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お
ょ
び
ラ
イ
ン
•

-ヴ

X
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
製
鉄
業
に 

お
け
る「

混
合
企
業」

の
創
出(

第
三
章)

が
分
析 

さ
れ
、
そ
の
上
に「

産
業
資
本
と
銀
行
資
本」

.と
の 

関

係

を

示

す「
ド
イ
ツ
金
融
資
本
の
独
*
^
^」 

■

(

第
四
窜)

.と
、「
占
領
政
策
と
ル
丨

ル
重
工
業
の

0 

編
過
程」

(

第
五
章)
が
叨
ら
.か
に
さ
れ
る
。
第
一
一 

部
労
働
関
係
分
析
.で
は
、
ベ
ル
リ
ン
機
械
工
業
に
お 

け
る
労
働
関
係(

第
一
章)

、

ル
ー
ル
炭
鉱
業
に
お 

け
る
労
働
力
の
存
在
形
態
.

(

第
二
章)
と
労
働
問
題 

(

第
三
章)

が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
後
に
、「
ド
イ
ツ
-H 

炭
鉱
業
に
お
け
る
'®
金
形
態
が
£

1
 

S山
業 

の
坑
内
作
業
に
お
け
る
出
来
高
賃
金
な
い
し
請
負
賃 

金)

.
を
通
じ
て
究
明
さ
れ
る
。
第
三
部
政
策
分
析
で 

は
、
ド
イ
ツ
帝
国
主
義
と
財
政
改
革
問
題(

第
一 

章)

、
お
ょ
び
，

「

転
換
期
の
ド
イ
ツ
経
済
政
策——

 

『

結
集
政
策』

.と
自
由
思
想
連
合—

」
(

第
二
章)

. 

を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、「

ド
イ
ツ
♦ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
一 

の 
類
型
的 
特
質」 

を
把
え
、
' 
エ
ル
べ
河
以
西(

西
ド 

イ
ツ)

と
以
東(

東
ド
イ
ツ
.

)

に
お
け
る
経
済
構
造 

=

資
本
類
型
と
循
環
の
特
質
を
類
型
化
し
な
が
ら
.、
 

ド
イ
ツ
に
お
け
る
帝
国
主
義
論
展
開
の
現
実
的
基
盤 

を
明
ら
か
に
し
て
い
る(

第
三
章)

。(

未
来
社
.
A 

5 •

各

+
四
.四
八
頁
+
2
0
0
^

て

ー

八
〇
〇
円)

—

常

盤

政

.治
丨

G 

. 

 ̂

:マ
ィ
.ヤ

I
.著 

麻

田
四
郎
•
山

宮

不

ニ

入

訳.

、
国

際

貿

易

と

経

済

発

展

』

1

九
六
〇
年
代
：は
南
北
問
題
の
時
代
で
あ
る
と
い 

わ
れ
、
.
.一
九
六
四
年
に
開
催
さ
ル
た
第
一
回
国
連
貿 

易
開
発
会
_
に
.
お
け
る
論
讓
に
象
徴
さ
れ
る
よ

ぅ 

に
、
本
書
の
テー

マ
た
る
国
際
貿
易
と
'経
済
発
展
の 

問
題
は
、
現
在
の
.関
心
の
焦
点
と
な
っ
そ
い
る
。
そ 

れ
故
に
、
' こ
れ
迄
に
も
^
多
く
の
文
献
が
存
在
し
、
 

夥
し
い
研
究
が
行
な
わ
れ
て
き
た
が
、，
，む
し
ろ
雑
多 

な
見
解
が
打
ち
出
さ
れ
"
混
乱
•
混
迷
の
感
を
強
く 

す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
本
書
は
、
こ
れ
ら
の
夥
し
い
文
，
 

献

.

.研
究
を
、

r

つ
の
理
論
の
筋
を
通
し
て
、，
.整 

理•

体
系
化
し
、
t
の
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
明
確 

な
方
向
づ
け
を
与
え
た
と
い
ぅ
意
味
で
、
注
目
さ
れ 

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
古
典
派
.の
国
際
貿
易
理
論 

を
.基
礎
に
、
そ
の
展
開
•
拡
張
と
し
て
、
，経
済
発
展 

と
貿
易
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
問
題
が
解
明
可
能
で 

あ
り
、
従
来
こ
れ
ら
理
論
に
.対
し
て
な
げ
か
け
ら
れ 

て
き
た
反
論
，
批
判
が
い
か
に
誤
解
に
も
と
づ
き
、

的
は
ず
れ
の
も
の
で
あ
る
か
を
明
示
し
て
い
る
の
で 

あ
る
。

1
〇
八
'(

三

八

)

著

者

は「

古
典
派
の
伝
統
に
立
つ
理
論
が
発

展

問 

題
に
つ
い
て
妥
当
性
と
現
実
性
に
か
け
る
と
い
う
一
 

,
般
の
批
判
に
対
し
て
、

わ
た
く
し
は
承
服
で
き
な 

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
貿
易
と
発
展
の
関
係
に
関
す 

る
最
も
適
切
な
命
題
は
、
伝
統
的
貿
易
理
論
と
密
接

に
結
び
つ
い
.て
い
る
の
で
あ
る
。
.
も
し
古
典
派
理
i 

の
静
態
的
仮
定
を
ゆ
る
め
て
、
必
要
な
諸
変
数
を
加 

え
る
な
ら
ば
、
伝
統
的
貿
易
理
論
は
、
い
ぜ
ん
と
し 

て
発
展
問
題
の
解
明
に
有
効
な
菡
本
原

理

と
な
り
う 

る
で
あ
ろ
う」

(

序
文
|
>

)

と
の
莲
本
的
立
場
か
ら
、
 

国
際
貴
易
の
純
粋
理
論
と
貨
幣
理
論
の
主
耍
な
問
題 

を
発
展
の
国
際
的
意
義
と
い
う
観
点
か
ら
苒
検
討
し 

て
い
る
。
た
だ
こ
こ
で
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
大 

体
に
お
い
て
比
較
静
学
の
手
法
で
あ
り
、
変
動
過
程 

の
時
間
的
径
路
を
分
■析
す
る
と
い
.っ
た
真
の
動
学
理 

論
で
は
な
い
。，
 

'

本
書
は
、
.第

一:

章
序
論
、
第
一一

章
比
較
生
産
費
、
.

第
三
章
交
易
条
件
、
.第
四
章
対
外
均
衡
、
第
五
章
外 

国
資
本
、
第
六
章
貿
易
政
策
、
第
七
章
贸
易
を
通
じ 

る
発
展
、
ょ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
、

.五
章
ま
で
の
古
典
的
貿
易
理
論
の
発
展
問
題
へ
め
拡 

張
的
適
用
の
こ
こ
ろ
み
と
"

六
章
以
降
の
著
者
の
き 

わ
め
て
積
極
的
•
論
争
的
な
政
策
的
提
言
、
積
極
的 

主
張
と
に
大
別
さ
れ
る
。■

勿
論
、
各
章
各
内
容
の
詳
細
に
立
ち
入
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
り
、
是
非
本
書
の
一
読
を
す
す
め
る
も 

の
で
あ
る
が
、
た
だ
着
目
さ
る
べ
き
点
を
ニ
•
三
列 

挙
し
て
お
き
た
い
•

ま
ず
比
較
生
産
费
理
論
の
動
態
化
の
こ
こ
ろ
み
に 

つ
い
て
は
、
ヒ
ッ
ク
ス
•
ジ
ョ
ン
ソ
ン
流
の
：ハ
ィ
ア 

ス
論
を
川
い
て
の
屁
開
で
あ
り
、
説
明
の
明
快
さ
を 

の
ぞ
け
ば
さ
し
た
る
新
味
は
な
い
。
第
二
に
、
交
易 

条
件
に
つ
い
て
も
、
⑴
経
済
発
展
と
交
易
条
件
の
関 

係
、
⑵
交
易
条
件
変
動
の
厚
生
的
意
味
、
⑶
低
開
発 

国
交
易
条
件
の
長
期
的
惡
化
傾
向
、
の
三
つ
に
つ
い 

て
伝
統
的
理
論
の
立
場
お
ょ
び
バ
ィ
ア
ス
論
を
用
い 

て
反
論
を
加
え
て
お
り
、
こ
れ
ま
た
周
知
の
も
の
が 

多
い
。
第
三
に
、
対
外
均
衡
で
は
、
経
済
発
展
の
貿
. 

易
収
支
に
対
す
る
影
響
が
分
析
さ
れ
、
低
開
発
国
で 

は
国
内
の
貯
蓄
供
給
を
増
大
す
る
こ
と
が
期
待
で
き 

ず
、
外
資
導
入
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
第 

四
に
、
外
国
資
本
に
お
い
て
は
、
低
開
発
国
の
経
済 

発
展
と
い
ぅ
見
地
か
ら
、
外
国
資
本
の
利
益
*
不
利 

益
が
分
析
さ
れ
て
お
り
、
従
来
の
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー 

理
論
と
は
こ
と
な
り
、
生
産
資
本
と
発
展
諸
力
と
の 

相
互
関
速
に
つ
き
、
興
味
あ
る
分
析
が
行
な
わ
れ
て 

い
る
。

ま
た
政
策
的
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
迄
展
開
さ 

れ
て
き
た
種
々
な
る
保
護
貿
易
主
義
の
主
張
に
理
論 

的

•
現
実
的
反
論
を
加
え
、
そ
れ
ら
が
非$

5

に
限
ら
'

新

刊

紹

介

れ
た
場
合
に
の
み
、
支
持
さ
れ
る
の
.で
あ
り
、
そ
の 

有
効
性
は
大
い
に
疑
問
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
最
後 

に
貿
易
を
通
じ
る
発
展
で
は
、
従
来
の
貿
易
を
通
じ 

て
、
低
開
発
国
の
経
済
発
展
が
行
な
わ
れ
る
と
す
る 

著
者
の
積
極
的
展
開
が
な
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
、
 

貿
易
の
発
展
効
果
を
さ
ま
た
げ
る
多
く
の
阻
害
要
因 

(

市
場
の
不
完
全
性
と
社
会
的
•
文
化
的
•
政
治
的 

硬
直
性)

を
排
除
し
、
そ
の
効
果
を
高
め
る
よ
う
な 

政
策
を
と
る
こ
と
で
あ
り
、「

し
た
が
っ
て
、
貿
易 

の
利
益
が
成
長
の
利
益
と
調
和
し
一
体
化
す
る
か
否 

か
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

一
国
が
、
い
ろ
い
ろ
な
国 

内
政
策
を
^
:効
に
駆
使
し
て
、
経
済
変
動
ば
か
り
で 

な
く
、
社
会
的
•
政
治
的
変
動
を
ひ
き
お
こ
し
、
そ 

し
て
、
質
易
の
発
展
促
進
作
用
に
対
し
て
そ
の
国
の 

経
済
を
よ
り
敏
感
に
反
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か 

否
か
に
か
か
る
の
で
あ
る
。；！
 

(

ニ
三
九
頁)

す
な
わ 

ち
基
本
的
に
は
、
経
済
構
造
全
体
の
転
換
能
力
が
.問 

題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
.い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
本
書
の
伝
統
的
理
論
を
莲
礎
に
お
く 

一
貫
し
た
立
場
か
ら
の
展
開
•
整
理
に
関
し
、
批
判 

さ
れ
た
側
か
ら
の
反
批
判
•
反
論
が
当
然
多
く
の
人
. 

々
か
ら
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
伝
統
的
理
論 

に
の
っ
と
り
、
そ
れ
を
積
極
的
に
展
開
し
、
現
在
の 

緊
急
な
問
題
に
解
答
し
よ
う
と
し
ま
た
十
分
に
そ 

の
理
論
が
.有
効
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
本
書
の
基
.

本
的
方
向
に
は
、
多
く
の
人
々
が
賛
意
を
表
す
る
に 

ち
が
い
な
い
と
確
信
さ
れ
る
。

1

方
か
ら
他
方
へ
の
ゥ
，ェ
ィ
ト
の
極
端
な
か
つ
急 

激
な
移
動
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
が
、
伝
統
的
理
論
の 

意
義
と
そ
の
有
用
性
を
明
確
化
し
た
点
で
、
本
書
の 

価
値
は
高
い
の
で
あ
り
、
訳
文
も
簡
明
で
あ
り
、
多 

く
の
人
々
の
一
読
を
心
か
ら
推
奨
す
る
次
第
で
あ 

る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
か
か
る
反
省
に
鉴
づ
い
て
の 

新
し
い
展
開
•
深
化
が
と
く
に
期
待
さ
れ
て
い
る
と 

.い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。(

ダ
ィ
ヤ
モ
ン
.ド
社
. 

1

九
六
五
年
十一

月
刊

• 

B

6，
ニ
七
五
頁
•
六
八 

〇
円)

-

I
深

海

博

明

I 

* 

* 

*

宮
本
又
次
罾

合
田
裕
作
毫

『

経
済
変
動
の
歴
史
的
研
究』

今
日
、
経
済
史
で
は
、
発
展
を
、
そ
れ
自
体
に
内 

蔵
す
る
諸
矛
盾
の
相
勉
に
求
め
な
い
。
何
か
一
つ
、
 

起
動
的
要
因
を
所
与
の
も
の
と
見
立
て
、
発
展
を
、
 

そ
の
影
響
の
■な
か
で
眺
め
ょ
う
と
す
る
立
場
が
一
般 

化
し
つ
つ
あ
る
。
新
1
い
型
の
経
済
史
の
誕
生
で
あ 

っ
た
。
そ
の
間
に
、
著
者
ら
が
果
し
た
先
駆
的
役
割

1

〇
九

(

一
一一

九)



は
大
き
く
、

今
回
か
か
る
段
階
で
の
仕
琪
を

.ま
と

め
、
世
に
問
わ
れ
た
こ
と
は
筆
者一.

人
の
喜
び
.に
限 

ら
な
い
。
本
»
は
一1

編
か
ら
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
独
立 

の
論
文
で
、
.扱
う
時
期
も
場
所
も
違
う
が
、
い
ず
れ 

も
新
し
い
手
法
に
立
つ
点
で
共
通
し
て
い
た
。

第

一

編
は
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
変
動
を
、
十
七
世
紀 

初
頭
に
つ
い
て
扱
う
。
当
時
イ
ギ
リ
ス
経
済
は
毛
織 

物
に
依
存
す
る
こ
と
大
で
あ
っ
た
。
し
か
し
毛
織
物 

生
産
の
大
き
な
部
分
が
輸
出
に
Jg
り
向
け
ら
れ
て
お 

り
、
今
や
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
な
か
で
毛
織 

物
輸
出
が
持
づ
意
味
の
重
大
性
は
明
白
で
あ
っ
た
。
. 

国
際
開
係
の
変
化
で
毛
織
物
輸
出
は
大
き
く
変
動
し
，
 

た
。
か
く
て
著
者
は
、.
十
七
世
紀
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス 

経
済
の
変
動
を
、
国
際
関
係
の
な
か
で
振
幅
の
大
き 

な
毛
織
物
輸
出
に
逭
い
比
重
を
置
き
な
が
ら
追
魏
す 

る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
六
〇
三
年
か
ら
ー
.四
年
に
輸 

出
は
好
調
で
あ
る
。
著
者
は
イ
ギ
リ
ス
産
毛
織
物
に 

対
す
る
需
要
増
を
、
当
時
イ
ギ
リ
ス
で
起
っ
た
^|
卞 

に
ょ
る
穀
物
輸
入
増
に
対
応
す
る
%.
の
と
み
た
。

2y 

作
の
た
め
農
業
労
働
の
大
き
な
部
分
が
毛
織
物
生
産 

に
向
っ
た
。
そ
の
結
果
は
生
産
量
の
増
大
で
、
こ
れ 

が
穀
物
供
給
国
の
毛
織
物
需
要
増
に
振
り
向
け
ら
れ 

る
こ
と
に
な
っ
た
.の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
六
一
四 

年
に
は
い
り
輸
出
は
沈
滞
の
現
象
を
呈
し
た
。
原
因
，
 

は
大
陸
に
お
け
る
毛
織
物
工
業
の

成
長
に
よ
る
。
-
f

ギ
リ
ス
毛
織
物
工
業
は
大
陸
の
毛
織
^
工

業

の

.競

争
 

に
直
面
し
、
も
は
や
安
泰
允
り
得
な
い
。
現
に
輪
出 

の
.不
振
は
ニ
〇
部
代
に
は
い
り
顕
著
に
な
っ
た
。
そ 

し
て
著
者
は
か
か
る
変
動
の
過
程
を
、
ニ
四
年

ま

で
 

追
う
。
知
ら
れ
る
如
く
、
著
者
は
単
ー
商
品
輸
出
1
_ 

.
経
.済
の
観
点
か
ら
十
七
世
紀
の
.イ
ギ
リ
ス
経
済
を
理 

解
し
よ
う
と
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
経
済
は
毛
織
#

II
}
出 

の
帰
趟
に
よ
っ
て
攪
乱
さ
れ
た
。
そ
し
て
著

^

！
.に
よ 

れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
が
多
様
な
工
業
を
発
展
さ
せ
、
そ 

し
て
こ
れ
に
よ
り
毛
織
物
輸
出
が
国
民
経
済
に
対
し
. 

与
え
る
影
響
を
緩
和
’で
き
る
た
め
、
遠
く
十
九
«-
1紀 

.
の
産
業
革
4
-n
p
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

第
二
編
は
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
関
説
ず
る
。
著 

者
は
一
八
三
九
年
か
ら
四
七
年
ま
で
を
一
つ
の
単
位 

と
み
、
そ
こ
で
鉄
道
建
設
の
持
つ
意
味
を
重
視
し 

た
。
と
く
に
三
九
年
か
ら
四
四
年
.の
期
間
内
に
鉄
道 

投
資
は
活
況
を
呈
し
、
鉄
道
建
設
に
と
も
な
う
鉄
需 

要
の
増
大
の
な
か
で
鉄
価
格
の
低
下
が
目
立
つ
。
四
. 

五
年
に
は
い
り
鉄
道
建
設
は
本
格
化
し
た
。
従
来
は 

鉄
道
建
設
で
政
府
資
金
が
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い 

た
。
し
か
し
今
や
大
量
の
民
間
資
本
が
流
入
し
た
''
0 

そ
し
て
建
設
が
本
格
化
し
た
時
、
鉄
道
は
商
工
業
に 

必
要
な
資
金
ま
で
吸
引
し
て
し
ま
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ 

た
。

一
八
四
六
年
に
は
過
剰
投
資
の
気
味
が
強
い
。

'
 

し
か
し
逆
に
商
工
部
門
の
資
金
は
枯
渴
し
て
し
ま
っ

.

ニ

〇

(一

三

〇)

た
。
か
か
る
な
か
で
凶
作
が
起
っ
た
。
凶
作
は
食
糧 

輸
入
の
増
大
を
必
然
化
し
た
。
か
く
て
多
額
の
正
金 

が
穀
物
輸
入
代
金
と
し
て
望
ま
れ
た
。
し
か
し
鉄
道 

建
設
の
本
格
化
で
資
本
市
場
は
圧
迫
を
受
け
、
容
易 

に
融
通
が
得
ら
れ
な
い
。_

要
求
は
執
拗
を
き
わ
め 

た
。

か
か
る
な
か
•
で

資

本

市

場

は

緊

迫

の

度
を
深
め 

-

て
い
っ
た
。
金
融
危
機
か
ら
鉄
道
建
設
事
業
は
中
絶 

■の
脅
威
に
さ^

0

さ
れ
る
こ
と
に
な
.
っ
^
。
'ぷ
に
若
干 

の
鉄
道
会
社
は
破
産
し
た
。
周
知
の
如
く
、
鉄
道
建 

設
は
雇
傭
効
果
が
大
き
く
、
凶
作
に
ょ
る
金
融
難
が 

鉄
證
設
を
危
険
に
追
い
込
ん
だ
時
、
不
況
が
国
中 

に

ー
般
化
す
る
こ
と
に
な
ち
た
。
著
者
は
一
八
三
九 

.年
か
ら
四
七
年
を
不
況
期
と
み
、
そ
.の
理
由
づ
け
を 

以
上
に
概
観
す
る
の
で
あ
っ
た
。

(

有
斐
閣
.
昭
和 

四
十
年
四
月
刊
♦ 

t

 

•

1.

七
ニ
頁
.
五
五
〇
円
>

I
渡

辺

國

棄—

訂 正 （本学会雑誌第58卷 11, 12月合併号）

(54, 55 頁） , ' -

5 4頁 "第 1 図 a イギリス” と，5 5頁 “第 3 図 アメリカ•イギリ 

ス•フランス所得分布比較，，の図は，相互に入れ違っております。

なお， 第 1 図の説明中，資料出所 “Table 4, 7, 8 作図，，とあるのは， 

“Table 3, 7 より作因，，と訂正します。

‘(56 頁）

第_3表の説明中，資科出所“Table 4, Table 7” とあるのは，“Table 3, T* 

と訂正します。 •

(57 頁)

第 4 表中，下より1 2行目， 右より1 0列目の“；0 .7，，，下より3 行目 

右より1 1列目の“13.5 , 下より2 行目，右より1 5列目の“23. 4” はゴ手 

ックに訂正します。

◊

次
号
目
次

<>

論

説

小
倉
藩
人
畜
改
帳
の
分
析
と
.

.

 

•

■

徳
川
初
J0
J
全
国
人
口
推
計
の
試
み
：

…

速

水

融

消
費
者
余
剰
の
理
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