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三
田
學
會
雜
誌
第
四
十
<

卷

第

四

號

\

.

電
氣
、
0
電
氣
の
ニ
社
だ
け
で
六
割
近
く
を
獨
占
し
て
^

る̂
。

- 

(

註)

こ

れ

に

过

製

作

所

，、
士

8
爾
氣
の
ニ
社
を
加
え
れ
ば
、
獨
占
メ
：
 

丨
ヵ
ー
へ
'の
生
庳
の
集
中
は
約
八
割
に
達
す
る
0

■ 

. 

■

.

ま

た

、
，

こ

れ

ち

，
の

生

產

額

を

主

要

セ

，
ッ

ト

の
機
種
別
に
見
れ
ば
第
三
一一

. 

表
と
な
る
が
、
重
要
機
種
へ
の
生
産
の
集
中
傾
向
、
し
た
が
'っ
て
そ
れ
ら 

機
種
の
生
產
技
術
の
獨
占
が
著
し
く
、.
：と
り
わ
け
N

H

.
電

氣

べ

の

生

產

の
 

■

集
中
、
技
術
の
獨
占
は
、
全
機
種
を
通
じ
て
他
の
一一

社
を
遙
が
に
凌
い
で 

い
る
。
か
か
る
集
中
が
同
時
に
電
々
公
社
の
獨
占
を
意
味
し
、
そ
れ
は
ま 

た
こ
の
部
門
に
お
け
る
資
本
.の
獨
占
メ 
I

ヵ
ー
へ
の
集
積
.
集
中
を
基
礎 

と
し
て
い
る
こ
と
.(

前
揭
第
ー
五
、

一
六
、

一
七
表
參
照)

い
ぅ
ま
で
も 

な
ぃ
0

.

.

；

 

: 

M」 

し
ヵ
し
こ
の
.

部
P

に
お
け
る
メ 
I

ヵ
ー
c>
.

地

位

に

關

係

す

.
る

重

要

な
 

要
素
は
生
產
機
種
に
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、.
個
々
の
メ
ー
力
I

は
各
生
産 

機
種
に
っ
い
て
市
場
の
上
で
一
應
の
獨
诌
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
'. 

ら
、
尨
大
な
通
信
裝
置
の
體
系
の
中
で
個
々
の
生
產
機
種
が
し
め
て
.

い

る
V' 

地
位
の
重
要
性
は
そ
れ
を
生
產
す
る
メ ー

力
I

の

地

位

に

影

，
響

を

與

え

ず
 

に
は
い
な
い
が
ら
で
あ
る
パ
し
た
が
つ
て
、
個
々
の
メ
ー
ヵ
ー
に
と
つ
.て 

は
、
ど
の
機
種
の
生
產
し
た
が
っ
て
そ
の
生
產
技
術
を
、
。
か
：

獨
占 

し
て
い
る
か
が
、
そ
の
地
位
を
決
め
る
技
術
的
基
礎
と
な
る
。
そ
れ
故
、

. 

特
定
の
機
種
に
つ
い
て
の
生
產
の
獨
占
は
必
ず
し
も
そ
の
生
產
渚
の
こ
の
' 

部
門
全
髖
に
お
け
る
獨
占
を
意
味
し
な
い
。
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
非
獨
占 

的

メ

ー

ヵ

ー

の

範

嚷

に

愿

す

石

と

.

思
わ
れ
る
Y

.

G

電
機
製
作
所
は
、
通
信 

用
測
定
器
の
生
產
で
は
獨
占
的
地
位
に
あ
る
が
、
こ
の
部
門
全
體
で
必
ず

.

.一
 

•

.

. 

六

〇

(

三
二
八〕

し
も
獨
占
的
地
位
に
あ

.る
と
は
い
え
な
い
理
由
の
一
つ
に
は
、
通
信
裝

® 

の
全
體
系
の
中
で
.測
定
器
が
補
助
的
勞
働
手
段
の
役
割
を
果
す
に
過
ぎ
な 

い
と
い
う
事
實
が
あ
る
。
ま
た
同
じ
範
晴
に
颶
す
る
丁

8
通
信
機(

前
出) 

は
、
四
號
電
話
機
の
生
產
で
は
、
最
近
獨
占
メ
ー
力
ー
.に
西
敵
す
る
受
注 

實
績
を
あ
げ
て
は
い
る
が
、
や
は
り
電

Is
機
だ
け
で
は
通
信
裝
置
の
心
臟 

部
を
お
お
う
こ
と

.は
不
可
能
で
あ
り
、

.こ

.れ
を
克
服
す

.る
に
は
、
生
產
技 

:

術
の
新
た
な
獨
古
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
は
國
際
獨
占
資
本
あ
る

.
 

い
は
米=

日
獨
占
資
本
の
系
列
を
通
じ
て
の
技
術
の
獨
古

(

技
術
提
携)

'

.

ヵ
，前
提
と

.な
る

0

.
こ
れ
に
對
し
て
獨
占
メ
ー
力

I (

と
く
に

N
社)

，は
、
I旣
に
通
信
裝
置 

の
全
體
系
の
キ
イ

•
ポ
イ
ン
ト
、
キ
イ

•

ラV

ン
を
構
成
す
る
重
要
機
種

.
 

(

第
三

0
表
に
揭
げ
た
も
の

)

の
生

^
、
し
た
が
っ
て
‘そ
の
生
產
技
術
を 

親
占
し
て
お
り
、
し
か
も
技
術
の
高
度
化

(

正
常
な
發
展
で
は
な
く
、
例 

え
.ば
電
波
兵
器
等
蛋
め
，

10
-;れ
た
發
展

)

に
と
も
な
う

キ
イ.

ポ
イ
ン
ト

、
.
 

キ
イ

.
ラ
，イ
ン
の

#

_
ハ
例
え
ば
、
電
話
に
お
け

.る
無
線
裝
跬
の
利
用

I 

超
短
波
多
重
通
倩
、

f'

イ
ク
ロ
ゥ

H

丨
ブ
等)

に
卽
應
し
得
る
條
件
が
、
 

國
際
電
機
ト
ラ
ス
ト

(

N
電
氣
の
瘍
合
は
米

=

日
獨
占
資
本

)

を
背
景
と
し 

て
具
わ
っ
，て
お
り
、
且
づ
國
內
に
お
け
る
財
間
系
列
を
通
じ
て
の
金
融
、

系
冽
メ

~
力

I
に
ょ
る
原
材
料
の
確
保
、
電
々
公
社
發
注
の
獨
占
に
ょ
る 

市
場
面
の
保
障
等
、

.そ
の
獨
占
.的
地
位
は
現
在
の
從
屬
體
制
下
で
ま
す
ま 

す
强
化
さ
れ
っ
っ
あ
る

。

.

-

 

I

 

こ

k
に
、
.か
っ
て
戰
後
の
空
&
期
に
活
躍
し
た
部
品
業
赛
の
常
面
す
る 

深
刻
な
問
題
の
根
本
的
原
因
が
あ
る
。

(

未
完)

.

書
評
及
び
紹
介

エ
ル
ン
ス
ト

•

ケ
ル
タ

—

『

黑
死
病
期
の
十
四
、
五
世
紀
ド
イ
ツ 

に
お
け
る
經
濟
生
活』

 

.

M
r
n
s
-
t
w
e
l
t
e
r

 
- D

a
s

 

d
e
u
t
s
c

ty
CDY

^
H
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
b
e
n

 

des 14 u
n
d

 15 

J
p ぼ
げ
目
皆 
rrt
-
g 

?
 

schatt§

 der 

P
e
s
t
e
p
i
d
e
m
i
e
n

 
こ Jahrl^ucher 

fur Nationalo-KO- 

n
o
m
i
e

 

d
 Statistik 

B
a
n
d

 

1
6
0 1

ff
i
<I
>H>
c+
Co
s
s. 

1
9
s

 g
g
k
r
o
s
.

十
四

•
.五
世
紀
を
通
じ
、
ド
ィ
ッ
は
猛
烈
な
黑
死
病
に
襲
わ
れ
た
。
史 

家
は
皆
こ
の
事
實
.に

注
目
し

て
い
る
が
、

し
、か
し

單
な
る
事
實
と

.し

て
で 

あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
出
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
獨
り
經
濟
史
家
..の
間 

で
.、
黑
死
病
の
度
々
の
發
生
と
、
そ
れ
に
よ

.る
恐
，る
べ
き
破
局
が
注
視
さ 

れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

■特
に
黑
死
病
の
影
響
に
よ

る
農
業
勞
働
者
の
木 

足
、
束
部
植
民
の
停
頓
は
、
ド
ィ
ッ
の
經
濟
史
家
間
で
重
大
な
關
心
事
と 

な
っ

.て
い
た
。

し
か
し

依
然
と
し
て
重
耍
な

こ
と
は

看
過
さ
れ
、
黒
死
病 

期
が
ド

ィ
ッ
史
に
お
け
る 
一_太
轉
期
と
し
て
持
っ
意
義
の
重
大
性
に
っ
い 

て
は
、
從
來
問
題
と

.さ
れ
る
こ
と
が

.な
か
っ
，た
の
で
あ
る

0 

.

M
死
病
時
代
を
か
か
る
視
角
か
ら
取
上
げ
た
の
は
、
ル

':ユ.ト
ゲ
罾
ぽ
が 

最
初
で
あ
っ
た
。
敎
授
は
そ
の
一
九
五
〇
年
の
論
文

「

社
會
經
濟
史
.に
お 

け
る
十
四

*

五
世
紀」

の
な
か
で
、
黑
死
病
に
よ
る
人
口
の
減
少
を
軍
な 

'る
歷
史
的
事
實
と
し
て
で
は
な
く
、

.

土
地
と
勞
働
と

資
本
の
間
の
.均
衡

,

.

書
評
及
び
鞀
介

 

'

 

:

.

關
保
を
破
接
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
に
革
命
的
娃
格
を
與
え
よ
う
と
し 

た
。
敎
授
に
あ
っ
て
は

、
' 黑
死
病
時
代
に
起
っ
た
社
會
經
濟
上
の
變
革
こ 

そ
中
世
的
發
展
を
完
全
に
終
結
せ
し
办
た
重
大
な
契
機
で
あ
る
と
さ
れ
、
 

從
つ
て
ま
た
新
し
い
發

M-
の
た
め
の
出
發
點
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
の 

で
.あ
っ
た
。
人
ロ

0;
減
少
と
、
こ
れ
に
よ
り
生
産
要
素
間
の
カ
關
係
に
起 

っ
た
不
均
衡
は
、
中
世
的
傳
統
を
破
壤
す
る
十
分
な
力
を
持
っ
て
い
た
と 

考
え
る
の
で
あ
る

。
.
.

■

:

.
ド
ィ
ッ
史
に
お
け
る
十
四

.
五
世
紀
に
づ
い
て
は
"

ル
ユ
ト
ゲ
敎
授
以 

來
、
新
し
い
觀
黏
に
立
ち
、
之
に
か
く
跅
究
が
進
め
ら
れ
て
來
た
。
.以
下 

に
お
い
そ
轺
介
さ
れ
る
ヶ
ル

.タ
ー
敎
授
の
論
文

.は
、
最
近
に
お
け
る
ド
ィ 

.
ッ
史
學
界
の
か
か
る
傾
向
の
な
か
か
ら
生
れ
た
も
の
で
、
示
唆
に
富
む
•力 

作
と
い
う
こ
と
が

出
來
よ
う
。

㈠
十
四

•

五
世
紀
を
通
じ
農
業
は
絶
え
ず
危
機
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
わ 

け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
農
村
人
口
の
壓
倒
的
多
數
を
占
め
る
農
業
勞
働 

者
は
如
何
な
る
經
濟
狀
態
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

.
通
說
に
從
え
ば
、
黑
死
病
に
よ
る
影
響
で
農
村
は
疲
弊
し
た
、
但
し
農 

業
勞
働
者
の
み
，は
例
外
で
、
黑
死
病
時
代
に
農
業
勞
働
者
も
亦
黄
金
時
代 

を
迎
え
る
こ
と
が
出
來
た
。
し
か
し
か

•く
槪
說
す
る
こ
と
は
、
ヶ
ル
タ
ー 

敎
授
に
よ
れ
ば
、

.

「

甚
だ
し

.い

.危
險」

で
あ
っ
た

。
.

農
業
勞
働
者
に
と
っ
て
黒
死
病
時
代
が
黄
.金
時
代
で
あ
る
と
い
う
場 

合
、
そ

.の

.根
柢
に
は
常
に
、
農
業
人
ロ
の
都
市
へ
の
流
出
で
農
村
に
起
っ 

た
勞
働
力
の
異
常
な
不
足
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
勞
働
力
の
不
足
か
ら
農 

業
勞
働
者
は
高
い
賃
敗
を
要
求
し
て
獲
得
す

る

こ
ど
が
出
來
、

こ

れ
に
對 

し
最
高

'«
銀
を
規
制
し
：よ
，う
と
す
る
動
き
が
現
わ
れ
た
程
で
、.
か
か
る
事 

情
こ
そ
農
業
勞
働
者
の
黄
金
時
代
を
主
張
す
る
通
說
の
背
录
と
な

っ

た

の 

で
あ
っ
た
。
、V
か
し
實
際
に
農
桊
勞
働
者
は
不
足
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

.

六

一

(

三
ニ
九)



三
田
學
會
雜
誌
第
四
十
八
卷
第
四
號

か
。
黑
死
病
に
ょ
る
人
ロ
の
減
少
は
都
市
に
お
い
て
農
村
ょ
り
も
甚
だ

-L 

く
、
農
村
人
口
の
犠
牲
に

.お
い
て
都
市
人
口
が
囘
復
し
た
こ
と
、
東
部
へ 

の
植
民
が
停
止
さ
れ
た
こ
と
等
は
、
農
村
に
お
け
る
勞
働
人
口
の
絕
對
的 

な
不
足

.を
示
す
有
力
な
證
據
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
す

ベ
て
を
勞
働
人

ロ
の

不
足
に
歸

す
る

こ
.と
は
、「

無
理
な
結 

論
.

」
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヶ
ル
タ

ー

敎
授
は
通
說
に
對
し
强
い 

反
對
を
示
し
て
い

.る
。

な
る
ほ
ど

「
多
く
の
人
々
が
都
市
べ
向

.っ
た」

,0
し
か
し

「

農
村
に

…

 

止
ま
っ
た
者
は
少
な
く
な
か
っ
た

」

。
黒
死
病
の
流
行
前
に
お
い
て
員

# 

人
口
は
む
し
ろ
過
剩

.で
あ
り
、
黒
死
病
を
契
機
と
し
て
起
っ
た
都
市
へ
の 

流
出
に
も
拘
わ
ら
ず
、
實
際
に
勞
働
力
は
農
村
に
お
い
.て
顯
著
な
不
足
を 

示
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
從
•っ
て
農
業
勞
働
者
の
不
足
や
高
い
賃 

銀
に
對
す
る
不
滿
は
、
勞
働
力
の
絕
對
的
な
不
足
を
示
す
も
の
で
は
な 

く
、
む
し
ろ
規
定
の
賃
銀
で
は
誰
も
勞
働
し
ょ
う
と
し
な
か
っ
た
こ

. と
か 

ら
起
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
誰
も
が
高
い
賃
銀
を
期
待
し
て
耕 

作
を
引
受
け
ょ
う
と
せ
ず
、
こ
の
た
め
土
地
は
荒
れ
た
ま
ま
放
置
さ
れ
て 

い
た」

。

一
三
五
ニ
年
に
南
部

バ
ィ
工

ル
レ
の
ル
ド
ゥ
ィ
ヒ
公
の
發
し
た 

か
か
る
不
滿

■は
、
高
い
賃
銀
に
對
す
る
不
滿
で
あ
り
、
ヶ
ル
タ
_丨
敎
授
に 

ょ
れ
ば
、
勞
働
力
の
下
足
に
對
す
る

'不
平

.で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
東
方
植 

民
の
停
止
も
、
勞
働
力
の
不
足

.に
起
因
し
た
の
で
は
な
く
、

.東
部
に
.お
い 

て
ょ
り
低
い
生
活
條
件
の
ゆ
ぇ
に
起
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
當
_

「

怠
惰
は 

國
，の
非
常
な
禍
.と
な
っ
て
い

.た」

。

一
四
四
ニ
年
に
フ
リ
ー
ド
リ
ッ

t
三 

世
に
ょ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
こ
の
事
實
こ
そ
、
農
村
に
お
け
る
高
い
賃
銀
の 

蜇
大
な
原
因
の

一

っ
と
看
做
さ
る

.べ
き
で
、
通
說
の
敎
ぇ
る
如
く
、
.勞
働 

力
の
不
足
が
農
村
に
お
け
る
高
い
賃
銀
の
絕
對
的
な
原
因
と
な
っ
て
い
た 

わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る

。

•

し
か
し
農
業
勞
働
者
は
、
十
四

•

五
世
紀
を
通
じ
て
常
に
高
い
賃
銀
を 

得
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
賃
銀
の
高
さ
は
農
業
經
營
者
の
支
拂
能

六
ニ 

：(

三
三
〇)

力
と
密
接
に
關
連
す
る
も
の

.で
あ
る
以
上
、
農
業
勞
働
者
が
高
い
賃
銀
を 

耍
來
し
て
獲
得
す
る
こ

と

が

出
來
た
の
は
、
農
業
經
營
が
順
調
に
進
ん
だ 

時
期
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
十
四

•

五
世
紀
を
通 

じ
て
、
か
か
る
時
期
は
、
通
例
、
黒
死
病
が
一
旦
治
ま
っ
て
次
の
黒
死
病 

が
發
生
す
る
ま
で
の
短
か
い
期
間
に
限
ら
れ
て
い

.た
。
ヶ
ル
タ
ー
敎
授
に 

よ
れ
ば
、
實
に
農
業
勞
働
者
は
こ
の
期
間
に
っ
い
て
だ
け
高
い
賃
銀
に
惠 

ま
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
從
っ
て
黒
死
病
時
代
を
通
じ
農
業
働
勞
者
が
常 

に
高
い
賃
銀
を
得
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
農
業
勞
働
者
が
獲
得
す
る
こ
と
の
出
來
た
賃
銀
を
、
當
時
手
工 

業
者
が
獲
得
し
て
い
た
賃
銀
と

.比
較
す
る
場
合
、
惠
ま

.れ

...
て
.い
る
と
い
わ 

.れ
た
時
期

.で
も
、
極
め
て
貧
弱
.な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な 

い
。
例
え
ば
ゥ
ッ
テ
ム
べ
ル
グ

.の
打
穀

.夫

.加
一
四
ニ
五
年
に
得
て
い
た
賃 

銀
は
、
當
時
葡
萄
作
り
の
見
習
が
得
て
い
た
日
給
十
六
へ
レ
ル
に
遠
く
及 

.は
な
か
っ
た
。
ま
た
ッ
ヮ
ィ
ブ
ル
ュ
ッ
ク
大
公
領
で
は
、

一
五
ニ
四
年
に 

大
工

.
左
官

•
指
物
師

.
屋
根
葺
き
職
人
の
得
る
賃
銀
は
、
當
時
農
業
勞 

働
者
が
得
て
い
た
賃
銀
の
二
倍
か
ら
三
倍
で
あ
っ
た
。
都
市
ゥ
ル
ム
に 

'っ
.い
て
い
え
ば
、
夏
の
間
、
例
え
ば
屋
极
葺
き
職
の
親
方
が
得
る
賃
銀 

は
、
農
業
勞
働
者
の
賃
銀
の

.

一
.

八
倍
、
左
官
職
や
大
工
職
の
親
方
の
場 

合
、

■一 

.六
倍
、
大

エ

職

人
,£
0
場
合
、

一
•
四
倍
、
左
官
職
の
見
.習
の
場 

合

、

一

♦

一
一

 
三
倍
、
大
工
職
や
屋
根
葺
き
職
の
見
窗
の
場
合
、

一

'
♦ 二
倍 

で
あ
っ
た
。
ま
た
冬
期

.に
建
築
業
者
が
，得
て
い
た
賃
銀
は
、
'農
業
勞
働
者 

の
ニ
倍
、
打
穀
夫
の
ニ
 

. ニ
五
倍
で

.あ
っ
た
。
同
じ
く
ゥ
ル
ム
に
お
い 

.て
、
左
官
職
や
大
工
職
の
親
方
は
、
盟
麻
栽
培
夫
の
三

•
五
倍
、
麻
扱
き 

夫
の
四
倍
の
賃
銀
を
得
て
い
た
。
手
工
業
者

^
賛
銀
と
比
較
し
、
農
勞
働 

者
が
得
て
い
た
賃
銀
は
、
こ

.の
よ
う
に
低
く
、
し
か
も
こ
の
よ
う
に
低
い 

賃
銀
で
は
、
實
際
に
お
い
.て
生
祜
の
最
低
限
を
維
持
す
る
こ
と
が
精
々
で 

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
惠
ま
れ
た
と
い
わ
れ
た
時
期
に
お
い
て
す
ら
生
活
は 

苦
し
か
っ
た
。
從
つ
て
、
就
業
の
機
畲
を
見
出
す
こ
と
の
困
難
な
黑
死
病

0
猩
獗
期
に
お
い
て
、
農
業
勞
働
者
が
逼
迫
し
た
境
遇
に
追
込
ま
れ
た
こ 

と
は
い
ぅ
ま
で
も
な
い
。
黒
死
病
時
代
は
農
業
勞
働
者
に
と
っ
て
黃
金
時 

代
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

㈡
黑
死
病
期
に
，.勞
働
者
一
般
が
黄
金
時
代
を
迎
え
る
こ
と
が
出
來

た
と 

■L
て
も
、
旣
に
明
ら
か
な
如
く
、
農
業
勞
働
者
だ
け
は
例
外
で
、
そ
の
生 

活
は
む
し
ろ
悲
慘
な
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
農
村
の
手
工
業
者
も
亦
こ
.れ
と 

同
じ

運
命
の
な
か
に
追
込
ま
れ
、

こ
の
た
め
都
市

に
移
住
す
る
者
が
多
く 

出
た
。 

..

黑
死
病
に
よ
る
人
口
の
減
少
は
都
市
に
お
い
て
農
村
よ
り
も
顯
著
で
あ 

.っ
た
。
都
市
に
.出
來
た
空
處
を
目
差
し
て
農
村
か
ら
の
移
住
者
は
增
加 

し
、
都
市
の
人
ロ
が
舊
に
復
す
る
こ
と
も
時
に
は
容
易
な
程
で
あ
っ
た
。
 

例
.え
ば
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

.ア
ン

.
マ
イ
ン

の
場
合
、

M
死
病
.で
人
口
が 

一
萬
人
か
ら
七
千
五
百
人
に
減
少
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、

一
三
八
五
年
か 

ら

一
四
九
九
年
ま
で
に
五

千
三
百
人
の
移
住
者
が

あ
り
、

減
少
し
た
住
民 

.を
十
分
に
補
充
す

る
こ
と
が
出
來
た
。
ま
た

ダ
ン
ッ
ィ
ヒ
の
場
合
、

一
四 

〇
〇
年
か
ら
一
四

0
四
年
ま
で
に
每
年
平
均
哲
七
十
四
家
族
の
移
住
が
あ 

り
、

一
四
〇
五
年
か
ら

j

四
〇
九
年
に
か
け
て
は
平
均
百
六
十
三
家
族
、

1

四
一
一
年

.か
らI

四
ニ
〇
年
に
か
け
て
は
平
均
西
三
十
家
族
が
年
々
來 

住
し
て
い
た
。
も
し
移
住
の
一
家
族
を
平
均
三
人
と
す
れ
ば
、
ダ
ン
ッ
ィ 

ヒ
に
は
一
四
〇
◦
年
か
ら
一
四
〇
四
年
ま
で
芯
ニ
千
人
以
上
が
移
住
し
た 

針
算
に
な
り
、
ま
た
一
四

0
五
年
か
ら
，
一
.四
〇
九
年
ま
で
の
移
住
者
は
約 

ニ
千
五
苗
人
、

一
四
一
一
年
か
ら
一
四
ニ
〇
年
に
か
け
て
の
移
住
者
は
約 

四
千
人
と
い
ぅ
こ
と
に
な
っ
て
、
黑
死
病
に
よ
る
被
害
を
完
全
に
補
塡
し 

て
い
た
。
移
住
者
ば
一
般
に
農
村
の
過
剩
人
口
で
、
副
業
と
し
て
手
工
業 

に
從
事
す
る
者
か
手
工
業
者
で
あ
っ
た
。
こ

の
た

め
都
市
に
お
け
る

經
濟 

の
囘
復
は
一
時
に
進
み
、
も
し

.放
任
す
る
な

.ら
ば
、
人
口
の
激
減
に
よ
る 

需
耍
.者
の
減
少
から

、
都
市
の
手
ェ
業
は
蜇
大
な
危
機
に
直
面
せ
ざ
る
を 

得
な
い
狀
態
に
あ
っ
た
。

移
住
者
の
殺
到
に
よ
っ
て
起
り
得
る
混
亂
を
避
け
る
た
め
、
時
に

.は
、

.
 

如
何
な
る
外
來
者
を
も
排
斥
す
る
都
市
が
現
わ
れ
た
。
他
方
、
過
剰
人
口 

の
流
入
を
阻

止

し

よ
う
と
す
る
動
き
.を
示
す
都
市
も

あ

り

、.
と

に

力

く

黑 

死
病
時
代
を
通
じ
て

、
' 移
住
者
を
制
限
す
る
こ
と
は
都
市
の
施
策
め
う
ち 

で
も

.重
大
な

'意
味
を
持
っ
も
の
と
な
っ
て
い
た
？
で
あ
っ
た

。
• 

'
7誰
も
彼
も
都
市
に
は
入
れ
な
か
っ
た

」

-0
M
え
ば
ヶ
ル

ゾ

の
市
會
は
、

一
四
0
三
年
以
來
、

.手
工
業

#
の
來
住
を
歡
迎
し
た
が
、
そ
の
他
に
っ
い 

て
は
移
住
を
制
限
し
、
.
一
四
〇
九
年
ま
で
續
け
た

。

ミ
ユ
ン

ヒ

H
ン
で 

は
、
黑
死
病
後
の
移
住
者
の
増
加
に
對
處
し
て
、

一
三
七
ニ
年
以
來
、
市 

民
權
の
取
得
に
耍
す

'る
費
用
を
一
ポ
ソ
，ド
か
ら
五
ポ
ン
ド
に
引
上
げ
た
。
 

ま
た
ミ
ュ
ン

.ヒH

ン
で
營
業
を
開
始
し
よ
う
と
い
う
場
合
、
例
え
ば
織
り 

エ
は
規
定
に
よ
り
一
四
七
〇
年
に
は
四
グ
ル
デ
ン
を
、

一
四
七
六
年
の
規 

定
で
は
增
加
し
て
八
グ
ル
デ
ン
、

一
四
八
四
年
に
は
更
に
増
加
し
て
二
十 

五
グ
ル
デ
ン
を
支
拂
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

一
四
三
七
年
に

ス
ト 

ラ
ス
プ
.

ル
グ
で
は
、
同
歡
組
合
に

.加
入
す
る
た

.め
、
最
高
一
ポ
ン
ド
の
支 

拂
が
耍
求
さ
れ
た

.'
0
ゥ
ル
ム
で
は
一
三
八
ニ
年
以
來
、
移
住
し
て
十
年
を 

經
過
し
た
者
に
對
し
無
條
件
で
市
民
權
を
認
め
て
い
た
が
、

一
四
一
七
年 

.に
な
っ
て
、市
民
權
を
取
得
ず
る
際
に
ニ
百
ポ
ン
ド
を
支
拂

う
べ
き

こ
と
、，
 

更
に
一
四
一
八
年
に
な
る
と
、
か
く
し
て
取
得
す
る
こ
と
の
出
來
た
市
民 

權
は
本
人
と
そ
の
妻
に
っ
い
て
だ
け
有
効
で
そ
の
子
は
自
身
で
取
得
し
な 

け
れ
ば

'な
ら
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。

ロ
ー
テ
ン
ブ
ル
ダ
で
は
一
三
八 

ニ
年
の
黒
死
病
の
際
に
、
市
民
權
を
.持
た
な
い
者
が
手
工
業
に
從
業
す
る 

こ
と
を
紫
止
し
た

。
.ス
ト
ラ
ス

ブ
ル
ダ
で
は
、

一
四
〇
七
年
、
移
住
者
が 

同
職
組
合
に
加
入
す
る
際
、
例
え
ば
織
り
エ
組
合
の
場
合
、
五
ポ
ン
ド
を 

支
拂
う
べ
き

こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。

一
四
四
一
年
、
バ
ー
ゼ
ル
で
は
、
同 

職
.組
合
に
加
入
す
る
た
め
最
高
四
グ
ル
デ
ン
の
支
拂
が
要
求
さ
れ
、
こ
の 

た

め
誰
も
4ノ

丨
ゼ
ル
に

.移
住
し
よ
う
'-
>
'
し
な
か
っ
た

程
で
あ
る
。

し
か
も 

後
に
は
更
に
引
上
げ
ら
れ
、
例
え
ば

.皮
な
め
し
ェ
の
場
合
、
西
グ
ル
デ
ン

書
評
及
び
紹
介

六
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三

田

學

誌

.第
四
十
八
卷
，
第
四
號
 

.

か
ら
八
グ
ル
デ
シ

.

へ
、
そ
し
て
遂
に
は
：五
十
グ
ル
デ
ン

.

に
も
達
し
た
。
ま 

.

た
パ
ン
燒
き

^

入
の
場

^

、
四
グ
ル
.

デ
ン
は
引
上
げ
ら
れ
て
十

-
一
.

一.ク
ル
デ 

ン
と
な

A

遂
ビ
は
ニ
十
グ
ル
デ
シ
と
な
つ
た
。

M-
死
病
時
代
を
通
じ
て
、

,と
に
か
く
市
脅

.は

.移
住
者
に
對
し
こ
の
、
よ

う

.
 

に
，哉
酷
で
あ
っ

た
。
し
か

'
し
、

旣
に
明
ら
か
な
如
く
、
同
職
組
.合
が
移
住 

.
者
に
對
し
て
示
し

.た

.態
度
と
比
較
す
れ
ば
、
決

.し
て

.诗
酷
に

..過ぎ
：る
も
の 

で
は

.な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
移
住
者
が
都
市
の
經
濟
生
敌
に
お
， 

..

い
て
占
め
る
地
位
が
急
速
に

%
大
し
て
來
た
時
、
市
會
は
、
こ
れ
ら
新
來 

者
の
熟
練
し
た

.技
術
を
無
視
す
る

.こ
と
が

.出
來
な
く
な
り
、
徐
々
に
そ
の

’
 

態
度
を
軟
化
し
て
行
っ
た
。
當
時
主
と
し
て
大
商
人
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
，
 

た
市
會
は
、
こ
れ
ら
新
來
者
の
技
術
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ

.っ
て
、
輸
出 

の
た
め
に
必
耍

.な
產
物
を
、.大
量
に
し
か
も
廉
く
獲
得
し
よ
う
と
考
え
た 

.

の
で
あ
る
。
そ
し
で
こ
の
た
め
、
同
職
組
合
に
加
入
せ
ず
と
も
手
工
業
に 

從
窜
す
る
こ
と
が
出
來
る
と
し
た
。
市
會
の

か

か
る
決
定
は
同
職
組
合
の

.
 

存
績
す
ら
危
う
く
す
る
も
の
で
あ

.っ
た
た
め
、
反
對
し
て
立
上
る
同
職
組 

合
が
多
か
っ
た
。
例
え
ば

-

1

ユ
ー
ル
ン
べ
ル

.■グ
で
は
、

一
三
四
八
年

.に
同. 

職
組
合
が
決
起
し
、

一
旦
勝
利
を
收
め
た
が
、

ー
三
四
九
年
め
は
敗
退
を 

餘
儀
な
く
さ
れ
、
同
職
組
合
は
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
仁
。
ま
た
ヶ
ル
ン
で 

は
、

一
三
六
四
年
に
、
織
り
エ
：の
指
導

.に
よ
り
全
手
エ
業
者
が
立
上
り
、
 

更
に
一
三
七
〇
年
に
は
織
り
エ
の
決
起
が
あ
り
、
.こ
の
種
の
騷
動
は
一
三 

九
五
年
、

一
，四
八
一
年
、

一
五
一

一 
一

I

年
と
頻
發
し
、
結
局
同
職
組
合
の
敗 

北
に
終
っ
た
。
プ
レ
ス
ラ
ゥ
で
は
、
同
職
組
合
の
騷
亂
が

r

四
一
三
年
に 

始
ま
り
、

一
四

'一
八
年
に
最
高
頂
に
達
し
た
。：
ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
ダ
で
は
、

ニ 
ニ
四
九
年
に
同
職
組
合
の
騷
亂
が
あ
っ
た
。
フ

.ラ
ン
ク
フ
ル
ト
•
ア
ン 

.
マ
.ィ
ン
で
は
、
織
り
エ
の
指
導
に
よ
り
一
三
五
五
年
に
同
職
組
合
が
決 

起
し
た
。
そ
の
他
の
諸
都
市
に
っ
い
て
は
、

一
三
八
ニ
年
の
バ
ー
ゼ
ル
の 

-
騷
亂
、

.1

三
八
三
年
の
リ
ユ
ー
ベ
ッ
ク
の
騷
亂
，

一-三
六
六
年
の
ア
ゥ
グ 

ス
ブ
ル
ダ
の
騷
亂
、

一
三
七
〇
年
の
チ
ュ
ー
リ
ヒ
の
騷
亂
が
著
名
.な
も
の

六

四

(

I
三

)

.

で
あ

'っ
た
。
黑
死
病
時
代
を
通
：じ
、
市
會
と
同
職
組
合
と
の
反
目
は
こ
の 

よ
う

_.に.深
'<
:
、
.
ケ
ル
タ
ー
敎
授
に
よ
れ
ば
、
當
時
.に
お
け
る
特
徵
的
な
現 

象
の
一

.っ
と
な
っ
て
い

.た
程
で
あ
っ
た

6
/

ゝ
闫
し
：か
し
黑
死
病
は
、
ケ
ル
タ
ー
敎
授
に
よ
れ
ば
、
都
市
の
施
策
に
對 

.，.し
重
犬
な
影
響
を
與
え
た
ば
か
り
で
は
な
：か

ク
た
。

黑
死
病
を
契
機
と 

し
て
都
市
の
身
分
構
成
に
も
重
大
な
變
化
が
起
っ
允
の
で
あ
る
。

一
方
に

'
 

お
い
て
は
少
數
の
富
裕
階
級
の
成
立
、
他
方
に
お
、い
て
は
多
数
の
無
產
者 

の
出
現
で

.あ
っ
た
。
卽
ち
貧
富
の
差
が
益
々
大
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ

.

,れ
は
、
ケ
ル

.タ
ー
敎
授
に
よ
れ
ば
、
瓦
大
な
建
造
物
の
增
加
と
共
に
、
黑 

死
病
時
代
の
霄
に
お
け
る

「

注
目
す
べ
き
現
象

」

で
あ
っ
た
の
で
あ 

る 

0

■
.
.
 

' 

:

.
黒
死
病
に

よ
る

人
ロ
の
激
減
で

都
市
に
は

澤
山
の
空
處

が
出
來
た

。「

多 

く
の

家
は
空
と

な
り
、
殆
ん
ど
壞
れ
或
い
は
壤
れ
そ
う
で
、
都
市
に
對
し

•
 

荒
廢

U
た
外
觀
を
與
え
た

」

。「

都
市
は
生
存
者
に

.と
■っ

て
大
き
過
ぎ

る」 

'程
で
あ
り
、.死
亡
者
の
財
庫
が
放
置
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
も
屢
々
で 

あ
っ
た
。

か
か
る
現
實
は
都
市
領
主
の
最
も
疑
慮
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

一
三 

.八
六
年

'に
ゥ
ル
ム
で
は
、
異
議
の
申
立
を
受
け
る
こ
と
も
な
く
引
績
き
一 

年
間
使
用

.し
た
者
に
對
し
、
.そ
の
財
產
の
所
有
を
認
め
る

こ

と
，か
規
定

さ 

れ
た
。
し
力
し
依
然
と
し
て
空
家
ガ
住
居
よ
り
も
多
く
、
こ
の
た
■め
一
三 

八
八
年
に
は
、
家
賃
や
地
代
の
大
幅
な
輕
減
を
可
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
程
で
あ
っ
た
。

一
四
ニ
〇
年
に
ケ
ル
ン
の
大
司
敎
デ
ィ

I
ト
リ
ッ
ヒ
ニ 

世
は
、
ヴ
ユ
ス

ト
フ

ァ
ー
レ
ン

.州
の
都
市
リ
ユ

I
デ
ン
に

.對
し
、
壤
れ
た 

家
や
荒
れ
た
宅
地
を
沒
收
す
る
權
利
を
付
與
し
た
。
次
い
で
一
四
三
五
年 

年
に
は
、
同
じ
く
ヴ

エ
ス

ト
フ

ァ
ー
レ
ン
州
の
都
市
プ
リ
ロ
ン
の
市
長
を 

通
じ
て
、
ニ
年
以
內
に
荒
れ
た
宅
地
に
再
建
し
、
こ
れ
に
よ
り
市
の
荒
廢 

を

喰

止

め

る

よ

う

指

示

し

た.0
も
し
相
績
人
に
よ
り
規
定
の
期
間
內
に
出 

來
な
け
れ
ば
、
市
會
が
再
建
の
義
務
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

空
處
も
な
か
っ
た
程
の
都
市
の
な
か
に
、
か
な
り
の
空
家
や
空
地
が
生 

じ
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
長
期
に
わ
た
.り
放
置
さ
れ
て
い
た
ろ
從
っ
て
以
前 

と
全
く
違
い
、
十
四

.
五
世
紀

.を
通
じ
、
交
換
に
よ
り
所
有
地
を
整
理
し 

て〔

纏
ま
っ

■た
廣
い
空
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
り
、
ヶ
ル
タ

ー

 

敎
授
に
よ
れ
ば
、
建
築
欲
を
刺
戟
す
る
重
大
な
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
っ 

た
。
例
え
ば
一
四
八

'五
.年
に

.ヶ
ル
ン
で
は
、
放
棄
財
產
の
賣
却
金
を
元
手 

に
新
市
廳
が
建
設
さ
れ
た
。
大
商
人
や
都
市
貴
族
の
な
か
に
も
、
地
代
の 

不
拂
い
の

儘

放
置
さ
れ

.た
土
地
を
囘
收
し
た
り
箜
地
を
裂
く
買
占
め
た
.り 

し
て
、
壯
麗
な
邸
宅
を
權
え
る
者
が
多
く
な
つ
て
來
た
。
し
か
し
こ
の
時 

期
を
通
じ
て
最
も
特
徵
的
な
現
象
は
、

.大
敎
會
の
增
加
で
あ
っ
た
。
卽
ち 

一
.三
四
九
年
に
は
エ
ル
フ
ル
ト
に
、
次
い
で
一
三
五

0
年
に
は
工
ス
リ
ン 

ゲ
ン
、，
一
三
五
一
年
に
は
シ
ユ
ヴ
ア

I
ぺ
ツ
の
グ
ム
ユ
ン
卜
、

一
三
五
一
一 

年
に
は
ア
ン
ト
ヮ

ー

プ
、

一
.三
五
四
年
に
は
フ
ラ
ィ
ブ
ル
グ
、

ハ
ン
ブ
ル 

グ
に
、
ま
た
一
三
五
五
に
は
ニ
ュ

I
ル
ン
.ベ
ル
グ
に
、
壯
大
な
敎
會
が
建 

築
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
市
廳
や
敎
會
に
よ
っ
て
占
據
さ
れ
る
面
積 

は
意
外
に
增
加
し
ゝ
都
市
の
•な
か
に
は
そ
の
全
域
の
優
に
三
分
の
一
に
達 

す
る
も
の

%•
あ
つ
た
と
い
ぅ
。

市

廳

.で
新
設
さ
れ
る
も
のも
多
か
っ
た
が
、.
こ
の
時
期
を

通
じ
て
目
立 

っ
た
の
は
、
前
述
し
た
如
く
、
大
敎
會
の
建
設
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の 

.こ
と
は
單
に
、.
必
袈
な
土
地
の
入
手
が
簡
単
で
お
つ
た
こ
と
に
起
因
し
た 

の
で
は
な
い
。
敎
會
建
築

.の
顯
著
な
增
加
は
、
ヶ
ル
タ

I
敎
授
に

.よ
れ
ば
、
 

一
方
に
お
い
て
、
黑
死
病
の
恐
る
ベ
き
體
驗

か
ら

起
っ
た
宗
敎
的
歡
情
に 

原
因
し
た

.の
で
あ

.る
。
死
に
對
す
る
不
安
か
ら
宗
敎
的
目
的
の
た
め
に
喜 

捨
す
る
者
が
增
加
し
、
そ
し
て
こ
れ
が
敎
會
建
設
.の
た
め
の
有
力
な
財
源 

と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
喜
捨
は
各
都
市
で
莫
大

'な
額
に
達
し
、
例
え
ば 

ス
ト
ラ
ス
プ
ル
グ
で
は
、
舊
い
敎
會
が
壞
さ
れ
、
喜
捨
に
よ
り
集
ま
っ
た 

淨
財
で
新
し
い
大
き
な
敎
會
に
建
替
え
ら
れ
た
程
で
あ
っ
た
。
ま
た
'ル
ュ 

ベ
ッ
ク
で
も
、
死
の
不
安
が
捧

//
C
し
か
っ
た
一
三

•因
七
年
に

.は
、
市
民

誊
評
及
び
鞀
介

.

.

で
喜
捨
す
る
者
が
多
く
、
そ
の
態
度
は
全
く
狂
者
の
如
く
で
あ
っ
た
と
い 

う
。
な
か
に
は
敎
會
の
塀
越
し
に
金
錢
を
投
込
む
者
も
出
た
程
で
あ
る
。
 

•ド
ィ
ッ
で
最
大
の
も
の
の
一
っ
と
し
て
著
名
な
ゥ
ル
ム
の
敎
會
も
、
.

一

三 

六
八
年
か
ら
六
九
年
の
黑
死
病
の
後
に
計
畫
さ
れ
、
-多
額
の
喜
捨
に
よ
っ 

て
完
成
を
み
た

も

..

Q

で
：あ
っ
た
。
死
を
避
け
よ
う
と
し
て
人
々
は
盛
ん
に 

寄
進
し
、
な
か
に
は
限
度
を
忘

'れ
て
喜
捨
す
る
者
も
あ
り
、
こ
の
た
め
例 

え
ば
ァ
ゥ

ダス
. ：

フ
ル
ダ
で
は
、
正
當
な
相
續
人
を
保
_
す
る
特
別
な
法
律 

を
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
众
い
く
ら
い
で
あ
っ
た

。
.

生
き
て
い
る

こ
と
に
.

對
す

.る
深
い
感
謝
か
ら
、
或
い
は
死
を
逃
れ
よ
う 

と
す
る
强

い
願
い
か
ら

、
. '時
に
は
魂
の
全
き
平
安
を
得
よ
う

と
し

て

、

と

 

に
か
く
誰
も
が
進
ん
で
喜
捨
し
た
の
で
あ
っ
た
。
.精
神
上
の
變
化
は
こ
の 

よ
う
に
大
き
く
、
し
か
も
餘
り
に
も
一
般
的
で
、十
四

•

五
世
紀
を
通
じ
、
 

都
市
の
住
民
が
擧
げ
て
敎
會
健
設
の
た
め
に
協
力
す

る
セ
い
う
こ
と
も
最 

早
や
稀
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
四
八
四
年
に
ダ
ン
.ッ
ィ
ヒ
で
始 

ま
っ
た
敎
會
建
設
の
事
業
は
、
そ
の
最
も
相
應
し
い
實
例
と
い
う
べ
き
で 

あ
ろ
う
タ
 

.

.

多
.額
な
喜
捨
に
よ
り
、
と
に
か
く
敎
會
の
建
築
，が
進
'め
ら
れ
て
行
っ 

た
。
し
か
し
ヶ
ル

タ
|

敎
授
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
を
も
っ

て
富
が
一

般
的
に 

增
加
し
た
證
據
と
い
う
，こ
と
は
出
來
な
い
。

f

方
に
は
、
無
主
と
な
っ
た 

財
產
を：

繼
承

.す
る
こ
と
に
よ
っ
て

hそ
の
贅
カ
を
急
速
に

%
加
‘し
、
極
端
な 

繁
榮
を
示
し
た
都
市
貴
族
や
遠
地
商
人
が
あ
っ

た
。

し

.か
'し
他
方
に
お
い 

て
都
市
の
貧
困
者
は
農
村
か
ら
の
移
住
者
と
共
に
增
加
し
、
十
四

•

五
世 

紀
.を
通
じ
、貧
困
階
級
が
都
市
人
ロ
の
う
ち
で
占
め

る

割
合
は
增
大

し

た
。
 

百
グ
ル
デ

>
以
上
の
財
產
を
持
っ
者
が
、
例
え
ば
一
四
〇
八
年
の
フ
ラ
ン 

ク
フ

ル
ト.，
.

ァ
ン

.

.マ
ィ
ン
ヰ
、

一
四
四
六
年
の
パ
ー
‘ゼ
ル
で
は
都
市
人 

ロ
の
三
分
の
 
一

\

に
し
か
過
ぎ
.

ず
、
ま
だ
一
.、四
八
八
年
の
ド
レ
ス
デ
ン
で
は 

四
十
ニ

^
で
あ
っ
：た
。
ヶ
ル
ン
で
は
、
全
手
工
業
者
の
三
分
の
ニ
か
ら
四 

分
の
三
が
人
頭
税
の

.支
拂
す
ら
困
難
な
狀
態
に
あ
っ
た
。
十
五
世
紀
末
の

.

‘
 

六
五

.(

三
三
士
ロ 

.



三
田
學
會
雜
誌
第
四
十
八
卷
第
四
號

ア
ゥ
グ
ス

.ブ
ル
ダ
で
は
、
全
人

ロ

の

六
十
六
％
が
無
產
者
で
あ
っ
た
。

一 

五
一
一
年
の
エ
ル
フ
ル
ト
で

.は
、
無
產
者
が
全
體

•の
十
五

.％
、
ニ
.十
五
グ 

ル
デ
ン
ま
で
の

.財
產
を
持
っ
者
が
五
十
四
％
で
あ
っ
た
.。

ま

た
十
五
世
紀 

末
に
ハ

ン

ブ
ル
ダ

re
.は
、
全
人
ロ

の

五
分
の
一
が
完
全
な
無
產
者
で

あ
り
、
 

同
.じ
時
期
の
ミ
ュ

ゾ

ヒ

ェ

ン

で

は

、

無
鹰
者
が
全
體
の
五
十
九

%

に

も

達
 

し
て
い
た
程
で
、
諸
都
市
に
お
け
る
下
層
階
級
の
急
速
な
膨
膨
は
、
黑
.死 

病
時
代
を
通

.ず
る
特
徴
的
な
現
象
の
二
っ
で
あ
っ
：た
の
で
あ
る
。

■

三 

、

ヶ
ル
タ

ー
敎
授

の
所
說
を
、
以
上
に
お
い
て
要
約
し
た
。

敎
授
は
、
農 

業
危
機
を

.め
ぐ
る
間
題
か
ら
出
發
し
、：
ア
ー
べ
ル
、
ル
.ュ
ト
ゲ
の

兩
敎
授 

に
お
い
て
も
看
過
さ
れ
て
い
た
農
業
危
機
の
持
續
の
問
題
に

觸
れ
、
十
四 

.

.五
世
紀
を
通
じ
農
業
が
絕
え
ず
危
機
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な 

か
っ
た
と
主
張
し

.て
い
た
。
ま
た
農
業
勞
働
者
の
經
濟
狀
態
に
っ
い
て 

は
、
通
說
と
違
い
、
勞
働
者

黄
金
時
代
と

い
ぅ

表
現
が
農
業
勞
働
者
に
關
，
 

す
る
限
り
妥
當
し
な
い
こ

>-
-を
强

調

し

.

.
た

0

そ
の
ほ
か
‘、

0
死
病
期
F

お 

け
る

.都
市
經
濟
を
扱
ら
：た
部
分
に
も
、
未
唆
に
富

.む
點
が
多
い
。
研
究
史 

上
の
一
っ
の
盲
點
ど
さ
れ
て
い
た
十
四

.
五
世
紀
の
諸
問
題

.に
對
し
、
興

- 

敢
な
挑
戰
を
試
み
た
敎
授

.の
態
度
は
、
正
に
意
欲
的
.で
あ
っ
た
と
い
ぅ
ほ 

か
な
い
。 

.
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•

i

ワ
シ
ン
ト
ン
時
代
のI

般
的
考
察

，
合
衆
國
の
初
期
に
重
耍
な
役
割
を
果
し
た
自
由
放
任
主
義
は
、
體
系
的 

\
敎
義
的

.
哲
學
的
で
は

.な
く
實
際
的
な
性
格
を
も
ち
、
同
時
代
の
ョ 

,—

 
ロ
ッ
パ
の
經
濟
學
者
の
影
響
を
殆
ん
ど
受
け
ず
、
ア
メ
リ
ヵ
の
諸
條
件 

の
中
か
ら
成
長
し
、
其
に
適
合
す

.る
土
着
の
理
論
で
あ
る
。
之
に
ほ
少
く 

と
も
四
っ
の
自
由
が
あ
り
、：異
っ
た
時
期
に
.、
.異
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
唱 

へ
ら
れ
た
。
卽
ち

㈠
國
際
貿
易
の
自
由
、

㈡
國
內
市
場
の
自
由
、

㈢
職
業 

選
擇
の

&
由
、

H
投
機
の
自
由
で
あ
る
。
今
少
し
く
之
を
詳
言
す
れ
ば

、• 

H
は
•ジ
ェ
フ
ア

I

ス

ン

、

ジ
ョ
ン

V
テ
イ
ラ
ー

及
び
ジ
ョ

I
ジ

，
ロ
ー
ガ 

.ン
等
の
農
業
指
導
者
に
よ
っ
て
：唱
へ
ら
れ
、
舊
植
民
地
制
內
部
に
於
て
定 

め
ら
れ
た
ア
メ
リ
ヵ
め
役
割
を
以
て
滿
足
し
、，
外
國
工
業
製
品
と
交
換
に 

餘
剩
農
產
物
を
賣
却
す
る

「

受
動
的

.！外
國
賀
易
.の自

由

で
あ
り
、i

昏

_

 

/
p

a
s

a
e

r

と
呼
ば
る
ベ
き
も
の
で
あ
る
。
吕
は
ペ
ラ
タ
イ
ア
•
ウ
ェ
ブ
ス 

タ
ー
を
主
唱
者
と
す
る
商
入
；に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
國
內
市
場
へ
の
干
渉 

..
•か
ら
の
自

.由
で
あ
る
。
獨
立
戰
帶
中
の
物
價
統
制
法
、

一
七
八
〇
年
代
の 

紙
幣
派
、
市
場
機
構
へ
の
：一
切
の
干
渉
に
對
し
て
反
對
し
、
生
產
と
分
配 

を
最
も
よ
く
規
制
す
る
力
は

：fH
e

e 

a
n
d

 

o
p
e
n

 

m
a
r
k
e
t

ご

に
あ 

る
.と
す

1
°
.

即
ち
本
來
の
；意
味.で
の

.la
is

s
e

z
'  

f
a

ir
e

 

.であ
る
。
^
は 

職
人
.
製
造
業
者
に
よ
り
，主
張
さ
れ
、
そ
の
代
辯
者
は
著
名
な
保
護
主
義 

者
テ
ン
チ

‘
コ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
職
業
選
擇
め
自
由
、
才
能
ハ
と
勤
勉
の
果 

實
々
享
受
は
、

®
傭
を
保
證
し
、障
碍
に
阻
ま
れ
て
ゐ
る
若
い
.職
人
の
渡
來 

を
獎
勵
す
る
と

.と
も
に
、機
會
の
均
等
、
限
嗣
相
續
制
へ
の
反
對
、社
會
民 

主
主
義
へ
の
要
求
と
密
接
に
結
び
っ
く
。
端
的
に
沄
へ
ば

ぎ

證

tr
p

 

v
a

ille
r

で
あ
る
。

H
は
投
機
、
拔

H
な
い
投
資
、
騰
貴
を
見
越
し
て
の 

財
產
所
有
の
自
由
で

'あ
ゐ
。
卽
ち
貨
幣
も
商
ロ
 I

な
る
故
政
府
公
債
及
び

#

社
株
式
へ
の
投
資
も
名
眷
あ
る
商
業
形
態
で
あ
る
と
し
广
按
資
の
自
由
に 

役
立
っ
市
場
機
權
こ

そ

國
の
富
源
を

.
'
最
も
善
く
利
用
す
る
も
の
だ
.と
す 

る
。

(

投
機
に
對
す
る
，反
對
運
動
は
投
資
自
體
に
對
す
る
批
判
と
い
ふ
よ 

り
は
寧
ろ
，有
產
階
級
に
對
す
る
重
農

.主
義
的
不
信
で
ぁ
る
。)

卽
ち
金
融
業 

者
の
自
由

laissez p
l
a
c
e
r

で
あ
.る
。 

*

之
等
四
種
の
自
由
は
夫
々
農
業
家

〔

プ
.ラ
シ
タ

I〕

♦
商
人
•
製
造
業 

者
及
び
金
融
業
者
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
。
而
し
て
之
等
の
自
由
の
主
張
者 

は
或
種
の
千
涉
の
主
張
者
で
も
ぁ
っ
た
。
卽
ち
農
業
家
が
政
府
の
援
助
を 

耍
請
し
、
農
產
物
へ
，の
關
税
を
關
税
計
畫
に
包
含
す
る
樣
耍
望
し
、
更
に

. 

又
州
立
法
部
に
對
し

public loan 

o

f
 

W
.

を
通
じ
て
農
業
信
用
を
授 

與
し
て
ほ
し
い
と
說
得
す
る
等
。
又
商
人
が
通
商
條
約

•

航
海
法
•
差
別 

的
ト
ン
說
及
び
検
査
法
を
勸
吿
し
製
造
業
者
の
要
求
と
も
密
接
な
關
保
を 

も
っ
關
稅
獎
勵
金
•
特
許
權
其
他
を
主
張
す
る
等
々
の
如
く
で
ぁ
る
。

彼
等
は
自
己
の
利
益
を
最
も
よ
く
擁
護
す
る
干

^
形
態
を
主
張
し
た
。
 

そ
し
て
之
等
の
主
張
は
經
濟
的
國
民
主
霧
な
る
基
調
に
於
て
妥
協
し

. 

た
。
保
護
政
策
は
關
税
法
と
な
り
、
慎
格

.

.契
約
•
職
業
選
擇
叉
は
投
機 

活
動
に
對
す
る
何
等
の
重
獎
な
干
渉
も
行
は
れ
な
か
っ

.た
。
四
種
の
中
後 

三
者
は
聯
邦
政
府
よ
り
は
，州
の
活
動
に
依
っ
て
ゐ
た

.の
で
、
そ
の
發
展
の 

詳
細
は
州
別
に
扱
ふ
を
可
と
す
る
。

! 

(

フ
レ
デ
リ
ッ
ク

• 

K 

.
ヘ
ン
リ
ッ
チ)

二
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ツ
に
お
け
る
レ
セ
.
フ

H

ア
思
想

i

七
九0

——
1

八
八0

年

十
九
世
紀
の
ァ
メ
リ
ヵ
就
中
マ
サ
チ
ュ
'セ
ッ
ッ
の
經
濟
思
想
に
於
け
る 

レ
セ

.

.フ
f-
ナ
思
想
の
存
在
は
殆
ん
ど
通
說
と
な
つ
て
ゐ
る
が
、
-
マ
サ
チ 

ュ
セ
ッ
ッ
に
關
す
る
限
り
之
は
全
く
誤
謬
で
ぁ
る
。
故
に
本
論
の
目
的 

も
、
レ
セ

•
フ
ュ
ァ
の
發
展
よ
り
■寧
ろ
そ
の
缺
如
を
論
ぜ
ん
と
す
る
に
あ

#
評

及

び

箱

介

.

.

る

.0
促
し
こ
、
に
請

.ふ
レ
‘セ•

フ
ユ
ア
と
は
政
府
が
經
濟
に
干
渉
し
干
與 

.す
る
の
を
禁
じ
、
生
命

.
財
產
の
保
護
と

.い
ふ
#
察
的
職
能
に
そ
の
役
刺 

を
限
定
す
る
を
！K

ふ
b
:マ
サ
チ
ユ
セ
，ノ
ッ
で
は
ス
ミ
■ス
や

セ

イ

の
著

-#
は 

廣
く
讀
ま
れ
、
マ
シ
チ
エ
，
ス

タ

ー

學

派

と密
接
な
關
#
を

も

つ
て

.ゐ

る
が
、
 

そ
の
本
質
は
決
し
，
^
採
用
さ
れ
な
か

.っ
た
。

最
も
有
力
な
階
級
た
る
商
人
は
：

.一
八1

一
0
年
代
迄
は
、.
政
府
の
援
助
を 

受
け
ん
と
し
た
。

.胃
險
的
企
業
に
對
す
る

'獎
勵
金
、
彼
等
の
投
資
對
象
た 

る
和
雜
歡
紀

.
橋
梁

•
運
河
に
對
个
る
獨
占
權
.，彼
等
の
輸
出
市
場
を
保 

證
す
る

•爲
の
歡
齡
紀
を
熱
望
し

.て
受
容
ら
れ

.
0併
し
彼
等
の
'初
期
の
保
護 

主
義
に
對
す
る
不
信
は
紀

I
的
な
も
の
で
は
な
く
、
利
益
と
不
利
益
を
秤 

量
し
た

.上
で
の
態
度
で
あ
っ
た
。
例
へ
ば

.ボ
ス
ト
ン
は
一
八
三

0
年
代
に 

は
そ
の
後
背
地
の
故
に
、
南
部

.
西
部
に

.ょ
る
二
ユ
ー

•
ョ
ー
ク
、■

フ
イ 

ラ
デ

.ル
フ
イ
ア
及
ぴ
ボ
ル
テ
イ
モ
ア
と
の
競
爭
に
不
利
で
あ
り
、
三
角
貿 

易
に
依
存
し
、
貿
易
差
額
を
問
題
と
し
、
保
，護
關
税
に
賛
成
し
た
。
又
貨 

易
の
正
常
の
過
程
に
於
け
る
正
貨
の
輸
出
者
と
し
て
は
健
全
通
貨
•
銀
行 

券
の
價
値
安
定
及
び
银
行
業
務
の
規
制
を
、
.商
人
と
し
て
は
海
港
と
內
陸 

市
場
と
の
間
の
交
通
の
改
善
を
要
望
し
、
補
助
と
獨
占
を
國
に
求
め
た
。

一
九
世
紀
半
ば
に
は
商
人
は
二
ユ

.丨

.
イ

ン

グ

ラ

ン

ド

の

工
業
資
本 

small m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
r
s

 a
n
d

 p©tty..industri

solisi:w 

と
■同
盟
し 

た
.が
、

一
八
五
七
年
の
恐
慌
を
境
に
製
造
業
者
は
ボ
ス
ト
ン
商
人
の
金
融

■
 

的
支
配
を
脫
し
て
行
き
、

.十
時

間

勞

働

や

契

.：約

權

を

め

ぐ

づ

て

政

府

の

.
 

援
助
を
求
め
た
。
ョ
ー
マ
ン
農
民
.は
銀
行
規
制
ゃ
獨
占
權
赋
與
等
に
反
對 

し
て
ゐ
る
が
、
農
業
獎
勵
の
爲
め
獎
勵
金

•
敎
育
其
他
の
方
法
を
、
更
に 

叉
彼
等
の
利
益
で
あ
る
限
り
に
於
て
內
部
改
善
を
求
め
て
ゐ
る
。
新
に
プ 

口
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
な
っ
た
職
人

•■
手
工
業
者
は
獨
占
に
ば
反
對
し
た 

が
、
.十
時
間
法
の
通
過
と
移
民
の
制
限

.を
政
府
に
求
め
た
。
南
北
戰
举
前 

.ニ 

0年
間
の
ヒ

ユー

マ
ー
一
ス
テ
イ
"ッ
ク
な

改
革
運
動
も
然

り
で

あ
る
。
併 

し
一
八
八

0
年
以
後
.に
は
國
家
の
干
渉
は
最
早
無
用
と
な
り
障
碍
と
な
っ

.

‘ 

六

七

q「

h

s


