
、
死

亡
ク
ラ
イ
シ
ス
が
、
十
年
に
一
回
ほ
ど
と
い
っ
た
頻
度
で
発
生
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
大
量
死
亡
の
発
生
が
、
明
治
以
降
の
近
代
に
な
る
と
、
次

第
に
減
少
し
、
や
が
て
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
注
目
す
べ
き
動
き
で
あ

り
、
近
世
と
近
代
を
分
か
つ
、
死
亡
状
況
上
の
大
き
な
変
化
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
動
き
を
ふ
ま
え
、
筆
者
は
死
亡
構
造
の
近

世
的
特
質
と
し
て
、
死
亡
ク
ラ
イ
シ
ス
の
発
生
に
注
目
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
死
亡
ク
ラ
イ
シ
ス
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
近
世

農
村
社
会
が
有
す
る
固
有
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
も
つ

な
が
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
研
究
は
死
亡
ク
ラ
イ
シ
ス
へ
の

関
心
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
人
口
動
態
へ
の
影
響
を
検
証
し
よ
う
と
す

る
歴
史
人
口
学
の
先
行
研
究
と
は
、
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
た
。

歴
史
人
口
学
研
究
で
は
、
速
水
・
鬼
頭
（
一
九
八
九
）
等
の
よ
う
に
、

人
口
動
態
へ
の
影
響
と
い
う
長
期
的
観
点
か
ら
、
天
保
飢
饉
を
従
来
の

研
究
に
比
べ
て
、
過
小
に
評
価
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
黒
瀬
組
の

場
合
も
、
先
行
研
究
の
事
例
と
同
様
、
天
保
飢
饉
は
近
世
後
期
の
死
亡

ク
ラ
イ
シ
ス
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
地
域
社
会
へ
の
影
響
と
い

う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
甚
大
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
天
保
飢
饉
下
で
の
大
量
死
亡
は
、
成
人
死
亡
者
が
顕
著
に
増
加
す

る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
他
の
ク
ラ
イ
シ
ス
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て

い
た
。
他
の
ク
ラ
イ
シ
ス
は
、
死
亡
者
の
数
や
そ
の
年
齢
分
布
か
ら
み
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れ
ば
、
地
域
社
会
へ
の
影
響
が
限
定
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
と
判
断

さ
れ
る
。
死
亡
ク
ラ
イ
シ
ス
の
実
態
解
明
を
進
め
る
う
え
で
、
天
保
飢

饉
に
注
目
す
る
こ
と
は
や
は
り
重
要
で
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
近
世
後
期
最
大
の
死
亡
ク
ラ
イ
シ
ス
と
し
て
、
人
口
動
態
に
加
え
、

地
域
社
会
へ
の
影
響
が
多
面
的
に
検
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

黒
瀬
組
の
死
亡
ク
ラ
イ
シ
ス
年
に
お
い
て
は
、
ど
の
年
次
も
何
ら
か

の
伝
染
病
が
流
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
麻
疹
や
コ
レ
ラ
を
始

め
、
伝
染
病
を
原
因
と
す
る
死
亡
ク
ラ
イ
シ
ス
に
つ
い
て
、
先
行
研
究

は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
て
い
な
い
。
乳
幼
児
を
含
め
た
死
亡
者
数
把
握

の
限
界
か
ら
、
成
人
死
亡
者
の
目
立
つ
飢
饉
年
な
ど
に
、
分
析
が
限
ら

れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
黒
瀬
組
で
の
分
析
結
果
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

伝
染
病
特
有
の
性
質
が
感
染
者
の
広
が
り
を
規
定
し
、
大
量
死
亡
の
実

態
を
特
徴
づ
け
る
と
い
う
傾
向
が
確
か
め
ら
れ
た
。
常
態
的
に
乳
幼
児

の
死
亡
者
が
多
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
ひ
と
た
び
成
人
層
に
伝
染
病
の
流

行
が
広
が
る
と
、
大
量
死
亡
の
実
態
は
極
め
て
特
徴
的
な
も
の
と
な

っ
た
。

③
　
近
世
後
期
の
死
亡
構
造
に
あ
ら
わ
れ
た
地
域
性
と
階
層
性

近
世
後
期
の
瀬
戸
内
農
村
で
は
、
畿
内
農
村
に
次
ぐ
経
済
的
発
展
が

み
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
本
研
究
で
は
死
亡
ク
ラ
イ
シ
ス
の
実
態

解
明
に
終
始
し
て
、
そ
う
し
た
経
済
発
展
の
側
面
、
経
済
的
先
進
性
と

死
亡
ク
ラ
イ
シ
ス
頻
発
と
の
関
連
に
は
、
全
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
天
保
飢
饉
下
の
黒
瀬
組
に
つ
い
て
、
東
北
農
村
と
の
間
に
、

成
人
層
を
対
象
に
伝
染
病
が
蔓
延
、
死
亡
者
が
急
増
す
る
と
い
っ
た
実

態
面
の
共
通
性
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
し
か
し
、
生
産
力
・
商
品
生

産
・
分
業
関
係
な
ど
に
格
差
が
存
在
す
る
以
上
、
外
面
的
に
は
同
様
で

も
、
死
亡
ク
ラ
イ
シ
ス
の
発
生
・
拡
大
の
諸
要
因
、
た
と
え
ば
食
糧
事

情
の
悪
化
を
引
き
起
こ
す
要
因
な
ど
は
相
当
異
な
っ
て
い
た
と
推
測
で

き
る
。

こ
の
こ
と
は
死
亡
構
造
の
地
域
性
の
解
明
と
大
き
く
か
か
わ
る
。
近

世
後
期
の
死
亡
実
態
の
特
徴
と
し
て
、
死
亡
率
の
地
域
差
が
大
き
く
、

死
亡
ク
ラ
イ
シ
ス
に
地
域
性
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
鬼
頭
（
二
〇

〇
〇
）
の
な
か
で
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
研
究
で
は
、
近
世

農
村
の
死
亡
構
造
が
複
雑
な
地
域
性
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
が
各
地
域

に
お
け
る
死
亡
ク
ラ
イ
シ
ス
の
発
生
を
も
規
定
し
て
い
た
こ
と
を
実
証

し
た
。
そ
こ
で
重
要
な
課
題
と
な
る
の
は
、
死
亡
構
造
の
地
域
性
を
生

み
出
す
諸
要
因
を
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。

近
世
後
期
の
農
村
・
農
業
構
造
は
、
非
常
に
研
究
蓄
積
の
厚
い
分
野

で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
基
本
的
な
人
口
変
動
要
因
と
し
て

の
地
理
的
位
置
を
重
視
す
る
歴
史
人
口
学
の
解
釈
（
た
と
え
ば
鬼
頭
、

二
〇
〇
〇
）
だ
け
で
は
充
分
な
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
死
亡
実
態
や

死
亡
ク
ラ
イ
シ
ス
に
あ
ら
わ
れ
た
死
亡
構
造
の
地
域
性
を
解
明
す
る
鍵

は
、
近
世
後
期
の
経
済
的
地
帯
構
成
な
ど
、
分
厚
い
研
究
蓄
積
の
な
か

に
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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さ
ら
に
、
死
亡
構
造
の
地
域
性
・
地
域
差
に
関
し
て
は
、
注
意
す
べ

き
重
要
な
点
が
あ
る
。
広
島
藩
領
や
庄
内
藩
領
の
事
例
で
明
ら
か
に
し

た
よ
う
に
、
同
一
藩
領
内
の
比
較
的
狭
い
領
域
に
あ
っ
て
さ
え
、
死
亡

傾
向
の
地
域
差
は
大
き
か
っ
た
。
本
研
究
を
通
じ
て
、
筆
者
は
、
こ
の

狭
い
領
域
内
で
の
地
域
差
の
存
在
も
、
近
世
後
期
の
死
亡
構
造
を
特
徴

づ
け
る
、
い
わ
ば
死
亡
構
造
の
近
世
的
特
質
の
重
要
な
も
の
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
特
質
を
生
む
要
因
の
一
つ
が
、
狭
い
地
域
内
の
死
亡
構

造
に
対
す
る
階
層
性
の
影
響
で
は
な
い
か
と
の
仮
説
を
立
て
て
い
る
。

つ
ま
り
、
村
落
間
で
の
農
民
層
の
分
化
状
況
、
諸
階
層
の
存
在
形
態
等

の
違
い
が
、
死
亡
構
造
に
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
黒
瀬
組
を
事
例
と
し
て
分
析
し
た
よ
う
に
、
上
層
農
・
下
層
農
と

い
う
二
つ
の
社
会
経
済
階
層
に
よ
っ
て
、
死
亡
発
生
傾
向
は
異
な
っ
て

い
た
。
男
女
間
で
あ
ら
わ
れ
方
に
強
弱
が
あ
る
も
の
の
、
階
層
間
格
差

の
存
在
は
明
ら
か
で
あ
り
、
社
会
経
済
階
層
の
上
下
が
人
々
の
生
死
を

左
右
し
て
い
た
。

近
世
後
期
の
農
村
社
会
で
は
、
農
民
層
の
分
化
が
進
ん
で
、
諸
階
層

の
存
在
形
態
も
非
常
に
多
様
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
村
ご
と
に
階
層

分
化
の
状
況
が
異
な
る
た
め
、
各
村
の
諸
階
層
が
多
様
性
を
持
っ
て
い

た
わ
け
で
、
村
人
の
死
亡
の
様
相
も
、
ま
た
村
ご
と
に
多
様
で
、
一
律

で
は
な
か
っ
た
と
解
釈
し
た
い
。
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