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本
書
は
、
飢
饉
に
つ
い
て
、
日
本
史
研
究
者
の
立
場
か
ら
、
広
く
一
般
読
者
に
向
け
て
書

か
れ
た
も
の
で
、
章
立
て
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

序
　
章
　
今
、
な
ぜ
飢
饉
か

第
一
章
　
日
本
列
島
の
飢
饉
史

第
二
章
　
飢
饉
の
な
か
の
民
衆

第
三
章
　
凶
作
・
飢
饉
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

第
四
章
　
飢
饉
回
避
の
社
会
シ
ス
テ
ム

第
五
章
　
飢
饉
の
歴
史
と
現
代

あ
と
が
き

補
　
　
論

菊
池
氏
（
以
下
「
著
者
」
と
記
す
）
は
、「
あ
と
が
き
」
に
、「
こ
の
本
で
は
、
日
本
列
島

に
お
け
る
飢
饉
の
時
代
相
を
概
観
し
た
う
え
で
、
江
戸
時
代
を
中
心
に
、
飢
饉
と
は
ど
の
よ

う
な
状
況
だ
っ
た
の
か
、
飢
饉
は
ど
の
よ
う
な
し
く
み
の
な
か
で
発
生
し
て
い
た
の
か
、
飢

饉
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
方
策
が
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ま
れ
て
き
た
の
か
、
私
の
理
解
す
る

と
こ
ろ
を
説
明
し
、
最
後
に
現
代
と
の
関
わ
り
で
飢
饉
の
歴
史
か
ら
何
を
読
み
取
る
べ
き
か

述
べ
て
み
た
。」
と
記
し
て
い
る
。
著
者
の
解
説
と
章
立
て
を
併
せ
見
る
こ
と
に
よ
り
、
本

書
の
お
お
よ
そ
の
内
容
は
理
解
出
来
る
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
で
、
胡
桃
沢
（
以
下
「
紹
介
者
」
と
記
す
）
が
、
本
書
を
よ
り
具
体
的
に
紹
介

し
た
い
と
思
っ
た
の
は
、
分
か
り
や
す
く
書
か
れ
た
文
章
か
ら
、
多
く
を
学
ぶ
こ
と
が
出
来

た
か
ら
で
あ
る
。
紹
介
者
は
、
飢
饉
の
歴
史
、
お
よ
び
そ
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
何
の
知

識
も
無
い
が
、
そ
の
よ
う
な
者
に
も
凄
味
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
本
書
の
価
値
が
有
る

こ
と
を
、
ま
ず
は
言
っ
て
お
こ
う
。
学
ん
だ
こ
と
は
多
岐
に
わ
た
り
、
本
来
そ
の
全
て
を
採

り
上
げ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
紹
介
者
の
学
力
の
限
界
か
ら
、
ご
く
一
部
に
絞
っ
て

紹
介
を
試
み
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

第
一
章
で
は
、
食
料
を
、
狩
猟
採
集
で
得
て
い
た
時
代
は
低
か
っ
た
飢
饉
の
危
険
度
が
、

農
耕
に
依
存
す
る
時
代
に
な
る
と
、
自
然
災
害
に
よ
る
不
作
の
た
め
却
っ
て
高
く
な
る
と
、

説
か
れ
て
い
る
。
食
料
を
自
然
界
か
ら
の
恵
み
に
求
め
て
い
た
時
代
は
、
自
分
が
食
べ
る
も

の
は
自
ら
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
人
口
増
加
は
限
ら
れ
る
。
一
方
、
農
耕
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
生
産
性
の
大
き
さ
か
ら
、
直
接
生
産
に
従
事
し
な
い
人
間
を
も
養

う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
、
人
口
は
増
え
て
ゆ
く
。
自
然
災
害
が
発
生
し
た
場
合
、
人
口
が

多
い
ほ
う
が
、
食
料
不
足
の
度
合
い
が
厳
し
く
な
っ
て
、
飢
饉
が
発
生
す
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
指
摘
に
対
し
て
は
、「
話
が
逆
で
は
な
い
か
」
と
の
声
が
挙
が
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
、
紹
介
者
は
、
著
者
が
、
食
料
獲
得
の
手
段
と
し
て
は
、
狩
猟
採
集
よ
り
農
耕
の
ほ
う

が
安
定
性
が
高
い
こ
と
に
基
づ
き
、
不
測
の
事
態
は
技
術
レ
ベ
ル
が
低
い
と
こ
ろ
で
起
き
る

と
す
る
通
念
に
、
再
考
を
迫
っ
て
い
る
と
、
受
け
止
め
て
い
る
。
飢
饉
が
如
何
な
る
食
料
獲

得
環
境
で
起
き
る
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
我
々
は
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
。
著
者
が
描
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
学
ぶ
時
、
技
術
革
新
＝
生
産
性
向
上
を
目
指
す
の
は
、
人

類
の
宿
命
と
知
り
つ
つ
も
、
そ
こ
に
は
常
に
危
険
が
潜
む
こ
と
を
、
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら

菊
池
勇
夫
著
『
飢
え
と
食
の
日
本
史
』

胡
桃
沢

　勘

　司
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な
い
と
思
う
の
は
、
多
分
紹
介
者
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

第
一
章
で
予
告
が
な
さ
れ
、
第
三
章
で
詳
述
さ
れ
る
著
者
の
見
解
は
、
農
耕
を
基
本
と
す

る
時
代
、
飢
饉
が
専
ら
自
然
災
害
に
基
づ
く
の
は
一
五
世
紀
ま
で
で
、
そ
れ
以
降
は
、
徐
々

に
人
災
と
し
て
の
色
彩
を
強
く
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
該
当
の
人
の
営
み
は
市

場
経
済
の
展
開
だ
が
、
室
町
時
代
に
な
る
と
、
貨
幣
経
済
の
進
展
に
伴
い
、
農
村
と
都
市
を

つ
な
ぐ
生
産
と
流
通
が
拡
大
し
、
幕
府
が
置
か
れ
た
京
都
に
富
が
集
積
す
る
よ
う
に
な
る
。

都
市
に
経
済
力
が
集
中
す
る
と
の
現
象
は
、
時
代
を
追
っ
て
拡
大
し
、
江
戸
時
代
に
は
、
幕

藩
体
制
の
下
で
、
藩
庁
・
三
都
経
済
が
成
立
し
て
、
食
料
の
調
達
・
供
給
は
、
全
国
市
場
の

原
理
に
基
づ
き
、
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
生
産
は
農
村
で
行
わ
れ
る
が
、
領
主

は
、
支
配
地
の
収
穫
物
を
年
貢
と
し
て
徴
収
し
、
藩
庁
が
在
る
都
市
に
集
積
す
る
ほ
か
、
江

戸
や
大
坂
に
送
っ
て
金
に
換
え
、
藩
の
財
源
と
し
た
。
領
主
た
ち
に
と
っ
て
、
藩
運
営
に
要

す
る
莫
大
な
費
用
を
賄
う
に
は
、
支
配
地
を
越
え
た
全
国
レ
ベ
ル
で
の
貨
幣
獲
得
活
動
が
必

須
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
多
く
の
人
口
を
抱
え
る
三
都
は
、
多
量
の
食
料
供
給
を
必
要

と
し
て
い
た
か
ら
、
大
金
を
用
意
し
て
送
り
込
み
を
待
ち
受
け
た
。
こ
の
、
人
が
築
い
た
構

造
が
、
と
り
わ
け
農
村
に
、
悲
惨
な
事
態
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
著
者
が
、

誕
生
以
来
人
生
の
大
半
を
過
ご
し
て
い
る
東
北
地
方
は
、
こ
の
現
象
が
最
も
激
し
く
起
き
た

地
域
で
あ
っ
た
。
市
場
経
済
と
な
っ
て
も
、
飢
饉
発
生
の
き
っ
か
け
は
凶
作
だ
が
、
年
貢
徴

収
を
行
う
藩
が
、
備
え
と
し
て
の
備
荒
貯
蓄
を
十
分
整
え
て
い
れ
ば
、
飢
饉
の
激
化
を
防
ぐ

こ
と
は
出
来
る
。
し
か
し
、
備
荒
貯
蓄
が
不
十
分
な
う
え
、
農
民
の
前
年
の
収
穫
物
が
底
を

つ
い
た
と
こ
ろ
を
凶
作
に
襲
わ
れ
れ
ば
、
極
端
な
食
料
不
足
を
招
き
、
多
く
の
犠
牲
者
を
出

し
て
し
ま
う
事
態
と
な
る
の
で
あ
る
。
東
北
諸
藩
が
備
荒
貯
蓄
を
堅
実
に
行
っ
て
い
れ
ば
、

餓
死
者
の
激
増
を
防
ぐ
こ
と
は
出
来
た
と
思
わ
れ
る
が
、
支
配
者
た
ち
は
そ
れ
を
し
な
か
っ

た
。
貯
穀
し
て
お
く
よ
り
は
売
っ
て
、
利
益
を
得
る
ほ
う
が
、
藩
財
政
に
と
っ
て
有
効
だ
と

考
え
て
い
た
。
端
境
期
ま
で
に
、
前
年
産
の
穀
物
の
ほ
と
ん
ど
を
江
戸
や
大
坂
に
送
っ
て
し

ま
い
、
在
庫
を
持
と
う
と
し
な
か
っ
た
。
市
場
経
済
の
進
展
の
前
で
、
あ
ま
り
に
も
無
防
備

に
な
り
す
ぎ
て
い
た
の
で
あ
る
。
生
産
地
の
危
機
的
状
況
を
救
う
た
め
、
供
給
を
受
け
た
所

が
調
達
先
へ
返
送
す
る
の
は
一
法
だ
が
、
幕
府
は
直
轄
都
市
の
食
料
確
保
を
優
先
さ
せ
て
い

た
。
す
な
わ
ち
、
列
島
全
体
に
は
飢
え
を
凌
げ
る
穀
物
量
が
有
っ
て
も
偏
在
し
、
防
ぐ
こ
と

が
出
来
な
か
っ
た
飢
饉
は
人
災
だ
と
、
著
者
は
訴
え
る
の
で
あ
る
。

第
一
章
の
最
後
で
、
著
者
は
、
明
治
維
新
後
は
、
東
北
地
方
が
大
凶
作
に
見
舞
わ
れ
る
こ

と
は
あ
っ
た
が
、
多
数
の
餓
死
者
を
出
す
こ
と
は
無
く
な
っ
た
と
述
べ
、
人
的
被
害
減
少
の

基
本
的
要
因
は
飢
饉
対
策
の
レ
ベ
ル
の
変
化
に
あ
っ
た
と
見
て
い
る
。
対
策
は
、
江
戸
時
代

は
各
藩
ご
と
に
取
ら
れ
て
い
た
が
、
明
治
政
府
は
国
家
と
し
て
、
こ
れ
を
行
っ
た
。
鉄
道
敷

設
が
進
展
し
て
輸
送
力
確
保
が
安
定
し
て
く
る
と
、
食
料
事
情
に
余
裕
が
有
る
所
か
ら
無
い

所
へ
送
る
こ
と
が
容
易
と
な
っ
て
、
特
定
地
域
が
危
機
的
状
況
に
陥
る
の
を
防
ぐ
こ
と
が
出

来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
開
国
し
た
結
果
と
し
て
、
外
国
か
ら
食
料
を
緊
急
輸
入
出

来
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
、
被
害
を
少
な
く
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
。
著
者
は
、
日
本

は
、
明
治
維
新
以
降
、
江
戸
時
代
以
前
に
比
べ
、
は
る
か
に
飢
饉
に
打
た
れ
強
く
な
っ
た

と
、
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
史
実
を
知
っ
た
時
、
紹
介
者
は
、
近
年
大
災
害
発
生
の
た

び
に
、
全
国
各
地
か
ら
被
災
地
へ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
々
が
駆
け
つ
け
る
の
を
想
起
し

た
。
日
本
人
と
い
う
意
識
は
明
治
以
降
に
形
成
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
列
島
に
住
む
者
同

士
は
お
互
い
様
と
の
心
持
ち
は
、
あ
る
い
は
、
飢
饉
対
策
は
国
と
し
て
と
い
う
こ
と
が
、
原

点
と
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

明
治
以
降
の
改
善
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
あ
る
が
、
近
代
化
の
名
の
下
に
伝
統
的

社
会
の
解
体
が
進
行
し
、
農
業
の
衰
退
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
、
著
者
は
見
逃
さ
な

い
。
序
章
で
「
日
本
人
が
農
耕
民
族
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
希
薄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と

指
摘
し
た
う
え
で
、
第
五
章
で
は
「
最
近
の
江
戸
時
代
の
研
究
で
は
農
村
史
・
農
民
史
は
主

要
な
テ
ー
マ
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
、
述
べ
て
い
る
。
総
じ
て
、
日
本
人
の
目
に
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生
々
し
く
飢
饉
生
活
、
飢
饉
伝
承
を
語
る
古
老
の
ひ
と
り
や
ふ
た
り
は
村
に
い
た
も
の
だ
が

…
」
と
、
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
紹
介
者
の
岳
父
（
一
九
二
三
〜
二
〇
一
二
）
は
、

宮
城
県
北
部
の
農
村
の
出
身
で
、
小
学
生
の
時
に
昭
和
の
凶
作
を
経
験
し
て
い
る
世
代
だ

が
、
こ
の
時
子
供
た
ち
が
受
け
た
影
響
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

学
校
の
昼
休
み
、
自
分
は
弁
当
を
食
べ
る
こ
と
が
出
来
た
が
、
級
友
の
な
か
に
は
弁
当

を
持
た
せ
て
も
ら
え
な
い
者
が
居
て
、
教
室
の
外
へ
出
て
行
っ
た
。
そ
の
様
子
を
見
る

の
は
、
子
供
心
に
も
大
変
辛
い
こ
と
だ
っ
た
。

聞
く
だ
け
で
も
悲
し
い
話
だ
が
、
著
者
・
紹
介
者
は
、
か
か
る
類
の
話
を
経
験
者
か
ら
直

接
聞
く
こ
と
が
出
来
た
、
最
後
の
世
代
だ
と
思
わ
れ
る
。
食
べ
る
も
の
が
無
い
こ
と
の
厳
し

さ
を
直
に
聞
い
た
者
の
一
人
と
し
て
、
本
書
の
一
読
を
強
く
勧
め
た
い
。

農
民
の
姿
が
見
え
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
が
、
農
業
＝
食
料
生
産
へ
の
軽
視
に
繋
が
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
危
惧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
農
業
の
衰
退
に
も
関
わ
ら
ず
、
外
国

か
ら
の
輸
入
に
よ
っ
て
、
現
代
日
本
で
は
食
料
の
確
保
が
出
来
て
い
る
が
、
結
果
と
し
て
食

料
の
自
給
率
は
下
が
り
続
け
て
い
る
。
も
し
も
外
国
か
ら
の
食
料
補
給
が
断
た
れ
た
ら
、

我
々
は
、
た
ち
ま
ち
食
料
不
足
に
陥
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
現
代
の
食
料
の
国
際
市
場
化

は
、
江
戸
時
代
の
全
国
市
場
化
と
、
状
況
に
通
底
す
る
も
の
が
有
る
と
い
う
の
が
、
著
者
の

年
来
の
考
え
方
で
あ
る
。
国
際
構
造
の
な
か
で
飢
饉
の
再
来
を
防
ぐ
に
は
、
農
業
に
再
び
関

心
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
、
価
値
意
識
の
転
換
＝
文
化
革
命
が
欠
か
せ
な
い
と
の
提
案
が
示
さ

れ
る
。
そ
れ
に
際
し
て
は
、
江
戸
時
代
の
米
沢
藩
主
上
杉
鷹
山
の
「
産
業
経
済
の
原
点
は
モ

ノ
作
り
」
の
思
想
に
、
耳
を
傾
け
て
み
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
在
の
日
本
の
食
料
獲
得
は
、
地
球
規
模
で
の
農
業
技
術
の
進
化
と
市
場
経
済
の
展
開

に
、
か
な
り
の
部
分
を
依
存
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
日
本
に
今
後
食
料
危
機
を
招

か
な
い
保
障
に
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
著
者
は
歴
史
的
経
験
を
通
じ
て
国
民
に
訴
え

か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
書
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
原
本
の
復
刊
で
あ
る
。
著
者
は
、
二
十
年
前
に
、

一
般
読
者
に
向
け
て
情
報
発
信
を
し
た
の
だ
が
、
日
本
の
食
料
確
保
状
況
は
、
当
時
よ
り
、

む
し
ろ
悪
化
し
て
い
る
と
の
印
象
を
、
紹
介
者
は
抱
い
て
い
る
。
こ
れ
が
、
多
少
な
り
と
も

改
善
の
方
向
に
向
か
う
よ
う
に
と
の
願
い
を
込
め
、
敢
え
て
紹
介
を
試
み
た
。

（
東
京
　
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
一
九
年
　
一
八
六
頁
　
二
二
〇
〇
円
＋
税
　
Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
９
７

８

－

４

－

６
４
２

－

０
７
１
０
４

－

８
）

付
記個

人
的
に
は
、
本
書
の
記
述
で
最
も
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
序
章
の
最
後
に
「
か
つ
て
は
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生
々
し
く
飢
饉
生
活
、
飢
饉
伝
承
を
語
る
古
老
の
ひ
と
り
や
ふ
た
り
は
村
に
い
た
も
の
だ
が

…
」
と
、
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
紹
介
者
の
岳
父
（
一
九
二
三
〜
二
〇
一
二
）
は
、

宮
城
県
北
部
の
農
村
の
出
身
で
、
小
学
生
の
時
に
昭
和
の
凶
作
を
経
験
し
て
い
る
世
代
だ

が
、
こ
の
時
子
供
た
ち
が
受
け
た
影
響
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

学
校
の
昼
休
み
、
自
分
は
弁
当
を
食
べ
る
こ
と
が
出
来
た
が
、
級
友
の
な
か
に
は
弁
当

を
持
た
せ
て
も
ら
え
な
い
者
が
居
て
、
教
室
の
外
へ
出
て
行
っ
た
。
そ
の
様
子
を
見
る

の
は
、
子
供
心
に
も
大
変
辛
い
こ
と
だ
っ
た
。

聞
く
だ
け
で
も
悲
し
い
話
だ
が
、
著
者
・
紹
介
者
は
、
か
か
る
類
の
話
を
経
験
者
か
ら
直

接
聞
く
こ
と
が
出
来
た
、
最
後
の
世
代
だ
と
思
わ
れ
る
。
食
べ
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も
の
が
無
い
こ
と
の
厳
し

さ
を
直
に
聞
い
た
者
の
一
人
と
し
て
、
本
書
の
一
読
を
強
く
勧
め
た
い
。

農
民
の
姿
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見
え
な
く
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農
業
＝
食
料
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産
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軽
視
に
繋
が
っ
て

い
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の
で
は
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か
と
、
危
惧
し
て
い
る
の
で
あ
る
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農
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衰
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ず
、
外
国

か
ら
の
輸
入
に
よ
っ
て
、
現
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日
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は
食
料
の
確
保
が
出
来
て
い
る
が
、
結
果
と
し
て
食

料
の
自
給
率
は
下
が
り
続
け
て
い
る
。
も
し
も
外
国
か
ら
の
食
料
補
給
が
断
た
れ
た
ら
、

我
々
は
、
た
ち
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ち
食
料
不
足
に
陥
っ
て
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ま
う
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ろ
う
。
現
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料
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際
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場
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は
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江
戸
時
代
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場
化
と
、
状
況
に
通
底
す
る
も
の
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が
、
著
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の

年
来
の
考
え
方
で
あ
る
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構
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饉
の
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来
を
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ぐ
に
は
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業
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け
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れ
る
よ
う
、
価
値
意
識
の
転
換
＝
文
化
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命
が
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か
せ
な
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提
案
が
示
さ

れ
る
。
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杉
鷹
山
の
「
産
業
経
済
の
原
点
は
モ

ノ
作
り
」
の
思
想
に
、
耳
を
傾
け
て
み
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
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食
料
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農
業
技
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の
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の
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開
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。
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、
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