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近
世
信
州
陬
訪
地
方
の
人
口
.趨
勢

_ 

速

.
水 

融

l

ir
論

近
代
統
計
成
立
前
の
人
口
史
研
究
で
は
、
個
別
的
事
例
の
収
集
、
大
量
処
理
が
唯
.一
可
能
な
接
近
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
R
本
の
徳
川
時 

代
に
お
い
て
も
、
研
究
の
中
心
と
な
る
の
は
、
町
や
村
を
単
位
と
す
る
小
規
模
の
人
0
集
団
の
分
析
で
、
具
体
的
に
は
、

こ
れ
は
速
年
の
宗
門
改 

帳
の
検
討
を
通
じ
て
実
現
可
能
で
あ
る
。
筆
者
お
よ
び
そ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
、

こ
こ
数
年
来
絶
大
な
忍
耐
力
を
要
す
る
史
料
収
集
と
そ 

の
盤
理
作
業
が
続
け
ら
れ
、
そ
の
一
部
は
印
刷
公
表
さ
れ
つ
つ
あ
，る)

。
し
か
し
、

一
方
で
は
、
お
そ
ら
く
数
万
に
達
す
る
と
思
わ
れ
る
徳
川
時
代 

の
町
や
村
の
事
例
を
、
全
く
個
別
的
に
集
積
し
た
と
し
て
も
、
果
し
て
こ
の
や
り
方
で
全
体
を
代
齋
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う 

疑
問
に
は
始
終
突
き
当
っ
て
い
る
こ
と
も
辦
実
で
あ
る
。
長
期
に
亘
る
I

こ
の
場
合
少
く
も
百
年
間
史
料
が
連
続
し
て
あ
る
,」

と
が
必
要
だ
が 

—

.民
質
の
宗
門
改
帳
の
残
存
度
に
..つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
何
も
組
織
的
な
情
報
を
持
っ
て
い
な
い
。
筆
者
の
経
験
で
は
お
そ
ら
く
二
十
力
所 

程
度
ま
で
は
、
比
較
的
容
易
に
事
例
を
収
集
し
得
る
も
の
と
予
想
し
、て
い
.る
が
、
果
し
て
こ
れ
で
十
分
か
と
い
え
ば
、
.
誰
も
肯
定
す
る
者
は
い
な 

い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
以
上
の
^
例
の
収
集
の
可
否
に
つ
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
全
く
未
知
数
で
あ
る
。.
そ
こ
で
、
全
国
的
な
、
或
い
は
あ
る 

近
世
信
州
詉
訪
地
方
の
人
口
趨
勢

 

. 
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ま
と
ま
っ
た
地
域
の
、
大
き
な
数
の
人
口
に
づ
い
て
の
考
察
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
地
域
を
拡
大
す
れ
ば
す
る
程
、

詳
細
な
デ 

丨
タ
は

得
ら
れ
な
く
な
る
し
、
統
計
的
精
密
度
は
低
下
し
て
来
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
最
も
い
い
例
は
、

幕
府
に
よ
る
全
国
人
口
調
査
で
あ
る
。
 

徳
川
持
代
：に
_こ
の
調
査
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
は

特
筆
に
価
い
す
る
こ
と

だ
が
、
.そ
め

調
査
に
よ
る
全
国
人
口
数
を
統
討
的
に
そ
の
ま
ま
信
用
す
る 

人
は
誰
も
い
な
い
だ

.

ろ
う
。
.調
查
技
術
の
未
発
達
、
制
度
上
の
不
完
全
性
、
身
分
社
会
か
ら
来
る
人
口
調
査
対
象
の
偏
り
、

等
々
そ
の
欠
点
を
挙 

げ
れ
ば
不
正
確
さ
の
あ
ま
り
利
用
す
る
こ
と
す
ら
躊
躇
を
感
ず
る
ほ
ど
で
あ
る
。
 

.

そ
れ
で
は
、
も
う
一
廻
り
狭
い
.範
囲
で
、
た
と
え
ば
一
藩
と
か
、
‘
一
国
、
或
い
は
：一
都
と
い
っ
た
範
囲
で
の
人
口
を
あ
る
正
確
性
を
も
っ
て
と 

ら
え
る
こ
と
は
.で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。.
同
一
藩
の
領
域
な
ら
ば
、

制
度
や
調
査
の
規
準
は
同
じ
だ
ろ
う
し
、

少
く
も
そ
う
い
っ
た
面
で
の
マ 

ィ
ナ
ス
は
な
い
か
或
い
は
あ
っ
た
と
し
て
も
少
く
て
す
む
。
そ
こ
で
、
町
や
村
堪
位
の
研
究
に
お
け
る
欠
点
を
補
う
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
、
 

こ
の
よ
う
な
中
規
模
で
の
人
口
現
象
を
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
尤
も
、

こ
の
よ
う
な
試
み
は
、
か
つ
て
な
さ
れ
た
こ
と

も
あ
っ
た 

し
、
又
、
わ
れ
わ
れ
も
そ
の
一
部
を
発
表
し
て
^
以
。
本
稿
は
、
む
し
ろ
こ
の
系
列
上
に
あ
る
一
研
究
例
と
い
っ
て
い
い
。

本
稿
で
は
、
徳
川
時
代
の
人
口

趨
勢
を
知
る
べ
く
、
地
域
と
し
て
信
州
諷
訪
地
方
を
選
ん
だ
。
選
ん
だ
理
由
は
む
し
ろ
偶
然
的
で
あ
る
と
い
っ 

て
い
い
。
次
節
に
述
べ
る
如
く
、
藩
の
全
域
を
ヵ
ヴ
ァ
ー
す
る
旧
藩
蔵
の
宗
門
改
帳
の
利
用
が
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
 

幸
い
な
こ
と
に
、

こ
の
領
域
内
の
一
村——

ニ
〇

一
年
間
に
一
四
四
冊
の
宗
門
改
帳
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
課
訪
郡
横
内
村
I

に
つ
い
て 

は
、
そ
の
分
析
結
果
の
一
部
が
す
で
に
発
表
さ
れ
て
い(

M
。

一
 

村
を
単
位
と
す
る
、
縦
断
的
分
析
と
、

一
定
領
域
の
横
断
的
分
析
の
双
方
か
ら
の 

考
察
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
人
ロ
史
研
究
に
お
い
て
意
味
す
る
と
こ
ろ
大
で
は
な
い
か
と
自
負
す
る
次
第
で
あ
る
。
な
お
横
内
村
に
つ
い 

て
は
今
後
さ
ら
に
詳
細
な
分
析
結
果
を
発
表
す
る
で
あ
ろ
う
。

(

1)

速
水
融

「

徳
川
後
期
尾
張
一
農
村
の
人
口
統
計——

海
西
郡
神
戸
新
田
の
宗
門
改
帳
分
析——

」

三
⑴
学
会
雑
誌
、
第
五
十
九
巻
第
一
号(

昭
和
四
十
一 

年)

所
仪
。
同

「

徳
川
後
期
尾
張
一
農
村
の
人
口
統
計
続
篇

-F
a
m
i
l
y

 r
e
construction

法
の
適
用

-」

同
上
、
第
六
十
卷
第
十
号
所
収(

HP
和
四

〜

し
て
み

I

州
^
-
和
の
長
期
人
口
統
計

—

寛
文
十
一

〜

明
治
四
年

—
」

経
済
学
年
報
、

s

所
収

(

昭
和
四
十
ニ
年

)

。

人
口
の
研
究
丨
摂
津
国
西
成
郡
天
王
寺
村

I

」

史
海
、
第
十
四
号
所
収

(

昭
和
西
上
一
年

)

。
な

I
 
く
発
表 

I

の
も
の
に
、
佐
々
木
に
よ
る
飛
驛
高
山
の
宗
門
改
帳
の
分
析
が
あ
る
。

ま
た
、

本
グ
ル
丨
プ
と
り
四
抒
ト
一

.

含
人
口
推
計
の
試
み

」

三
田
学
会
雑
誌
、
第
五
十
九
巻
第
三
号
所
収

(

昭
和
四
十
一
年

)

、
佐
々
木

「

幕
(

口

つ

い

て

は

、

i

f

し
て

i

た
、

I

「
徳
川

(

3

)
「1 

示門改
帳
を
通
じ
て
み
た
信
州
横
内
村
の
長
期

人
口
統
計

」

(

A

さ
し
当
り

、F
a

l

 

f
 ns

t
l
i
o
n

研
究
を
適
用
し
た
分
析
繁
を『

社
倉
済
史
学』

一
九
六
八
年
二
号
.に
I

の
予
定
。

ニ

史

料

お

よ

び

そ

の

整

理

法

に

つ

い

て

本
研
究
の
素
材
.と
し
て
用
い
た
史
料
は
、
主
と
しK

露

覆

の

宗

門

改

帳

で

t

。
同
藩
蔵
の
宗
門
改
帳
の
た
ど
っ
た
運
命
は
、
歴
史
家
か 

ら
み
れ
ば
、
そ
れ
自

身一

つ
の
物
語
り
を
構
成
し
ぅ
る
ほ
ど
興
諸
い
も
の
で
あ

%)

。
1

1

よ
っ
て
聽
の
淵
か
ら
救
い
出
さ
れ
、
.復
元
さ
 

れ

矛

用

る

よ

ト
广

っ
ナ
同
藩
領
の
宗
P

改

帳

(

大
商
分
は
従
っ
て
、

.
写
本
で
あ
る

)

の
数
量
は
.尨
大
な
.
も
の
で
あ
り
、

現
在
文
部
省
史 

料
館
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
冊
数
は
約
八
〇
〇
冊

g

す
る
。

そ

の
マ
ィ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
の
コ
マ
数
も
、

ニ
段
に
写
し
て
一
万

コ

マ

以

上

に

達

し
 

f

こ

ネ

に

各

阳

I

類
の
人
口
に
関
す
る
記
述
、
.
お
よ
び
、
筆
者
に
よ
る
横
内
村
の
分
析
結
果
を
綜
合
し
て
材
料
と
し
た
。
旧
藩
蔵
の
宗

『

 

改
較
ヵ
募
的
で
あ
り
、
且
つ
又
断
截
さ
れ
た
形
で
あ
る
に

せ
よ
、

と
も
か
く
伝
え
ら
れ
た
と
い
ぅ
證

と

、

歴
史
に
対
す
る
、
或
い
I

の

•
 

:

近

^

信

刃

徽

訪

见

方

の

人

ロ

趨

勢

.
 

-
 

三

(一

 

ニ 11)
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さ
て
、
こ
れ
ら
の
宗
門
改
帳
の
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
範
囲
は
ど
う
だ
ろ
う
。
課
訪
藩
領
で
は
、寛
文
十
一
年(

一
六
七
一)

以
降
、明
治
四
年(

一
八
七
一) 

に
至
る
ニ
〇

.一
年
間
、
：
継
続
し
て
宗
門
改
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
前
に
、
寛
文
五
年
に
も
宗
門
改
が
試
み
ら
れ
、
若
干
の
村
の
も
の
も
残
さ
れ
て
い 

る
が
、
こ
の
時
の
宗
門
改
帳
は
人
口
史
の
資
料
と
し
て
不
完
全
で
あ
り
”
且
つ
少
数
な
の
で
、
本
稿
で
は
考
察
の
範
囲
か
ら
外
し
た
。
ま
た
、
明 

治
五
年
の
、
い
わ
ゆ
る
壬
申
戸
籍
も
若
干
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
が
、
こ
れ
も
少
数
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
調
查
の
規
準
や
目
的
が
異
る
こ
と 

か
ら
、
本
稿
で
は
除
外
し
た
。
従
っ
て
、
取

扱

0
た
史
料
は
、

一
六
七
一
年
か
ら
一
八
七
一
年
に
.至

る

一

ー

〇
1
年
間
の
宗
門
改
帳
で
あ
る
。

一
方
地
域
的
に
は
ど
う
か
。
.
課
訪
藩
の
領
域
は
广
信
濃
国
調
訪
郡
全
部
と
、
.筑
摩
郡
の
一
双
、g

本
丨
塩
尻
附
近)

か
ら

成
っ
て
い
る
。
天
保
年 

間
に
は
、
町
村
数
に
し
て
、
詉
訪
郡
の
本
村
七
ニ
、
本
村
付
新
田
四
六
、
本
村
無
新
田
一
四
、
筑
摩
郡
一
一
一
、
合
計
一
四
五
村
、
他
に
朱
印
地
四 

力
村
で
あ
.っ
'た)

。
村
の
数
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し
、
特
に
新
田
の
取
り
立
て
に
よ
る
村
数
の
増
加
は
、
廃
村
に
よ
る
減
少
を
上
廻
っ
た
。
し
か 

し
、

こ
こ
で
問
題
と
す
る
時
期
に
お
い
て
は
、
新
田
の
独
立
は
十
二
力
村
に
す
ぎ
ず
、
特
に
十
八
1.
U：
紀
以
降
は
六
力
村
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
 

村
を
堆
位
と
し
て
人
ロ
を
考
察
す
る
場
合
、
村
数
の
増
大
に
よ
る
変
化
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
調
訪
地
方
の
村
数
で
あ
る
が
、
前

記1

四
九
力
村
の
内
、

た
と
い
一
年
で
も
宗
門
改
帳
の
あ
る

村
は 

一
ニ

四
で
、
全
く
な
い
村
は 

ニ
五
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
宗
門
改
帳
が
あ
っ
て
、

そ

の

村

名

を『

調
訪
の
近
世
史』

に
显
出
し
え
な
い
村
も
ー
五
を
数
え
る
。.
ま
た
、

一
つ 

の
村
が
、
宗
門
改
帳
で
は
、
上
、
下
と
い
う
よ
う
に
ニ
力
村
に
分
れ
て
い
る
場
合
も
ニ
つ
あ
る
か
ら
、
宗
門
改
帳
は
、
と
も
か
く
一
四
一
力
村
分 

あ
る
こ
と
に
な
る
。
M
訪
地
方
の
村
数
を
ど
う
算
定
す
る
か
、
仮
に
マ
キ
シ
マ
ム
を
と
っ
て
、
宗
門
改

il
i
の
あ
る
村
数
と『

詉
訪
の
近
⑴
史』

に 

出
て
来
る
村
数
と
を
合
算
し
、
蜇
複
分
を
除
く
と
一
六
三
力
村
と
な
る
。
こ
の
村
数
に
対
し
て
、
宗
門
改
帳
の
あ
る
村
は
.一
四
一
力
村
、
即
ち
約 

八
六
％
を
カ
ヴ
ァ
I
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
、

こ
の
内
に
は
、■
僅
か 

一
、
ニ
年
分
の
宗
門
改
帳
を
残
す
に
す
ぎ
な
い
村
も
か
な
り
あ
る
し
、

一
方
で
は
横
内
村
の
よ
う
に
、

一
四
四 

年
分
の
史
料
を
有
す
る
村
も
あ
る
。
ニ
〇
〇
年
間
に
亘
っ
て
約
一
六
〇

力
村
の
宗
門
改
帳
が
あ
る
と
す
れ
ば
合
計
三
ニ
、
〇
〇
〇
冊
と
な
る
わ
け

だ
が
’
今
利
用
し
う
る

史
料
は
約
一
、
〇
〇
〇
冊
で
あ
り
、

そ
の
冊
数
の
上
か
ら
い
え
ば
全
体
の
約

三
％
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
残
さ
れ

て
い
る
史
料
の
年
代
は
驚
な
の
で
、
こ
れ
ら
を
綜
合
的
に
利
用
し
て
趨
勢
直
出
す
こ
と
は
決
し
て
策
に
は
行
か
な
い
。

f

の
宗
門
改
長

分
析
で
行
っ
た
の
と
同
I

、
輩
に
近
い
も
の
を
い
く
つ
か
の
村
に
つ
い
て
選
び
出
t
て
分
f

行
う
こ
と
は

可
能
で
き

が

、
溢

数

は

著

し
く
少
な
く
な
る
し
、
数
を
増
や
そ
う
と
す
れ
ば
、
'不
適
当
な
史
料—

残
I

か
らー

.ま
で
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
の
よ
う
な

作
業
は
又
I

含

f

と
と
し
て
、

本
稿
で
は
、
以
I

ベ
る
よ
う
な

方
I

っ
て
1

方

の

合

の

趨

勢

、
総
数
と
そ
の

I

 

塯
減
の
推
移
の
み
に
考
察
の
範
囲
を
限
定
し
よ
う
。

t

，ジ
女
き
.
.
^
f力

ら

こ

こ

で

は

i
k
p

改

帳
の
却
？

内
容
で
は
な
く
、

寧
ら
憲

に

.記
さ
れ
て
い
る
人
数
の

令
計
、
出
生
お
よ
び

死
亡 

数
の
合
社
に
関
す
る
記
載
の
み
を
観
察
す
る
こ
と
に
し
た
。

こ
の

種

の

記

載

の

霊

性

に
関
し
て
は
、勿
論
問
題
が
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
屢
々
、
 

宗
r

改
帳
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
I

の
手
に
よ
る

人
数
合
針
と
、

史
料
末
尾
の
寄
せ
と
が

合
致
し
な
.

い
と
い
う
経
験
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
史 

料
作
成
当
事
者
I

能
力
を 

一0
0

%

震

す

る

わ

け

に
I

な
い

i

る
が
、
し
か
し
、
他
方
、

響

範

p

i

ど
大
き
く
な 

I

こ
と

も
亦

経

験

上

い

え

る

こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、

む
し
ろ

宗
門
改
帳
の
内
容
議

臬

の

信

憑

性

が

問

題

で

あ

ろ

う

。
こ
れ
に
つ
い 

U

は
す
で
に
横
内
村
の
宗
門
改
帳
の
各
時
期
に
お
け
る
信
頼
度
を
示
し
た

表
を
参

照

い

た

だ

ぎ

，
た
^

)

。

そ
の
内
に
は
横

内
村
の
宗
門
改
帳
プ

ロ

っ
た
点
で
は
、
明
ら
か
に
時
期
の
上
で
一
定
の
傾
向
が
あ
り
、
最
も
信
頼
度
の
高
い
の
は
十
八
世
f

第
一
四
半
期
で
、

そ
の
後
次
第
に
低
下
し 

て
M

る

こ
と
を
示
し
て
t

た
。
横

内

村

の

宗

門

鑛

に

匹

敵

す
る
よ
う

な

筆

の

も

の

が

な

い

の
で
、

他
村
.に
つ
い
て
の
同
様
の
史
料
検
討
を

た
諸
数
値
に
関
し
て
も
、
同
様
の
限
定
を
附
け
る
こ
と
が
で
き
る
と

同
時
に
、
必
要
に
も
な
ろ
う

。
.

：

; 

、

と
こ
ろ
で
、、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

幸
い
な
こ
と
に
、
拿

毎
の
人
口
、
出
生
、

死
亡
‘
増
減
の
合
計
や
内
訳
け

の
み
を
記
し
た
、

い
わ
ゆ
I

減 

近
批
信
州
饊
訪
地
方
の
人
ロ
趨
勢

五

(
一
1

五)



ろ
う
。

こ
れ
ら
の
数
字
、
お
よ
び
地
方
史
所
載
の
数
字
を
合
わ
せ
て
第
一
表
に
残
存
史
料
の
分
布
状
態
を
示
し
て
，お
い
た
。
す
な
わ
ち
、
人
口

数 

に
つ
い
て
は
約
一
三
％
、
出
生
•死
亡
に
つ
い
て
は
、
共
に
約
六
•五
％
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
率
は
決
し
て
高
い
も
の
と
は
い
え
な
い
か 

も
し
れ
な
い
。
.統
tni
的
に
有
意
で
あ
る
に
は
、
出

生

•
死
亡
に
つ
い
て
も
一
割
以
上
の
残
存
が
望
ま
し
い
の
は
当
然
だ
が
、
表
に
示
す
通

り

、

す 

へ
て
の
地
区
に
つ
ん
て
、
つ
も
こ
れ
を
満
足
さ
せ
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
"
年
代
に
よ
る
偏
位
は
あ
ま
り
大
き
く

は
な
い
が
、
む
し
ろ
十
匕

.
卜 

八
世
紀
の
方
が
残
存
率
が
高
い
こ
と
を
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

地
域
的
分
布
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
五
つ
の
區
分
に
従
う
と
、

撾

地

區(

松
本
平)

は
例
外
的
に
低
い
が
、
こ
れ
を
除
け
ば
、

大
き
な
偏
立 

は
な
V
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、

こ
れ
ら
の
個
々
の
数
字
を
綜
合
す
る
に
際
し
て
、
最
大
の
困
難
は
、
そ
れ
ら
の
分
布
が
場
所
や
時
期
に
よ
っ
て
！̂

々
で
あ
り
、
全
体
と 

し
て
の
趨
勢
や
諸
率
を
如
何
に
し
て
測
定
す
る
か
、

と
い
う
点
で
あ
る
。'
そ
こ
で
、

課
訪
藩
領
を
、.
.大
体
の
位
置
に
よ
っ
て
五
つ
に
分
け
、

ま 

た
、
そ
來
ぞ
れ
を
町
村
の
成
立
禱
に
よ
っ
て
、
町
、
本
村
、
新

田

の

三

つ

の

鬚

に

分

け

た

。
す
な
わ
ち
、
筑
摩
郡Q

松
本
平
に
位
置
す
る
村 

を
肘
地
‘区
、

諷
訪
湖
西
岸
に
位
置
す
る
町
村
を
评
地
区
、

同
東
岸
を
瓦
地
區
、

甲
州
往
還
筋
の
町
村
を
！0
地
區
、

八
力
岳
西
麗
.を
Y
地
.区
と
し 

た
。
本
村
、
新

田

の

懸

は

『

I

の
近
世
史』

に
依
っ
た
。
ま
た
、
町
場
と
し
て
は
、

W
地
区
で
新
町V

友
之
町
、
下
諫
訪
町
、
C
地
K
で
金 

沢
町
上
蔦
木
町
の
五
力
所
が
あ
る
。

こ
れ
ら
を
一
律
に
〃
都
市
"
と
し
て
、
取
扱
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
が
、

一
応
本
稿
で
都
市
と
い
え 

は
こ
の
五
町
を
把
す
こ
と
に
す
る

0

次

に

年

代

を

一

六

七

一

年

以

後

、
十
年
間
を
と
っ
て
一
つ
.の
期
間
と
し
、

一：
八
七
〇
年
ま
で
の
ニ
0
〇
年
間
に
ニ
〇
の
期
間
を
堆
位
と
し 

て
設
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
当
該
十
年
間
の
内
部
で
.の
短
期
的
変
動
は
、
本
稿
の
観
察
領
域
か
ら
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
十

年

を
一
つ 

の
期
間
と
し
た
理
*
は
、
ど
ち
ら
か
と
.い
え
ば
便
宜
的
で
、
五
年
で
も
.二
十
年
で
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
あ
ま
り
短
か
す
ぎ
る
と
、
各
期 

間
の
数
値
に
ブ
ラ
ン
ク
が
生
ず
る
し
、
長
す
ぎ
れ
ば
、
観
察
の
.取
位
が
大
ま
か
に
な
っ
て
し
ま
う
。
.

近
世
信
州
詉
訪
地
方
の
人
口
趨
勢 

, 

七

(

ー
ー
^)

第 1 表村侮の人ロ • 出生•死亡に関する情報の分布率

A 人 ロ 数  

地区 C Y E W M 計

年代
(33) (44) (23) (23) (12) (135)

1671—1700 0 .104 0 .101 0. 221 0.198 0. 002 0 .130
1701—1750 0 .127 0 .118 0,187 0. 249 0. 001 0 .144
1751—1800 0.126 0.115 0 .193 0.337 一 0 .155：
1801—1850 0 .101 0. 062 0 .107 0.151 0. 055 0 .089
1851—1870 0. 289 0. 087 0 .180 0.130 0 .154 0 .165

計 0 .133 0. 097 0.173 0. 227 0 .030 0 .134
B 出 生 数  

地匿 C Y E W ' m 計

年代
(33) (44) (23) (23) (12) (135)

1671—1700 0 .067 0. 053 0 .149 0,076 . —— . 0 .072
1701—1750 0 .059 0. 074 0.144 0 .105 0. 001 0. 081
1751—1800 0. 063 0. 066 0 .147 0 .128 —一 0. 084
1801—1850 0 .026 0. 034 0. 073 0.025 0. 025 0. 036
1851—1870 0 .034 0. 038 0 .100 0.015 0. 066 0. 040

計 0 .050 0. 055 0 .123 0.077 0.013 0. 065
C 死 亡 数  

地区 C Y E W M 計

年代
(33) (44) (23) (23) (12) (135)

i671—1700 0 .066 0. 040 0 .149 0 .060 . — 0. 065
1701—1750 0 .061 0. 077 0 .152 0.111 0 .001 0, 085
1751—1800 0 .061 0.068 0 .154 0 .110 — 0.082
1801—1850 0 .024 0. 035 0. 073 0.026 0. 025 0. 036
1851—1870 0 .036 0. 036 0 .102 0 .015 0. 066 0. 046

計 0.050 0. 054 0 .127 0. 072 0 .013 0. 065

備考：地区欄のヵッコ内の数字は，データを得ることのできた地区内の町村数を示す。史 
料の上で， 2 力村又はそれ以上がまとめられている場合があるので，本文中に示した村 
数とは一致しない。 ■

'.帳
が
宗
門
改
帳
と
共
に
残
さ
れ
て
い
. 

て
、
こ
の
史
料
も
亦
本
稿
の
目
的
か
ら 

い
え
ば
十
分
利
用
で
き
る
。
さ
ら
に
、
 

史
料
復
元
に
努
め
ら
れ
た
五
味
氏
に
ょ 

っ
て
、
あ
る
年
の
宗
門
改
帳
の
奥
書
に
、
 

そ
の
矶
罾
の
年
の
奥
書
が
附
記
さ
れ

、
 

人
口
数
や
異
動
数
に
つ
い
て
の
情
報
を 

得
る
こ
と

.'が
で

き

る

。
.厳
密
に
い
え 

ば
、
原
史
料
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
か 

っ
た
こ
れ
ら
の
記
載
を
、
復
元
に
際
し 

て
書
き
加
え
る
こ
と
の
可
^
は
問
わ
れ 

ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
当
面
の
わ 

れ
わ
れ
の
目
的
か
ら
い
え
ば
、

こ
れ
は 

大
い
に
利
用
し
ぅ
る
情
報
で
あ
る
と
い 

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
維
新 

時
の
宗
門
改
帳
の
破
却
に
際
し
て
断
截 

さ
れ
た
も
の
の
中
か
ら
、
復
元
者
が
見 

出
し
た
も
の
を
記
録
し
て
い
る
の
で
あ



し：
こ
の
各
々
の
期
間
に
お
け
る
、
各
町
村
の
総
人
ロ
、
相
生
数
、
死
亡
数
を
合
計
し
、
'
頻
度
数
で
除
し
て
、
各
期
間
の
人
口
水
準
、
諸
異
動
数
の 

平
均
値
を
求
め
る
作
業
を
行
っ
た
。
こ
れ
を
地
域
別
に
、
或
い
は
町
村
の
種
類
別
.に
合
計
し
て
.、.
以
下
の
諸
図
表
を
作
成
し
た
。
史
料
の
残
り
方 

が

一
一
定
し
て
い
な
い
が
.、

し
か
し
ほ
ぼ
金
領
域
に
亘
っ
て
、
あ
る
て
.い
ど
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
、
全
体
の
趨
勢
を
掘
む
目
的
か
ら 

い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
整
理
は
ほ
.と
ん
ど
唯
一
の
有
効
な
方
法
で
あ
ろ
う
。
'
一
村
限
り
、
又
は
、

一
地
匿
で
も
、
事
例
が
少
数
に
失
す
る
場
合
に 

は
、
あ
る
ハ
牛
の
偶
然
的
な
変
動
が
大
き
く
誤
差
と
な
っ
.
て
し
ま
う
場
合
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
.事
例
数
が
多
く
な
れ
ば
そ
の
影
響
は
比
較
的
少
く 

な
る
と
い
う
前
提
を
勿
論
お
い
て
い
る
。
.

さ
て
、
第
一
表
に
み
る
如
く
、
五
つ
に
分
け
た
各
地
区
の
内
で
、
筑
摩
郡
に
関
す
る
情
報
は
例
外
的
に
少
い
。
最
後
の
時
期
を
除
い
て
、

こ
こ 

で
は
統
針
的
に
有
意
な
数
値
は
得
ら
れ
そ
う
に
な
い
。

そ
こ
で
以
下
の
分
析
に
お
い
て
は
、

こ
の
地
匿
に
関
す
る
も
の
を
含
め
な
い
こ
と
に
し 

た
。
そ
の
結
果
、
分
析
は
、
調
訪
ー
郡
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

.

本
稿
で
示
し
た
分
析
結
果
は
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
共
同
作
業
の
一
部
で
あ
る
。
紙
数
の
㈣
ぼ
上
、
こ
こ
で
は 

限
矩
さ
れ
た
範
囲
の
、
最
終
の
集
計
結
果
の
み
に
限
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
本
研
究
は
い
つ
も
な
が
ら
史
料
の
収
集
、
整
现
、
統
計
化
の
作
業 

を
辛
抱
強
く
続
け
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
研
究
グ
ル
I
ブ
の
.方
々—

千
葉
大
学
の
佐
々
木
陽
一
郎
講
師
、

本
塾
大
学
院
の
長
谷
川
恒
夫
、

安
元 

稔
、
三
宅
昱
子
、
お
よ
び
内
田
宣
子
、
松
田
瑞
恵
、
沖
永
幸
子
I

の
不
断
の
努
力
の
産
物
.で
あ
っ
て
、
決
し
て
筆
者
個
人
の
も
の
で
は
な
い
こ 

と
、
し
か
し
、
発
表
に
当
っ
て
の
最
終
责
任
は
筆
若
に
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
お
こ
う
。
筆
者
は
ま
た
、
史
料
利
用
に
関
し
て
文
部
省
史
料
館
の 

各
位
、
特
に
浅
井
潤
子
さ
ん
の
厚
意
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
 

.

(

1)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
同
地
方
の
町
村
史
に
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
課
訪
教
育
会
編『

諫
訪
の
近
世
史』

昭
和
四
十
一
年
、
二
三
五—

六
頁
参 

照
。
ま
た
、
細
川
隼
人「

詉
訪
藩
に
お
け
る
宗
門
改」

信
濃
、
第
九
卷
第
七
号
所
収
.(
昭
和
三
十
ニ
年)

参
照
。
 

•

(

2)

平
野
村
役
場
編『

平
野
村
誌』

昭
和
匕
年
、
川
岸
村
誌
刊
行
会
編『

川
岸
村
誌』

.昭
和
二
十
八
年
、
細
川
隼
人
編『

富
士
見
村
誌』

昭
和
三
十
六
年
。
な 

お
こ
れ
ら
の
著
作
に
お
い
て
も
、
人
ロ
に
関
す
る
記
述
は
、
大
部
分
を
衆
門
改
帳
に
依
っ
て
い
る
か
ら
"
本
稿
の
素
材
と
な
っ
た
の
は
、
問
接
的
な
も
の
ま

て
、
全
く
個
，
の
町
村
の
宗
門
改
帳
に
依
存
し
て
ぃ
る
と
ぃ
っ
て
ょ
ぃ
。
こ
の
点
は
従
馨
ゎ
れ
て
来
た
地
域
人
口
の
研
究
と
は
根
本
的
に

(

3

)
『

詉
訪
の
近
世
史

j

一
 

五
八
I

::

ハ〇
頁
。

(

4

)

.

同
#

ニ
ニ 

ニ 
|

五
冥
の
新
»|
1

览
表
を
み
よ
。

(

5

)
「

宗
門
改
帳
を
通
じ
て
み
た
信
州
横
内
村
の

:̂

期
人
口
統
計

」

第
一
表
参
照
。

.

三

人

口

の

趨

勢

前

節

で

示

し

っ

て

、
.

聽

地

方

の

人

E
I

趨
勢
を
み
よ
ぅ
。
前
掲

Q

十
I

I

と
す
I

I

の
す
べ
て
に
つ
い
て

H

 

を
知
り
ぅ
る
村
は
七
-

^

一
 

つ
の
温
に
つ
い
て
の
情
報
を
欠
く
村
ニ
、
同
じ
く
二
つ
が

1

0

、
一
二
つ
が
九
、
四
乃
至
五
を

欠
く

村
が
十
三
と 

な
つ
て
い
る
。
欠
け
て
い
る
も
の
が
、
こ
れ
以
上
梢
え
る
こ
と
は
そ
の
村
の
人
口
趨
勢
を
知
る
上
で
は
好
ま
し
く
な
い
。
乃
ち
、
わ
れ
わ

.

士

、

詉
S

力
の
四
-T

i

力
村
に
つ
い
て
し
か
、

ニ
0
0
年

趨

f

知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
つ

て
、

こ
れ
ら

Q

村
の

個
々

の
数
字
を

合
览
し 

て
も
よ
い
わ
け
で
，
t

が
、
こ
れ
で
は
蒙
眾
位
が
大
ま
か
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、
置

別

や

、
町
や
村
の
霞
別
の
数
値
は

え
ら
れ
な 

レ

よ
り
t

Q

t

者

用

し

、
麗

の

黯

を

狭

め

、
し
か
も
、
謡

な

_

を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
全
く
§

方
法
を
採
っ
た

方
が

そ
こ
で
、
地
I

よ
び
町
村
S

類

別

楚

、
各

こ

の

簡

の

合

水

準

が

、
次

の

十

年

間

の

そ

れ

と

讓

し

め

I

合
を
と
り
出

し

、
 

f

を

多

す

る

プ

法
を
採
つ
た
こ
れ
に
よ
つ
て
、
そ
の
問
に
お
け
る
そ
の
地
ぼ
•
嵇
別
毎
の

人
！：！

の
成
長
率
を
響
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ 

の
成
長
率
を
ニ
〇
〇
年
間
連
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
口
趟
勢
を
震
で
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
第

一
,

お
よ
び
'
第
二
図
は
.
か
く
し
て
得
ら
れ
た 

地
I

、
震
別
の
成
長
率
で
あ
る
。
ま
た
第

j

表
は
、
|

黑

例
を
示
し
た
も
の

I

る
。
本
来
な
ら
ば
、

ョ
リ
詳
細
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な 

い
の
で
あ
る
が
、
紙

I

麗

上

、
こ
こ
で
は
全
地
域

s

f

み

寒

げ

て

お

^

。
な
お
、
成

I

I

叢

肇

I

I

I

比
較
し 

I

I

I

人

昼
 

.

九

(

ニ
九

)
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信

州

識

訪

地

方
の
人
口
趨
勢

第 2 表 1 0 年侮の人口球長率

年 代 村数

1671〜 1680 

1681〜 1690 

1691〜 1700 

1701〜 1710 

1711〜 1720 

172卜 1730 

1731〜 1740 

1?4卜 1750 

1751-1760  

1761〜 1770 

1771〜 1780 

1781-1790

179 卜 1800

180 卜 1810 

181卜 1820 

1821〜 1830 

1831〜 1840

184 卜 1850

185 卜 1860 

1861〜 1870

均

率
.一

 

平
長
%
一
 

年
成 率 長

％ 

h
準 水ロ人

50

56

55

54

54

54

54

55

56 

54 

51 

53 

47 

44 

31

(10012.2\丨 17  ̂
111770.9J 丄’。

/12922. 2\ 
114757. 5J 14.2

初年度を 
1 0 0 とし 
た坳合の 
指数

100. o'

1.6;
! 117.

/15225. 8) 
115938. 2J

/17005. 81 
\17385.2J

/17664.7] 
117585. 0J

/17051.01 
116759.0J

4.6

2.2

1.3

0. 5:

0. &

0. 2

0.5 - 0 . 1

1.8

{16134. 7川 0 5  
116227. 4J |

/16828: 9\! o o 
U7447. 6J |

{ M 卜 9

m I  - “  - 0 2

- 0.2

0.1

0.4

- 0.1

{17333. 6\! 
\17424. 8/j

/14991.81 
115178. 8；

/13625. 3\ 
\13791.8J

/11249. 21 
111145. OJ

0.5 0.1

9o /10246. 2T 
110406.1；

H e n

i
97j fl0370.5l 

110872. 2；

..1/16726.811 
46.117334. 7/!

1.2

1.2

0. 1!
|

0.1丨

一1.0: -O. lj
J I

1.5丨 0.2丨

0.8 0 .ll

134. 2丨 

140.8丨

147. 2：
{

150.彳
I

149. 7| 

147. 0f

I
147.8：

I
153.1丨

j
151.7i 

149. 0’

149. 7|
j

151.5；
. !

153. 3丨
i
i

151.8;

154.l|
!

155.3;i !
4. 8; 0. 5;

3. 6丨 0. 4丨 |
162. 8：

i
1

168. 6：

た
表
を
第
五
節
に
示
す
こ
と
と
す
る
。

さ

て

、
こ
れ
ら
の
図
表
の
物
語
る
も
の
は
何
だ
ろ
ぅ
。
人
口
は
、長
期
的
に
み
れ
ば
増
大
し
、当
該
ニ
〇
〇
年
間
に
約 

一
•
七
倍
に
増
加
し
た
こ 

と
に
な
る
。
年
率
に
換
算
す
れ
ば
〇

.
ニ
七
％

で
あ
る
。
し
か
し
、
全

地

域

の

籠

に

お

い

て

も

、
.H

一
七
ニ
〇
年
以

前

、
⑶

一
七
ニ
ー 

ー

一
八 

四
〇
、H

一
 

八
四
一
以
後
の
三
つ
の
期
間
に
は
明
ら
か
に
成
長
率
に
差
異
が
あ
っ
て
、
第
一
の
期
間
で
は
、
五0

年
間
に 

一
•
四
七
倍

、年
率
〇

• 

七
.五
％

、
第
二
の
期
間
で
は
、

一
二
〇
年
に
' 7

〇
五
倍
、
年
率
〇

•〇
四
％

、
第
三
の
期
間
で
は
三
〇
年
間
に
7

〇
九
倍
、
年
率

◦
•
.
三
％
と
な 

る
。

こ
の
期
間
の
初
期
に
は
急
速
な
増

大

、
中
期
に
は
停
滞
、
末
期
に
は
あ
る
て
い
ど
の
増
大
が
特
徴
的
な
の
で
あ
る
。
.し
か
し
、

こ
れ
は
全
体 

と
し
て
で
あ
っ
て
、
こ
の
地
域
の
す
べ
て
の
这
み
ら
れ
る
共
通
性
と
い

.ぅ
わ
け
で
は
介
い
。
.第
5

、
第
二
図
に
み
る
如

く

、
地
区
や
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誥
^
か
^
羚
5
。

そ
の
^
村
の
取
情
に
よ
っ
て
趨
勢
は
大
き
く
異
っ
て
い
る
。
.

ま

ず

地

馬

に

み

る

と

、
驟

I

岸
お
よ
び
西
岸
の
平
野
部
農
村
で
は
、
人n

増
大
は
す
で
に
十
八
世
紀
初
頭
に
ピ
I

ク

達

し

、

I

t
 

I

い
Q

I

I
き
、
殊
に
東
岸
で
は
減
少
傾
向
さ
支
ら
れ
る
。
西
岸
で
は
十
九
世
紀
に
人
る
直
前
か
ら
増
加
が
始
ま
り
、

葉

期

に

は

か 

の

達

し

て
I

る
こ
れ
は
お
そ
ら
く
岡
谷
附
近
に
成
立
し
た
生
糸
絹
織
物
産
業
と
関
連
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
他
方
、

C

也
：

t
j

j
r

r

卜 

は
一
七
ニ
ー 

年
I

三
〇
年
ま
で
続
き
、
そ
の
後
も
全
く
停
滞
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
Y
地
区
に
至
っ
て
は
増
加
率
こ
そ

鈍
化
し
た
が
、
全
I

を 

r

て
-
と

ん

ど

増

大

を

続

け

ニ

〇
〇
年
間
に
ニ
•七
倍
、
年
率
平
均
〇

•五
％
と
い
う
増
大
を
示
し
て
い
る
。

0

士

也

|

_

斜
也
で
、
 

貧
し
く
淑
地
の
拡
張
が
可
能
で
あ
っ
た
の
が
、

E 

• 

W
地
！̂
と
対
照
を
な
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、

当
然
第
二
図
に
も
反
映
さ
れ
、
本
村
、
新
田
、
都
市
を
分
け
る
と
、

•新
田
村
で
ぎ
一
〇
〇
年
間
に
一露

、
年
率
〇

•五
五
％
と 

し
l

i

れ

た

昼

い

し

、
本
村
I

市
で
は
初
め
の
I

十
七
I

中

f

、
i

お
い
て
は
I

髮

っ

て

か

ら

、

本
村
で
は
十
九
I

後
半
に
な
っ
て
漸
く
第
二
の
増
大
期
を
迎
え
て
い
る

こ
と
が
知
れ
よ
う
。
従
っ
て
，
十
八
世
紀
の
初
期

以
後
、
こ

の

地

方

の
 

人

丨

ザ

大

は

専

ら

菊

田

村
に
お
I
て
実
現
し
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
曾
つ
て
、
着

が

行

っ

た
横

内

村(

E
地
区
に
属
す
る)

f

、

大
は
一
七
七
〇
年
代
ま
で
続
い
て

い
た
が
、
本
村
一
般
と
し
て
は
増
大
の
頭
打
ち
は
ョ
リ
早
い
時
期
に

来
て
い
る
の
で
あ
る

。

J

 

b
上
の
如
く 

f

的
に
み
れ
ば
、
詉
訪
地
方
の
人
口
趨
勢
は
増
加
か
停
滞
か
で
あ
っ
て
、

減
少
は
例
外
的
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
卜

I

一
 

期
と
す
る
と
ら

え
方
で
あ
る
か
ら
、

簾

的

な

減

少

は

観

察

さ
.れ

な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

次
に
示
す
三
つ
の
♦

期
に
お
い
て
、
減
少
が 

み
ら
れ
る
。
第
一
は
一
七
四
一
丨
五
o
年
期
’
第

二

は
一
七
八

一
I

I

.
第

三

は

一
八
ニ
ー
I

三
0
年
期
で
あ
：;

。
こ
の
、

を
周
期
と
す
る
人
口
減
少
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。

し
か
も
、
I

少
は
、

い
ず
れ
の
地
域
に
お
い
て
も
、

ま
I

f

も
に
み
ら 

i

ォ
ッ
ら
く
t
凶
f
又
は
流
行
满
ヵ

そ
の
原
因
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
龍
伝
え
ら
れ
る
ほ
ど
そ
の
影
響
は
大
き
く
は
な
い

が
。

本
節
の
最
後
に
、

勝

地

方

の

趨

勢

と

、

全
国
お
よ
び
信
濃
一
国
の
人
口
趟
勢
を
比
較
し
て
お
こ
う

(

第
三
図

)

。

全
国
お
よ
び
信

州
の
人
口

ニ
ニ 

(
三

1 .11 )



一

四(

一一

锵3

図

親

违

0
阶
画
A
n
濃
隞
(v
o
i
t齋

は
、
.幕
府
に
よ
る
全
国
人
P

I

Q

数
字
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
。
こ
の
数
字
Q

I

廣

つ

い

て
f

と
よ
り
問
題
の

あ
る
と
こ

ろ

だ
が
、
f

 

一
国
の
傾
向
は
、
か
な
り
の
増
加
禀
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
■

地
方
の
趨
勢
は
む
し
ろ
全
国
の
趨
勢
に
近
い
。

, 

そ
れ
に
し
て
も
、
初
期
に
お
け
る
増
加
の
激
し
さ
は
瞭
然
で
あ
る
。
馨

は

曾

つ

て

、
九
州
小
倉
藩
人
畜
改
帳
の
分
析
を
通

じ

て

、

徳
川
初
期 

のSJli! 人
！.：

を 

一

o

o

o万
又
は
そ
れ
以
下
と
，

し
た
の
で
あ
る
が
、
十
七
世
紀
末
泛
の
地
方
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
急
速
な
曾
大

が
、
^

ー
^

間

昼

っ

マ

全

国

で

儀

さ

れ

て

い

た

と

す
れ
ば
、
徳
川
|

の
全
国
人
口
.一
、0

0
0

万
人
と

V

I
は
決
し
て
不
可
能
な
も
の

(

1)
「

小
倉
藩
人
畜
鑛
の
分
析
と
徳
川
初
期
全
国
人
口
推
計
の
試
み

」

四

出

生

と

死

亡

前
節
で
示
し
た
こ
の
地
方
の
人
口
変
化
の
内
、
出
半
死
亡
に
よ
る
も
の
、
い
わ
ゆ
る
農
増
減
を
明
ら
か
に
す
を
の
が

本

節

の

目
的
で
あ
る
。
 

出
生
率
•

死
亡
率
は
、
こ
の
地
方
の
史
料
か
ら
次
の
二
つ
の
方
法
で
求
め
ら
れ
る
。
第
一

.
は
、

薦

の

人

q

趨
勢
の
場
合
と

同

じ

く

、

各
村
の 

叶
年
1

毎
の
人
口
水
準
と
、
年
平
均
出
生

•
死
亡
数
を
そ
れ
ぞ
れ
求
め
、こ
れ
が
ら
率
を
讓
す
る
方
法
で
あ
る
。
第
二
は
、
各
村
の
人
口
数
と
出 

生

数

人

r

数
と
死
亡
数
力
同
一
の
年
に
つ
い
て
判
っ
て
い
る
場
合
の
み
を
と
り
出
し
て
加
算
す
る
方
法
で
あ
る
。
第
一
の
方
法
で
は
、
デ
ン
プ 

ル
数
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
地

■

の
集
計
に
際
し
て
麗
を
伴
う

.
。
第
二
の
方
法
で
は
、
地

I

の
醫
を
求
め
る
の
は
糞
で 

/

ィ
：

ノ

数

が

か

^

し
ま
う
こ
こ
で
は

L

ず
れ
か
一
つ
の
方
法
に
決
定
せ
ず
、
と
り
あ
え
ず
双
方
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
ま
た
、
こ 

I

丨
r

死
亡
醉
4

馨

な

意

味

で

は

出

生

後

、
宗
門
改
帳
の
作
成
時

S

訪
領
で
は
毎
年
二
月

)

、に
'
生
存
し
て
^

!
録
さ
れ
，こ
者
の 

み
に
つ
い
て
の
数
字
で
、
作
成
時
以
前
に

k

亡
し
た
者
は
両
率
と
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
算
入
の
行
わ
れ
な
い
こ
と
が
、

§

の
上
で
、
出 

/

-

_歹
亡
^

-
蹲

を

、

じ
ら
れ
ぬ
ほ
と
低
と
も
の
に
し
て
し
ま
う
一
つ
の
原
因
で

.あ
る
。
筆
者
は
ノ
連
年
の
宗
門
改
帳
か
ら
求
め
う
る
幼
児
死

. 

1

五

(

ニ1

五)



第3表出生率および死亡率（1000分比）全域合箅

年  代

方 法 I に よ 之  

出 生 率 死 亡 率

>

差 引 出 生 率

j一 法 n に よ ？ 

死 亡 率

1
)

差 引

1671—1680 26.0 21.8 4.2 26.7 .23.6 3 .1
1681—1690 37.4 .24.4 13.0 37.1 23.5 13.6
1691—1700 32.6 25.3 7.3 33.9 22.8 11.1

以 上 小 計 33.1 24.5 8.6 33.0 23.2 9.8
1701—1710 . 2 9 . 4 24.2 5.2 27.4 24.2 3.1
1711—1720 32.2 26.0 6.2 29.5 23.3 6.2
1721—1730 28. 6 23.6 4.9 26.4 24.4 2.0
1731—1740 22.5 2 2 . 2 0.3 23.1 22.4 0.7
1741—1750 20.9 22.5 — 1 . 6 21.4 23.7 一 2. 3

以 上 小 計 2 6 . 9 23.8 3 . 2 25.4 23.7 1.7
1751—1760 25.0 21.0 4.0 25.3 22.6 2 . 7 丨

1761—1770 24.3 20.9 3.5 23.5 20.9 2.6 |
1771—1780 22.3 20.8 1.5 22.4 19,1 2.4
1781—1790 20.1 20.7 - 0 .6 20.1 20.2 - 0 .1
1791—1800 23.7 19.7 4.0 24.6 20.7 3-8 j

以 上 小 計 23.3 2 0 . 6 2 . 7 23.2 20.9 2 - 3  !

1801—1810 25.2 19.7 5. 5 25.5 20.6 丨 も 8

1811—1820 22.0 19.9 2 .1 22.2 21.9 ； 0.3
1821—1830 22.7 23.4 - 0 .7 23.5 22.3 ! ノ - 2 丨

1831—1840 21.9 25.4 -3 . 5 22.1 23.3
1 —L 2

1841—1850 23.9 ! 16.9 6.9 26.2 14.7 11.4 ;
以 上 小 計 23.1 ! 2 1 . 2 1.9 23.7 2 1 . 0 2.7 -

1851—1860 . 21.8 20.1 1.7 24.2 21.9 2.3
1861—1870 2 2 . 2 ； 16.5 5.7 21.9 16.6 5.4

以 上 小 計 2 2 . 0 j 18.4 3 . 6 2 2 . 6 18.8 ! 3.7
合 計 25.5 j 2 1 . 8 丨 3 . 7 2 4 . 9 2 1 . 8 | 3 . - 1

一

六(

一
二
六)

一
亡
率
か
ら
数
え
年
一
歳
の
推
定
死
亡
率
を 

控
えc

m

に
見
積
っ
て
一
五
〇
%
と
し
、
実 

際
の
出
生
率
は
、
史
料
か
ら
求
め
ら
れ
た 

率

を

.一.
o

八
倍
す
べ
き
こ
と
を
示
し
た
。
 

死
亡
率
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
補
正
を
す 

る
必
耍
が
あ
ろ
ぅ
。
し
か
し
、
も
し
こ
の 

数

え

年

一
歳
に
お
け
る
死
亡
率
に
変
化
が 

な
か
っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
長
期
の
傾
向 

を
求
め
一
る
に
は
、
史
料
か
ら
直
接
観
察
さ 

れ
る
率
の
弈
<化
を
追
ぅ
こ
と
で
十
分
で
あ 

る
。

.

第
三

表
は
、
課
訪
地
方
の
全
域
に
つ
い 

て
、
出
生
、
死
亡
を
合
算
し
、
十
年
期
侮 

の
出
生
.
.
死
亡
の
両
率
を
求
め
た
も
の 

で
、
方
法

I • 

n
と
は
、
前
掲
の
二
つ
の 

i
,

測
定
法
1を
示
す
。
表
に
み
る
如
く
、

い
ず 

I

れ
の
方
法
を
と
っ
て
も
、
測
定
さ
れ
た
数 

値
に
は
大
き
な
違
い
は
な
い
。
特
に
、
五
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ニ
〇

(

ニ
ニ
〇)

十
年
開
の
合
計
数
で
は
、
両
者
は
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
出

生

•
死
亡
両
率
を
求
め
る
に
は
、

い
ず
れ
の
方
法
を
も
っ
て
し 

て
も
よ
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

第

四

•
第
五
図
は
、
本

村•

新

田

•
都
市
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
出
生
.
死
亡
率
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
図
中
細
線
で
示
し
た
箇
処 

は
、

サ
ン
プ
ル
数
が
少
く 

(

各
時
期
に
お
け
る
延
人
口
が
一
、
〇
〇
〇
人
以
内)

、

統
計
処
理
上
に
問
題
が
あ
る
箇
処
で
あ
る
。

ま
た
、

都
市
に
つ
い 

て
は
全
期
間
に
つ
い
て
の
数
値
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

出
生
率
は
、

全
期
間
を
通
じ
て
新
田
に
お
い
て
最
も
高
く 

(

ニ
〇
〇
年
間
の
平
均
ニ
七
•
八 

%)

、
本
村
こ
れ
に
次
ぎ(

同
ニ
五
•
ニ
%)

、
都
市
で
は
最
も
低
い(

同
ニ
〇

•
四
%)

。
初
期
、

特
に
十
七
世
紀
中
に
お
い
て
は
、

ど
こ
で
も
最
も 

高
い
出
生
率
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
十
八
世
紀
の
後
半
以
後
は
、
ほ
ぼ
四
十
年
を
周
期
と
す
る
波
動
の
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対 

し
て
死
亡
率
の
方
は
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
コ
ン
ス
タ
ン
ト
で
、

特
に
農
村
部
に
お
い
て
は
、

一
八
ニ
ー 

I
一
八
四
〇
年
の
不
安
定
期
を
除
け 

ば
’

緩
や
か
な
下
降
線
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
。

他
方
、

都
市
に
お
け
る
死
亡
率
は
著
し
く
不
安
定
で
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る 

が
、

こ
れ
は
サ
ン
プ
ル
数
の
不
足
に
よ
る
も
の
な
の
か
、

或
い
は
実
際
そ
5
で
あ
っ
た
の
が
、

今
の
と
こ
ろ
決
断
を
下
す
匕
は
材
料
不
足
で
あ 

る
。
し
か
し
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
出
生
率
と
死
亡
率
の
差
を
表
示
し
て
み
る
と
、
大
体
に
お
い
て
都
市
は
マ
イ
ナ
ス
を
示
し
て
い
る
。
に
も
拘
ら 

ず
、
都
市
に
お
い
て
も
•
.人
ロ
数
は
漸
増
し
て
い
る(

本
稿
所
収
第
二
図
参
照)

こ
と
は
、
明
ら
か
に
、

都
市
外
か
ら
の
人
口
流
入
の
大
き
さ
を
示 

し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
ぅ
。
観
察
し
ぅ
る
限
り
に
お
い
て
都
市
部
の
出
生
率
は
ニ
〇

•四
%

、
死
亡
率
は
ニ
ニ 

•七
^
、
差
引
マ
イ
ナ
ス
ニ
. 

三
%
と
な
り
、
も
し
都
市
人
口
が
全
く
増
大
も
減
少
も
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
マ
イ
ナ
ス
分
は
流
入
人
口
に
よ
っ
て
補
塡
さ
れ
て
い
る
箸 

で
あ
る
。
然
る
に
、
一
六
八
一
年
以
降
の
一
五
〇
年
間
に
、
都
市
部
の
人
口
は 

一
•四
倍
増
大
し
た
。
こ
れ
を
年
率
換
算
す
れ
ば
ニ
*
一%
と
な
る
。
 

そ
れ
故
、

然
増
減
率
を
加
え
た
四
•五
%

が
毎
年
流
入
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

従
来
に
お
い
て
も
、
近
代
以
前
の
社
会
で
は
、
都
市
人
ロ
は 

都
市
内
で
は
洱
生
産
不
可
能
で
，
常
に
農
村
か
ら
の
補
塡
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
云
わ
れ
て
い
た
が
、

こ
こ
で
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
で
あ
っ
た 

の
か
、
に
つ
い
て
の
推
定
が
可
能
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

近
世
信
州
識
訪
地
方
の
人
口
趨
勢

ニ一
(

ニ
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I

〜
I

〇
図
は
、都
市
を
除
い
た
四
つ
の
地
,

お
け
る
出
生
率
と
死
亡
率
の

推

移

を

示
し
た
。
蹇

の

方

法

は

前

掲

の

I
に

よ

る

。

図
卜

、
 

細
線
の
蜃
は
サ
ン
プ
ル
数
が
少
い

(

延
人
口一

、

〇
〇
〇
人
以
下

五
〇
一
人
以
上)

場
合
で
あ

る

。

死
亡
率
が
出
生
率
を
上
廻
る

場

合

は

、

そ

？

 

に
I

施」

た
。
す
な
わ
ち
、
產

1

1

5

イ
ナK

で
I

と
を

f

い
る
。
多

く

の

霄

慕

マ
イ
ナ
ス

i

 

の

は

出

生

率

が

低

い

と

同

時

に

死

亡

率

が

.高

く

な

っ
た
時
期
に
生
じ
て
い
て
、
決
し
て
い

ず
れ
か

一
方
だ
け
と
い
う

わ
け
で
は
ミ

.。

し

か
 

I

各

地

管

も

、
マ
イ
ナ
ス
の
時
期
は
大
体

一.

致
し
て
い
る
こ
と
は
管
す
べ
き

で
あ
る
。
 

/

(

1

)

I

.

ト
イ
バ
I 

m

本

の

人

口

』

邦

訳

本

三

j

頁

。
：
.

(

2

)
』

川
後 

p

出f

•
死
f

 

め 
|

も
、
出
I

し

I

f

 

.

I

I

I
 

F
 

I

I

 

in 

H
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H

I

 

I

p

w

p

x

f

^

s

p
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s
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I

五

結

び

以

上

の

益

で

の

讓

繁

言

と
め
よ
う
。
第
一
一
證
、

_

人

i

率
と
、

二
つ
の
方
■

よ
I

然
増
I

の
I

を

比
較
し
た

も
の
で
i

 

$

し
ノ

 

r成
長

率

は

あ

る

十
年
間
の
水
準
か
ら
次
の
十
年
間
の
水
準
と
の
間
に
お
け
る
変
化
で
あ
り
、
自
然
増
J

ま
、
 

そ
の
i
年
間
内

Q

I
率
と
死
亡
率
の
差
で
あ
っ
て
、
比
較
の
軸
は
全
く
共
通
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
グ
ラ
フ
で
は
、
横
軸
上
の
位
置
を
ず
ら 

)

こ
と」

J
っ
て
一
力
し
て
お
し
た
さ
て
、：

両
者
を
比
較
す
る
と
、
概
ね
平
行
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
た
だ
、
時
期
の
上
で
、
前

I

戸
と
炎 

を
比
べ
て
み
る
と
、
前
半
で
は
平
行
の
程
度
が
高
い
の
が
、
擎

で

は

や

I

れ
が
み
ら
れ
る
。
も
し
こ
れ
ら
の
I

が
正
し
い
：
^

 

丨

I

I

I
増
減
I

上
廻
っ
て
い
る
.時
期
に
は
、
懸
地
方
へ

の

人

口

の

流

人
が

、
逆

I

然
増
減
率
が
成
長
率
を
上
廻
っ
C
い
る
時 

如
に
は
、
露

地

方

か

ら

他

へ

の

人

P
流
出
が
.あ
っ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
一
七

i

年

以

後

の

辜

間

は

こ

の
二
つ
の

傾

3

周
I

に
綺
返
さ
れ
て
し
る
ガ
、

I

ら
か
と
い
え
ば
、
I

率
の
方
が
低
く
、
S

地
方
か
ら
他
へ
の
人
口
流
出
を
暗
示
し
て
い
る

。

個
々
の
寸
の
土 
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■讀

_
i

会
I

を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
横
内
村
の
分
析
結
果
で
も
、

江
戸
へ
の
出
稼
が
t

み
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
事
は
全
く
あ
り
得
な
い 

こ
と
で
は
な
い
。
も
っ
と
も

本
稿
の
第
一
表
に
み
る
如
く
、
数
値
の
サ
ム
。フ
ル
は

、
.

後
半
の
方
が
低
い
と
い
う
こ
と
、
或
い
は
、

一
般
に
宗

4
改 

帳
の
信
頼
度
の
相
対
的
低
下
傾
向
と
い
う
こ
と
も

考
慮
に
入

れ

て

お

く

^

要
が
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
前
半
に
お
け
る
双
方
の
率
の
一
致
は
、
.明
ら
か
に
次
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
'調
訪
她
方
に
お
い
て
は
、
十
七
肋
紀

後
半
か
ら
十
八 

星

初

取

の

間

に

盡

な

人

口

増

大

が

み

ら

れ

、
：
そ
れ
は
、

高
い
出
生
率
に
よ
っ

て
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
、

高
い
出
生
率 

は
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
.か
。
本

稿

で

示

し

た

諸

獲

は

、
襲
こ
れ
に
つ
い
て
何
も
物
語
っ
て
は
く
れ
な
い
。
ま
た
こ
の
よ
う
な

増
大 

ガ
開
絶
さ
れ
た
時
点
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
る
。
だ
が
、

残
さ
れ
た
史
料
で
は
、
新
田
村
落
に
お
け
る
出
生
率
A

然
増
加
率
が
最
I

い
か
ら
、
 

こ
の
.

r
r

力

致

象

は

お
そ
ら
く

は

_
地
顶
樹
の
拡
大
を
伴
.っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
十
分
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て

さ
ら
に
横
内

村
で
の
分
析
を 

合
わ
せ
考
え
て
み
る
と
大
家
族
、
醫
労
働
力
依
存
の
経
営
の
解
体
と
、
そ
れ
に
代
っ
て
生
じ
た
家
族
労
働
力
依
存
の
小
農
経
営
の
展
開
、

そ 

れ

に

伴

う

結

擊

の

鼻

に

よ
っ
て
生
じ
た
出
生
率Q

増
大
と
い
っ
た 

一
I

変

化

に

麗

Q

馨

が

t

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

I

I

宗
門
改
帳Q

分
析
は
決
し
て
以
上
に
尽
I

わ
：け
で
は
な
い
。
ま
た

村
S

Q

宗
門
改
帳
の
分
析
も
決
し
て
横
内
村
一
村
に
限
ら
れ 

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
本
稿
は
今
後
の
詳
細
な
検
討
に
対
す
る
一
つ
の
手
が
か
り
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

本
0
外
ノ
は
文
诏
将
和
学
研
究
費
機
関
研
究「

壬
中
戸
籍
成
立
以
前
の
わ
が
国
人
口
の
基
礎
的
調
^
研
究」

の
一
出
で
あ
る
。
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