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代
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農
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研
究
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農
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労
働
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ー



　
本
書
は
、
第
二
帝
政
期
か
ら
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
い
た
る
ほ
ぼ
六
〇
年
間
を
対
象
と
し
て
、
従
来
の
よ
う
な
大
農
業
者
（
い
わ
ゆ
る
「
ユ

ン
カ
i
」
と
称
さ
れ
る
土
地
貴
族
層
を
含
む
）
や
農
民
層
な
ど
を
主
な
分
析
対
象
と
し
て
き
た
視
角
と
は
異
な
り
、
多
様
な
農
業
労
働
者

－
農
業
奉
公
人
、
農
村
放
浪
者
、
外
国
人
季
節
労
働
者
、
グ
ー
ツ
の
農
業
労
働
者
な
ど
ー
の
あ
り
よ
う
に
着
目
す
る
こ
と
を
通
じ

て
、
も
う
一
つ
の
近
代
ド
イ
ツ
農
村
史
像
を
描
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
時
期
に
い
た
る
時
代
1
さ
し
あ
た
り
古
典
的
近
代
か
ら
現
代
へ
の
転
換
の
時
代

と
呼
ん
で
お
こ
う
ー
は
、
農
業
の
機
械
化
・
集
約
化
・
合
理
化
の
開
始
で
あ
る
と
と
も
に
、
農
業
の
不
利
化
と
、
農
業
労
働
力
市
場

の
流
動
化
・
拡
大
化
の
時
代
で
あ
っ
だ
。
「
ド
イ
ツ
」
の
農
業
労
働
者
は
こ
の
複
合
的
な
大
量
移
動
の
渦
に
と
ら
え
ら
れ
、
そ
の
数
を
著

し
く
減
少
さ
せ
て
い
っ
た
。
だ
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
農
業
労
働
者
を
自
ら
の
職
業
と
す
る
者
は
、
第
二
帝
政
期
の
一
九
〇
七
年
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

い
て
三
一
七
万
人
を
、
東
部
領
土
が
縮
小
し
た
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
お
い
て
す
ら
約
二
六
〇
万
人
を
数
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
こ
の
時
期
の
彼
ら
は
ユ
ン
カ
ー
経
営
に
お
け
る
農
業
労
働
力
の
存
在
形
態
と
し
て
言
及
さ
れ
る
以
外

に
は
、
我
々
の
歴
史
認
識
の
な
か
に
ほ
と
ん
ど
登
場
し
て
こ
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
「
忘
れ
去
ら
れ
た
階
級
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
見

捨
て
去
ら
れ
た
細
民
た
ち
の
復
権
」
と
い
う
社
会
史
的
な
問
題
意
識
に
支
え
ら
れ
つ
つ
、
な
に
よ
り
も
こ
の
研
究
史
上
の
「
空
白
」
を

埋
め
る
こ
と
、
そ
れ
が
本
書
が
第
一
の
課
題
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
だ
が
、
農
業
労
働
者
は
、
数
の
上
で
は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
「
帝
国
ド
イ
ツ
の
最
底
辺
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

社
会
的
周
辺
者
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
般
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
社
会
的
周
辺
者
の
あ
り
よ
う
は
、
単
に
そ
の
集
団
に
関
わ
る
も

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
抱
え
る
社
会
全
体
の
質
を
も
規
定
す
る
側
面
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
私
は
ド
イ
ツ
の
農
村
社
会
と
農
業
労

働
者
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
そ
う
し
た
視
点
が
有
効
で
は
な
い
か
と
思
う
。
つ
ま
り
、
多
様
な
農
業
労
働
者
を
扱
う
こ
と
は
、
単
に
彼

3　　序章　課題と視角



ら
の
運
命
の
復
権
の
み
な
ら
ず
、
従
来
と
は
異
な
る
ド
イ
ツ
農
村
社
会
像
を
描
く
こ
と
を
も
可
能
に
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ

が
、
そ
の
場
合
に
農
業
労
働
者
問
題
を
従
来
の
よ
う
に
「
分
解
論
」
的
視
座
か
ら
捉
え
る
だ
け
で
事
足
れ
り
と
し
て
い
て
は
だ
め
で
あ

り
、
そ
う
で
は
で
は
な
く
ま
さ
に
一
九
世
紀
末
か
ら
開
始
さ
れ
る
多
様
な
「
他
所
者
」
農
業
労
働
者
の
登
場
に
着
目
し
た
「
（
広
義
の
）
エ

ス
ニ
シ
テ
ィ
」
問
題
と
し
て
こ
れ
を
理
解
す
る
観
点
が
有
効
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
現
在
の
私
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
観
点
の
含

意
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
本
書
を
、
ま
ず
は
、
当
該
期
の
ド
イ
ツ
の
農
村
に
つ
い
て
の
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
私
な

り
に
言
及
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
と
し
よ
う
。

4

1
農
民
と
ナ
チ
ズ
ム
ー
「
中
間
層
テ
ー
ゼ
」
に
つ
い
て

　
近
代
ド
イ
ツ
社
会
史
の
研
究
は
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
ナ
チ
ズ
ム
の
問
題
を
基
軸
的
な
問
題
と
し
て
展
開
し
て
き
た
し
、
今
な
お
、

そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
ド
イ
ツ
農
業
史
の
研
究
に
お
い
て
も
、
研
究
の
軸
心
で
あ
り
つ
づ
け
た
の
は
、
農
村
に
お

け
る
ナ
チ
ズ
ム
の
受
容
基
盤
の
形
成
の
問
題
で
あ
っ
た
。
い
っ
た
い
ど
う
し
て
農
民
は
ナ
チ
ズ
ム
を
支
持
し
た
の
か
、
と
い
う
問
い
が

そ
れ
で
あ
る
。
ナ
チ
ズ
ム
の
社
会
基
盤
は
旧
中
問
層
に
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
主
要
な
部
分
が
農
業
恐
慌
の
な
か
に
あ
っ
て
苦
悩

し
て
い
た
農
民
で
あ
っ
た
こ
と
。
こ
う
し
た
認
識
は
、
広
く
一
般
に
共
有
さ
れ
て
き
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
研
究
史
上
、
こ
う
し
た
認
識
を
普
及
さ
せ
る
上
で
、
特
に
わ
が
国
に
お
い
て
最
も
影
響
力
を
も
っ
た
書
物
は
、
R
・
へ
ベ
ル
レ
の
『
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

村
住
民
と
国
家
社
会
主
義
』
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
物
に
お
い
て
へ
ベ
ル
レ
は
、
ナ
チ
ス
の
得
票
率
が
最
も
高
か
っ
た
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ



ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
を
対
象
に
、
主
に
農
村
民
の
投
票
結
果
の
分
析
に
基
づ
い
て
、
彼
ら
の
投
票
行
動
を
農
村
の
政
治
運
動
の
伝

統
や
地
域
の
農
業
構
造
と
関
わ
ら
せ
て
、
は
じ
め
て
詳
細
に
具
体
的
に
議
論
し
た
。
彼
の
主
張
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
一
言
で
そ
の

意
義
を
い
え
ば
、
特
に
小
農
的
な
ゲ
ー
ス
ト
地
域
の
農
民
に
典
型
的
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
共
同
体
結
合
を
な
お
保
持
す
る
伝
統

的
世
界
に
生
き
る
農
民
が
ナ
チ
ズ
ム
を
支
持
し
た
と
い
う
像
を
提
出
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
例
え
ば
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
（
引
用
中
の
括
弧
内
は
引
用
者
。
以
下
同
じ
。
）

　
　
（
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
一
四
年
間
の
間
に
農
村
の
人
々
は
社
会
民
主
主
義
↓
保
守
主
義
↓
国
家
社
会
主
義
へ
と
支
持
政
党
を
変
え
た
が
、
そ

　
れ
は
彼
ら
が
自
分
た
ち
の
政
治
的
確
信
を
変
え
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
、
特
に
中
問
層
の
人
々
に
お
い
て
は
）
新
し
い
政
党
は
、

　
本
質
的
に
は
、
人
々
の
政
治
的
心
情
の
う
ち
の
変
わ
ら
な
い
要
素
と
結
び
付
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
…
…
⑥
階
層
化
の
進
展

　
が
み
ら
れ
ず
村
落
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
よ
く
維
持
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
ほ
ど
社
会
主
義
の
影
響
は
弱
く
、
…
…
農
村
人
民
党
や
ナ
チ
ス

　
の
影
響
が
強
か
っ
た
。
㈲
階
級
対
立
が
厳
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
社
会
主
義
の
影
響
は
強
く
、
ナ
チ
ズ
ム
の
進
出
は
相
対
的
に

　
遅
れ
た
。
大
農
地
域
に
お
け
る
ナ
チ
ス
進
出
の
機
会
は
、
大
土
地
所
有
地
域
よ
り
は
良
好
で
あ
っ
た
。
＠
の
農
民
地
域
が
、
最
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ

　
ナ
チ
ズ
ム
に
対
し
て
良
好
の
機
会
を
提
供
し
、
社
会
民
主
主
義
者
と
共
産
主
義
者
に
つ
い
て
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
都
市
で
も
農
村
で
も
中
間
層
こ
そ
が
国
家
社
会
主
義
に
最
も
敏
感
な
人
々
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
続
く
の
は
農
業
労
働
者
た
ち
で

　
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
大
土
地
所
有
者
と
商
工
業
労
働
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ド
イ
ツ
国
民
党
と
社
会
主
義
を
支
持
し
、
国
家
社
会
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
義
に
対
し
て
は
強
い
抵
抗
を
示
し
た
。
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へ
ベ
ル
レ
の
打
ち
だ
し
た
こ
の
視
点
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
農
業
問
題
の
処
理
の
仕
方
と
い
う
視
点
か
ら
近
代
化

の
比
較
史
論
を
展
開
し
た
B
・
ム
ー
ア
涯
に
あ
っ
て
、
コ
一
〇
世
紀
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
平
民
的
反
資
本
主
義
」
で
あ
り
、
「
資
本
主
義
的

産
業
の
成
長
が
上
か
ら
の
保
守
的
革
命
と
い
う
枠
内
で
最
も
進
ん
で
い
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
最
も
発
展
し
た
」
と
い

う
規
定
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
場
合
に
、
「
平
民
」
と
し
て
主
要
に
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
農
民
層
で
あ

る
。
ナ
チ
ス
の
様
々
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
道
具
立
て
も
、
「
農
民
層
内
に
あ
る
反
資
本
主
義
感
情
に
訴
え
る
べ
く
使
用
さ
れ
た
手
段
で

　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

あ
っ
た
」
と
彼
は
い
う
。
こ
こ
で
は
、
明
ら
か
に
、
近
代
化
、
合
理
化
、
資
本
主
義
化
の
進
展
に
対
応
で
き
な
い
農
民
が
ナ
チ
ズ
ム
の

受
容
者
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
へ
ベ
ル
レ
的
視
点
の
特
徴
は
、
農
民
層
へ
の
着
目
が
、
ナ
チ
ズ
ム
を
農
村
の
伝
統
的
な
要
素
と
結
び
付
け
て
理
解
し
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
レ

う
と
す
る
姿
勢
と
結
び
付
い
て
い
る
点
に
あ
る
。
今
、
こ
れ
を
原
田
傳
に
な
ら
い
「
中
間
層
テ
ー
ゼ
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
し

て
、
こ
の
視
点
こ
そ
は
、
戦
後
歴
史
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
も
と
、
よ
り
ス
ト
レ
ー
ト
に
へ
ベ
ル
レ
の
研
究
に
依
拠
す
る
こ
と
か
ら
出
発

し
た
日
本
に
お
け
る
ワ
イ
マ
ー
ル
の
農
村
社
会
の
研
究
に
お
い
て
通
奏
低
音
と
し
て
響
き
つ
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

に
は
大
野
英
二
や
村
瀬
興
雄
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
最
近
で
も
原
田
傳
や
豊
永
泰
子
に
よ
っ
て
、
「
中
問
層
社
会
主
義
」
あ
る
い
は
「
中
問

層
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
論
と
し
て
、
そ
れ
は
展
開
さ
れ
具
体
化
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
例
え
ば
、
最
近
刊
行
さ
れ
た
豊
永
泰
子
の
著
作
『
ド
イ
ツ
農
村
に
お
け
る
ナ
チ
ズ
ム
ヘ
の
道
』
（
一
九
九
五
年
）
を
み
て
み
よ
う
。
本
書

に
お
い
て
ワ
イ
マ
ー
ル
期
以
降
の
農
村
を
対
象
と
し
て
い
る
の
は
第
二
部
と
第
三
部
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
豊
永
の
農
民
観
を
明
確

に
語
っ
て
い
る
の
は
『
ヴ
ァ
イ
マ
ル
末
期
の
農
民
運
動
目
ラ
ン
ト
フ
ォ
ル
ク
運
動
』
と
題
す
る
第
六
章
で
あ
る
。
ラ
ン
ト
フ
ォ
ル
ク
運

動
鍔
区
邑
5
象
謂
仁
謁
と
い
う
の
は
、
西
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
・
マ
ル
シ
ュ
地
方
を
中
心
に
農
業
不
況
に
よ
る
負
債
問
題
に
端
を
発
し

6



た
ワ
イ
マ
ー
ル
末
期
の
反
体
制
的
な
急
進
的
農
民
運
動
で
あ
る
。
農
業
不
況
に
深
く
彩
ら
れ
て
い
た
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
地
域

で
は
早
期
に
ナ
チ
ス
の
浸
透
が
み
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
ユ
ン
カ
ー
主
導
の
上
か
ら
の
運
動
の
糾
合
力
が

高
く
評
価
さ
れ
、
自
立
的
農
民
運
動
が
少
な
い
と
見
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
こ
う
し
た
事
情
に
よ
っ
て
ラ
ン
ト
フ
ォ
ル
ク
運
動
は
H
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

バ
イ
ヤ
ー
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
研
究
者
の
関
心
を
集
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
豊
永
は
こ
の
運
動
の
背
後
に
あ
っ
た
も
の
は
何
か
と

一
般
的
に
問
う
な
か
で
、
結
局
、
合
理
化
の
時
代
で
あ
っ
た
一
九
二
〇
年
代
に
お
い
て
、
農
業
を
科
学
的
・
技
術
的
に
扱
う
農
業
者

冨
且
三
昌
が
求
め
ら
れ
て
い
た
状
況
に
伝
統
的
経
営
方
法
を
営
む
農
民
守
ロ
R
が
十
分
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
点
に
問
題
の
解
答
を
求

め
て
い
る
。
第
七
章
『
ナ
チ
ズ
ム
と
農
本
主
義
』
に
お
い
て
、
農
民
に
受
容
さ
れ
て
い
く
農
本
主
義
が
「
人
種
的
農
本
主
義
」
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
－
o
）

く
て
「
身
分
制
的
農
本
主
義
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
も
、
同
じ
考
え
の
現
れ
と
見
な
せ
る
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
認
識
が
多
面
的
で
十
分
な
実
証
的
根
拠
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
私
は
十
分
に
認
め
る
。
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
通
説
で
あ
り

つ
づ
け
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
上
で
も
な
お
、
私
は
、
論
者
に
よ
っ
て
濃
淡
の
差
は
あ
れ
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
基
本
的
な
認
識
の
枠

組
み
、
つ
ま
り
単
純
化
し
て
い
え
ば
農
民
と
伝
統
的
ノ
ル
ム
と
ナ
チ
ズ
ム
の
形
成
を
イ
コ
ー
ル
に
置
く
枠
組
み
自
体
を
問
題
と
し
た
い

の
で
あ
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
こ
れ
ら
は
等
式
で
結
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
私
が
指
摘
し
た
い
の
は
、
農
村
U
農
民
と
い
う
前
提

に
立
っ
て
問
題
を
「
主
体
論
的
」
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
方
法
的
立
場
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
の
目
に
は
、
従
来
の
議
論
は
、
第
一
に
、

社
会
的
に
主
軸
を
な
す
者
が
全
体
の
方
向
を
決
定
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
方
向
を
決
め
る
要
因
は
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
る
「
主

体
」
の
内
部
に
見
い
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
方
法
的
立
場
に
た
つ
が
ゆ
え
に
、
第
二
に
、
そ
の
上
で
農
村
の
主
役
は
（
「
西
部
農
民
的

村
落
」
に
限
っ
て
い
え
ば
）
圧
倒
的
に
農
民
で
あ
る
と
考
え
る
が
ゆ
え
に
、
農
村
ナ
チ
ズ
ム
形
成
の
要
因
を
ま
ず
は
主
役
の
農
民
「
主
体
」
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の
内
部
に
、
す
な
わ
ち
彼
ら
の
経
営
の
あ
り
よ
う
、
つ
ま
り
は
恐
慌
の
あ
り
よ
う
に
、
あ
る
い
は
保
守
的
・
反
近
代
主
義
的
な
内
発
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
、
さ
ら
に
は
「
伝
統
的
ノ
ル
ム
」
に
求
め
て
い
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
仕
方
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
私
は
こ
う
し
た
前
提
を
見
直
す
こ
と
か
ら
出
発
し
た
い
。
つ
ま
り
、
農
村
民
の
「
主
体
性
」
の
あ
り
よ
う
を
「
主
体
」
の
内
部
要
因

に
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、
農
村
内
部
の
「
外
部
」
の
あ
り
よ
う
に
求
め
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。
そ
し
て
そ
う
し
た
観
点
か
ら
み

た
と
き
に
着
目
す
べ
き
対
象
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
が
、
世
紀
の
交
の
頃
か
ら
農
村
の
新
た
な
「
外
部
」
と
し
て
登
場
し
て

き
た
多
様
な
「
他
所
者
」
農
業
労
働
者
た
ち
で
あ
り
、
彼
ら
を
め
ぐ
る
問
題
の
あ
り
よ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
着
目
す
る
こ
と
か
ら
、

農
村
の
ナ
チ
ズ
ム
の
形
成
に
つ
い
て
も
市
場
経
済
化
に
対
す
る
固
有
の
「
伝
統
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
反
発
と
い
う
文
脈
で
は
な
く
、
近

代
化
に
内
在
す
る
過
程
と
し
て
捉
え
る
可
能
性
が
開
か
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
私
は
そ
う
考
え
た
い
。

8

I
I

「
連
続
性
」
論
と
批
判
派
ー
旧
西
ド
イ
ッ
に
お
け
る
研
究
に
つ
い
て

　
旧
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
当
該
期
の
農
業
史
の
研
究
は
こ
こ
二
〇
年
来
、
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
史
の
連
続
性
・
特
殊
性
論
を
旗
印
と

す
る
ヴ
ェ
ー
ラ
ー
派
の
登
場
を
受
け
て
新
し
い
展
開
を
み
せ
た
。
そ
の
際
、
農
業
史
に
関
わ
る
議
論
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
を
主
要
な
対

象
と
し
て
直
接
に
農
村
の
ナ
チ
化
を
具
体
的
に
分
析
す
る
方
向
よ
り
は
、
「
連
続
性
」
論
の
関
心
か
ら
よ
り
長
い
射
程
で
、
つ
ま
り
古
典

的
近
代
か
ら
現
代
へ
の
転
換
過
程
の
な
か
で
理
論
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
方
向
に
向
か
っ
た
。
そ
の
代
表
的
論
客
は
H
・
プ
ー
レ
で
あ

る
。
だ
が
、
こ
の
新
し
い
潮
流
に
も
、
上
記
の
よ
う
な
農
業
・
農
民
層
に
対
す
る
見
方
が
共
有
さ
れ
て
き
た
と
思
う
。
以
下
、
彼
の
代



表
作
の
一
つ
で
あ
る
『
資
本
主
義
的
工
業
化
に
お
け
る
政
治
的
農
業
運
動
』
（
一
九
七
八
年
）
を
素
材
に
、
ま
ず
、
こ
の
点
に
つ
い
て
簡
単

　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

に
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
さ
て
、
プ
ー
レ
の
基
本
的
な
問
題
関
心
は
、
「
組
織
資
本
主
義
」
へ
の
移
行
過
程
に
お
け
る
政
治
形
態
の
差
を
米
独
で
比
較
す
る
こ

と
、
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
同
じ
資
本
主
義
の
社
会
組
織
化
へ
の
移
行
が
一
方
で
は
民
主
主
義
に
行
き
着
く
の
に
対
し
、
他
方
で
は

ナ
チ
ズ
ム
に
移
行
し
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
を
問
う
点
に
あ
る
。
「
組
織
資
本
主
義
」
と
い
う
言
葉
は
難
解
だ
が
、
そ
の
内
容
は
、
農
業
領

域
に
即
し
て
い
え
ば
、
〈
農
業
圧
力
団
体
の
形
成
段
農
業
保
護
の
形
で
の
農
業
利
害
の
貫
徹
H
農
業
の
国
家
へ
の
統
合
〉
と
い
う
文
脈

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

で
理
解
し
て
よ
い
と
思
う
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
組
織
資
本
主
義
」
化
の
動
き
が
一
九
世
紀
末
の
農
業
大
不
況
を
契
機
と
し

て
開
始
さ
れ
る
と
い
う
。
農
業
団
体
の
分
析
を
通
し
て
、
こ
う
し
て
は
じ
ま
る
農
業
へ
の
国
家
統
合
と
こ
れ
に
対
応
す
る
大
衆
的
農
業

運
動
の
な
か
に
「
新
保
守
主
義
的
な
理
念
」
の
存
続
・
変
質
・
大
衆
化
を
発
見
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
こ
の
研
究
の
狙
い
の
一
つ
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
統
合
原
理
と
し
て
い
た
が
た
め
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
業
保
護
政
策
に
よ
る
国
家
へ
の

農
業
の
統
合
は
、
合
州
国
と
は
異
な
り
ナ
チ
ズ
ム
ヘ
の
統
合
に
帰
結
し
て
い
く
の
だ
。
「
新
保
守
主
義
な
理
念
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

明
示
的
に
は
読
み
と
り
に
く
い
が
、
別
の
要
約
論
文
に
お
い
て
、
民
衆
、
民
族
共
同
体
、
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
、
中
間
層
理
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

言
窟
一
憲
巳
馨
○
一
轟
冨
、
反
セ
ム
主
義
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
の
議
論
に
つ
い
て
着
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
第
一
に
、
こ
の
国
家
へ
の
農
業
の
団
体
主
義
的
統
合
へ
の
道
に
お
い
て
大

農
業
者
の
政
治
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
が
非
常
に
「
高
く
」
評
価
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
プ
ー
レ
の
議
論
に
あ
っ
て
特
に
重
視
さ
れ
る
の
が
、

農
業
者
同
盟
↓
農
村
同
盟
↓
帝
国
食
糧
身
分
団
と
い
う
大
農
業
者
主
導
の
農
業
組
織
の
系
譜
で
あ
る
点
に
そ
う
し
た
彼
の
考
え
が
現
れ

て
い
る
。
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そ
し
て
、
第
二
に
、
こ
れ
に
呼
応
す
る
形
で
、
彼
は
、
農
民
の
運
動
の
保
守
的
性
格
・
非
自
立
性
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
明

確
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
下
か
ら
の
自
発
的
な
農
業
の
抵
抗
、
農
民
的
基
礎
組
織
、
そ
し
て
暴
動
と
地
方
で
の
直
接
行
動
、
こ
う
し
た
も
の
が
ド
イ
ツ
の

　
場
合
、
ア
メ
リ
カ
や
フ
ラ
ン
ス
と
は
違
っ
て
、
一
貫
し
て
相
対
的
に
は
あ
ま
り
重
要
な
役
割
を
演
じ
な
か
っ
た
。
…
…
（
ド
イ
ツ
で

　
は
）
最
初
か
ら
地
域
的
社
会
的
に
様
々
に
異
な
る
利
益
を
ま
と
め
あ
げ
る
よ
う
な
要
求
を
も
っ
た
強
力
な
近
代
的
で
統
一
的
に
組

　
織
さ
れ
た
扇
動
機
構
（
農
業
者
同
盟
野
巳
母
討
p
牙
嘗
の
こ
と
）
が
確
立
し
た
。
こ
の
機
構
は
、
確
か
に
東
エ
ル
ベ
の
大
農
業
者
に

　
よ
っ
て
導
か
れ
、
彼
ら
の
た
め
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
西
南
ド
イ
ツ
の
小
中
農
民
た
ち
の
大
衆
的
共
鳴
を
あ
て

　
こ
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
下
か
ら
の
農
民
的
抵
抗
運
動
は
、
非
常
に
短
期
間
の
間
だ
け
、
狭
い
限
定
さ
れ
た
地
域
で
チ
ラ
チ
ラ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
燃
え
る
だ
け
で
、
組
織
的
な
点
か
ら
す
れ
ば
み
る
べ
き
も
の
は
な
か
っ
た
。

　
　
農
村
で
は
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
は
、
い
か
な
る
た
ぐ
い
の
も
の
で
あ
れ
潜
在
的
な
担
い
手
集
団
を
欠
い
て
い
た
。
ド
イ
ツ
農
業
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
組
織
的
政
治
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
運
動
方
向
は
、
い
つ
も
中
問
か
ら
右
の
方
に
流
れ
て
い
た
。

　
プ
ー
レ
に
代
表
さ
れ
る
旧
西
ド
イ
ツ
社
会
史
派
の
功
績
は
、
一
九
世
紀
以
降
の
農
業
関
連
運
動
を
社
会
統
合
論
的
な
枠
組
で
捉
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

視
角
を
提
供
し
た
こ
と
だ
と
私
は
考
え
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
H
・
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
「
え
せ
民
主
化
」
論
や
、
先
に
み
た
ム
ー

ア
の
「
反
資
本
主
義
感
情
の
組
織
化
」
「
平
民
的
反
資
本
主
義
」
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
は
反
動
と
保
守
主
義
を
大
衆
化
・
平
民
化
し
よ
う
と
す

　
　
藝

る
も
の
」
と
い
う
抽
象
的
規
定
を
具
体
化
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。
ま
た
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
ま
で
を
見
通
し
た

10



議
論
に
道
を
開
い
た
点
も
評
価
さ
れ
て
よ
い
。
し
か
し
、
上
に
明
瞭
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
や
は
り
「
近
代
に
適
応
で
き
な
い

農
民
」
観
を
明
確
に
受
け
継
い
だ
も
の
だ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
農
村
・
農
民
観
は
、
実
態
分
析
の
成
果
に
よ
る
も
の
と
い
う
よ
り
、
い

わ
ば
方
法
的
な
前
提
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
分
析
が
農
業
中
間
組
織
と
政
治
過
程
の
関
わ
り
に
向
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
、
逆
に
農
民
や
農
村
の
実
態
分
析
が
な
お
ぎ
り
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
旧
西
ド
イ
ツ
社
会
史
派
の
農
民
観
に
つ
い
て
は
、
既
に
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
史
派
か
ら
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
代

表
者
が
ー
・
フ
ァ
ー
で
あ
る
。
彼
は
、
第
一
に
、
農
民
・
大
農
業
者
を
伝
統
主
義
的
・
反
近
代
的
と
す
る
議
論
を
神
話
と
し
て
断
罪
し
、

第
二
に
、
バ
イ
エ
ル
ン
農
民
運
動
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
性
格
、
お
よ
び
そ
れ
が
名
望
家
支
配
か
ら
大
衆
民
主
主
義
の
移
行
に
果
た
し
た

役
割
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
で
農
民
運
動
の
自
立
性
を
強
調
し
、
第
三
に
、
農
民
の
多
様
性
を
主
張
し
て
、
極
論
す
れ
ば
固
有
の
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

領
域
と
し
て
の
農
民
史
と
い
う
設
定
自
体
に
疑
問
を
呈
し
、
む
し
ろ
そ
の
社
会
史
・
日
常
史
一
般
へ
の
統
合
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
フ
ァ
ー
の
批
判
の
う
ち
第
一
点
は
正
当
な
も
の
で
あ
る
。
第
二
点
も
そ
れ
自
体
と
し
て
は
有
効
だ
と
は

思
う
が
、
た
だ
し
、
農
民
運
動
の
自
立
性
・
政
治
化
の
強
調
だ
け
で
は
そ
れ
が
「
農
村
の
ナ
チ
化
」
の
論
点
と
ど
う
関
わ
る
の
か
が
不

明
瞭
で
あ
る
。
も
し
第
三
点
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
つ
ま
り
「
農
村
ナ
チ
化
」
と
い
う
農
業
史
固
有
の
問
題
設
定
ま
で
も
否
定
す
る
こ

と
で
こ
の
論
点
を
処
理
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
は
そ
れ
に
は
同
意
で
き
な
い
。
確
か
に
「
ド
イ
ツ
農
民
」
神
話
は
「
伝

統
農
民
」
の
実
在
を
必
要
条
件
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
な
に
ゆ
え
「
ド
イ
ツ
の
農
村
巨
伝
統
農
民
」
の
再
興
が
統
合
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
設
定
さ
れ
、
か
つ
一
定
の
有
効
性
を
も
ち
え
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
や
は
り
農
村
社
会
史
の
課
題
と
し
て
問
わ
れ

つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
考
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
近
年
プ
ー
レ
が
提
起
し
た
「
農
村
に
お
け
る
国
民
化
」
と
い
う
論
点
は

　
　
　
　
（
2
0
〉

有
効
な
の
だ
。
た
だ
し
、
繰
り
返
す
が
、
ヴ
ェ
ー
ラ
ー
派
の
よ
う
な
「
伝
統
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
へ
の
還
元
に
よ
っ
て
で
は
な
く
農
村
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社
会
の
近
代
化
過
程
に
内
在
す
る
問
題
と
し
て
そ
れ
は
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
私
は
農
業
労
働
者

へ
の
着
目
か
ら
農
村
社
会
の
あ
り
よ
う
を
見
据
え
る
視
角
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
点
と
も
関
わ
っ
て
、
次
に
農
業
労
働
者
の
研
究
に

つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

12

皿

農
業
労
働
者
論
1
「
階
級
」
か
ら
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
問
題
へ

1

「
農
業
資
本
主
義
化
”
単
一
の
農
村
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
形
成
」
論

　
周
知
の
よ
う
に
、
一
九
世
紀
後
半
の
労
働
市
場
の
流
動
化
は
、
と
り
わ
け
て
東
部
の
大
経
営
地
域
の
農
業
労
働
者
の
大
規
模
な
農
業

　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

離
脱
と
し
て
現
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
契
機
と
し
て
一
八
九
〇
年
代
初
頭
に
は
農
業
労
働
者
問
題
に
関
す
る
議
論
が
社
会
政
策
学
会
を

中
心
に
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
論
点
は
、
良
質
な
労
働
力
の
不
足
と
賃
金
コ
ス
ト
の
上
昇
と
い
う
グ
ー
ツ
経
営
の
危
機
の
問
題

か
ら
、
農
業
労
働
者
の
貧
困
の
問
題
、
団
結
権
の
否
認
や
奉
公
人
条
例
な
ど
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
農
業
労
働
者
の
市
民
的
権
利
差
別

の
問
題
、
さ
ら
に
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
者
の
流
入
に
伴
う
東
部
地
域
の
非
ゲ
ル
マ
ン
化
と
い
う
民
族
問
題
ま
で
、
広
範
囲
な
領
域
に

わ
た
る
内
容
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
他
方
で
は
、
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
に
お
い
て
も
あ
の
「
大
経
営

か
小
農
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
象
徴
さ
れ
る
カ
ウ
ツ
キ
ー
と
ダ
ヴ
ィ
ッ
ト
の
修
正
主
義
論
争
が
生
じ
、
こ
れ
と
深
く
関
わ
り
な
が
ら
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

業
労
働
者
の
社
会
民
主
主
義
へ
の
組
織
化
の
問
題
が
農
業
戦
略
の
重
要
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。



　
こ
う
し
た
言
説
の
多
様
化
自
体
、
そ
れ
ま
で
「
農
村
の
過
剰
人
口
問
題
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
農
業
労
働
者
問
題
が
新
た
な
性
質

を
帯
び
た
も
の
へ
と
転
換
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
新
し
い
局
面
を
捌
挟
し
よ
う
と
し
た
の
が
社

会
政
策
学
会
の
東
エ
ル
ベ
の
農
業
労
働
者
の
実
態
調
査
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
躍
し
た
若
き
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
で
あ
っ
た
。

彼
は
、
こ
の
問
題
を
、
根
本
的
に
は
農
業
雇
用
関
係
を
軸
と
す
る
農
村
社
会
構
造
の
再
編
成
の
問
題
で
あ
り
、
東
部
農
村
の
名
望
家
で

あ
る
大
農
業
者
の
社
会
的
権
力
基
盤
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
「
利
益
共
同
体
日
R
袋
9
α
p
馨
①
冒
3
鮮
」
が
解
体
し

企
業
的
農
場
主
と
「
自
由
な
農
業
労
働
者
」
の
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
る
点
に
、
こ
の
時
期
の
東
エ
ル
ベ
の
農
業
労
働
制
度
の
発
展
傾

向
を
み
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
「
自
由
な
農
業
労
働
者
」
形
成
の
内
容
は
何
か
と
い
え
ば
、
第
一
に
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
か
ら
デ
プ

タ
ン
ト
ヘ
の
主
要
な
常
雇
労
働
者
の
存
在
形
態
の
転
換
で
あ
り
、
第
二
に
常
雇
労
働
者
の
減
少
と
他
方
で
の
自
由
旦
雇
い
と
季
節
労
働

　
　
　
　
　
　
〔
2
3
）

者
の
増
大
で
あ
る
。

　
さ
て
、
従
来
の
わ
が
国
に
お
け
る
ド
イ
ツ
農
業
労
働
者
に
関
す
る
研
究
は
、
こ
う
し
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
見
解
を
そ
の
ま
ま
「
農
業
資

本
主
義
化
H
単
一
の
農
村
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
形
成
」
論
と
し
て
受
け
と
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
私
が
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い

の
は
、
こ
の
命
題
の
是
非
で
は
な
く
受
容
さ
れ
た
問
題
の
立
て
方
で
あ
る
。
例
え
ば
、
も
は
や
古
典
と
な
っ
た
と
さ
え
い
え
る
藤
瀬
浩

司
『
近
代
ド
イ
ツ
農
業
の
形
成
』
は
、
農
業
経
営
分
析
の
視
角
か
ら
「
ユ
ン
カ
ー
H
過
渡
的
経
営
」
論
を
打
ち
だ
し
た
も
の
だ
が
、
そ

こ
に
お
い
て
も
労
働
力
の
存
在
形
態
に
着
目
し
つ
つ
世
紀
後
半
期
に
お
け
る
単
一
の
階
級
と
し
て
の
農
村
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
形
成

　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
沢
脩
『
ド
イ
ツ
農
業
労
働
者
論
』
は
、
帝
国
統
計
分
析
を
も
と
に
第
二
帝
政
期
の
ド
イ
ツ
農
業
労
働

力
市
場
を
正
面
か
ら
包
括
的
に
論
じ
た
日
本
に
お
け
る
唯
一
の
作
品
で
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
最
初
か
ら
「
い
か
に
し
て
農
業
労
働
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

は
階
級
と
し
て
再
生
産
さ
れ
て
い
た
の
か
」
と
い
う
問
題
の
立
て
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
原
田
傳
の
包
括
的
な
整
理
に
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よ
れ
ば
、
日
本
の
研
究
史
に
お
い
て
は
「
研
究
史
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
東
エ
ル
ベ
農
業
労
働
力
の
編
成
替
え
に
、

ユ
ン
カ
i
経
営
の
近
代
化
、
資
本
主
義
化
を
見
る
立
場
と
、
い
ぜ
ん
と
し
て
、
半
農
奴
的
性
格
を
重
視
す
る
立
場
で
あ
る
。
山
口
和
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

氏
や
加
藤
房
雄
氏
は
前
者
の
立
場
で
あ
り
、
住
谷
一
彦
氏
、
中
村
幹
雄
氏
ら
は
後
者
の
立
場
に
立
つ
と
言
え
」
る
と
し
て
い
る
。

　
な
る
ほ
ど
、
こ
う
し
た
叙
述
に
従
え
ば
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
従
来
の
研
究
に
は
相
互
に
相
い
容
れ
な
い
ほ
ど
の
評
価
の
対
立
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
実
証
的
な
点
で
の
是
非
で
は
な
く
評
価
の
基
準
そ
の
も
の
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
す
る
と
こ
れ

ら
の
議
論
は
全
体
と
し
て
「
資
本
主
義
化
H
三
分
割
制
1
1
単
一
の
階
級
形
成
」
と
い
う
基
準
を
採
用
し
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
認
識
の
違
い
は
「
基
準
」
の
運
用
の
仕
方
に
よ
っ
て
い
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
の
か
、
極
論
す
れ
ば
「
基
準
」

が
論
争
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
と
す
ら
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
当
時
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
最
大
の
問
題
関
心
は
、
従
来
の
研
究
者
が
高
く
評
価
し
て
き
た
雇
用
関
係
の
「
資
本
主
義
化
」
と

い
う
発
展
傾
向
の
析
出
だ
け
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
同
時
に
国
民
主
義
的
な
立
場
か
ら
、
こ
の
時
期
の
農
業
労
働
者
問
題
を
「
東

部
の
ス
ラ
ブ
化
巨
ド
イ
ツ
国
民
国
家
の
危
機
」
と
把
握
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
問
題
意
識
こ
そ
が
基
本
に
あ
っ
た
。
ユ
ン
カ
ー
の

社
会
的
権
力
基
盤
が
重
要
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
も
、
「
経
済
的
危
機
に
あ
る
階
級
が
政
治
的
権
力
を
握
っ
て
い
る
」
こ
と
の
危
険

性
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
の
経
営
的
対
応
が
東
部
の
ゲ
ル
マ
ン
文
化
の
危
機
を
引
き
起
こ
す
か
ら
で
あ
る
。
東
エ
ル
ベ
農
業
労
働
者
調
査

報
告
に
関
す
る
社
会
政
策
学
会
の
講
演
に
お
け
る
彼
の
次
の
発
言
が
、
そ
の
点
を
最
も
よ
く
言
い
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー

は
次
の
よ
う
に
い
う
。

農
村
に
お
い
て
民
族
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
の
か
は
、
結
局
は
、
土
地
所
有
者
階
層
の
血
統
で
は
な
く
、
農
村
プ

14



ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
い
か
な
る
民
族
に
属
し
て
い
る
か
に
よ
る
の
で
あ
る
。
東
部
地
方
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
民
族
性
は
や
が
て

失
わ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
…
…
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
文
化
水
準
が
、
わ
れ
わ
れ
の
農
村
住
民
の
栄
養
状
態
と
彼
ら
の
要
求
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

も
っ
と
東
の
ス
ラ
ブ
な
み
の
低
い
水
準
ま
で
押
し
下
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
と
し
て
は
と
も
か
く
、
農
業
労
働
者
研
究
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
農
業
季
節
労
働
者

が
膨
大
な
数
に
上
っ
て
い
た
こ
と
自
体
は
十
分
に
承
知
さ
れ
な
が
ら
、
そ
し
て
例
え
ば
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
農
業
労
働
者
研
究
の
「
空
白
」

に
比
べ
れ
ば
第
二
帝
政
期
の
研
究
に
は
相
当
の
蓄
積
が
あ
り
な
が
ら
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
の
「
危
険
な
視
角
」
は
正
当
に
受
け
継
が
れ

て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
は
同
時
に
農
業
労
働
者
へ
の
接
近
を
「
所
有
形
態
」
と
コ
雇
用
制
度
」
の
側
面
か
ら
描
く

だ
け
で
事
足
れ
り
と
し
て
い
た
態
度
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
私
が
こ
こ
で
提
起
し
た
い
の
は
、
こ
の
時
期
の
農
業
労
働
者

問
題
の
あ
り
よ
う
を
、
「
分
解
論
」
「
三
分
割
制
論
」
「
単
一
の
農
業
労
働
者
階
級
の
形
成
」
論
を
軸
に
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
新
た
に
こ

れ
を
農
村
の
「
広
義
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
直
し
、
そ
の
具
体
化
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
従

来
の
議
論
に
漂
う
停
滞
感
を
払
拭
し
、
あ
る
い
は
従
来
の
議
論
が
陥
っ
て
い
た
袋
小
路
を
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

　
（
2
8
）

思
う
。

2

旧
西
ド
イ
ツ
社
会
史
派
の
農
業
労
働
者
論
I
J
・
フ
レ
ミ
ン
グ
と
K
・
バ
ー
デ

旧
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
当
該
期
の
農
業
労
働
者
の
研
究
は
完
全
な
空
白
域
で
あ
っ
た
が
、
や
は
り
近
年
の
社
会
史
の
展
開
に
応
じ
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て
新
た
な
方
向
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
先
に
論
じ
た
プ
ー
レ
の
研
究
に
対
応
し
た
」
・
フ
レ
ミ
ン
グ
の
研
究
（
『
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

業
利
害
と
民
主
主
義
』
一
九
七
八
年
）
と
、
近
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
問
題
の
歴
史
的
把
握
の
一
環
と
し
て
農
業
労
働
者
に
つ

い
て
論
じ
た
K
・
バ
ー
デ
の
一
連
の
研
究
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　
さ
て
、
フ
レ
ミ
ン
グ
の
研
究
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
お
け
る
農
村
民
主
主
義
の
基
盤
の
脆
弱
性
と
い
う
問
題
関
心

か
ら
、
プ
ー
レ
の
農
村
社
会
統
合
論
的
視
角
を
よ
り
一
層
拡
張
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
拡
張
は
二

重
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
つ
は
、
農
民
層
の
み
な
ら
ず
農
業
労
働
者
を
も
視
野
の
な
か
に
入
れ
る
と
い
う
対
象
社
会
層
の
拡
張
で
あ
り
、

そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
第
二
帝
政
期
の
み
な
ら
ず
、
第
一
次
大
戦
か
ら
初
期
ワ
イ
マ
ー
ル
期
ま
で
射
程
に
入
れ
る
と
い
う
対
象
時
期
の

拡
張
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
農
業
者
の
主
導
す
る
農
業
者
同
盟
野
＆
牙
昌
p
＆
a
菖
や
、
そ
の
後
身
で
あ
る
全
国
農
村
同
盟
因
魯
区
粋
且
－

ど
巳
な
ど
の
農
業
団
体
を
舞
台
と
す
る
大
農
業
者
の
意
識
と
行
動
の
特
徴
に
分
析
の
焦
点
を
合
わ
せ
、
農
民
層
や
農
業
労
働
者
の
こ
れ

ら
の
団
体
へ
の
統
合
の
あ
り
方
と
そ
の
限
界
を
論
じ
る
と
い
う
形
で
、
社
会
統
合
論
的
視
角
が
生
か
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
そ
の
場
合
、
農
業
労
働
者
の
統
合
問
題
に
つ
い
て
の
フ
レ
ミ
ン
グ
の
議
論
の
な
に
よ
り
の
特
徴
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
れ
を

二
つ
の
編
成
原
理
の
対
抗
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
一
方
で
現
代
労
働
法
を
特
徴
づ
け
る
同
権
的
集
団
的
雇
用
関
係
を
原
理
と
す
る
編
成

と
、
他
方
で
農
業
利
害
に
基
づ
く
職
能
的
編
成
と
い
う
二
つ
の
対
抗
的
理
念
の
せ
め
ぎ
合
い
と
し
て
統
合
碍
題
を
分
析
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
前
者
の
同
権
的
原
理
に
基
づ
く
統
合
と
は
、
農
業
労
働
者
の
団
結
権
を
容
認
し
、
い
わ
ば
彼
ら
の
「
労
働
者
と
し
て
の
契
機
」

に
着
目
し
て
雇
用
関
係
を
編
成
す
る
こ
と
で
、
農
業
部
門
に
お
い
て
も
一
般
の
社
会
法
的
雇
用
関
係
と
同
じ
あ
り
方
を
作
り
出
そ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
農
業
の
社
会
国
家
へ
の
統
合
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者
の
農
業
職
能
原
理
に
基
づ
く

統
合
と
は
、
農
業
に
従
事
す
る
全
勢
力
を
単
一
の
農
業
組
織
に
結
集
し
て
い
こ
う
と
す
る
戦
略
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
な
に
よ
り
も
農

16



業
労
働
者
の
組
合
的
な
団
結
権
を
認
め
ず
、
「
労
働
者
」
で
は
な
く
「
農
業
」
の
契
機
に
よ
っ
て
彼
ら
を
農
業
団
体
へ
組
織
化
す
る
あ
り

方
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
い
う
「
職
能
的
統
合
」
が
、
先
に
述
べ
た
プ
ー
レ
の
「
新
保
守
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
よ
る
中
問
団
体
を

媒
介
に
し
て
の
農
業
の
国
家
へ
の
統
合
と
い
う
視
角
を
念
頭
に
置
き
、
こ
れ
を
農
業
労
働
者
に
つ
い
て
も
導
入
し
よ
う
と
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
「
職
能
理
念
」
は
プ
ー
レ
の
「
中
間
層
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
内
容
的
に
は
同
一
で
あ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ

（
3
0
）

う
。　

こ
う
し
た
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
農
村
の
民
主
主
義
の
基
盤
の
程
度
は
同
権
的
な
雇
用
制
度
の
成
立
と
定
着
を
基
準
に
測
ら
れ
、
逆

に
そ
の
ナ
チ
ズ
ム
ヘ
の
「
強
制
的
同
質
化
」
に
い
た
る
国
家
へ
の
統
合
は
「
職
能
的
統
合
」
の
度
合
い
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
結
論
的
に
い
え
ば
、
フ
レ
ミ
ン
グ
は
前
者
の
組
合
原
理
に
対
す
る
後
者
の
農
業
職
能
的
理
念
の
圧
倒
的
優
位
を
明
ら
か

に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
特
に
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
つ
い
て
は
、
右
派
の
農
村
同
盟
内
の
「
帝
国
農
業
労
働
者
同
盟
寄
一
∩
区
き
α
－

帥
ぴ
。
箒
n
ビ
且
」
、
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
国
民
主
義
の
「
農
業
労
働
者
中
央
連
盟
N
窪
巨
く
R
訂
＆
審
昌
p
＆
聾
魯
且
の
二
つ
の
組
合
の
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
璽
）

割
が
特
に
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
彼
が
新
し
い
統
合
論
的
視
角
を
農
業
労
働
者
論
に
持
ち
込
み
、
従
来
全
く
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
ナ
チ
ズ
ム
と
農
業
労
働
者
」
と

い
う
問
題
領
域
を
発
見
し
た
こ
と
を
私
は
高
く
評
価
し
た
い
。
だ
が
、
彼
の
議
論
に
接
し
て
い
て
、
私
が
最
も
不
満
に
思
う
の
は
ー

プ
ー
レ
の
場
合
に
つ
い
て
も
同
じ
だ
が
ー
ま
さ
に
そ
の
団
体
主
義
的
統
合
論
の
方
法
的
枠
組
み
の
た
め
に
、
分
析
が
や
は
り
中
間
組

織
の
指
導
者
の
言
説
や
行
動
に
集
中
し
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
農
業
労
働
者
の
固
有
の
志
向
性
が
ほ
と
ん
ど
問
題
と
さ
れ
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
議
論
の
背
景
に
明
ら
か
に
「
伝
統
の
な
か
に
あ
る
農
業
労
働
者
」
と
い
う
見
方
が
根
強
く
存

17　序章　課題と視角



在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
近
年
の
彼
の
一
連
の
農
業
労
働
者
に
つ
い
て
の
社
会
史
叙
述
（
『
工
業
化
時
代
の
農
業
労
働
』
『
忘
れ
去
ら
れ
た
階
級
』

　
　
　
　
　
ハ
　

「
他
者
性
と
搾
取
』
V
に
は
、
フ
レ
ミ
ン
グ
の
そ
う
し
た
農
業
労
働
者
観
が
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
彼
は
、
「
正
当
派
マ
ル
ク

ス
主
義
」
、
よ
り
具
体
的
に
は
東
独
の
農
業
労
働
者
研
究
の
第
一
人
者
H
・
プ
ラ
ウ
ル
に
対
す
る
批
判
を
意
識
し
つ
つ
、
工
業
労
働
者
や

農
民
を
語
る
の
と
同
じ
よ
う
に
は
「
単
一
の
農
業
労
働
者
の
形
成
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
む
し
ろ
そ
の
多
様
性
を

強
調
す
る
。
農
業
の
近
代
化
が
農
業
労
働
者
の
単
純
な
平
準
化
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
、
ま
た
階
級
を
社
会
的
文
化
的
要
素
ま
で
含
み

込
ん
で
対
自
的
な
も
の
と
し
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
私
も
積
極
的
に
同
意
し
た
い
。

し
か
し
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
結
局
、
こ
の
多
様
性
は
伝
統
的
な
農
村
の
位
階
制
的
・
権
威
主
義
的
規
範
の
農
業
労
働
者
に
お
け
る
残
存

に
よ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
し
ま
い
、
「
資
本
主
義
の
蓄
積
運
動
の
結
果
と
し
て
の
多
様
性
・
重
層
化
」
と
い
う
視
点
が
非
常
に
弱
い
の

で
あ
る
。
農
業
雇
用
関
係
に
つ
い
て
も
全
体
と
し
て
「
家
父
長
的
抑
圧
構
造
の
堅
固
な
維
持
」
が
強
調
さ
れ
停
滞
的
イ
メ
ー
ジ
が
強
く

出
て
い
る
。
「
遅
れ
た
農
業
」

1
「
遅
れ
た
雇
用
関
係
」
H
「
伝
統
的
農
業
労
働
者
」
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

で
、
彼
は
や
は
り
旧
西
ド
イ
ツ
社
会
史
派
の
「
連
続
性
」
論
の
枠
組
み
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
他
方
、
こ
の
点
で
対
照
的
な
議
論
を
展
開
す
る
の
が
ド
イ
ツ
の
外
国
人
労
働
者
の
歴
史
研
究
の
第
一
人
者
K
・
バ
ー
デ
で
あ
る
。
彼

に
あ
っ
て
は
じ
め
て
固
有
の
東
欧
農
業
労
働
力
市
場
が
自
覚
的
に
設
定
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
彼
は
、
ド
イ
ツ
人
の
ア
メ
リ
カ
移
民
、

プ
ロ
イ
セ
ン
東
部
か
ら
西
部
へ
の
国
内
移
動
、
そ
し
て
東
欧
外
国
人
労
働
者
の
流
入
と
い
う
三
つ
の
形
態
の
複
合
的
な
運
動
か
ら
な
る

大
量
移
動
の
時
代
と
し
て
一
九
世
紀
後
半
期
を
理
解
し
、
そ
し
て
そ
の
観
点
か
ら
新
た
に
東
部
農
村
の
変
容
を
論
じ
て
い
る
。
雇
用
関

係
の
理
解
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
利
益
共
同
体
」
の
解
体
と
季
節
労
働
者
を
軸
と
す
る
新
た
な
資
本
主
義
的
労
働
関
係
の
形
成
を
唱
え
た

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
を
再
評
価
す
る
立
場
に
た
つ
も
の
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
転
換
を
促
す
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
把
握
に
優
れ
て
い
る
の
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み
な
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
地
域
類
型
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た
東
と
西
の
農
業
の
二
重
構
造
を
、
同
じ
場
の
な
か
の
相
互
関
連
の
な
か
で

捉
え
る
視
角
を
提
供
し
た
こ
と
、
そ
し
て
な
に
よ
り
農
業
労
働
者
問
題
を
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
問
題
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
た
点
を
私
は

高
く
評
価
し
た
い
と
思
う
。
ま
た
、
移
動
動
機
の
形
成
を
労
働
市
場
の
季
節
化
と
の
関
わ
り
で
議
論
し
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。

　
だ
が
、
全
体
と
し
て
、
主
要
な
関
心
が
狭
い
意
味
で
の
労
働
力
市
場
論
と
外
国
人
労
働
者
政
策
論
に
向
け
ら
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
、

農
業
労
働
者
や
雇
用
関
係
の
実
態
に
関
す
る
分
析
が
不
十
分
で
、
逆
に
フ
レ
ミ
ン
グ
に
み
ら
れ
る
農
村
社
会
統
合
に
関
わ
る
問
題
意
識

が
欠
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
農
業
雇
用
制
度
へ
の
言
及
に
つ
い
て
は
、
二
重
労
働
市
場
の
形
成
が
一
般
的
に
指
摘
さ
れ
る
程
度
な
の

　
　
（
3
5
）

で
あ
る
。
で
は
フ
レ
ミ
ン
グ
と
バ
ー
デ
を
つ
な
ぐ
鍵
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
私
は
、
ド
イ
ツ
の
農
村
社
会
が
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
問
題
と
し

て
の
農
業
労
働
者
問
題
を
ど
う
受
容
し
、
ど
う
処
理
し
て
い
っ
た
か
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
そ
の
鍵
が
あ
る
と
思
う
。
「
ナ
チ
ズ

ム
と
農
業
労
働
者
問
題
」
を
理
解
す
る
突
破
口
の
一
つ
が
そ
こ
に
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
旧
東
ド
イ
ツ
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
既
に
土
地
所
有
史
論
の
観
点
か
ら
の
加
藤
房
雄
の
整
理
が
あ
る
か
ら
そ
れ
を
参
考
に

　
　
　
（
3
6
〉

さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
特
に
言
及
し
て
お
き
た
い
の
は
、
」
・
ラ
ッ
ハ
、
H
・
プ
ラ
ウ
ル
ら
を
中
心
と
す
る
歴
史
民
族
学
グ
ル
ー
プ
の
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

ク
デ
ブ
ル
ク
・
ベ
ル
デ
地
域
を
対
象
と
す
る
農
業
史
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
七
〇
年
代
か
ら
一
九
八
O
年
代
に
か
け
て
遂
行
さ
れ

た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
の
実
証
研
究
で
あ
る
。
一
九
八
九
年
の
ベ
ル
リ
ン
の
壁
解
体
以
前
の
研
究
で
あ
る
か
ら
、
旧
東
独
国
家
の
公
式
理

論
の
影
響
は
免
れ
ず
、
全
体
と
し
て
「
資
本
主
義
法
則
の
貫
徹
目
単
一
の
農
村
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
形
成
」
と
い
う
枠
組
み
で
書
か
れ
て

お
り
、
ま
た
、
「
農
村
と
ナ
チ
ズ
ム
」
と
い
う
問
題
意
識
も
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
彼
ら
の
言
葉

で
い
え
ば
「
生
活
様
式
の
重
視
」
と
い
う
視
角
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
皮
肉
に
も
、
唯
物
史
観
に
基
づ
き
労
働
者
階
級
の
文
化
と
生
活
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

式
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
旧
東
独
民
族
学
の
要
請
に
呼
応
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
結
果
と

19　序章　課題と視角



し
て
こ
の
集
団
研
究
は
と
く
に
農
民
層
と
農
業
労
働
者
層
の
生
活
の
具
体
的
な
あ
り
よ
う
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
、
社
会
運
動
分
析
に
偏
し
、
か
つ
「
遅
れ
た
農
村
論
」
に
立
つ
旧
西
ド
イ
ツ
社
会
史
派
に
対
す
る
批
判
と
し
て
の
意
義
を
持
つ
。

私
と
し
て
は
、
生
活
世
界
の
変
化
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
、
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
研
究
グ
ル
ー
プ
の
「
日
常
史
」
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
そ

の
限
界
を
踏
ま
え
つ
つ
も
正
当
に
評
価
し
た
い
と
思
う
。

20

W
　
本
書
の
課
題
と
視
角

　
以
上
の
研
究
史
に
関
す
る
私
な
り
の
叙
述
に
鑑
み
つ
つ
、
本
書
が
意
図
す
る
こ
と
を
、
以
下
三
点
に
ま
と
め
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
第
一
に
、
本
書
は
、
多
様
な
農
業
労
働
者
と
い
う
視
点
か
ら
近
代
ド
イ
ツ
農
村
史
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
狙
い
と
す
る
。
む
ろ
ん
、

個
別
の
領
域
と
し
て
の
農
業
労
働
者
の
歴
史
の
叙
述
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
視
点
か
ら
従
来
の
「
伝
統
農
民
」
中
心
の
農
村
史
像
へ
の

ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
を
提
出
す
る
こ
と
ま
で
を
意
図
し
て
い
る
。
農
村
ナ
チ
ズ
ム
形
成
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
そ
う
し
た
現
代
社
会
の
成

り
立
ち
方
に
つ
い
て
の
新
し
い
形
で
の
理
解
を
通
し
て
、
は
じ
め
て
従
来
と
は
異
な
る
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
思
う
。

　
同
時
に
、
「
ナ
チ
ズ
ム
と
農
業
労
働
者
」
と
い
う
問
題
を
射
程
に
入
れ
る
こ
と
で
開
か
れ
て
く
る
議
論
は
、
従
来
の
農
業
労
働
者
論
に

お
け
る
第
二
帝
政
期
と
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
断
絶
を
克
服
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ま
た
、
グ
ー
ツ
村
落
の
み
な
ら
ず
、
農
民
村
落
に

お
け
る
下
層
民
と
し
て
の
農
業
労
働
者
の
問
題
を
重
視
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
北
西
ド
イ
ツ
農
村
の
下
層
民
へ
の
着

眼
と
い
う
発
想
自
体
は
、
近
年
の
わ
が
国
に
お
け
る
近
世
・
近
代
ド
イ
ツ
史
研
究
の
農
村
奉
公
人
論
・
下
層
民
論
と
の
つ
な
が
り
を
私



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

な
り
に
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
農
業
労
働
者
に
関
わ
る
点
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
「
東
欧
圏
に
ひ
ろ
が
る
農
業
労
働
力
市
場
」
と
い
う
空
間
設
定
を
行
い
、

次
に
、
特
に
本
書
で
は
も
っ
ぱ
ら
受
け
入
れ
側
の
農
村
社
会
の
あ
り
よ
う
を
問
題
に
す
る
観
点
か
ら
、
農
業
労
働
者
に
つ
い
て
は
「
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
レ
ム
デ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

着
国
魯
。
冒
菊
ぼ
」
と
「
他
所
者
穿
B
幕
」
と
い
う
契
機
に
着
目
す
る
。
も
っ
と
平
た
く
い
え
ば
、
従
来
の
土
着
労
働
者
に
限
定
さ
れ
た

枠
組
み
で
は
な
く
、
移
動
農
業
労
働
者
に
も
着
目
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
点
は
、
先
に
強
調
し
た
「
広
義
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

問
題
と
し
て
の
農
業
労
働
者
」
と
い
う
論
点
の
具
体
化
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
含
意
は
、
文
字
ど
お
り
の

「
外
国
人
」
農
業
労
働
者
だ
け
に
限
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
農
村
放
浪
者
や
季
節
労
働
者
を
ふ
く
む
広
範
囲
の
「
他
所
者
」
で
あ
る

こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
多
様
な
農
村
の
社
会
的
周
辺
者
に
着
目
す
る
観
点
、
特
に
そ
の
雇
用
関
係
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
構
成
と
問
題
処

理
の
あ
り
方
に
着
目
す
る
観
点
か
ら
、
新
し
い
形
で
の
ド
イ
ツ
農
村
社
会
論
、
さ
ら
に
は
農
村
ナ
チ
ズ
ム
論
を
展
開
す
る
こ
と
。
本
書

の
狙
い
を
そ
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
東
欧
農
業
労
働
力
市
場
」
と
い
う
設
定
の
仕
方
は
、
容
易
に
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
民
国
家
の
枠
組
み
を
前
提
と
し

た
議
論
の
相
対
化
を
も
狙
っ
て
い
る
。
戦
後
歴
史
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
も
あ
っ
た
従
来
の
国
民
経
済
の
枠
組
み
を
前
提
と
す
る
見
方
は
、

農
業
問
題
に
即
し
て
い
え
ば
、
ど
う
し
て
も
一
国
の
中
心
と
し
て
の
都
市
や
工
業
と
の
比
較
で
農
業
・
農
村
を
み
る
が
ゆ
え
に
「
農
民

ほ
伝
統
目
反
近
代
」
と
い
う
図
式
に
と
ら
わ
れ
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
東
欧
農
業
労
働
力
市
場
」
と
い
う
視
角
は
、
「
都
市
－
農

村
」
の
視
角
の
み
で
な
く
へ
従
来
全
く
視
野
の
外
に
あ
っ
た
「
農
村
－
農
村
」
関
係
か
ら
近
代
農
村
を
見
る
と
い
う
視
角
で
も
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
呪
縛
か
ら
思
考
を
解
放
す
る
こ
と
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
か
。

　
た
だ
し
、
認
識
の
枠
組
み
と
し
て
「
東
欧
農
業
労
働
力
市
場
」
と
い
う
設
定
を
し
て
も
、
東
欧
全
体
に
っ
い
て
の
詳
細
な
実
証
に
基
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づ
く
議
論
は
現
在
の
私
の
力
量
で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
あ
く
ま
で
分
析
対
象
と
し
た
の
は
農
業
季
節
労
働
力
の
流
入
地

域
と
し
て
構
造
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
地
域
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
の
研
究
は
実
際
に
は
地
域
史
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
。
具

体
的
に
は
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
を
中
心
と
し
て
お
り
、
特
に
グ
ー
ツ
経
営
地
域
に
関
わ
る
議
論
に
お
い
て
は
メ

ク
レ
ン
ブ
ル
ク
邦
国
、
さ
ら
に
補
足
的
に
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
地
方
を
対
象
に
す
る
。
エ
リ
ア
的
に
い
え
ば
北
西
部
・
北
部
・
中
部
ド
イ
ツ

地
域
で
あ
る
。
従
来
の
「
東
エ
ル
ベ
」
地
域
の
う
ち
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
よ
り
「
辺
境
」
と
見
な
さ
れ
る
地
域
、
す
な
わ
ち
西
プ
ロ
イ

セ
ン
、
ポ
ー
ゼ
ン
な
ど
の
「
本
来
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
」
地
域
は
も
と
よ
り
、
東
プ
ロ
イ
セ
ン
、
ヒ
ン
タ
ー
・
ポ
ム
メ
ル
ン
、
そ
し
て
独
特

の
編
成
を
も
つ
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
の
諸
州
は
原
則
と
し
て
扱
っ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
厳
密
に
い
え
ば
本
書
は
「
ド
イ
ツ
農
業
」

論
で
も
「
プ
ロ
イ
セ
ン
農
業
論
」
で
も
な
い
。
た
だ
、
こ
の
エ
リ
ア
を
指
す
適
切
な
言
葉
が
な
い
の
で
、
文
中
で
は
「
北
西
ド
イ
ツ
農

村
」
、
「
北
ド
イ
ツ
農
村
」
、
「
中
東
部
ド
イ
ツ
」
、
そ
し
て
文
脈
に
応
じ
て
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
「
ド
イ
ツ
農
村
社
会
」
「
ド
イ
ツ
農
業
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
包

い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
。

　
第
三
に
、
農
業
労
働
者
の
農
村
社
会
統
合
を
扱
う
場
合
に
、
運
動
団
体
の
分
析
で
は
な
く
、
な
に
よ
り
も
農
業
労
働
者
の
日
常
的
な

生
活
世
界
の
あ
り
よ
う
と
そ
の
変
容
を
こ
そ
を
問
題
に
す
る
視
角
を
と
る
と
い
う
こ
と
、
あ
く
ま
で
農
業
労
働
者
の
社
会
史
の
深
み
か

ら
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
姿
勢
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
〈
労
働
市
場
H
日
常
の
生
活
世
界
の
あ
り
よ
う
H
雇
用

関
係
H
社
会
的
政
治
的
編
成
〉
と
い
う
具
体
的
文
脈
の
な
か
で
、
従
来
の
問
題
群
を
問
い
直
す
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
そ
の
際
、

特
に
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
「
連
続
派
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
「
何
か
自
立
し
た
も
の
」
と
し
て

扱
う
の
で
は
な
く
、
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
「
通
俗
的
マ
ル
ク
ス
主
義
」
の
よ
う
に
「
経
済
類
型
」
に
還
元
し
て
事
足
れ
り
と
す
る
の
で

も
な
く
、
可
能
な
限
り
日
常
の
生
活
世
界
に
編
み
込
ま
れ
た
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
と
し
た
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
大
文
字
の
「
理
念
」
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を
日
常
史
的
な
文
脈
で
い
か
に
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
常
に
意
識
す
る
態
度
で
あ
る
。
社
会
史
の
目
指
す
民
衆
文
化
論
は
、
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
固
有
文
化
の
発
見
と
賞
揚
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
重
層
的
な
文
化
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
」
と
し
て
展
開
さ
れ
と

き
に
大
き
な
成
果
を
生
む
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
最
後
に
本
書
の
全
体
の
構
成
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。
本
書
は
二
部
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
第
－
部
で
は
第
二
帝
政
期
（
主
要
に
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
期
）
の
農
業
構
造
と
雇
用
関
係
の
変
化
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
第
一
章
で
は
農
業
奉
公
人
、
第
二
章
で
は
土
着
の
自
由
旦
雇
い
と
農
村
放
浪
者
、
そ
し
て

補
論
と
第
三
章
で
は
外
国
人
労
働
者
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
生
産
力
要
素
で
象
徴
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
第
二
章
は
蒸
気
脱
穀
機

が
、
補
論
は
畜
産
が
、
そ
し
て
第
三
章
は
甜
菜
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
（
第
一
章
は
特
に
対
応
す
る
も
の
は
な
い
が
、
あ

え
て
い
え
ば
畜
産
で
あ
る
。
）
ま
た
、
第
一
章
、
第
二
章
は
農
民
型
村
落
に
つ
い
て
の
叙
述
で
あ
る
の
に
対
し
、
補
論
と
第
三
章
は
「
北
ド

イ
ツ
」
「
中
東
部
ド
イ
ツ
」
地
域
の
グ
ー
ツ
型
村
落
を
念
頭
に
置
い
た
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
世
紀
の
交
に
お
け
る
構
造
変
化
は
後
期
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
「
農
村
の
ナ
チ
化
」
に
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
の
か
。

そ
の
論
理
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
を
主
題
と
す
る
の
が
第
1
1
部
で
あ
る
。
第
四
章
で
は
農
民
的
村
落
に
お
け
る
農
村
ナ
チ
ズ
ム
の

形
成
を
農
村
放
浪
者
問
題
の
あ
り
よ
う
に
即
し
て
具
体
的
に
叙
述
す
る
こ
と
、
第
五
章
で
は
主
に
グ
ー
ツ
の
常
雇
の
労
働
者
の
生
活
世

界
の
あ
り
よ
う
の
変
化
に
着
目
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
彼
ら
の
自
己
解
放
の
志
向
お
よ
び
そ
の
組
織
の
さ
れ
方
と
「
ナ
チ
ズ
ム
n
国
民

化
」
と
の
関
連
を
中
期
的
視
野
に
立
っ
て
叙
述
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

　
農
業
労
働
者
の
半
数
以
上
は
女
性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
固
有
な
問
題
領
域
と
し
て
農
村
女
性
労
働
者
論
が
本
来
論
じ
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
が
、
今
回
は
私
の
力
不
足
の
た
め
に
独
立
な
章
と
し
て
述
べ
る
に
い
た
ら
ず
、
文
章
中
あ
る
い
は
注
・
補
説
で
個
々
に
言
及
す
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る
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　
な
お
、
史
料
に
つ
い
て
は
、
各
州
立
文
書
館
や
連
邦
文
書
館
所
蔵
の
行
政
文
書
、
同
じ
く
州
立
図
書
館
・
大
学
図
書
館
・
各
地
の
博

物
館
に
所
蔵
の
同
時
代
の
ロ
ー
カ
ル
新
聞
や
組
合
機
関
紙
、
農
家
所
蔵
の
賃
金
帳
・
簿
記
、
そ
し
て
同
時
代
か
ら
現
代
ま
で
に
い
た
る

学
位
論
文
や
研
究
文
献
、
セ
ン
サ
ス
な
ど
、
要
す
る
に
史
料
形
態
に
つ
い
て
は
特
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
私
の
能
力
で
ア
ク
セ
ス
で
き
る
限

り
も
の
は
な
ん
で
も
利
用
し
た
。
詳
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
各
章
で
触
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
考
に
さ
れ
た
い
。

24

註
（
1
）
。
。
舅
呂
犀
α
9
階
誤
3
窪
卑
魯
ぼ
（
以
下
、
し
。
比
・
阜
卑
と
略
記
）
、
臣
る
β
守
穿
9
甲
v
浮
巳
ξ
謁
茗
一
聾
習
幕
牙
h
言
目
畦
茗
痒
鉦
p
幕
門
零
。
冒
畦
①
【
寄
℃
＆
影

　
署
警
ぼ
三
鴇
ご
巳
ぢ
β
。
。
■
d
－
墨
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
五
年
の
職
業
統
計
の
主
業
農
業
労
働
者
は
二
六
〇
万
人
で
あ
る
の
に
対
し
、
同
じ
↓
九
二
五
年

　
の
農
業
経
営
統
計
の
雇
用
労
働
者
数
は
約
三
三
〇
万
人
で
あ
る
。

（
2
）
頃
。
『
区
Φ
扇
こ
鍔
区
σ
①
＆
一
ぎ
ε
p
α
q
琶
創
2
豊
。
巨
ら
n
o
N
藝
旨
塁
■
国
p
訟
。
N
睡
。
一
〇
α
q
一
ω
∩
幕
q
目
。
馨
3
彗
α
p
匹
R
℃
o
一
募
3
①
p
塞
一
一
§
ぴ
ま
目
要
・
。
。
3
一
鵠
旦
α
q
出
o
一
Q
・
a
P
一
2
。
。

　
－
6
声
。
。
譜
誘
葺
ぢ
＄
こ
れ
と
は
一
応
別
の
本
で
は
あ
る
が
、
内
容
的
に
重
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
属
魯
包
ρ
戸
㌍
○
日
U
。
B
O
q
担
Q
♂
2
p
堅
聲
》
寄
α
q
一
〇
塁
一

　
9
・
・
島
ε
身
8
汐
蜜
邑
評
鼠
9
ε
O
。
§
卑
ξ
扇
§
p
容
轟
の
ぢ
傘
で
あ
る
。
邦
訳
版
（
中
道
寿
』
訳
『
民
主
主
義
か
ら
ナ
チ
ズ
ム
ヘ
』
（
お
茶
の
水
書
房
）
一
九

　
八
○
年
）
は
こ
の
英
語
版
に
よ
っ
て
い
る
。

（
3
）
国
『
の
巳
F
。
り
」
。
ゾ

（
4
）
浮
。
＆
欝
。
っ
」
一
心
■

（
5
）
バ
リ
ン
ト
ン
・
ム
ー
ア
血
（
宮
崎
隆
次
他
訳
）
『
独
裁
と
民
主
政
治
の
社
会
的
起
源
1
・
H
』
（
岩
波
書
店
）
一
九
八
六
／
八
七
年
、
H
・
一
六
八
～
一
六
九

　
頁
。
テ
イ
ル
ト
ン
は
、
自
ら
の
研
究
が
へ
ベ
ル
レ
と
ム
ー
ア
の
研
究
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
と
述
べ
て
い
る
。
屋
8
P
貝
語
冬
昌
β
Z
8
－
多
昌
β
簿
＆
窃
。

　
℃
。
警
身
ヨ
匹
o
O
邑
謁
8
口
簿
H
o
民
o
⇒
ぢ
刈
y
や
首
く
聾

（
6
）
原
田
傳
『
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
と
農
業
問
題
』
（
九
州
大
学
出
版
会
）
一
九
八
七
年
、
】
頁
。

（
7
）
大
野
英
二
「
ナ
チ
ズ
ム
の
社
会
的
基
盤
1
ひ
と
つ
の
準
備
的
考
察
ー
」
『
現
代
ド
イ
ツ
社
会
史
研
究
序
説
』
（
岩
波
書
店
）
一
九
八
二
年
、
第
］
章
。
村
瀬
興

　
雄
「
ナ
チ
ズ
ム
の
地
方
的
特
色
ー
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
を
中
心
に
し
て
ー
」
『
季
刊
社
会
思
想
』
、
二
－
三
、
一
九
七
二
年
。
同
「
北
ド

　
イ
ツ
農
村
に
お
け
る
ナ
チ
ス
の
成
功
」
『
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
』
（
中
公
新
書
）
一
九
七
七
年
、
第
九
章
。
こ
の
他
に
も
へ
ベ
ル
レ
の
研
究
に
依
拠
し
て
い
る
も
の



　
と
し
て
次
の
も
の
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
原
田
傳
「
農
業
恐
慌
と
北
西
ド
イ
ツ
畜
産
」
（
前
掲
書
、
第
］
部
第
三
章
）
。
中
道
寿
］
「
ナ
チ
ズ
ム
の
地
域
研
究
」

　
『
ヒ
ト
ラ
ー
ユ
ー
ゲ
ン
ト
が
や
っ
て
き
た
』
（
南
窓
社
V
一
九
九
一
年
、
第
一
章
。
永
隅
今
三
千
雄
「
ナ
チ
ス
の
農
村
進
出
ー
シ
ュ
レ
ス
ビ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ

　
ン
ー
（
一
）
（
二
）
」
、
立
正
大
『
経
済
学
季
報
』
第
二
三
巻
、
第
二
、
三
、
四
号
、
一
九
七
四
年
。
中
村
幹
雄
「
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
期
に
お
け
る
農
民
層
の
政

　
治
的
動
向
ー
シ
ュ
レ
ス
ビ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
場
合
～
」
『
史
林
』
四
三
巻
第
三
号
、
一
九
六
〇
年
。

　
　
な
お
、
こ
の
時
期
の
「
農
業
と
ナ
チ
ス
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
わ
が
国
に
お
け
る
最
近
時
の
研
究
と
し
て
、
熊
野
直
樹
『
ナ
チ
ス
一
党
支
配
体
制
成
立
史
序
説
ー

　
フ
ー
ゲ
ン
ベ
ル
ク
の
入
閣
と
そ
の
失
脚
を
め
ぐ
っ
て
ー
』
（
法
律
文
化
社
）
』
九
九
六
年
、
を
あ
げ
て
お
く
。
こ
の
研
究
は
、
↓
九
三
二
年
か
ら
三
三
年
に
お
け

　
る
農
業
界
の
役
割
に
焦
点
を
当
て
た
詳
細
な
政
治
過
程
分
析
で
あ
る
。

（
8
）
豊
永
泰
子
『
ド
イ
ツ
農
村
に
お
け
る
ナ
チ
ズ
ム
ヘ
の
道
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
］
九
九
五
年
。

（
9
）
ω
。
履
｝
芦
巨
9
き
牙
o
琴
①
謂
α
p
彗
α
q
Q
。
量
禽
且
α
q
出
。
犀
。
富
5
α
室
a
。
韓
身
誤
口
£
。
。

も
鴇
｝
貫
智
ぼ
訂
3
量
浮
冒
讐
α
q
昏
。
冒
穿
聾
騨
寄
。
蕾
㎝
騨
ざ
獣
警

　
貸
臣
■
β
一
3
刈
』
』
d
－
N
β
階
β
富
＆
び
の
δ
涛
R
信
謁
g
匹
Z
＆
g
募
o
N
藝
も
n
目
g
｛
p
。
り
含
8
£
q
q
出
駐
鼠
p
貫
浮
一
野
『
臨
幹
壽
門
騨
嘱
聾
穿
日
・
＆

　
蓄
§
§
巨
謁
8
（
以
下
N
8
》
》
と
略
記
）
茜
声
ぢ
界
q
。
・
＄

苫
乙
①
β
望
の
＞
讐
辱
幕
唇
匹
3
。
・
穿
階
α
R
零
。
一
暴
§
寄
ヌ
茎
F
買
N
n
》
■
》
■
迄
α
q
」
貸

　
這
a
》
o
o
，
欝

旨
■

（
1
0
）
豊
永
泰
子
、
前
掲
書
、
一
七
四
～
一
七
五
頁
。
原
田
の
場
合
は
畜
産
経
営
へ
の
着
目
が
も
っ
と
強
く
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
契
機
よ
り
も
、
農
業
・
畜
産
恐
慌
の

　
あ
り
方
の
規
定
性
が
強
く
押
し
出
さ
れ
て
い
る
。
原
田
前
掲
書
。
原
田
と
は
枠
組
み
が
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
、
経
済
的
契
機
を
さ
ら
に
重
視
す
る
の
が
古
内
博
行

　
で
あ
る
。
古
内
に
あ
っ
て
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
農
業
の
「
合
理
化
」
の
内
容
が
西
部
中
農
経
営
の
「
有
畜
化
」
と
し
て
理
解
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
農
業
恐
慌
は
な

　
に
よ
り
も
畜
産
農
民
の
危
機
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
事
情
と
全
く
適
合
し
な
い
東
部
ユ
ン
カ
i
偏
重
型
の
農
業
政
策
に
、
ワ
イ
マ
ー
ル
体

　
制
の
農
村
社
会
統
合
の
限
界
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
古
内
博
行
「
ワ
イ
マ
ル
期
ド
イ
ツ
農
業
の
構
造
と
経
営
危
機
」
『
土
地
制
度
史
学
』
第
八
九
号
、
一
九
八
○

　
年
、
同
「
ワ
イ
マ
ル
期
ド
イ
ツ
農
業
の
危
機
と
農
業
政
策
」
『
社
会
経
済
史
学
』
第
四
六
巻
第
二
号
、
一
九
八
○
年
。
豊
永
も
原
田
も
古
内
も
、
「
農
民
窮
乏
H
ナ

　
チ
ズ
ム
支
持
」
論
の
み
な
ら
ず
、
東
西
ド
イ
ツ
の
二
元
的
構
成
、
ユ
ン
カ
ー
の
規
定
性
の
強
さ
と
い
う
ド
イ
ツ
農
業
論
の
戦
後
歴
史
学
的
理
解
を
共
有
し
て
い

　
る
。

　
　
な
お
、
西
部
農
民
の
窮
乏
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
農
民
に
つ
い
て
そ
も
そ
も
恐
慌
期
の
経
営
危
機
の
存
在
自
体
を
実
証
的

　
見
地
か
ら
批
判
す
る
も
の
が
登
場
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
亭
魯
ρ
戸
零
婁
窪
警
『
Φ
鼠
え
記
目
3
聾
言
号
門
《
9
馨
霞
寄
唱
窪
犀
㌔
＆
R
ぎ
ヨ

　
G
℃
ド

（
1
1
）
同
じ
主
旨
か
ら
、
私
は
、
逆
に
農
民
を
「
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
i
H
反
近
代
の
心
性
目
伝
統
的
心
性
」
を
保
持
し
つ
づ
け
る
も
の
（
あ
る
い
は
農
民
を
近
代
の

　
犠
牲
者
V
と
し
て
描
く
こ
と
に
も
批
判
的
で
あ
る
。

　
　
近
年
、
D
・
ポ
イ
カ
ー
ト
の
研
究
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
ナ
チ
ズ
ム
の
研
究
は
全
体
と
し
て
は
日
常
史
的
な
研
究
ス
タ
イ
ル
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
ナ
チ
ズ

　
ム
の
モ
ダ
ニ
テ
ィ
を
強
調
す
る
方
向
に
進
ん
で
い
る
。
（
さ
し
あ
た
り
、
ポ
イ
カ
ー
ト
（
木
村
靖
二
・
山
本
秀
行
訳
）
『
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
ー
あ
る
近
代
の
社
会
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史
』
（
三
元
社
）
一
九
九
↓
年
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。
）
こ
れ
を
受
け
、
従
来
手
薄
で
あ
っ
た
ナ
チ
ス
期
の
農
村
研
究
も
近
年
非
常
に
活
性
化
し
て
い
る
。
そ
し
て

　
　
　
こ
れ
は
ナ
チ
ヘ
の
強
制
的
同
質
化
を
批
判
し
よ
う
と
す
る
日
常
史
研
究
全
体
に
み
ら
れ
る
姿
勢
の
反
映
で
も
あ
る
の
だ
が
ー
、
お
お
む
ね
そ
う
し
た
研
究

　
は
農
民
世
界
の
ナ
チ
政
権
に
対
す
る
自
立
性
を
強
調
す
る
。
だ
が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
「
伝
統
文
化
に
あ
る
農
村
・
農
民
」
論
が
持
ち
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ

　
る
。
例
え
ば
、
管
見
の
限
り
で
は
ミ
ュ
ン
ケ
ル
の
研
究
が
そ
れ
で
あ
り
（
ζ
冒
匿
・
u
ご
守
藷
芦
＝
莫
9
ξ
2
N
ロ
＆
、
．
国
9
‘
＆
ゆ
a
S
．
、
・
盟
斥
島
3
旦
3
B
冒

　
討
且
ぎ
霧
∩
色
。
ぢ
出

一
℃
惨
貫
N
ト
》
糞
ε
（
一
B
N
y
缶
』
る
』
象
占
舎
）
、
農
村
に
お
け
る
ナ
チ
ズ
ム
の
日
常
史
研
究
の
動
向
を
近
年
の
日
本
に
お
い
て

　
代
表
す
る
山
本
秀
行
『
ナ
チ
ズ
ム
の
記
憶
』
（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
の
ケ
ル
レ
村
の
分
析
も
そ
の
枠
内
に
あ
る
。
山
本
の
書
物
は
、
村
の
多
様
な
諸
階
層

　
へ
の
生
き
生
き
と
し
た
叙
述
が
あ
り
、
他
方
で
外
国
人
労
働
者
や
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
へ
の
言
及
も
み
ら
れ
る
な
ど
非
常
に
魅
力
的
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
が
、
全
体

　
と
し
て
み
る
と
こ
こ
で
も
や
は
り
「
名
誉
と
体
面
を
重
ん
ず
る
」
固
有
な
も
の
と
し
て
の
村
の
論
理
－
人
々
が
ナ
チ
ス
に
回
収
さ
れ
な
い
論
理
と
し
て
意
図
さ

　
れ
て
い
る
ー
に
大
き
な
役
割
が
与
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
繰
り
返
す
が
、
私
は
そ
う
し
た
農
村
の
「
固
有
文
化
」
「
固
有
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
か
ら
で
は
な

　
く
、
モ
ダ
ン
な
も
の
に
浸
透
さ
れ
て
い
く
農
村
の
あ
り
よ
う
の
方
を
み
て
い
き
た
い
の
で
あ
る
。

一
1
2
）
評
幕
Ψ
甲
－
い
℃
o
ま
㎝
∩
『
。
壽
§
σ
窒
魯
目
。
p
9
ぼ
ζ
℃
莚
一
静
3
9
一
＆
婁
幕
α
q
の
・
・
Φ
一
一
し
・
3
鉢
。
P
O
α
巳
謁
9
ぢ
刈
切
冠
Φ
窃
こ
＞
撃
訣
3
9
冒
①
虜
9
・
の
p
℃
o
一
一
無
9
匹

　
マ
Φ
島
警
牙
『
困
。
漢
睾
§
一
馨
9
冒
室
一
琶
且
爵
3
窪
菊
。
喜
お
還

G
界
p
く
。
ぴ
。
轄
箒
＞
鼠
諮
ρ
ω
o
言
占
p
α
の
＆
昏
諮
口
薯
ゾ
こ
の
系
統
に
属
す
る
プ
ー
レ

　
以
後
の
研
究
と
し
て
以
下
の
も
の
を
あ
げ
て
お
く
Q
守
舞
P
評
民
一
9
α
q
…
り
冨
匡
q
B
＆
q
言
§
℃
。
一
一
爵
－
…
ー
㌔
団
β
率
》
罫
注
且
霧
∩
訂
塗
3
巴
器
§
・
り
8
箸
ま
紅
日

　
α
㊦
暴
3
目
囚
器
窪
魯
F
。
。
g
詣
翼
む
雲
寄
ド
甲
一
＞
呂
鴇
B
募
日
泰
貯
費
》
q
p
韓
藁
冨
巳
2
0
§
塗
。
p
q
月
愚
ぼ
。
＆
量
《
。
冒
帥
§
寄
旧
窪
障
」
p
五
睾
（
置
γ

　
9
巳
薯
n
訂
＞
噌
簿
お
窪
一
一
ψ
3
聾
冒
囚
器
Φ
露
尊
ロ
民
5
牙
H
《
臨
暴
§
寄
℃
5
一
涛
』
巴
ご
む
翼
し
っ
ふ
Q
。
o
－
“
F
こ
う
し
た
問
題
意
識
は
わ
が
国
に
お
い
て
は
金
子

　
邦
子
や
竹
中
亨
に
よ
る
農
民
運
動
分
析
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。
金
子
邦
子
「
『
農
業
者
同
盟
』
ゆ
巨
亀
幕
『
富
巳
詮
旨
の
一
研
究
」
岡
田
与
好
編
『
十
九
世
紀

　
の
諸
改
革
』
（
木
鐸
社
）
一
九
七
九
年
、
同
コ
九
世
紀
末
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
農
民
運
動
の
形
成
ー
ー
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
を
基
盤
と
す
る
協
同
組
合
の
成
立

　
1
」
『
社
会
経
済
史
』
一
九
八
四
年
、
第
五
〇
巻
第
一
号
。
竹
中
亨
『
近
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
復
古
と
改
革
！
第
二
帝
政
期
の
農
民
運
動
と
反
近
代
主
義
1
』

　
（
晃
洋
書
房
）
］
九
九
六
年
。
例
え
ば
、
竹
中
の
研
究
は
、
第
二
帝
政
期
の
ヘ
ッ
セ
ン
や
バ
イ
エ
ル
ン
の
農
民
運
動
に
焦
点
を
あ
て
て
、
こ
の
時
期
の
「
政
治
の
大

　
衆
化
」
の
あ
り
よ
う
を
探
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
こ
で
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
「
政
治
の
経
済
化
」
と
い
う
見
方
は
、
明
ら
か
に
「
国
家
へ
の
農
業
の

　
団
体
主
義
統
合
」
論
を
受
け
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
竹
中
氏
は
、
プ
ー
レ
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
農
民
運
動
の
自
立
性
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
、
し
か

　
も
そ
の
活
性
化
の
あ
り
よ
う
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
農
民
固
有
の
再
解
釈
枠
組
み
と
し
て
の
「
反
セ
ム
主
義
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
重
視
す
る
点
に
大
き
な
特
徴

　
が
あ
る
。
こ
の
点
は
非
常
に
興
味
深
い
。
し
か
し
、
本
書
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
第
一
に
、
政
治
史
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
史
と
し
て
の
叙
述
で
あ
る
た
め
に
社
会
・

　
経
済
実
態
分
析
に
乏
し
い
こ
と
、
第
二
に
、
「
農
民
層
H
圃
有
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
」
論
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
理
念
型
と
し
て
「
自
立
的
主
体
」
が
語
ら
れ
る
傾
向

　
が
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
が
私
に
は
不
満
で
あ
っ
た
。

　
　
な
お
、
こ
の
潮
流
に
直
接
連
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
と
く
に
農
村
同
盟
と
農
業
会
議
所
に
焦
点
を
あ
て
た
ワ
イ
マ
ー
ル
末
期
に
お
け
る
農
村
の
ナ
チ
化
に
関

　
す
る
実
証
分
析
と
し
て
、
伊
集
院
立
「
ナ
チ
ス
と
農
村
同
盟
の
地
域
支
配
、
一
九
三
〇
～
三
二
」
『
茨
城
大
学
教
養
部
紀
要
』
第
二
十
号
、
一
九
八
八
年
が
あ
る
。
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（
1
3
）
こ
う
し
た
彼
の
立
場
は
現
代
の
農
業
保
護
政
策
へ
の
強
い
批
判
意
識
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
評
浮
』
。
一
募
∩
ぼ
言
蜜
旨
σ
窒
諮
巨
α
q
。
P
q
。
」
ド

（
M
）
評
『
一
ρ
零
“
｝
目
。
爵
簿
p
α
評
馨
暴
ぼ
号
の
ζ
一
自
り
q
【
の
一
n
F
貫
戸
ρ
家
o
。
一
一
R
（
。
ε
㌔
の
馨
塗
p
巳
ぎ
寡
β
g
。
象
B
o
q
臣
薯
寄
n
。
日
。
。
ε
α
醇
5
言
艮
2
一
ε
琵

　
霞
。
n
8
ヨ
ゆ
g
8
p
む
。
。
α
届
■
縮
も
餅

（
1
5
）
曽
匡
ρ
3
渥
胃
ぼ
＞
α
q
諮
旨
σ
窒
3
昌
q
p
。
P
G
っ
■
3
■

（
1
6
）
閃
げ
。
且
F
o
。
■
ご
■

（
1
7
）
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
（
大
野
英
二
他
訳
）
『
ド
イ
ツ
社
会
史
の
諸
問
題
』
（
未
来
社
）
一
九
七
八
年
、
参
照
。

（
1
8
）
ム
ー
ア
、
前
掲
書
、
一
六
七
頁
。

（
1
9
）
鐸
門
ト
、
ぎ
段
3
国
＆
肖
ザ
亀
。
毯
轟
岩
葺
幕
ζ
＆
の
旨
野
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騨
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夷
暴
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R
暴
9
葺
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蜜
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・
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寄
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痒
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暴
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蜀
§
弩
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H
o
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C
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α
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ふ
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』
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馨
⇒
る
δ
8
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・
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B
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1
亭
。
評
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H
一
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穿
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℃
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曽
貫
評
寒
日
p
且
一
。
巳
一
p
鼠
a
。
旨
の
。
目
彗
鴫
も
・
＝
？
畠
℃
二
留
β

　
℃
o
昭
一
厨
日
一
葺
訂
9
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暑
琶
創
Φ
肩
訂
評
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日
ご
α
q
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ぎ
野
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㌶
一
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一
。
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8
．
・
り
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員
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｝
穿
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（
痒
）
v
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。
。
∩
一
。
q
p
巳
剛
o
ま
9
ε
垂
一
蓬
日
一
髭
o
。
目
き
団
一
一
。
巳
8

　
＼
Z
睾
＜
○
蒔
G
刈
。
。
〕
Q
。
」
ま
－
G
つ
・
（
邦
訳
・
フ
ァ
ー
「
バ
イ
エ
ル
ン
の
農
民
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
（
R
・
」
・
エ
ヴ
ァ
ン
ス
編
・
望
田
幸
男
・
若
原
憲
和
訳
）
『
ヴ
ィ

　
ル
ヘ
ル
ム
時
代
の
ド
イ
ツ
』
（
晃
洋
書
房
）
一
九
八
八
年
、
所
収
）
。
特
に
農
民
史
の
社
会
史
・
日
常
史
へ
の
統
合
に
つ
い
て
主
張
し
て
い
る
の
は
、
「
、
日
鶏
＆
こ
9
、

　
p
＆
…
…
」
論
文
の
二
〇
～
二
一
頁
で
あ
る
。
な
お
、
フ
ァ
ー
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
加
藤
房
雄
『
ド
イ
ツ
世
襲
財
産
と
帝
国
主
義
ー
プ
ロ
イ
セ
ン
農
業
・
土
地

　
問
題
の
史
的
考
察
』
（
勤
草
書
房
）
一
九
九
〇
年
、
九
～
一
〇
頁
も
参
照
の
こ
と
。

（
2
0
）
一
九
八
九
年
五
月
、
ビ
ー
レ
フ
ェ
ル
ト
大
学
に
お
い
て
「
一
九
世
紀
に
お
け
る
村
落
と
村
落
住
民
の
市
民
化
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
比
較
」
と
題
す
る
研
究

　
大
会
が
行
わ
れ
、
プ
ー
レ
が
総
括
コ
メ
ン
ト
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
第
］
に
階
級
分
解
や
生
活
様
式
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
化
な
ど
を
内
容
と
す
る
近
代
化
概

　
念
と
、
独
自
の
社
会
や
個
人
の
あ
り
よ
う
に
関
わ
る
「
市
民
化
」
概
念
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
、
そ
し
て
第
二
に
、
し
た
が
っ
て
問
題
は
「
市
民
化
な
き
農
村

　
の
近
代
化
・
国
民
化
」
と
し
て
立
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
市
民
化
」
概
念
は
明
ら
か
に
都
市
史
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の

　
だ
。
「
農
村
の
日
常
世
界
に
お
け
る
国
民
化
」
と
い
う
有
効
な
論
点
を
、
し
か
し
「
市
民
化
な
き
農
村
の
国
民
化
」
と
し
て
語
っ
て
し
ま
う
点
に
、
近
代
主
義
パ

　
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
彼
の
「
遅
れ
た
農
村
」
観
が
現
れ
て
い
る
。
評
『
5
卑
y
。
り
牙
牙
o
箒
N
9
壽
一
霞
窪
∪
葵
毯
｛
9
9
臨
窪
B
≦
邑
簿
F
買
｝

　
冶
8
『
・
F
F
斜
（
プ
じ
q
■
γ
H
身
一
一
。
＆
R
き
穿
・
亀
U
塁
U
。
h
出
冒
げ
欝
⑳
R
一
喜
魯
一
p
智
ぼ
げ
目
α
§
団
ぴ
震
。
魯
・
り
9
9
く
諮
一
。
尊
』
＆
o
這
℃
ρ
卯
N
司
－
N
。
。
ド

（
2
1
）
こ
の
時
期
の
農
業
離
脱
に
つ
い
て
は
、
そ
の
規
模
と
形
態
に
お
け
る
東
エ
ル
ベ
と
西
エ
ル
ベ
の
地
域
的
形
態
の
違
い
が
藤
瀬
浩
司
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い

　
る
。
藤
瀬
浩
司
「
産
業
資
本
の
確
立
と
労
働
力
の
農
業
離
脱
」
（
『
近
代
ド
イ
ツ
農
業
の
形
成
』
（
お
茶
の
水
書
房
）
一
九
六
七
年
、
第
二
部
第
三
章
所
収
）
。
こ
の
研

　
究
に
代
表
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
従
来
の
わ
が
国
の
研
究
に
お
い
て
は
農
業
と
労
働
市
場
の
関
わ
り
の
問
題
は
、
主
要
に
工
業
に
お
け
る
労
働
者
階
級
の
形
成

　
の
問
題
の
視
角
か
ら
農
業
離
脱
の
程
度
と
そ
の
あ
り
方
が
問
題
と
さ
れ
、
固
有
な
も
の
と
し
て
の
農
業
労
働
市
場
の
意
義
や
、
特
に
そ
れ
が
流
入
地
域
に
お
け
る

　
農
村
社
会
構
造
に
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
が
意
識
的
に
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

（
2
2
）
た
だ
し
、
K
・
カ
ウ
ツ
キ
ー
『
農
業
問
題
』
に
お
い
て
、
農
業
労
働
者
は
工
業
労
働
者
の
指
導
の
も
と
で
政
治
的
啓
蒙
の
対
象
と
し
て
の
み
見
な
さ
れ
積
極
的

序章課題と視角27



　
な
変
革
主
体
と
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
、
社
会
民
主
主
義
の
農
業
労
働
者
の
組
織
化
は
理
念
的
に
も
実
践
的
に
も
大
き
な
限
界
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
く
α
q
一
■
ζ
壽
ξ
旗
‘
言
獣
門
窺
■
穿
。
亨
①
爵
浮
景
『
」
一
亀
の
且
。
p
N
Φ
え
・
§
。
」
q
p
Φ
p
一
撃
註
馨
類
ヨ
＆
象
言
『
書
。
一
鼻
α
q
。
・
。
N
一
註
§
。
犀
邑
p
。
・
ε
藷
帥
昌

　
一
。
。
℃
り
し
穿
φ
慰
轡
邦
訳
・
カ
ウ
ツ
キ
i
（
向
坂
逸
郎
訳
）
『
農
業
問
題
』
（
岩
波
文
庫
）
］
九
四
六
年
。
特
に
（
下
）
一
九
〇
頁
を
参
照
。
な
お
、
こ
の
時
期
の
社

　
会
民
主
主
義
の
農
村
扇
動
に
つ
い
て
の
近
年
の
研
究
と
し
て
は
K
・
ザ
ウ
ル
の
研
究
が
あ
る
。
。
・
曽
具
囚
‘
∪
。
『
欝
目
風
ロ
ヨ
一
呂
身
δ
す
毘
鶉
。
っ
o
誉
一
聾
一
・
・
9
Φ
富
＆
－

　
喧
鼠
8
p
9
＆
噸
目
3
a
〔
＝
巳
罵
仁
穿
3
島
§
暑
R
壽
『
粛
貫
≧
∩
馨
窪
蕊
o
緊
曹
§
喜
3
臣
・
ρ
ぢ
討
。
。
」
＄
－
8
。
。
・
こ
の
研
究
は
、
社
会
民
主
主
義

　
の
農
村
扇
動
を
、
農
業
労
働
者
を
め
ぐ
る
大
農
業
者
と
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
争
い
と
い
う
視
角
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
議
論
に
あ
っ
て

　
も
農
業
労
働
者
は
働
き
か
け
の
対
象
以
上
の
も
の
で
は
な
く
、
農
業
労
働
者
の
固
有
の
志
向
、
換
言
す
れ
ば
下
か
ら
の
方
向
づ
け
に
関
す
る
視
角
が
ほ
と
ん
ど
欠

　
落
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
心
性
史
の
影
響
を
受
け
た
H
・
リ
ュ
ー
デ
ル
の
研
究
は
、
東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
域
に
お
け
る
農
業
労
働
者
の
土
地
所
有
願
望
と
い

　
う
要
因
を
重
視
し
、
初
期
社
会
民
主
主
義
と
農
業
労
働
者
の
関
係
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
こ
の
欠
陥
を
克
服
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
国
鼠
魯
顕
》
罫
＆
与
Φ
箒
h
o
＆
。
っ
。
N
包
繕
ヨ
o
ぎ
＆
①
ε
9
旨
。
犀
魯
お
討
占
。
。
刈
。
。
v
Z
窪
日
β
裟
臼
ぢ
Q
。
α
・
し
か
し
彼
の
場
合
、
当
時
の
西
独
学
会
の
影
響
を
受
け
て

　
　
「
連
続
性
論
」
の
立
場
か
ら
の
立
論
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
農
業
労
働
者
の
土
地
所
有
願
望
も
、
そ
れ
に
対
す
る
大
土
地
所
有
者
の
抑
圧
的
対
応
も
、
非
常
に
固

　
定
的
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
り
、
第
二
帝
政
期
以
降
の
歴
史
的
変
化
を
展
望
で
き
な
い
と
い
う
限
界
が
あ
る
。

（
2
3
V
＜
騎
一
ー
鶏
の
『
。
5
塞
博
浮
量
算
一
5
α
q
。
り
田
＆
睾
N
9
汐
α
段
一
茜
Φ
α
R
舅
。
転
切
∩
『
9
富
且
ぎ
魯
R
し
。
。
黒
｝
貫
O
窪
日
馨
一
眞
。
き
盆
自
。
N
巽
G
っ
o
N
芭
－
・
＆
墨
翁
号
国
騨
α
q
。
・

　
。
・
量
身
p
ご
罫
邦
訳
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（
大
藪
輝
雄
・
吉
矢
友
彦
訳
）
「
東
エ
ル
ベ
農
業
労
働
者
の
状
態
に
お
け
る
発
展
傾
向
日
口
」
『
立
命
館
経
済
学
』
第
二
二

　
巻
第
四
号
、
八
九
～
］
○
八
頁
、
お
よ
び
第
五
号
（
一
九
六
四
年
V
一
〇
〇
～
二
七
頁
。

（
2
4
）
藤
瀬
浩
司
『
近
代
ド
イ
ツ
農
業
の
形
成
ー
「
プ
ロ
シ
ア
」
型
進
化
の
歴
史
的
検
証
1
』
（
御
茶
の
水
書
房
）
一
九
六
七
年
。

（
2
5
）
小
沢
脩
『
ド
イ
ツ
農
業
労
働
者
論
』
（
御
茶
の
水
書
房
）
一
九
六
五
年
。

（
2
6
）
原
田
傳
、
前
掲
書
、
四
〇
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
加
藤
房
雄
は
第
三
の
潮
流
と
し
て
「
過
渡
的
・
二
元
的
性
格
」
規
定
を
あ
げ
、
自
分
は
そ
の
立
場
に
た
つ
と
し

　
て
い
る
。
加
藤
房
雄
、
前
掲
書
、
六
二
頁
。

（
2
7
）
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（
山
口
和
男
訳
）
『
農
業
労
働
制
度
』
（
未
来
社
）
一
九
五
九
年
、
二
七
～
二
八
頁
。
ち
な
み
に
」
・
ツ
ル
チ
ン
ス
キ
ー
は
「
移
動
労
働
者
麺
彗
留
§
－

　
区
霞
は
ド
イ
ツ
に
多
く
の
敵
を
も
っ
て
い
る
」
と
し
て
、
具
体
的
な
名
前
と
し
て
、
ゼ
ー
リ
ン
グ
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
、
ゴ
ル
ツ
を
あ
げ
て
い
る
。
早
N
∩
静
ぎ
　
い

　
男
毯
野
『
名
巨
胃
箒
ロ
巳
O
』
駐
∩
訂
《
彗
幕
§
幕
陶
昌
R
ぎ
9
0
浮
欝
謁
葺
日
て
霧
Φ
P
し
。
霞
需
鴨
旨
F
切
包
ぼ
6
β
Q
り
」
謡
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
国
家
自
由
主
義
者
と
し
て

　
大
農
業
者
「
ユ
ン
カ
ー
」
に
批
判
的
で
あ
り
、
逆
に
ゼ
ー
リ
ン
グ
と
ゴ
ル
ツ
は
「
ユ
ン
カ
ー
」
利
害
を
代
表
す
る
当
時
の
保
守
的
農
政
論
者
で
あ
る
。
本
文
で
引

　
用
し
た
よ
う
な
「
東
部
の
ス
ラ
ブ
化
」
の
危
機
と
い
う
見
方
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
固
有
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
農
業
界
全
体
に
共
通
す
る
も
の

　
だ
っ
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
2
8
）
1
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
に
代
表
さ
れ
る
世
界
シ
ス
テ
ム
論
の
功
績
の
］
つ
は
、
資
本
主
義
概
念
を
自
由
な
賃
労
働
と
い
う
特
定
の
生
産
関
係
か
ら
解
放

　
し
、
こ
れ
を
マ
ク
ロ
の
社
会
シ
ス
テ
ム
全
体
を
統
御
す
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
概
念
に
変
え
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
従
来
は
非
資
本
主
義
的
要
素
と
し
て
論
じ
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ら
れ
て
き
た
多
様
な
労
働
形
態
や
ウ
ク
ラ
ー
ド
を
、
資
本
主
義
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
拡
張
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
か
つ
再
定
置
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ

　
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
高
く
評
価
さ
れ
て
よ
い
。
（
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
（
本
多
健
吉

　
他
監
訳
）
『
脱
社
会
科
学
』
（
藤
原
書
店
）
「
九
九
三
年
を
参
照
の
こ
と
。
）
も
っ
と
も
、
ま
さ
に
、
そ
の
裏
返
し
で
も
あ
る
の
だ
が
、
世
界
シ
ス
テ
ム
論
へ
の
私
の

　
疑
問
は
こ
の
世
界
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
資
本
主
義
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
一
元
性
そ
れ
自
体
に
あ
る
。
特
に
、
本
書
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
中
間
領
域
の
実
証
研
究
に
従

　
事
す
る
立
場
か
ら
は
、
地
域
空
間
は
単
一
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
は
還
元
で
き
な
い
重
層
的
な
構
成
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
出
発
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
鑑
み
、
私
は
、
一
方
で
世
界
シ
ス
テ
ム
論
の
新
た
な
資
本
主
義
観
を
積
極
的
に
受
容
し
つ
つ
も
、
他
方
で
「
資
本
主
義
論
」
を
越
え
て
問
題
を
「
近
代

　
社
会
論
」
と
し
て
論
じ
た
い
、
あ
る
い
は
複
合
的
・
重
層
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
か
ら
な
る
社
会
の
構
成
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
本
書
に
お
い
て
近
代
ド
イ
ツ
農
業
労
働

　
者
論
を
「
広
義
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
問
題
と
し
て
扱
う
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
は
日
常
空
問
に
お
け
る
社
会
史
と
し
て
構
想
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
の
方

　
法
論
的
含
意
の
一
つ
は
こ
の
点
に
関
わ
る
。

（
2
9
）
扇
一
馨
巳
⇒
。
p
弘
｝
一
目
牙
一
舅
∩
ξ
雲
3
巴
p
8
門
。
も
n
彗
盲
α
∪
弩
。
『
区
p
ω
8
巳
ミ
Q
。
己
。
【
9
－
■
》
u
彗
鐘
σ
魯
R
N
番
3
9
0
。
還
爵
∩
訂
津
琶
α
〉
鍾
。
『
轟
窪
。
剛
羨
ず
聾
く
」
p
い

　
≧
（
耳
穿
し
。
。
N
巨
α
Q
Φ
。
・
3
一
∩
『
β
図
一
く
臣
‘
這
界
・
り
■
W
鴇
一

占
・
。
，

（
3
0
）
「
職
能
的
統
合
」
の
原
理
を
理
解
す
る
に
は
、
さ
し
あ
た
り
こ
の
理
念
を
体
現
し
た
「
全
国
農
村
同
盟
」
の
組
織
構
造
を
み
る
の
が
よ
い
。
一
九
二
］
年
結
成

　
さ
れ
た
全
国
農
村
同
盟
に
は
、
二
八
の
各
州
な
い
し
邦
の
農
村
同
盟
の
他
、
農
場
職
人
団
体
、
借
地
農
団
体
、
農
業
労
働
者
団
体
、
地
主
・
土
地
所
有
者
団
体
、

　
公
務
員
・
専
門
家
団
体
、
農
業
主
婦
団
体
を
含
ん
で
い
る
。
U
一
。
《
p
民
一
琶
α
q
」
段
『
＆
試
塞
∩
訂
窪
3
9
≧
ぼ
一
舅
鉱
婁
琶
q
q
ぼ
号
二
p
含
・
・
巳
£
窪
諄
3
轟
ひ
∩
ゲ
魯
S

　
母
o
窪
穿
3
罫
穿
ぎ
N
E
窪
3
暴
∩
霞
〔
昌
ρ
5
臣
」
野
守
H
浮
一
8
一
逼
お
9
ま
た
、
郡
レ
ベ
ル
で
も
、
例
え
ば
ポ
ム
メ
ル
ン
農
村
同
盟
の
郡
組
織
は
、
そ
の

　
下
部
組
織
と
し
て
労
働
者
団
体
、
雇
用
者
団
体
、
農
場
職
員
団
体
、
公
務
員
団
体
、
農
村
職
人
団
体
を
含
ん
で
い
る
。
宰
日
身
曝
評
P
9
』
』
。
。
心
・

（
3
1
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
初
期
ワ
イ
マ
ー
ル
・
東
部
ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
業
労
働
者
の
社
会
統
合
問
題
ー
フ
レ
ミ
ン
グ
『
農
業
利
害
と
民
主
主
義
』
を

　
手
が
か
り
と
し
て
ー
」
『
農
業
史
研
究
』
第
二
三
号
、
一
九
九
〇
年
、
を
参
照
の
こ
と
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
プ
ー
レ
も
フ
レ
ミ
ン
グ
も
、
い
わ
ゆ
る

　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
問
題
を
「
社
会
的
組
織
化
」
を
中
心
に
考
察
し
、
各
社
会
層
の
実
態
分
析
の
不
十
分
さ
を
別
に
し
て
も
、
集
団
的
統
合
の
基
盤
と
な
る
よ

　
う
な
経
済
的
条
件
の
問
題
、
例
え
ば
農
村
社
会
資
本
形
成
・
公
共
財
形
成
の
問
題
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
述
べ
て
い
な
い
。
確
か
に
東
部
の
グ
ー
ツ
経
営
の
場
合
、

　
大
規
模
農
業
投
資
が
グ
ー
ツ
の
経
営
資
本
で
十
分
賄
え
る
と
い
う
面
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
（
グ
ー
ツ
の
「
公
共
性
」
〉
、
組
織
化
の
成
否
を
握
る
農
民
経
営

　
の
場
合
は
1
後
述
の
賃
脱
穀
制
度
に
端
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
1
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
生
産
力
分
析
の
弱
さ
は
如
何
と
も
し
難
い
。

（
3
2
）
盈
Φ
B
邑
謁
」
‘
U
一
。
一
目
島
『
び
Φ
一
二
⇒
α
R
N
魯
α
R
H
且
9
鼠
巴
盗
R
き
α
p
■
U
R
v
マ
窪
空
9
り
3
①
零
お
〈
」
P
凝
α
q
。
ぼ
。
∩
拝
＞
‘
F
p
，
（
『
α
⇔
■
）
一
〇
9
3
一
3
需
α
R
＞
号
Φ
一
2
0
日

　
凝
藁
9
耳
N
日
O
Φ
α
Q
9
壽
柵
二
℃
。
。
ρ
q
∩
’
暴

甲
。
押
α
R
9
・
匂
雪
藷
馨
需
囚
一
馨
一
一
一
窪
霞
N
g
O
窪
『
喜
［
＆
R
ぎ
騨
σ
。
ξ
ぎ
U
①
仁
［
色
琶
旨
q
。
匿
匹
Φ
｝
囚
‘

　
（
蒜
，
γ
≧
び
魯
R
ロ
巳
＞
号
。
ぼ
ぴ
窒
お
昌
α
q
言
く
。
邑
魯
『
ω
豊
∩
ぼ
。
目
二
葺
R
鼠
3
轟
一
g
芽
8
蔚
3
①
3
§
野
謁
v
鼠
ぎ
3
8
6
。
。
α
る
■
お
㌣
合
Q
。
五
誤
9
』
お
ヨ
き
魯

　
・
a
＞
臣
げ
。
長
巨
α
q
■
9
0
壽
賊
琶
象
。
旨
一
、
一
窪
8
8
n
、
・
区
薙
簿
巳
。
賛
『
魯
R
冒
零
一
一
『
。
一
巨
爵
3
窪
u
・
暴
号
一
p
且
一
p
る
象
＝
‘
（
『
α
p
■
γ
○
発
塗
§
。
》
α
q
旨
帥
お
§
一
一
・
「
3
鉢

　
冒
囚
駐
R
邑
3
臼
＆
ぼ
臨
R
《
Φ
嘗
鷺
R
菊
Φ
麗
窪
押
劇
亀
嘗
G
R
も
」
象
－
ま
。
■
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（
3
3
）
例
え
ば
、
フ
レ
ミ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
常
に
「
放
浪
の
危
機
と
隣
り
合
わ
せ
に
い
た
農
業
労
働
者
」
に
と
っ
て
、
定
着
す
る
こ
と
、
村
に
根
ざ

　
す
こ
と
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
っ
た
。
が
、
そ
の
こ
と
は
「
伝
統
的
な
ノ
ル
ム
、
行
動
規
範
、
位
階
制
的
構
造
に
服
従
し
、
か
つ
適
応
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　
…
－
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
は
、
政
治
や
労
働
領
域
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
自
身
の
世
界
も
規
定
し
た
」
。
結
局
、
「
階
級
形
成
は
加
速
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
減
速
さ
れ
た

　
の
で
あ
る
」
と
。
宰
ヨ
皇
唄
望
巽
R
α
p
裟
9
。
匿
婁
①
》
ε
。
。
ム
。
P
外
国
人
労
働
者
に
つ
い
て
も
、
彼
の
議
論
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
導
入
を
主
導
し
た
「
合
理
的
」

　
大
農
業
者
の
態
度
に
対
す
る
批
判
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
経
営
的
利
害
の
た
め
に
、
移
動
の
自
由
の
制
限
や
契
約
破
棄
に
対
す
る
処
罰
規

　
定
の
強
化
な
ど
、
近
代
的
労
働
権
を
否
定
し
、
家
父
長
的
支
配
の
強
化
を
求
め
る
大
農
業
者
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
俵
窃
』
お
目
象
魯
唇
匹
》
9
σ
2
日
茜
q
。
』
合

　

甲
A
◎

（
3
4
）
ω
＆
p
穴
■
y
さ
セ
・
q
り
窪
暴
番
導
α
q
琶
」
≧
冠
窃
馨
琴
旨
幕
昌
∩
ぴ
窪
z
。
a
9
け
窪
〈
。
Z
。
。
。
。
。
ぴ
欝
毒
野
g
・
率
一
民
。
叩
孚
R
。
・
霧
3
。
＞
g
鍔
・
匹
q
彗
q
q
・
巳

　
ざ
p
§
Φ
暴
一
。
N
・
翠
＆
騨
昌
α
q
一
買
≧
∩
耳
蒔
。
。
o
N
巨
α
q
。
。
・
∩
痔
ぼ
ρ
図
図
■
臣
」
℃
・
。
ρ
。
り
■
ま
Y
冒
脚
這
。
9
く
。
旨
＞
9
壽
巳
窪
p
α
p
㎝
『
＆
N
§
頃
p
壽
＆
。
円
目
α
q
m
一
p
民
刃

　
o
。
誤
∩
穿
a
一
。
。
。
。
。

ご
。
。
ρ
ω
。
葺
p
ぢ
。
。
。
一
脅
目
q
n
‘
く
§
＞
9
誤
且
①
旨
詣
9
－
一
p
え
N
昏
〉
＞
ぴ
。
富
魯
穿
藍
隅
民
〈
一
ざ
p
号
3
臼
一
の
N
ロ
詔
＆
R
9
α
q
g
巳

　
＞
琶
似
且
R
σ
①
。
・
3
蹄
蒔
g
o
q
5
∪
。
唐
9
n
3
『
且
言
。
・
鼠
肖
g
一
P
旨
傷
N
。
」
p
ぼ
牙
注
R
p
貫
号
腕
p
（
蒜
、
y
＞
暴
≦
軸
＆
R
I
《
陣
区
。
§
σ
魯
R
I
O
曽
切
§
σ
魯
・
5
臣
』
一
寒
円
一
言

　
G
o
o
合
o
o
■
心
出
1
“
o
o
図
g
■
。
り
■
≦
，

（
3
5
）
ゆ
＆
p
躍
婆
2
壽
＆
Φ
『
目
鵬
彗
臨
＞
号
の
ぎ
暴
汁
》
ざ
y
α
昏
‘
く
。
日
＞
9
鋸
且
q
目
。
・
一
p
民
弩
B
国
o
壽
巳
段
巨
α
q
q
・
一
目
籍
。
。
』
P
蕊
倉
こ
れ
は
、
農
業
史
で
は
な

　
く
労
働
市
場
史
・
労
働
政
策
史
を
志
向
す
る
彼
の
関
心
の
あ
り
よ
う
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
3
6
）
加
藤
房
雄
、
前
掲
書
、
三
～
一
五
頁
、
同
「
旧
東
独
に
お
け
る
農
業
史
研
究
の
最
新
成
果
と
そ
の
意
義
」
『
土
地
制
度
史
学
』
第
一
三
八
号
、
一
九
九
三
年
。

（
3
7
）
本
書
第
三
章
注
（
8
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
3
8
）
．
薙
の
一
馨
ご
甲
＼
寄
n
F
雰
一
（
蒔
，
）
一
国
巳
旦
蕊
3
昧
け
5
山
穴
も
一
琶
討
ヨ
β
一
■
匡
p
ま
訂
＆
弘
2
。
。
ひ
』
－
轡

（
3
9
）
本
書
第
一
章
を
参
照
の
こ
と
。

（
4
0
）
こ
こ
で
い
う
「
土
着
」
と
は
、
家
族
、
雇
用
（
た
だ
し
常
雇
）
、
地
域
の
い
ず
れ
か
に
つ
な
が
っ
て
い
る
人
々
を
指
す
。
例
え
ば
「
土
着
」
の
奉
公
人
は
、
農
家

　
や
農
場
に
常
雇
さ
れ
る
こ
と
で
社
会
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
市
民
社
会
は
こ
れ
ら
を
契
機
と
し
て
人
々
を
社
会
に
統
合
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ

　
し
て
、
こ
の
ど
れ
に
も
つ
な
が
っ
て
い
な
い
人
を
こ
こ
で
は
総
称
的
に
「
他
所
者
」
と
規
定
し
た
い
。
「
他
者
」
と
ほ
と
ん
ど
同
義
だ
が
、
他
者
論
と
い
う
と
一

　
般
に
は
も
っ
と
広
範
囲
な
問
題
を
含
む
の
で
、
本
書
で
は
労
働
者
に
つ
い
て
論
ず
る
場
合
は
「
他
所
者
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
に
す
る
。
本
書
で
「
他
者
」

　
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
は
、
そ
れ
が
当
該
社
会
で
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
成
立
し
て
い
る
場
合
に
限
定
し
た
い
。
な
お
、
「
広
義
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
と

　
い
う
場
合
は
、
こ
こ
で
い
う
「
他
所
者
」
と
同
義
で
使
用
し
て
い
る
。
（
「
狭
義
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
は
、
通
常
ど
お
り
の
概
念
、
す
な
わ
ち
下
位
集
団
の
結
含
紐

　
帯
と
し
て
の
「
民
族
性
」
と
い
う
意
味
で
使
用
す
る
。
）

（
4
1
）
対
象
地
域
の
具
体
的
選
択
は
主
に
私
の
個
人
的
な
事
情
に
よ
る
。
な
お
、
ド
イ
ツ
農
村
の
地
帯
区
分
に
つ
い
て
は
、
藤
田
幸
】
郎
『
近
代
ド
イ
ツ
農
村
社
会
経

　
済
史
』
（
未
来
社
）
｝
九
八
四
年
、
二
四
頁
以
下
を
参
照
。
藤
田
の
区
分
に
即
し
て
い
え
ば
、
藤
田
が
区
分
し
た
三
類
型
の
う
ち
の
「
東
エ
ル
ベ
」
地
域
を
さ
ら
に

30



　
流
入
地
域
と
流
出
地
域
に
分
け
、
後
者
の
「
東
エ
ル
ベ
」
の
流
入
地
域
と
「
北
西
ド
イ
ツ
地
域
」
を
あ
わ
せ
た
範
囲
が
、
本
書
で
扱
う
だ
い
た
い
の
エ
リ
ア
で
あ

　
る
。
な
お
、
北
西
ド
イ
ツ
地
域
と
い
う
場
合
、
本
書
で
は
も
っ
ぱ
ら
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
方
に
対
象
地
域
は
限
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
は
地
理
的
に
は
文
字
ど
お
り
に
は
ド
イ
ツ
の
最
北
に
位
置
す
る
の
で
あ
る
が
、
農
業
構
造
の
類
型
に
応
じ
て
、
大

　
農
的
構
成
を
示
す
西
部
の
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
方
は
「
北
西
ド
イ
ツ
型
」
に
、
大
土
地
所
有
比
率
が
高
い
東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
域
は
「
流
入
地
域
の
東
エ

　
ル
ベ
型
」
、
つ
ま
り
本
書
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
中
東
部
ド
イ
ツ
」
地
域
に
区
分
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
「
北
ド
イ
ツ
」
と
い
う
場
合
は
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・

　
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
と
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
の
両
バ
ル
ト
海
沿
岸
地
域
を
指
し
て
い
る
。

（
4
2
）
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
重
層
性
に
つ
い
て
は
、
柴
田
三
千
雄
『
近
代
世
界
と
民
衆
運
動
』
（
岩
波
書
店
）
、
］
九
八
三
年
、
三
〇
七
頁
を
参
照
の
こ
と
。

補
注

　
］
般
に
は
、
厳
密
な
定
義
に
よ
る
用
語
の
運
用
は
あ
ま
り
生
産
的
で
な
く
、
歴
史
家
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
具
体
的
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
な
か
で
意
味
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
る
努
力
を
す
べ
き
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。
だ
が
、
本
書
全
体
の
な
か
で
重
要
と
思
わ
れ
る
が
、
本
書
の
他
の
箇
所
で
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
以
下
の
若
干

の
用
語
に
つ
い
て
は
、
全
体
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
私
が
意
図
す
る
意
味
内
容
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
簡
単
な
説
明
を
与
え
て
お
く
。

①
グ
ー
ツ
経
営
…

　
　
従
来
、
わ
が
国
で
は
ド
イ
ツ
の
大
経
営
は
ユ
ン
カ
ー
経
営
と
称
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
ユ
ン
カ
ー
で
は
な
く
］
般
的
に
大
農
場
経
営
を
指
す
「
グ
ー

　
ツ
経
営
O
濤
。
・
σ
。
鼠
3
」
（
グ
ー
ツ
は
農
場
と
い
う
意
味
で
あ
る
）
と
い
う
用
語
を
使
う
こ
と
と
し
、
「
ユ
ン
カ
ー
」
と
い
う
用
語
は
、
図
一
露
お
誤
げ
鼠
n
N
R
な
ど
の

　
よ
う
に
は
っ
き
り
と
貴
族
的
土
地
所
有
を
指
す
場
合
に
使
用
を
限
定
し
た
い
。
同
時
代
文
献
に
お
い
て
は
一
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
経
営
は
通
常
ニ
ュ
ー

　
ト
ラ
ル
な
グ
ー
ツ
経
営
と
い
う
用
語
で
呼
ば
れ
て
お
り
、
ユ
ン
カ
ー
と
い
う
言
葉
は
特
異
な
社
会
的
、
政
治
的
含
意
を
込
め
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多

　
い
こ
と
、
本
書
の
テ
ー
マ
は
農
業
労
働
者
で
あ
っ
て
土
地
所
有
論
で
は
な
い
こ
と
、
な
ど
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
な
お
、
大
経
営
9
。
浮
窪
σ
は
単
に
一
〇

　
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
経
営
を
意
味
す
る
用
語
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
事
実
上
ほ
ぼ
グ
ー
ツ
経
営
と
同
義
の
言
葉
と
し
て
用
い
る
。

②
農
業
奉
公
人
・
常
雇
労
働
者
…
…

　
　
農
業
に
お
い
て
恒
常
的
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
は
、
日
本
農
業
に
お
い
て
は
農
業
年
雇
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
あ
ま
り
に
も
日
本
の
歴
史
的
現
実
を
想

　
起
さ
せ
て
し
ま
う
た
め
こ
こ
で
は
使
用
し
な
い
。
本
書
で
は
農
業
経
営
住
み
込
み
の
独
身
の
年
雇
は
「
奉
公
入
」
と
し
（
彼
ら
の
雇
用
期
間
は
必
ず
し
も
】
年

　
で
は
な
い
）
、
ま
た
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
H
蔓
一
2
日
や
デ
プ
タ
ン
ト
U
Φ
起
雷
筥
な
ど
自
ら
の
家
族
と
か
ま
ど
を
も
つ
農
場
労
働
者
に
つ
い
て
は
「
常
雇
労
働
者
」

　
と
す
る
。
と
く
に
男
子
奉
公
人
を
ク
ネ
ヒ
ト
、
女
子
奉
公
人
を
マ
ー
ク
ト
と
呼
ぶ
。
な
お
奉
公
人
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
若
尾
祐
司
『
ド
イ
ツ
奉
公
人
の

　
社
会
史
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
一
九
八
六
年
、
四
］
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
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③
大
農
と
商
昌
曲
辰
…
…

　
　
基
本
的
に
は
同
義
で
あ
る
が
、
原
語
の
〈
9
。
浮
器
段
〉
に
従
い
ド
イ
ツ
農
村
に
つ
い
て
具
体
的
に
言
及
す
る
限
り
は
大
農
と
い
う
用
語
を
用
い
る
。
富
農

　
と
い
う
言
葉
は
レ
ー
ニ
ン
農
業
理
論
を
意
識
し
た
学
問
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
内
容
と
し
て
議
論
し
て
い
る
と
き
に
用
い
る
。

32

④
移
動
労
働
者
と
季
節
労
働
者
…

　
　
移
動
労
働
者
蔑
琶
箒
§
匿
艮
と
は
土
着
世
界
か
ら
み
れ
ば
定
住
地
を
も
た
な
い
「
他
所
者
」
農
業
労
働
者
の
こ
と
で
、
本
書
で
は
農
村
放
浪
者
、
お
よ
び

　
国
内
・
外
国
人
農
業
出
稼
ぎ
労
働
者
（
H
東
欧
季
節
労
働
者
、
「
ザ
ク
セ
ン
ゲ
ン
ガ
ー
」
、
「
プ
ロ
イ
セ
ン
渡
り
」
）
の
両
グ
ル
ー
プ
を
指
す
。
奉
公
人
は
本
書
で

　
は
移
動
労
働
者
に
は
含
ま
な
い
。

　
　
こ
れ
に
対
し
「
季
節
労
働
者
」
と
い
う
言
葉
は
、
本
来
農
業
労
働
力
需
要
に
即
し
た
言
い
方
、
つ
ま
り
季
節
需
要
を
満
た
す
非
常
雇
の
労
働
者
一
般
を
指

　
す
。
事
実
上
は
国
内
お
よ
び
外
国
人
農
業
出
稼
ぎ
者
が
中
心
で
あ
る
か
ら
、
本
書
で
は
主
に
こ
の
グ
ル
ー
プ
を
指
し
て
用
い
て
い
る
が
、
し
か
し
、
文
脈
に

　
よ
っ
て
は
農
村
放
浪
者
、
土
着
の
自
由
日
雇
い
、
土
着
の
農
村
女
性
労
働
者
ら
を
指
す
場
合
も
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

⑤
ナ
チ
と
ナ
チ
ス
…
…

　
　
慣
例
に
応
じ
て
使
い
分
け
る
が
（
例
え
ば

「
ナ
チ
化
」
と
は
し
て
も
、
「
ナ
チ
ス
化
」
と
は
し
な
い
）
、
実
際
に
は
全
く
の
同
義
と
す
る
。

　
な
お
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
つ
い
て
は
、
特
に
厳
密
な
原
音
主
義
は
と
ら
ず
、
例
え
ば
「
ワ
イ
マ
ー
ル
」
の
よ
う
に
日
本
語
と
し
て
あ
る
程
度
定
着
し
て
い
る
も
の

は
も
の
は
む
し
ろ
そ
れ
を
積
極
的
に
利
用
し
た
。
原
音
主
義
も
一
つ
の
や
り
方
だ
が
、
そ
も
そ
も
「
カ
タ
カ
ナ
」
自
体
が
日
本
語
の
音
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
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第
一
章

北
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
大
農
－
農
業
奉
公
人

　
　
　
1
「
家
」
と
「
移
動
」
と
「
自
由
」
と
ー



は
じ
め
に

　
近
世
・
近
代
の
西
欧
ゲ
ル
マ
ン
農
村
社
会
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
は
長
期
に
わ
た
っ
て
大
量
の
奉
公
人
層
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。

彼
ら
は
住
み
込
み
の
独
身
奉
公
人
で
あ
っ
て
、
主
に
農
民
経
営
に
お
け
る
主
要
な
常
雇
労
働
力
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
長
い
間
忘
れ
去
ら

れ
た
人
々
で
あ
っ
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
新
し
い
研
究
関
心
の
高
ま
り
と
と
も
に
よ
う
や
く
歴
史
研
究
の
光
が
当
て
ら
れ
は
じ
め
て
い

る
。
例
え
ば
、
若
尾
祐
司
は
「
奉
公
人
か
ら
主
婦
へ
」
と
い
う
図
式
で
近
代
家
族
形
成
を
論
じ
る
な
か
で
農
業
奉
公
人
の
あ
り
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
（
－
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

着
目
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
肥
前
栄
一
は
「
フ
ー
フ
ェ
原
理
」
に
た
つ
ド
イ
ツ
農
民
共
同
体
の
特
質
を
み
る
観
点
か
ら
、
さ
ら
に
イ
ギ

リ
ス
に
つ
い
て
は
森
建
資
が
家
政
に
お
け
る
「
マ
ス
タ
ー

サ
ー
バ
ン
ト
関
係
」
こ
そ
が
工
場
に
お
け
る
近
代
雇
用
関
係
の
原
型
を
な
，

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

し
た
と
い
う
視
角
か
ら
、
同
じ
く
農
業
の
奉
公
人
雇
用
に
着
目
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
奉
公
人
を
め
ぐ
る
新
た
な
研
究
の
進
展
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
は
、
一
九
世
紀
西
欧
農
民
と
い
え
ば
「
家
族
小
農
」
を
反

射
的
に
思
い
浮
か
べ
る
と
い
う
状
況
が
存
続
し
て
い
る
な
か
で
、
少
な
く
と
も
北
海
を
中
心
と
す
る
ゲ
ル
マ
ン
地
域
に
つ
い
て
は
、
そ

う
し
た
農
民
像
が
必
ず
し
も
実
態
に
即
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
農
民

経
営
に
お
け
る
農
業
の
労
働
組
織
の
一
般
的
な
あ
り
方
と
し
て
農
業
奉
公
人
関
係
が
あ
り
う
る
こ
と
を
示
唆
し
た
点
が
、
ま
ず
は
高
く

評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
同
時
に
、
第
二
に
、
本
書
の
問
題
関
心
に
引
き
つ
け
て
い
え
ば
、
西
欧
に
お
け
る
農
業
雇
用
関
係
と
い
う

も
の
が
「
自
由
な
市
場
契
約
」
に
基
づ
く
対
等
な
関
係
で
は
全
く
な
い
こ
と
、
だ
が
そ
れ
は
「
封
建
的
な
も
の
」
と
し
て
西
欧
近
代
の
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進
展
の
な
か
で
廃
棄
さ
れ
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
一
八
～
一
九
世
紀
の
農
村
社
会
に
あ
っ
て
む
し
ろ
成
長

し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
れ
ら
の
作
品
群
は
教
え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
農
業
史
の
テ
ー
マ
よ
り
は
西
欧
近
代
社
会
観
の
見
直
し
を
主
要
な
モ
チ
ー
フ
に
し

て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
本
書
が
対
象
と
す
る
　
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
へ
の
転
換
を
語
る
段
と
な
る
と
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の

家
族
論
に
お
い
て
は
都
市
の
家
事
奉
公
人
へ
、
「
労
働
者
階
級
形
成
」
論
に
お
い
て
は
都
市
の
工
場
空
問
へ
と
主
要
な
関
心
が
向
け
ら
れ

て
し
ま
い
、
農
村
内
部
の
固
有
の
変
化
の
方
は
視
界
か
ら
ぽ
っ
か
り
と
消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
こ
の
時
代
に

お
い
て
農
業
と
農
村
が
中
心
的
な
位
置
か
ら
脱
落
し
、
「
周
辺
的
な
も
の
」
と
し
て
再
発
見
さ
れ
る
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
か
の
よ
う
で

も
あ
る
。

　
序
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
の
課
題
は
ま
さ
に
そ
の
時
代
の
農
村
構
造
の
転
換
を
農
業
雇
用
関
係
の
変
化
か
ら
考
察
し
よ
う
と
い

う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
上
の
「
西
欧
農
業
目
奉
公
人
的
雇
用
関
係
」
と
い
う
把
握
に
学
び
つ
つ
、
当
該
期
の
ホ
ル
シ
ュ

タ
イ
ン
・
マ
ル
シ
ュ
地
域
の
農
業
奉
公
人
関
係
に
つ
い
て
、
停
滞
の
局
面
で
は
な
く
変
化
の
あ
り
よ
う
に
着
目
し
て
具
体
的
に
論
じ
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。

　
雇
用
関
係
の
変
化
の
あ
り
よ
う
を
捉
え
る
に
あ
た
り
、
一
部
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
あ
ら
か
じ
め
留
意
す
べ
き
点
と
し
て
以
下
の
三

点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　
第
一
点
は
、
農
業
労
働
市
場
、
農
業
労
働
者
の
社
会
生
活
、
農
業
雇
用
関
係
の
三
つ
を
峻
別
し
、
そ
の
相
互
関
係
を
雇
用
関
係
に
収

敏
さ
せ
つ
つ
内
在
的
に
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
特
に
社
会
生
活
と
雇
用
関
係
の
関
わ
り
が
具
体
的
に
問
題
と
さ
れ

る
こ
と
は
少
な
く
、
こ
の
た
め
労
働
市
場
と
雇
用
関
係
の
内
在
的
関
係
に
つ
い
て
も
具
体
性
と
説
得
性
を
欠
き
が
ち
だ
っ
た
よ
う
に
思

第1部第二帝政期における農村社会と農業労働者　38



う
。
労
働
者
の
社
会
生
活
形
態
の
変
化
は
彼
ら
の
日
常
的
意
識
を
通
じ
て
雇
用
関
係
に
作
用
す
る
で
あ
ろ
う
。
本
章
で
は
こ
の
過
程
の

関
わ
り
方
を
、
日
常
的
な
場
で
の
労
使
紛
争
に
み
ら
れ
る
彼
ら
の
不
満
の
あ
り
方
に
着
目
す
る
こ
と
で
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
み
た
い
。

　
第
二
点
は
、
「
土
着
」
と
「
他
所
者
」
と
い
う
区
切
り
方
を
農
業
雇
用
関
係
編
成
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
し
て
第
三
点
は
、
可
能
な
限
り
ゲ
マ
イ
ン
デ
O
§
Φ
一
且
Φ
の
日
常
レ
ベ
ル
に
視
点
を
置
い
て
論
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
点
が
含
意

す
る
と
こ
ろ
に
に
つ
い
て
は
序
章
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
な
お
、
主
に
依
拠
す
る
史
料
と
し
て
フ
ラ
ン
ツ
シ
ー
バ
イ
ン
甲
弩
N
寄
浮
魯
（
一
八
六
七
～
一
九
〇
九
年
）
と
い
う
↓
人
の
農
業
労
働

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

者
の
自
叙
伝
を
用
い
る
。
可
能
な
限
り
他
の
文
献
や
史
料
に
よ
る
検
証
や
補
完
を
行
っ
た
が
、
自
叙
伝
と
い
う
形
式
の
た
め
に
事
実
認

識
の
妥
当
性
や
一
般
性
に
つ
い
て
の
疑
問
を
否
定
し
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
著
作
は
戦
後
旧
西
ド
イ
ツ
に
お

い
て
既
に
一
九
七
三
年
と
一
九
八
五
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
完
全
復
刻
で
出
版
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
も
一
定
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ

評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
最
新
版
の
編
者
た
ち
が
労
働
者
文
学
の
古
典
と
評
す
る
よ
う
に
、
こ
の
著
書
に
は

他
の
報
告
に
は
み
ら
れ
な
い
当
時
の
農
業
労
働
者
た
ち
の
生
活
や
意
識
の
あ
り
方
が
生
き
生
き
と
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
本

を
十
分
に
考
察
す
る
に
値
す
る
素
材
と
し
て
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
こ
う
し
た
理
由
に
よ
っ
て
い
る
。

第
一
節
　
マ
ル
シ
ュ
地
方
の
農
業
展
開
と
農
業
労
働
力
市
場

本
書
の
第
一
章
、
第
二
章
、
そ
し
て
第
四
章
に
お
い
て
主
に
分
析
対
象
と
す
る
地
域
は
、
北
海
に
面
す
る
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
西
部
の
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デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
方
、
行
政
区
で
い
え
ば
北
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
2
0
巳
。
a
菩
B
誤
3
窪
お
よ
び
南
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡

。・

。
巳
穿
B
壁
3
9
の
二
郡
で
あ
る
。
（
両
郡
の
位
置
に
つ
い
て
は
本
書
巻
頭
図
2
を
参
照
の
こ
と
。
）
本
節
に
お
い
て
は
、
本
章
の
み
な
ら
ず

本
書
全
体
の
議
論
の
出
発
点
と
し
て
、
一
九
世
紀
後
半
期
の
マ
ル
シ
ュ
地
方
の
農
業
構
造
の
変
化
に
つ
い
て
農
業
労
働
力
需
要
の
あ
り

方
と
の
関
連
に
着
目
し
つ
つ
述
べ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
さ
て
、
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
方
は
全
体
と
し
て
中
農
な
い
し
大
農
経
営
が
支
配
的
な
地
域
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
東
エ
ル
ベ
型
の
大
土

地
所
有
経
営
の
存
在
を
特
徴
と
す
る
東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
域
、
粗
放
的
農
業
経
営
様
式
と
比
較
的
固
定
し
た
農
民
－
農
業
労
働
者

関
係
を
特
徴
と
す
る
中
部
ゲ
ー
ス
ト
地
域
、
そ
し
て
農
耕
的
な
大
農
経
営
の
展
開
を
特
徴
と
す
る
マ
ル
シ
ュ
地
域
の
三
地
域
に
大
別
さ

れ
る
。
本
書
巻
頭
図
3
は
一
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
大
経
営
の
当
該
州
に
お
け
る
分
布
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
エ
ッ
ケ
ル
ン
フ
ェ

ル
デ
、
プ
レ
ー
ン
、
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
の
三
郡
を
中
心
と
す
る
東
部
ホ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
地
域
、
お
よ
び
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
地
方
に
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
ラ
ウ
エ
ン
ブ
ル
郡
の
一
部
に
大
経
営
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が

（単位1経営数，％）

シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州

　　　　　　　　　　i農用地
　　　　経営数　　　　i面積比
　　　　（％〉　　　　l
　　　　　　　　　　l（％）

1882年1895年1907年i1895年

76，41674，15397，06gi　L9

16，47515，66614，994i

（27・1）　（255）　（242）i　3・5

21，79122，99725，004i

（35、g）　（375）　（40、4）i　17，1

21，35021，58621，021i

（352）　（352）　（339）i61・3

　1，101　　　1，091　　　　　922　：

（1・8）　（1・8）　（15）i　16・2

60，71761，34061，941i

　（100）　（100）　（100）i　100

割合である．

deutschen　Reichs（以下，S・d・d・R・と略記

読
み
取
れ
る
。

　
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
方
を
含
む
西
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
方
は
、

北
海
沿
岸
部
の
地
力
が
豊
か
な
マ
ル
シ
ュ
地
方
と
地
力
が
相
対
的
に

低
い
ゲ
ー
ス
ト
地
域
O
。
磐
か
ら
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
基
礎
的
な
表
か
ら
出
発
し
よ
う
。
表
－
－
－
ω
は
こ
の
二

郡
に
つ
い
て
農
業
経
営
階
層
構
成
を
、
表
1
1
ω
は
同
じ
く
農
業
職

業
構
成
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
第
一
に
、
小
農
以
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表1－1（1）ディトマルシェン地方における農業経営規模別階層構成

経営階層

北ディトマルシェン郡 南ディトマルシェン郡

経営数
％）

農用地Ii面積比

（％）

経営数
％）

i農用地
積
比
［
・
（
％
）

1882年1895年
・907年i1895年　　　1

1882年 18％年 ・9・7年1・895年

零細農 2，793　1，608 1，97g　i　19 2，667 3，032
4，0571　1．9　　

小農

2～5ha）

農（5～20ha）

農（20～100ha）

経営

100ha～）

　764　　　739
30、9）　（28，7〉

958　　1，071

38．8〉　（4L6）

729　　　フ40

29．5〉　（28．7）

19　　　　25

0，8〉　（LO）

　782：

28，7）i　49

，
・
9
7
i
（
4
4
・
0
）
i
　
2
2
．
1
　
　
　
：
　
7
2
0
：
（
2
6
5
）
i
　
6
2
・
3
　
　
　
：
　
1
9
1
（
0
・
8
）
i
　
8
9

　900
29，6）

，127

38，0）

962

3L6）

23

o，8〉

　857
273）

，267

40，4）

997

3L8）

18

o．6）

　816i

24．6〉i　46
，5・5i（45．7）：　22．2　　　：　971i　　　：（29・3）：　675

13i

o・4）i　4・o

総計ω 2，470　2，575

100〉　（100）

2，718i49，625ha

100〉i　100

3，012

100）

3，139

100〉

3，315i60，968ha　　：（100）：　100

注　：（1）経営数の総計欄は零細農経営数を含まないが，農用地面積比は零細農農地面積を含めた
出典；Reeder，A・7Die　Scbleswig－Holsteinisc飯e　KoPPelwlrtschaft，1908，S，146，およびStaristik　des

　　　Bd・212，より作成．

上
の
経
営
に
お
い
て
約
三
割
を
占
め
る
大
農
層
が
農
地
面
積
の
六
割

か
ら
七
割
を
占
め
生
産
力
の
主
要
な
担
い
手
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、

第
二
に
、
他
方
で
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
零
細
農
が
大
量
に
滞
留
し

て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
農
業
職
業
構
成
で
は
奉
公
人
と
農
業
日
雇
い

か
ら
な
る
農
業
労
働
者
層
が
両
郡
と
も
農
業
従
事
者
の
約
五
割
を
占

め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
表
－
－
－
ω
に
お
け
る
零
細
経
営

の
実
態
は
、
主
に
こ
の
地
域
の
土
着
農
業
労
働
者
の
中
核
を
形
成
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

る
自
由
旦
雇
い
甲
魯
目
茜
Φ
δ
σ
R
た
ち
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
点
か
ら
、
当
地
域
が
全
体
と
し
て
は
大
農
地
域
で
あ
り
、
大

農
と
多
様
な
農
業
労
働
者
と
の
雇
用
関
係
が
農
村
社
会
関
係
の
基
盤

に
あ
っ
た
こ
と
が
数
字
の
上
か
ら
確
認
で
き
よ
う
。
ち
な
み
に
第
二

帝
政
期
に
お
け
る
当
地
域
は
、
就
業
者
に
占
め
る
農
業
従
事
者
比
率

が
ほ
ぼ
五
割
と
農
業
地
域
で
あ
り
、
地
域
全
体
に
と
っ
て
も
農
業
雇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

用
関
係
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

　
第
三
に
、
年
次
的
な
変
化
か
ら
見
る
と
五
～
二
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の

中
農
経
営
の
数
の
増
大
が
顕
著
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
全
体
で
観
察
さ
れ

た
中
農
層
の
躍
進
が
当
地
で
も
生
じ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
後
述
す
る
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　　　　表1－1（2）ディトマルシェン地方における農業労働者構成（1895年）

　　　　　　　　　　　　　　　　北ディトマルシェン郡　　　南ディトマルシェン郡

　　　　　　　　　　　　　　　人数　　　構成比（％）　　　人数　　　構成比（％）

奉公人（Knecht　u，Magd〉　　　　1，447　　　18，0（36．8）　　1，830　　22、1（422）

土地経営する労働者〔1）　　　　　　780　　　9・7（19・8）　　1・283　　15・5（29・6）

土地経営しない労働者（2）　　　　1，707　　　2L2（43・4）　　1，225　　14．8（282）

農業労働者総計　　　　　　　　　3，934　　　48．8　（100）　　4，338　　　52，4　（100）

家族従事者　　　　　　　　　　　1，784　　　22・1　　　　　　1，204　　　145

自己経営主　　　　　　　　　　　2，279　　　28∂　　　　　　2，698　　　325

管理人，その他　　　　　　　　　　58　　　0・7　　　　　　　53　　　0・6

　　　　　総計　　8，055100・0　　8，293100・0
注　：主業として数えられた者のみで副業的従事は含まず．
　　（1）小作・自作・給与地のいずれの場合も含む．
　　（2）モナーヘンは含まず．外国人労働者を含むかどうかは不明。
出典：Reeder，a，乱，O．，S．151より作成．

よ
う
に
こ
れ
は
当
該
期
の
畜
産
な
い
し
酪
農
の
発
展
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
も
の
と

推
測
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
中
農
経
営
の
躍
進
と
い
っ
て
も
当
地
の
大
農
優
勢
は
動
か

な
い
し
、
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、
畜
産
を
主
と
す
る
中
農
経
営
は
雇
用
労
働
力
と

し
て
奉
公
人
を
な
お
必
要
不
可
欠
と
し
て
い
た
。

　
マ
ル
シ
ュ
地
方
の
大
農
層
は
フ
ー
フ
ェ
所
有
農
団
亀
p
R
に
起
源
を
も
ち
、
共
同
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

分
割
と
団
地
化
を
中
心
と
す
る
一
八
世
紀
末
よ
り
の
早
期
の
農
業
変
革
、
近
世
以
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

数
次
に
渡
り
活
発
に
行
わ
れ
た
沿
岸
部
の
堤
防
建
設
と
干
拓
地
へ
の
入
植
活
動
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
o
〉

し
て
一
九
世
紀
前
半
の
農
民
層
分
解
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
わ
れ
る
。

デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
は
グ
ー
ツ
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
歴
史
を
欠
き
、
従
来
か
ら
農
民
自

治
村
落
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
大
農
層
が
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
実
質
的
な
支
配
者
で

　
　
（
n
）

あ
っ
た
。
平
均
的
大
農
層
の
経
営
規
模
は
四
〇
～
六
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
四
〇
ヘ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

タ
ー
ル
以
下
の
農
場
分
割
は
好
ま
れ
ず
、
孤
立
農
圃
制
で
あ
り
、
雇
用
労
働
力
の
構

成
は
、
上
層
の
大
農
層
で
自
由
日
雇
い
二
人
、
男
子
の
奉
公
人
頭
9
＆
す
①
∩
訂
一

人
、
そ
の
他
の
男
子
奉
公
入
悶
需
∩
ぼ
二
人
、
女
子
の
奉
公
人
ζ
お
α
二
人
と
い
う
の

　
　
　
　
　
　
　
〔
1
3
）

が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
ゲ
ー
ス
ト
地
域
の
村
落
は
、
中
農
経
営
を
主
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

し
、
集
村
形
態
を
と
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
マ
ル
シ
ュ
地
方
の
大
農
経
営
は
お
お
む
ね
放
牧
に
よ
る
家
畜
肥
育
と

第1部　第二帝政期における農村社会と農業労働者　　42



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

穀
物
作
の
複
合
経
営
を
営
ん
で
い
る
が
、
土
壌
の
性
格
や
商
業
的
農
業
の
展
開
の
あ
り
方
に
対
応
し
て
地
域
内
に
ほ
ぼ
三
つ
の
経
営
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

型
が
み
ら
れ
た
。
ま
ず
第
一
に
圧
倒
的
多
数
を
誇
る
の
は
干
拓
地
を
中
心
に
展
開
す
る
穀
作
経
営
で
あ
る
。
干
拓
地
へ
の
入
植
と
い
う

形
を
と
る
た
め
ほ
ぼ
完
全
な
孤
立
農
圃
制
で
、
一
九
世
紀
中
葉
は
穀
物
法
撤
廃
後
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
向
け
に
、
一
八
六
四
年
の
プ
ロ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

セ
ン
併
合
後
は
道
路
網
や
鉄
道
網
の
整
備
を
受
け
て
国
内
市
場
向
け
に
販
売
用
小
麦
を
生
産
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
農
業

不
況
は
厳
し
か
っ
た
よ
う
で
、
一
八
九
〇
年
代
初
頭
の
州
農
会
発
行
の
農
業
週
刊
誌
に
掲
載
の
農
業
報
告
を
み
る
と
、
穀
物
価
格
の
低

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
8
）

下
が
ひ
ど
く
穀
物
取
引
が
停
滞
し
て
い
る
と
の
報
告
が
頻
繁
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
エ
ル
ベ
河
、
ア
イ
ダ
ー
河
河
口
、
お
よ
び
伝
統
的
な
マ
ル
シ
ュ
地
域
に
展
開
す
る
放
牧
に
よ
る
肥
育
経
営
で
あ
る
。
孤
立

農
圃
制
を
と
っ
て
輪
栽
式
経
営
を
営
む
も
の
と
、
ゲ
ー
ス
ト
地
域
と
同
じ
く
い
わ
ゆ
る
コ
ッ
ペ
ル
ヴ
ィ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
囚
o
毛
。
一
a
亭

・・

鉢
の
も
と
で
の
改
良
穀
草
式
経
営
を
行
う
も
の
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
畜
産
は
ゲ
ー
ス
ト
地
域
で
生
産
さ
れ
る
繁
殖
牛
を
庭
前

で
買
い
取
っ
て
肥
育
す
る
こ
と
に
重
心
が
置
か
れ
た
。
畜
産
主
体
の
割
に
経
営
面
積
に
占
め
る
農
耕
地
の
割
合
が
五
割
か
ら
六
割
と
高

い
の
が
特
徴
だ
が
、
一
九
世
紀
後
半
の
農
業
不
況
下
で
畜
産
が
穀
物
に
対
し
相
対
的
に
有
利
に
な
る
な
か
で
肥
育
へ
の
比
重
は
一
層
重

　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

く
な
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
ま
で
は
主
要
な
畜
産
物
市
場
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
あ
っ
た
が
、
一
八
七
〇
年
代
に
は
ラ
イ
ン
地
方
の
家
畜
商

人
が
フ
ー
ズ
ム
の
家
畜
市
場
に
現
れ
る
な
ど
ド
イ
ツ
国
内
市
場
へ
の
転
換
が
は
じ
ま
り
、
特
に
一
八
八
九
年
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
輸
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

禁
止
措
置
を
と
っ
て
以
降
、
こ
の
傾
向
が
定
着
す
る
。

　
最
後
に
、
第
三
の
タ
イ
プ
は
ゲ
ー
ス
ト
地
域
に
み
ら
れ
る
繁
殖
牛
生
産
を
中
心
と
し
、
コ
ッ
ペ
ル
ヴ
ィ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
の
も
と
で
改

良
穀
草
式
経
営
を
営
む
も
の
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
方
で
は
、
早
く
か
ら
の
団

地
化
と
、
デ
ン
マ
ー
ク
統
治
下
の
一
七
九
〇
年
代
の
農
業
変
革
に
よ
る
共
有
地
分
割
を
通
じ
て
コ
ッ
ペ
ル
ヴ
ィ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
が
形
成
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さ
れ
た
。
こ
の
経
営
様
式
は
各
経
営
が
か
つ
て
の
耕
区
。
。
＆
譜
。
を
コ
ッ
ペ
ル
囚
8
旦
と
し
て
団
地
化
し
た
も
の
を
数
個
所
有
す
る
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
1
）

種
の
分
散
耕
地
制
度
で
あ
る
た
め
、
居
住
様
式
も
集
村
形
態
を
と
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
さ
て
、
↓
九
世
紀
後
半
期
の
ド
イ
ツ
農
業
の
変
化
を
象
徴
す
る
も
の
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
脱
穀
機
、
根
菜
作
、
そ
し
て
畜
産
・
酪

農
で
あ
ろ
う
。
脱
穀
機
は
労
働
過
程
に
お
け
る
変
革
で
あ
る
が
、
後
者
の
二
つ
は
単
に
生
産
部
面
の
み
な
ら
ず
砂
糖
消
費
や
肉
・
酪
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
2
）

製
品
消
費
な
ど
都
市
に
お
け
る
消
費
生
活
の
変
化
と
も
深
い
関
わ
り
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
マ
ル
シ
ュ
地
方
の
農
業
も
こ
う
し
た
変
化
の
渦
の
な
か
に
あ
っ
た
。
ま
ず
、
肥
育
へ
の
比
重
の
高
ま
り
に
つ
い
て
は
前
述
の
と
お
り

で
あ
る
。
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
の
飼
育
頭
数
の
変
化
を
示
す
数
字
は
な
い
が
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
に
お
い
て

は
一
八
六
七
年
か
ら
一
九
〇
〇
年
の
間
に
牛
の
飼
育
頭
数
（
ス
ト
ッ
ク
）
は
六
八
万
頭
か
ら
九
〇
万
頭
へ
、
豚
の
飼
育
頭
数
も
二
〇
万
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

か
ら
六
一
万
頭
へ
と
そ
れ
ぞ
れ
飛
躍
的
に
増
大
し
て
い
る
。
マ
ル
シ
ュ
地
方
は
肥
育
が
中
心
だ
が
、
州
全
体
で
み
る
と
特
に
近
代
化
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
羅

れ
た
酪
農
に
お
い
て
労
働
力
不
足
が
深
刻
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
一
八
六
六
年
の
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
プ
ロ
イ

セ
ン
併
合
以
降
に
は
じ
ま
る
北
欧
か
ら
の
奉
公
人
の
導
入
を
引
き
起
こ
す
要
因
と
な
り
、
一
方
で
、
長
期
的
に
は
中
小
農
経
営
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
家
族
労
働
力
へ
の
依
存
が
高
ま
る
原
因
に
な
る
の
で
あ
る
。

年，単位：人）

ヴィッヒ・ホルシュタイン州

　1898　　　　1899　　　　1900

　2，986　2，953　』2，642

　21，568　　19，244　　20，g35

　2，172　　　2，847　　　3，045

　　861　　　1，105　　　1，368

　27，587　　26，149　　27，990

ヴィッヒにおける土着のデン

あってドイツ国籍のポーラン

より作成．

　
他
方
で
、
特
に
穀
作
を
中
心
と
す
る
農
耕
的
地
域
に
お
い
て
は
（
先
の
第
一
の
経
営
類
型
に

対
応
す
る
地
域
で
あ
る
）
、
根
菜
作
の
作
付
け
が
開
始
さ
れ
る
。
一
八
六
九
年
に
一
一
五
〇
ヘ
ク

タ
ー
ル
の
規
模
を
も
つ
甜
菜
工
場
が
穀
作
経
営
の
中
心
で
あ
る
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン

零
霧
群
9
9
地
区
の
干
拓
地
域
に
設
立
さ
れ
た
の
が
最
初
だ
が
、
そ
の
際
に
、
甜
菜
は
農
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

で
の
作
付
け
と
は
別
に
、
地
元
契
約
農
民
か
ら
も
買
い
付
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
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表1－2　ディトマルシェンにおける外国籍移動農業労働者数（1897－1900

国籍　　　　　　　　年

北ディトマルシェン郡 南ディトマルシェン郡 シュレ〆ス

1897　1898　1899 1900 1897　1898　1899 1900 1897

スウェーデン・ノルウェー
ンマーク（1）

欧諸国（2）

の他

87　　　88　　　81

7　　37　　35

41　209　252
9　　　3　　　3

78

3
4
1
6
　
3

50　　68　　　58

　　　3　　　18

9　　20　　69
4　　　29　　　27

67

5
5
4
1
9

3，414

1，610

，943

，141

計 274　　337　　373 533 112　　126　　172 155 28，110

注　：（1）シュレスヴィッヒ・ホルシュタインの欄でデンマーク人の数が非常に多いのは，北シュレス

　　　　マーク人の存在が大きいからである．従って，この分は「流入者」とはみなしえない．
　　　（2）「東欧諸国」は，出身者はロシア・ポーランド人，ガリチア・ポーランド人，ウクライナ人で

　　　　ド人は含まれない．
出典：Th・msen，E・，Landwirtschafdiche　Wanderarbeite【und　Gesinde　in　Schleswig－Holstein，1982，Anhanglo，

こ
の
農
場
に
お
い
て
初
期
に
は
オ
ス
ト
プ
ロ
イ
セ
ン
や
ポ
ー
ゼ
ン
な
ど
東
部
諸
州
か
ら
、
後

に
は
ガ
リ
チ
ア
地
方
か
ら
季
節
労
働
者
集
団
が
導
入
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
ザ
ク
セ
ン
ゲ
ン

ガ
ー
。
。
弐
訂
の
茜
ぎ
α
p
R
£
と
呼
ば
れ
る
運
動
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
言
葉
は

初
期
に
は
主
に
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
の
ラ
ン
ズ
ベ
ル
グ
地
方
の
人
々
鍔
注
・
・
幕
お
段
の
ザ
ク

セ
ン
農
業
へ
の
出
稼
ぎ
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
た
の
が
、
後
に
は
一
般
に
ド
イ
ツ
内
外
の
東
部

地
域
か
ら
西
部
ド
イ
ツ
農
業
へ
集
団
出
稼
ぎ
に
出
る
季
節
労
働
者
を
総
称
す
る
言
葉
と
な
っ

た
。
ガ
リ
チ
ア
地
方
か
ら
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
に
出
稼
ぎ
に
来
る
季
節
労
働
者
は
ポ
ー
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

ド
人
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
で
あ
る
。
こ
の
農
場
に
は
総
収
容
可
能
人
員
約
五
〇
〇
人
に
及
ぶ
三

棟
の
季
節
労
働
者
専
用
の
集
団
住
居
で
あ
る
「
営
舎
。
り
3
葺
貧
訂
裟
需
」
が
あ
り
、
ま
た
こ
の

他
に
も
大
農
に
よ
っ
て
四
棟
の
「
営
舎
」
が
建
て
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の
総
収
容
可
能
人
員

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

は
約
一
一
〇
人
で
あ
る
。
さ
ら
に
南
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
に
お
い
て
も
一
八
八
O
年
に
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

三
名
の
農
民
出
資
に
よ
り
、
株
式
会
社
形
態
で
甜
菜
工
場
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
こ
で
も
一
八

八
七
年
に
は
全
部
で
四
棟
の
季
節
労
働
者
専
用
住
居
が
あ
り
、
そ
の
総
収
容
可
能
人
員
は
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

三
三
〇
人
に
及
ん
だ
と
い
う
。

　
だ
が
、
こ
う
し
て
開
始
さ
れ
た
集
約
的
作
物
の
作
付
け
と
東
欧
季
節
労
働
者
の
導
入
が
、

干
拓
地
域
を
中
心
と
す
る
全
農
民
層
に
ほ
ぼ
一
般
化
し
た
の
は
、
一
八
九
三
年
以
後
の
キ
ャ

ベ
ツ
作
の
急
速
な
普
及
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
は
や
が
て
ド
イ
ツ
に
お
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表1－3ブラウンシュヴァイク邦国のある大農経営における連畜による年間作業

　　　日数（1987年，単位＝労働日）
冬穀夏穀　欄作物25モ砂ンi休蹴騨40モル　40モル’　　　　　　　　　　　　　　　　　15モル　15モル

その

計
ゲン　ゲン　i根菜類豆類クロ司fi小計iゲン　ゲン

他の

業

春（3／15～5／31）

（6／1～8β1）

（9／1～12／1）

（12／1～3／15）

　30i20　35　　i23・5i5．5　4i8　λ565ilm…3乳5　2

6　16i185　　1…1黛5i　　1
季は，摯耕・厩肥運搬・市場への運搬が主な仕事内容

10．5

2
5
．
5

64

8
7
8
8
0

415　　50i46・5　6　　75i60・oi37・5　　3 28．0 300

注：　改良三圃式で120モルゲン（；約30㌶）の農耕地と15モルゲンの採草地を経営する大農．
出典l　Th・msen，」・一W・，V・m　Hakenpnug　zum　M乞hdrescher・Heide1984，より作成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

け
る
キ
ャ
ベ
ツ
の
主
産
地
と
な
る
ま
で
に
成
長
す
る
。
（
背
景
に
都
市
に
お
け
る
野
菜
需
要
の
増

大
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
V
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
般
に
根
菜
類
・
野
菜
類
の
作
付
け
は
、

年
間
の
農
業
労
動
力
需
要
の
季
節
に
よ
る
落
差
を
著
し
く
拡
大
す
る
。
表
－
－
2
は
、
一
八
九

〇
年
代
末
の
両
郡
の
外
国
籍
の
移
動
労
働
者
数
の
推
移
を
示
し
て
い
る
が
（
東
部
諸
州
の
ド

イ
ツ
国
籍
の
移
動
労
働
者
は
当
然
含
ま
な
い
）
、
特
に
北
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
で
東
欧
諸
国
か

ら
の
労
働
者
数
の
増
大
が
著
し
い
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
一
九
〇
八
年
に
甜
菜
工
場
は
閉
鎖
す

る
が
、
外
国
人
季
節
労
働
者
は
農
民
た
ち
に
よ
る
需
要
の
充
足
を
目
的
と
し
て
協
同
組
合
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

式
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
つ
づ
け
た
と
い
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
農
民
経
営
に
お
け
る
経
営
様
式
の
転
換
は
、
経
営
に
お
け
る
農
業
奉
公
人

の
意
義
を
も
高
め
た
と
思
わ
れ
る
。
畜
産
主
体
の
経
営
に
お
い
て
畜
産
の
重
み
が
増
す
に
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

い
家
畜
飼
育
に
携
わ
る
大
小
の
奉
公
人
労
働
力
の
意
義
が
高
ま
る
の
は
当
然
だ
が
、
農
耕
的

な
農
民
経
営
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
そ
う
で
あ
る
。
な
ん
と
い
っ
て
も
、
摯
を
扱
い
、

馬
に
よ
る
運
搬
を
担
う
の
は
彼
ら
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
時
期
と
場
所
が
異
な
る
が
、
表
－

3
は
一
二
〇
モ
ル
ゲ
ン
（
約
三
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
の
大
農
経
営
に
お
け
る
二
頭
立
て
連
畜
の

作
業
日
数
の
作
物
別
・
季
節
別
分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
四
季
を
通
じ
て
の
作
業
量
の

平
準
化
と
と
も
に
、
小
面
積
の
根
菜
類
の
作
付
け
が
冬
穀
物
に
匹
敵
す
る
連
畜
の
作
業
量
を

必
要
と
す
る
こ
と
が
、
こ
の
表
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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表1－4シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州における

　　　農業労働者の出生地別構成（1907年，単位：パーセント）

全従事 農業労働者の出生地別構成
者に対

る比
（％）

当地生

れω

州内生

れ

他州生まれ
うち東部（2）〉

外国生

れ

ii全体

農業奉公人

地経営する自由日雇い

婚常雇労働者

地経営しない自由日雇い

24．9

．3

．4

2．2

24．4

8．0

2．0

9．8

59．2

3．2

9．8

0．4

1L3　（55）

．7　（3．4）

5．7　（8．9〉

4．0　（9．2）

5．1

．1

．4

4．8

　100
　
1
0
0
：
i
…
　
1
0
0

農業労働者全体 46．8 23．1 58．1 11．8　（63） 7．0 　100

全農業従事者 100．0 32．9 55．3 7，6　（35） 4．1 　100

注1）当地生まれとは出生したゲマインデで数えられたもの．州内生まれには当地生まれを含まず。
　2〉「東部」とは，Qstpreuβen，WestpreuBen，Pommem，Posen，Brandenburg，Schlesienの六州の出身者のこと．

出典：St諮tik　des　deutschen　Reichs，Bd．210

　
他
方
、
脱
穀
に
つ
い
て
い
う
と
、
マ
ル
シ
ュ
地
方
で
も
蒸
気
脱
穀
機
の
利
用
が

一
九
世
紀
後
半
期
に
↓
般
化
し
て
く
る
。
一
九
〇
七
年
の
農
業
経
営
統
計
に
よ
れ

ば
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
の
蒸
気
脱
穀
機
の
利
用
率
は
全

経
営
数
の
一
四
・
六
％
で
、
ド
イ
ツ
帝
国
全
体
の
九
・
九
％
を
大
き
く
上
回
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

大
農
層
の
そ
れ
は
四
二
・
一
％
に
達
し
て
い
る
。
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
、
特
に

マ
ル
シ
ュ
地
方
を
中
心
と
す
る
西
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
域
に
特
徴
的
な
の
は
、

蒸
気
脱
穀
機
の
利
用
が
専
門
の
移
動
賃
請
負
脱
穀
経
営
に
よ
り
担
わ
れ
た
こ
と
で

あ
る
。
土
着
の
男
た
ち
は
一
般
に
甜
菜
作
や
蒸
気
脱
穀
な
ど
新
し
い
型
の
労
働
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

従
事
す
る
こ
と
を
嫌
っ
た
か
ら
、
一
部
の
基
軸
的
労
働
過
程
を
別
に
す
れ
ば
請
け

負
い
脱
穀
に
雇
用
さ
れ
た
の
は
主
に
「
モ
ナ
ー
ヘ
ン
躍
o
器
R
訂
旦
、
す
な
わ
ち
「
路

上
の
君
主
た
ち
」
を
自
称
す
る
放
浪
者
的
な
労
働
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に

土
着
の
男
子
労
働
者
に
と
っ
て
蒸
気
脱
穀
機
の
登
場
は
、
通
常
指
摘
さ
れ
る
よ
う

　
　
　
　
か
ら
ざ
お

な
冬
季
の
殻
竿
脱
穀
の
消
滅
に
よ
る
脱
穀
期
間
の
短
縮
だ
け
で
は
な
く
て
、
脱
穀

労
働
過
程
そ
の
も
の
か
ら
駆
逐
さ
れ
る
と
い
う
側
面
を
も
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
新
た
な
農
業
の
展
開
に
伴
う
農
業
労
働
力
需
要
の
変
化
、
そ
し
て
拡

大
と
流
動
化
を
伴
う
労
働
力
市
場
の
構
造
的
な
変
化
が
多
様
な
形
態
の
「
他
所
者
」

労
働
者
を
マ
ル
シ
ュ
地
方
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
北
デ
ィ
ト

47　第1章北西ドイツにおける大農一農業奉公人



マ
ル
シ
ェ
ン
郡
で
は
農
業
労
働
者
総
数
約
四
〇
〇
〇
人
の
う
ち
外
国
人
季
節
労
働
者
約
四
〇
〇
～
五
〇
〇
人
、
モ
ナ
ー
ヘ
ン
た
ち
は
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

心
と
な
る
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
地
区
だ
け
で
約
七
〇
〇
～
九
〇
〇
人
に
及
ん
だ
と
い
う
。

　
最
後
に
、
比
較
的
単
純
な
統
計
的
数
値
か
ら
、
こ
の
地
方
の
「
他
所
者
」
労
働
者
の
量
的
意
義
と
特
徴
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。

な
お
、
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
域
の
「
モ
ナ
ー
ヘ
ン
」
の
数
字
に
つ
い
て
は
右
に
あ
げ
た
数
字
だ
け
で
そ
れ
以
上
は
不
詳
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
以
下
は
季
節
労
働
者
と
奉
公
人
に
つ
い
て
の
み
の
検
討
で
あ
る
。

　
さ
て
、
表
1
4
は
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
の
農
業
労
働
者
の
出
生
地
別
の
構
成
比
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

ー
－
5
は
同
じ
事
柄
を
奉
公
人
に
限
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
全
体
で
み
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
表
も
一
九
〇
七
年
の
職
業
統
計
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
ま
ず
、
表
－
－
4
か
ら
は
、
第
一
に
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
農
業
労
働
者
に
お
い
て
も
「
州
内
生
ま
れ
」
が
最
も
多
く
全
体
の

六
割
弱
を
占
め
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
州
を
単
位
と
し
た
農
業
労
働
力
市
場
圏
が
成
立
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
第
二

に
、
し
か
し
、
「
他
州
生
ま
れ
」
「
外
国
生
ま
れ
」
の
労
働
者
は
奉
公
人
層
に
お
い
て
も
一
六
％
を
占
め
、
こ
の
う
ち
「
外
国
生
ま
れ
」
の

奉
公
人
は
五
・
五
％
と
労
働
力
市
場
で
枢
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
表
－
－
5
に
お
い
て
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域
の
農
業
奉
公
人
の
構
成
を
他

統計による）

　出生地別構成比（b〕

当該州　　他州　　外国人

　け）　　（ロ）　　内

（％）　　（％）　　（％）

6．5

2．6

3．4

3．4

0．7

1．2

5．1

1．4

1．7

1．3

2．1

2．6

10．7

1．6

0．6

2．0

2．7

　1．2

7．1

4．8

2．6

7．8

13．7

11．3

22．1

15．3

25．5

6．4

12．4

6．9

　2．7

3．7

6．6

92．3

90．4

91．8

94．0

91．5

85．1

83．6

76．5

83．0

73．2

91．5

85．0

82．5

95．8

95．8

91．4

97．3

えられた者の比率を表す．つ
っいた者は含まない．）

地
域
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
地

方
が
他
州
に
比
べ
て
も
「
他
州

生
ま
れ
」
「
外
国
生
ま
れ
」
の
奉

公
人
の
割
合
が
高
い
こ
と
が
み

て
と
れ
る
。
こ
の
う
ち
「
他
州
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表1－5　男女農業奉公人Gesindeの出生地別構成（1907年の帝国職業

当該州生ま 当該州で数えられた奉公人の出生地 流出率（a）

れの者が他 （当該州生

州で奉公人 当該州 他州生　　外国生　 他州生ま まれ全体に

として数え

れた者

生まれ
曾）

生まれ　　まれ　　れ＋外国
・）　　の　医⑫）＋＠

対する流出

の比率）

（人） （人） （人）　　（人〉　　（人〉 （％）

OStpreuBen 7，728 66，909 859　　4，74115，600 10．4

WeStpreuBen 5，762 31，957 2，500　　　　904　　　3，404 15．3

Posen 9，523 36，995 1，947　　1，35713，304 20．5

Schlesien 11，028 100，516 2，8・7　3，58516，392 9．9

Pommem 5，428 39，100 3，330　　30913，639 12．2

Mecklenburg 2，265 25，967 4・169　　367i4・536 8．0

Schleswi晋H・1stein 1，709 45，776 6，208　　　　　　2，785　　　　　　8，993 3．6

Brandenburg 4，759 50，608

　　　　　　　　　　i14，590　　　　　　　941　　　　　15，531

8．6

P．Sachsen 9，615 50ρ53
9，242　1，。、3i、。，255

16．1

Braunschweig 3，459 11，906 4，148　　2。4i4，352 22．5

K．Sachsen 4，638 111，333 7，753　　2，565i10，318 4．0

WeStfalen 2，526 52，014 7，585　　1，572　i9，157 4．6

Rheinland 2，672 50，925 4，243　6，586i・・，829 5．0

Sロdbayem 3，774 146，197 4，031　　　　　　2，441　　　　　　6，472 2．5

N・rdbayem 6，905 82，825 3・167　　481i3・648 7．7

その他の地域 16，060 295，327 21，272　　6，607　127，879 5．2

帝国全体 97，851 1，198，408 97，851　　　　　　36458　　　　134，309　　　　　　　　　　： 7．5

注＝「当該州生まれの者が他州で数えられた者」と「当該州の他州出身者」の合計数は当然一致する．
　　　（a）は，当該州の出身者で奉公人と数えられた者のうち，当該州ではなく他州で奉公人として数

　　　　　まり，当該州出身の奉公人の州外流出率を意味する．（もちろん，州外で農業奉公人以外に
　　　（b）は，当該州で奉公人として数えられた者の出身地別の構成比．

出典：表1－4に同じ

生
ま
れ
」
の
奉
公
人
の
主
要
部

分
は
オ
ス
ト
・
プ
ロ
イ
セ
ン
か

　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

ら
の
流
入
者
た
ち
で
あ
る
。

　
次
に
、
先
に
示
し
た
表
－
－
2

に
戻
っ
て
外
国
人
季
節
労
働
者

》
仁
o
り
匡
⇔
α
酵
∩
げ
O
零
薗
ロ
α
①
旨
P
『
σ
O
評
R

の
民
族
構
成
を
み
て
み
よ
う
。

こ
の
表
の
州
全
体
の
欄
に
お
け

る
デ
ン
マ
ー
ク
人
は
事
実
上
は

北
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
の
土
着

の
デ
ン
マ
ー
ク
人
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
分
は
除
く
必
要
が
あ
る
。

そ
う
す
る
と
こ
の
表
か
ら
は
、

一
九
世
紀
末
を
画
期
に
し
て
デ

ン
マ
ー
ク
人
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

人
か
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
者

へ
と
外
国
人
労
働
者
の
エ
ス
ニ
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シ
テ
ィ
が
転
換
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
後
に
補
論
で
見
る
よ
う
に
一
八
六
〇
年
代
末
か
ら
一
八
八
O
年
代
に
か
け
て
デ
ン
マ
ー
ク

人
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
奉
公
人
が
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
や
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
方
に
多
数
流
入
す
る
。
だ
が
、
一
九
世
紀
末
に
な
る
と

そ
の
数
は
減
少
し
、
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
を
中
心
に
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
、
オ
ス
ト
プ
ロ
イ
セ
ン
、
そ
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
流
入
が
み
ら

　
　
　
　
ま
　

れ
た
と
い
う
。
北
欧
の
奉
公
人
か
ら
東
欧
の
季
節
労
働
者
へ
の
転
換
。
そ
の
こ
と
は
一
方
で
は
北
欧
農
村
が
労
働
力
供
給
地
か
ら
逆
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

需
要
地
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
北
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
労
働
市
場
構
造
の
転
換
の
一
端
を
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
他
方
で
は
、
北
シ
ュ

レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
の
デ
ン
マ
ー
ク
人
問
題
、
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
問
題
と
い
う
二
重
の
民
族
問
題
を
こ
の
地
域
の
農
業
が

は
ら
ん
で
い
た
と
い
う
事
情
も
あ
ぶ
り
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
般
に
、
我
々
は
工
業
化
に
お
け
る
移
動
と
い
う
と
、
農
業
か
ら
工
業
へ
、
あ
る
い
は
農
村
か
ら
都
市
へ
と
い
う
移
動
を
重
視
す
る

（
ル
イ
ス
・
モ
デ
ル
は
ま
さ
に
こ
の
前
提
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
理
論
モ
デ
ル
だ
）
。
だ
が
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
私
は
農
村
か
ら
都
市
へ
の
移

動
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
農
村
か
ら
農
村
へ
の
移
動
の
方
に
こ
そ
着
目
し
た
い
。
確
か
に
、
現
実
に
は
、
当
該
地
域
の
雇
用
主
の
農
業

労
働
市
場
問
題
に
対
す
る
関
心
も
農
村
若
年
層
を
中
心
と
す
る
都
市
流
出
の
増
大
と
そ
れ
に
よ
る
労
働
力
不
足
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

北
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
に
お
い
て
も
人
口
数
で
み
る
限
り
流
出
が
基
調
で
あ
り
、
事
実
多
く
の
若
者
は
都
市
に
職
を
求
め
た
と
い
う
。

し
か
し
、
第
一
に
人
口
数
の
動
向
は
流
動
性
の
高
い
「
他
所
者
」
の
農
業
労
働
者
の
流
入
を
反
映
し
な
い
し
、
第
二
に
労
働
力
不
足
も

単
に
量
が
問
題
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
時
期
の
不
足
は
、
労
働
力
需
要
の
季
節
変
動
の
増
大
に
よ
る
も
の
と
、
一
定
の
労
働
能
力
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

秩
序
意
識
、
そ
し
て
賃
金
水
準
を
満
た
す
よ
う
な
農
業
奉
公
人
を
中
心
と
す
る
熟
練
労
働
者
の
不
足
に
大
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
前
者

が
多
様
な
「
他
所
者
」
の
季
節
労
働
力
の
流
入
と
導
入
に
よ
っ
て
「
解
消
」
さ
れ
、
部
分
的
に
は
土
着
農
業
旦
雇
い
を
圧
迫
す
る
側
面

す
ら
も
つ
の
に
対
し
、
畜
産
・
酪
農
な
ど
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
・
経
済
的
意
義
を
増
し
つ
つ
あ
る
後
者
の
不
足
は
同
じ
や
り
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方
で
は
必
ず
し
も
全
面
的
に
解
決
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
労
働
力
需
要
に
つ
い
て
は
、
流
出
と
流
入
の
同
時
存
在
を
背
景
に
こ
う
し
た

「
過
剰
」
と
「
不
足
」
の
両
側
面
が
共
存
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
こ
そ
が
、
一
方
で
競
合
関
係
を
内
包
し
つ
つ
も
、
他
方
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
廻

上
層
の
熟
練
労
働
者
と
下
層
の
「
他
所
者
」
労
働
者
の
格
差
構
造
を
形
成
さ
せ
る
条
件
と
な
っ
た
。
そ
し
て
大
農
経
営
に
お
い
て
重
要

性
を
増
す
土
着
の
奉
公
人
た
ち
も
、
そ
う
し
た
形
で
の
「
上
昇
の
渦
」
の
な
か
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
く
ど
い
よ
う
だ
が
、
流
出
を

語
る
だ
け
で
は
、
こ
う
し
た
側
面
が
見
落
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
社
会
空
間

　
こ
の
よ
う
な
労
働
力
市
場
の
変
化
の
な
か
で
、
奉
公
人
た
ち
の
行
動
や
社
会
生
活
の
あ
り
方
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。

　
表
－
－
6
は
レ
ー
バ
イ
ン
の
農
業
奉
公
人
時
代
の
経
歴
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
表
か
ら
は
彼
が
主
に
ホ
ル
シ
ュ

タ
イ
ン
を
行
動
範
囲
の
単
位
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
方
か
ら
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
ヘ
向
か
っ
た
理
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

が
高
賃
金
・
好
労
働
条
件
の
評
判
を
耳
に
し
た
か
ら
と
い
う
こ
と
の
他
に
は
何
も
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
従
来
は
年
二
回
の
日
付
の
設

定
が
各
地
域
で
ま
ち
ま
ち
だ
っ
た
農
場
移
動
日
が
こ
の
頃
に
な
る
と
春
は
五
月
一
日
、
秋
は
一
一
月
一
日
に
州
レ
ベ
ル
で
標
準
化
さ
れ

　
　
　
　
（
鍾

て
く
る
こ
と
。
こ
れ
ら
は
労
働
力
市
場
が
州
を
単
位
に
制
度
的
に
成
立
し
、
ま
た
奉
公
人
の
行
動
範
囲
が
こ
れ
に
応
じ
て
拡
大
し
た
こ

と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
一
九
世
紀
前
半
の
奉
公
人
の
行
動
範
囲
は
せ
い
ぜ
い
数
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
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マ
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B
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一
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噛
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囚
p
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嘗
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①
嘗
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畑
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瞭
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⑨
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8
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茸
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朔
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p
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（
4
6
）

る
。　

第
二
に
、
彼
は
こ
の
地
域
に
到
着
後
は
奉
公
人
時
代
、
農
業
自
由
日
雇
い
時
代
を
通
じ
て
こ
こ
に
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

特
定
農
場
で
の
雇
用
期
問
は
長
く
て
一
年
、
つ
ま
り
二
回
の
契
約
期
間
で
あ
り
、
そ
の
移
動
は
頻
繁
で
あ
る
。
定
着
化
に
伴
い
地
域
外

に
職
を
得
る
こ
と
は
な
く
な
る
が
、
彼
は
不
満
や
問
題
が
あ
る
場
合
は
即
座
に
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
高
い
賃
金
を
求
め
て
次
々
と
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
〉

場
を
替
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
も
奉
公
人
の
雇
用
期
間
は
決
し
て
長
く
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
「
奉
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

人
は
異
常
な
ほ
ど
頻
繁
に
主
人
田
誤
3
鉢
を
替
え
た
」
と
い
う
報
告
な
ど
か
ら
判
断
し
て
、
彼
ら
の
流
動
性
も
少
な
か
ら
ず
高
ま
っ
て

い
た
と
い
え
よ
う
。
相
即
不
離
に
進
む
行
動
範
囲
の
拡
大
と
流
動
性
の
高
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
は
彼
ら
の
特
定
農
場
へ

の
帰
属
意
識
は
稀
薄
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
レ
ー
バ
イ
ン
の
叙
述
か
ら
は
、
奉
公
人
と
の
日
常
的
接
触
を
極
力
避
け
よ
う
と
す
る
大
農
の
態
度
が
読
み
取
れ
る
。
例

え
ば
、
彼
に
よ
っ
て
典
型
的
と
見
な
さ
れ
た
表
－
占
⑤
の
大
農
夫
婦
は
、
被
雇
用
者
冨
爵
に
対
し
て
必
要
な
こ
と
以
外
は
何
も
喋
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

ず
、
自
分
の
住
居
に
入
れ
よ
う
と
さ
え
し
な
い
。
表
－
占
⑥
の
農
場
主
は
、
こ
の
地
域
の
優
良
経
営
主
で
、
農
会
で
権
威
的
な
地
位
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

あ
る
近
代
的
農
業
者
で
あ
っ
た
が
、
彼
も
被
雇
用
者
に
対
し
て
は
冷
淡
な
接
し
方
し
か
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
大
農
の
奉
公
人

に
対
す
る
姿
勢
は
彼
ら
の
社
会
生
活
の
あ
り
よ
う
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
世
紀
後
半
は
相
互
訪
問
に
よ
る
大
農
た
ち
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

交
流
が
盛
ん
に
な
る
が
、
こ
れ
は
奉
公
人
や
他
の
農
村
下
層
民
を
全
く
排
除
す
る
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
北
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
の
奉

公
人
で
あ
っ
た
T
・
ゴ
ン
デ
ー
ゼ
ン
0
8
幕
ω
9
の
体
験
は
こ
れ
を
明
白
に
語
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ス
ト
ホ
　
フ

　
　
こ
の
村
（
Z
・
酵
碧
鐸
聾
）
で
は
、
毎
年
二
月
に
村
の
宿
屋
で
農
民
た
ち
が
自
分
た
ち
だ
け
の
祝
宴
を
開
催
し
た
。
参
加
す
る
の
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は
農
民
夫
婦
と
彼
ら
の
成
人
し
た
息
子
や
娘
、
そ
し
て
彼
ら
に
よ
り
招
待
さ
れ
た
者
た
ち
で
、
こ
れ
は
主
に
近
隣
の
農
民
の
息
子

や
娘
た
ち
で
あ
っ
た
。
子
息
た
ち
を
知
己
に
さ
せ
る
の
が
主
要
目
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
と
き
、
ゴ
ン
デ
ー
ゼ
ン
は
自
分
の

主
人
匡
窪
に
向
か
っ
て
、
こ
の
祝
宴
の
排
他
性
を
主
張
し
た
。
こ
の
た
め
主
人
の
妻
蟹
需
旨
が
彼
を
招
待
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

彼
は
招
待
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
当
日
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
で
は
、
彼
を
見
つ
け
た
ゲ
マ
イ
ン
デ
議
長
の
息
子
が
彼
を

指
さ
し
て
大
声
で
言
っ
た
。
「
何
で
こ
こ
に
い
る
ん
だ
」
と
。
そ
の
場
は
主
人
の
妻
が
自
分
の
招
待
客
だ
と
い
っ
て
助
け
て
く
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

一
緒
に
踊
っ
て
く
れ
も
し
た
が
、
彼
は
早
々
に
家
に
引
き
上
げ
た
。
（
以
上
大
意
）

　
こ
の
事
例
は
大
農
層
が
家
族
守
巨
ぎ
を
単
位
に
閉
鎖
的
な
階
層
化
を
進
め
た
こ
と
を
物
語
る
。
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
・
マ
ル
シ
ュ
地
方

で
は
、
既
に
一
九
世
紀
前
半
に
奉
公
人
部
屋
O
a
＆
窪
号
。
の
確
立
に
よ
っ
て
大
農
と
奉
公
人
の
生
活
空
間
の
実
質
的
な
分
離
が
生
じ

た
が
、
ゲ
ッ
チ
ュ
o
α
§
3
は
こ
れ
を
〈
農
民
的
大
家
族
α
霧
α
つ
彗
N
。
コ
帥
9
の
崩
壊
〉
目
〈
大
農
家
族
守
巨
ぎ
の
市
民
化
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

化
）
〉
の
端
緒
と
評
価
し
て
い
る
。
大
農
層
の
社
会
的
階
層
化
は
、
一
方
で
奉
公
人
の
「
家
」
か
ら
の
排
除
を
伴
い
つ
つ
、
他
方
で
近
代

家
族
の
形
成
に
基
づ
く
農
民
層
の
社
交
世
界
の
形
成
と
強
く
結
び
付
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
写
真
－
－
－
は
一
九
〇
〇
年
頃
と
思
わ
れ
る

デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
の
あ
る
大
農
家
族
の
肖
像
画
で
あ
る
。
中
央
部
に
夫
婦
と
中
国
服
を
着
た
子
供
が
二
人
、
写
真
左
に
バ
ケ
ツ
を
肩

に
下
げ
た
女
子
奉
公
人
、
そ
し
て
写
真
右
に
「
ク
ー
ぺ
」
と
称
し
て
い
た
馬
車
と
一
体
化
す
る
よ
う
に
複
数
の
男
子
奉
公
人
が
立
っ
て

い
る
。
奉
公
人
と
農
民
家
族
の
社
会
的
距
離
感
が
、
こ
の
写
真
に
は
彼
ら
の
空
問
的
距
離
間
と
し
て
見
事
に
可
視
化
さ
れ
て
い
る
と
い

え
よ
う
か
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
大
農
層
の
市
民
化
・
階
層
化
は
、
他
方
で
地
域
的
性
格
を
強
く
保
持
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
農
業

不
況
下
で
の
農
家
負
債
の
進
展
に
伴
い
土
地
の
売
買
も
活
発
に
な
っ
た
が
、
彼
ら
は
「
郷
土
＝
。
冒
讐
外
か
ら
購
入
す
る
こ
と
も
好
ま
な
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い
し
、
郷
土
外
の
者
に
売
る
こ
と
に
も
抵
抗
を
も
っ
て
い
た
」

　
〉
蓼
。

と
し
》
つ

　
大
農
層
が
奉
公
人
を
遠
ざ
け
階
層
的
結
合
を
強
め
た
の
に

対
応
し
て
、
農
場
へ
の
帰
属
意
識
を
失
っ
た
奉
公
人
た
ち
は
、

自
分
た
ち
の
同
一
性
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
奉
公
人
の
交
流
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ス
ト
ホ
　
フ

に
求
め
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
交
流
は
宿
屋
O
磐
8
7

0
婁
且
§
3
鮮
（
ふ
つ
う
飲
食
店
と
旅
館
を
兼
ね
る
）
を
核

に
形
成
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
は
頻
繁
に
、
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ス
ト
ホ
　
フ

も
酒
を
飲
み
た
く
な
く
て
も
宿
屋
に
通
っ
た
と
い
う
し
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藷
）

こ
で
は
定
期
的
に
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
も
開
か
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ス
ト
ホ
　
フ

レ
ー
バ
イ
ン
は
、
毎
週
日
曜
日
の
晩
に
宿
屋
で
「
ヨ
ッ
ト

甘
旦
と
呼
ば
れ
る
奉
公
人
だ
け
の
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
が
開

催
さ
れ
た
と
か
、
大
農
た
ち
が
相
互
訪
問
で
農
場
を
留
守
に

す
る
と
す
ぐ
に
近
所
の
奉
公
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
ダ
ン
ス
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
騙
）

踊
っ
た
と
か
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
当
時
の
奉
公
人
の
「
道

徳
的
退
廃
」
を
訴
え
る
各
牧
師
た
ち
に
よ
る
報
告
は
、
彼
ら

の
夜
歩
き
汗
ε
呉
a
σ
9
が
若
い
奉
公
人
の
性
道
徳
に
悪
い
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（
5
7
）

影
響
を
与
え
、
ま
た
、
当
時
農
村
下
層
民
の
大
き
な
問
題
と
さ
れ
た
婚
外
出
生
児
の
最
大
の
温
床
に
な
っ
て
い
る
と
批
判
す
る
が
、
こ

れ
は
彼
ら
が
互
い
の
奉
公
人
部
屋
を
訪
ね
あ
っ
て
密
接
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
逆
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
ガ
ス
ト
ホ
ー
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

当
時
の
宿
屋
は
奉
公
人
斡
旋
業
も
兼
ね
、
ま
た
流
入
す
る
移
動
労
働
者
の
た
ち
の
簡
易
宿
泊
所
を
兼
業
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
か
ら
、

奉
公
人
た
ち
に
と
っ
て
は
重
要
な
情
報
調
達
の
場
で
も
あ
っ
た
。
賃
金
、
食
事
、
処
遇
を
三
大
基
準
と
す
る
各
農
場
の
評
価
も
、
こ
う

し
て
形
成
さ
れ
各
自
に
内
面
化
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
情
報
は
よ
く
機
能
し
、
評
価
の
低
い
大
農
は
奉
公
人
移
動
日
に
容
易
に
奉
公
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

を
獲
得
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
ま
た
、
男
子
奉
公
人
た
ち
は
農
業
労
働
者
の
妻
や
農
村
未
亡
人
た
ち
と
年
二
〇
～
二
四
マ
ル
ク
の
料
金
で
洗
濯
裁
縫
女
《
婁
7
琶
α

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
0
）

里
鼻
。
3
聾
の
契
約
を
結
ん
だ
が
、
こ
れ
は
所
属
農
場
か
ら
は
独
立
し
た
比
較
的
長
期
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
奉
公
人
と
他
の
農
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

下
層
民
と
の
日
常
的
関
係
は
詳
び
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
こ
か
ら
は
、
奉
公
人
た
ち
が
農
場
の
支
配
が
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
、
ゲ
マ
イ

ン
デ
の
下
層
社
会
に
立
脚
し
う
る
素
地
を
も
ち
え
た
こ
と
が
読
み
取
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
奉
公
人
た
ち
も
社
会
生
活
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
階
層
化
を
進
め
た
と
思
わ
れ
る
が
、
他
方
で
、
奉
公
人
集
団
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

金（単位＝マルク）

建設業

熟練

週給）

綿工業
子
（
週
給
）

綿工業
子
（
週
給
）

物価

数

14．2 80

13．2 75

13．8 68

16．7 19．0 14．3 77

16．7 18．2 12．7 75

16．6 73

17．1 27．2 14．9 74

18．2 22．1 14．6 76

紡績業賃金はバイエルンの

1899，S．36、

部
秩
序
原
理
の
問
題
と
し
て
、
そ
の
序
列
的
編
成
の
存
在
が
し
ば
し

ば
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
が
身
分
制
的
農
村
支
配
の
基
盤
で
あ
っ
た
こ
と

が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ

れ
る
の
は
、
奉
公
人
頭
9
＆
ざ
R
ぼ
を
長
と
し
、
職
務
と
位
階
に

従
っ
て
壁
号
》
馨
琶
」
零
日
牙
日
々
執
り
行
わ
れ
る
共
同
食
事
慣
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表1－7ディトマルシェンおよびその近郊における奉公人貨幣賃

男奉公人頭 年少奉公人 女子奉公人 建設業

GroBknech〔 Kleinknecht Magd 報告対象とされた場所 熟練

（年賃金） （年賃金） （年賃金） （週給）

1873年 260 150～210 90～130 Steinburg（1） 21．2

1883 180～210 Norderdithm且rschen（2） 20．フ

1886 240 Norderdithmarschen（3） 23．8

1891 400 200～300 135～250 Dithmarschen（4〉 26．7

1893 400～450 150～300 180～240 Krempe（5），Steinburg（6） 26．ア

1895 360～400 280 200～220 D孟thmarschen（7） 26．2

1897 360～450 280～300 220 Dithmarschen（7） 26．7

1899 370～500 300～350 230～250 Di〔hmarschen（7） 28．3

注：農業奉公人賃金は貨幣賃金のみ，従って現物給を含まない．
　　　工業労働者賃金は週給．建設業賃金はベルリン，ロストク，ニュルンベルク三市の平均．綿

　　物価指数は1913年を100とした数．
出典＝（1）G・kz，T．，Die　Lage　ded加dli⊂hen　Arbeiter，1875、

　　（2）・（3）Rehbe主n，E，Das　Leben　eines　Landarbeite【s，1985，S．135u，15g，

　　（4〉GroBmann，Die　landlichen　Arbeitelverh互lt且isse　in　Schleswig－Holste三n，1900，S．41gff

　　（5〉Landwirtschaftliche　Wochenbaltt　fUr　Sc鼓1eswig－Holstein，1893，S，242、

　　（6〉Gnmenberg，A．，D孟e　Landarbeiter産n　den　Provinzen　Schleswig－Hols【ein　und　Hannover…，Tロbingen

　　（7〉W貢bb且a，Uber　dle　Arbeiterverh巨1mlsse　in　Provinz　Schleswig・Hols亡ein，1900，S．14 17．

　　　工業賃金および物価指数は，Bry，G，W艮ges　in　Germny，1960，p・339，350・325による．

　
　
　
（
6
2
〉

行
で
あ
る
。
こ
の
慣
行
の
マ
ル
シ
ュ
地
域
に
お
け
る
存
在
に
つ
い
て

は
私
は
未
だ
確
認
で
き
て
い
な
い
し
、
ま
た
仮
に
存
在
し
て
い
た
と

し
て
も
、
そ
う
し
た
奇
異
な
慣
行
だ
け
を
根
拠
に
彼
ら
の
「
序
列
的

制
度
」
を
結
論
づ
け
る
の
は
飛
躍
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ

れ
が
奉
公
人
の
社
会
集
団
の
特
徴
と
し
て
ど
の
程
度
の
意
義
を
も
つ

も
の
な
の
か
、
ま
た
、
大
農
の
奉
公
人
労
働
力
支
配
と
ど
う
関
係
し

て
い
た
の
か
が
具
体
的
に
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
確
か
に
奉
公
人
頭
は
他
の
奉
公
人
に
対
す

る
管
現
の
機
能
を
あ
る
程
度
与
え
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、

他
の
奉
公
人
の
労
働
条
件
を
規
定
す
る
よ
う
な
権
限
は
も
っ
て
お
ら

ず
、
実
際
の
労
働
を
指
揮
す
る
の
は
大
農
自
身
で
あ
っ
た
。

　
表
－
－
7
は
主
に
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
の
一
九
世
紀
末
の
奉
公
人

の
貨
幣
賃
金
の
推
移
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
奉
公
人
不
足
を
反

映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
特
に
一
八
九
〇
年
代
末
の
著
し
い
賃
金

の
上
昇
が
明
白
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
よ
り
も
奉
公
人
間

の
賃
金
格
差
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
奉
公
人
頭
と
他
の
奉
公
人
と

の
間
で
、
ま
た
男
子
奉
公
人
と
女
子
奉
公
人
の
間
で
賃
金
格
差
が
存
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在
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
そ
の
比
率
は
ど
ち
ら
も
ほ
ぼ
三
対
二
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
の
右
欄
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
工

業
の
熟
練
労
働
者
と
非
熟
練
労
働
者
の
差
、
ま
た
男
女
の
賃
金
格
差
も
各
々
ほ
ぼ
三
対
二
で
あ
り
、
農
業
奉
公
人
に
お
い
て
特
に
内
部

格
差
が
顕
著
だ
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
だ
け
か
ら
み
れ
ば
、
フ
レ
ミ
ン
グ
の
い
う
よ
う
な
工
業
労
働
者
と
は
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

な
り
、
特
に
農
業
労
働
者
の
対
自
的
階
級
形
成
を
根
本
的
に
制
約
す
る
よ
う
な
序
列
的
編
成
原
理
の
存
在
な
る
も
の
を
こ
こ
で
明
言
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
む
し
ろ
奉
公
人
の
社
会
的
階
層
化
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
重
視
し
た
い
の
は
、
土
着
奉
公
人
と
「
他
所
者
」
農
業
労
働
者
の

関
わ
り
で
あ
る
。
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
が
他
州
に
比
べ
て
も
外
国
人
を
含
む
「
他
所
者
」
の
奉
公
人
の
比
率
が

高
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
彼
ら
の
流
入
形
態
と
し
て
は
、
レ
ー
バ
イ
ン
の
よ
う
な
個
人
的
流
入
の
他
に
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
人
奉
公
人
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
私
的
仲
介
業
者
に
よ
る
調
達
、
オ
ス
ト
プ
ロ
イ
セ
ン
の
奉
公
人
に
お
け
る
農
業
会
議
所
に
よ
る
調

達
、
さ
ら
に
は
特
に
年
少
者
の
場
合
は
季
節
労
働
者
の
一
員
と
し
て
の
流
入
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
最
後
の
も
の
は
職
名
と
し

て
は
同
じ
奉
公
人
で
あ
っ
て
も
事
実
上
は
季
節
労
働
者
集
団
へ
の
帰
属
が
強
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
人
奉
公
人
は
固
有
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
「
他
所
者
の
奉
公
人
」
で
あ
る
。
彼
ら
に
つ
い
て
は
固
有
の
問
題
領
域
を
な
す
と
思
わ

れ
る
の
で
、
本
章
で
は
な
く
、
後
の
補
論
に
お
い
て
、
対
象
地
域
を
「
北
ド
イ
ツ
農
村
」
に
ま
で
拡
大
す
る
な
か
で
改
め
て
論
じ
る
こ

と
に
し
た
い
。

　
こ
こ
で
は
「
土
着
」
と
「
他
所
者
」
の
関
わ
り
方
を
、
土
着
の
奉
公
人
と
「
東
欧
季
節
労
働
者
集
団
」
と
い
う
視
角
に
限
っ
て
み
て

み
よ
う
。
す
る
と
、
そ
こ
で
は
同
化
よ
り
も
、
労
働
・
生
活
条
件
の
格
差
を
前
提
と
し
た
明
白
な
社
会
的
分
離
の
方
が
確
認
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
第
二
章
で
み
る
よ
う
に
、
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
に
お
い
て
集
団
的
に
導
入
さ
れ
る
東
欧
季
節
労
働
者
は
、
第
一
に
プ
ロ
イ
セ
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ン
一
般
に
み
ら
れ
る
の
と
同
じ
く
劣
悪
な
専
用
の
集
団
住
居
を
あ
て
が
わ
れ
、
第
二
に
労
働
過
程
も
土
着
労
働
者
と
は
別
で
あ
り
、
し

か
も
第
三
に
彼
ら
の
労
働
の
管
理
に
は
彼
ら
の
調
達
人
で
も
あ
る
組
頭
が
中
間
雇
用
主
と
し
て
介
在
す
る
な
ど
、
土
着
の
農
業
労
働
者

の
雇
用
関
係
と
は
明
ら
か
に
そ
の
質
を
異
に
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
土
着
の
人
々
は
こ
の
よ
う
な
雇
用
関
係
を
総
じ
て
「
東
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

ル
ベ
」
的
と
見
な
し
、
自
分
た
ち
の
関
係
と
は
違
う
と
捉
え
た
。
マ
ル
シ
ュ
地
方
の
甜
菜
農
場
に
雇
用
さ
れ
る
季
節
労
働
者
は
主
に
ポ
ー

ラ
ン
ド
人
、
ロ
シ
ア
人
、
部
分
的
に
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
か
ら
な
っ
て
い
た
が
、
土
着
の
人
々
は
彼
ら
を
「
オ
ス
ト
プ
ロ
イ
セ
ン
」
と

　
　
　
　
　
（
6
5
）

呼
ん
だ
と
い
う
。
お
そ
ら
く
こ
の
言
葉
は
、
奉
公
人
を
含
め
た
東
欧
出
身
の
「
他
所
者
」
労
働
者
の
代
名
詞
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
今
一
つ
の
「
他
所
者
」
季
節
労
働
者
で
あ
る
モ
ナ
ー
ヘ
ン
も
、
次
章
で
詳
論
す
る
よ
う
に
、
仲
問
う
ち
だ
け
に
通
用
す
る

独
特
の
暗
号
を
も
つ
な
ど
固
有
な
集
団
で
、
土
着
の
人
々
と
の
問
に
交
流
は
少
な
か
っ
た
。

　
要
す
る
に
、
奉
公
人
た
ち
の
生
活
の
あ
り
よ
う
の
変
化
の
裏
側
に
は
こ
う
し
た
多
様
な
「
他
所
者
」
労
働
者
の
出
現
に
よ
る
全
体
と

し
て
の
雇
用
関
係
の
重
層
化
が
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
多
様
化
は
、
確
か
に
農
業
労
働
者
と
し
て
の
「
対
自
的
階
級
形
成
」

を
限
界
づ
け
る
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
「
農
村
近
代
化
の
遅
れ
」
と
し
て
で
は
な
く
、
労
働
力
市
場
の
拡
大
と
流
動

化
を
伴
っ
て
新
た
に
生
じ
て
き
た
世
紀
末
の
時
代
的
特
徴
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
節
　
大
農
－
農
業
奉
公
人
の
雇
用
関
係

以
上
の
よ
う
な
労
働
市
場
、
社
会
生
活
上
の
変
化
を
考
慮
し
つ
つ
、
こ
こ
で
は
大
農
－
奉
公
人
関
係
の
現
実
の
あ
り
よ
う
を
、
日
常
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の
場
で
の
奉
公
人
の
不
満
形
成
と
そ
れ
に
端
を
発
す
る
諸
紛
争
に
着
目
し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。
な
お
、
紛
争
事
例
は
主
に
レ
ー
バ

イ
ン
の
叙
述
か
ら
取
り
上
げ
る
た
め
、
こ
こ
で
描
か
れ
る
の
は
土
着
の
男
子
奉
公
人
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
り
、
女
子
農
業
奉
公
人
や
「
他

所
者
」
の
労
働
者
に
対
す
る
支
配
に
つ
い
て
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。

1

復
活
祭
を
め
ぐ
る
紛
争
か
ら

　
最
初
に
ラ
イ
ン
ス
ビ
ュ
ッ
テ
ル
寄
§
σ
辞
琶
の
農
場
（
表
－
占
⑤
）
で
起
き
た
紛
争
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
こ
の
農
場
は
経
営
と

し
て
は
甜
菜
作
を
取
り
入
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
り
、
労
働
者
の
処
遇
は
ふ
つ
う
で
、
以
下
の
よ
う
な
紛
争
は
レ
ー
バ
イ
ン
が
い
た

一
年
間
の
う
ち
で
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
事
件
は
復
活
祭
の
二
日
目
に
大
農
が
大
麦
作
付
け
地
の
破
土
作
業
。
α
q
α
q
窪
を
命
じ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
春
も
遅
く
天
気
も

　
よ
か
っ
た
か
ら
、
精
力
的
に
種
を
撒
く
必
要
は
奉
公
人
た
ち
も
十
分
心
得
て
い
た
。
彼
ら
は
既
に
「
枝
の
主
日
評
一
霧
o
目
自
お
」
の

　
終
日
と
「
聖
金
曜
日
ζ
昏
魯
茜
」
の
半
日
を
か
け
て
耕
起
作
業
碧
ぼ
旨
を
行
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
仕
事
の
命
令
を
知
る
と
、
彼
ら

　
は
「
あ
ん
ま
り
だ
」
と
思
っ
た
。
奉
公
人
頭
は
他
の
奉
公
人
に
対
し
、
今
日
は
畑
仕
事
は
し
な
い
、
と
言
っ
た
。
不
承
不
承
に
馬

　
の
準
備
を
し
て
い
た
他
の
奉
公
人
も
こ
れ
に
同
意
し
、
馬
を
小
屋
に
戻
し
た
。
何
事
だ
、
と
い
い
つ
つ
大
農
が
や
っ
て
き
た
。
彼

　
は
こ
こ
で
命
令
す
る
の
は
私
だ
、
と
あ
く
ま
で
奉
公
人
に
対
し
服
従
を
要
求
し
た
。
奉
公
人
頭
は
、
我
々
は
既
に
日
曜
日
も
潰
し

　
て
畑
を
走
り
回
っ
て
き
た
、
さ
し
あ
た
り
そ
れ
で
十
分
で
は
な
い
か
、
私
は
祭
り
の
日
ま
で
一
日
中
犠
牲
に
し
た
く
は
な
い
ん
だ
、
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と
応
酬
す
る
。
レ
ー
バ
イ
ン
（
第
二
奉
公
人
）
と
第
三
奉
公
人
も
拒
否
の
意
志
を
示
し
た
後
、
奉
公
人
頭
は
残
り
の
二
人
の
童
僕

甘
謁
R
も
祭
日
を
侵
害
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
奉
公
人
た
ち
が
揃
っ
て
反
抗
し
た
こ
と
は
大
農
に
と
っ
て
は
衝
撃

だ
っ
た
。
み
ん
な
ひ
っ
く
る
め
て
教
区
長
に
訴
え
て
や
る
か
ら
な
、
と
言
い
残
し
て
彼
は
母
屋
に
引
き
上
げ
た
。
奉
公
人
頭
は
レ
ー

バ
イ
ン
に
言
っ
た
。
立
法
や
当
局
に
や
た
ら
と
こ
だ
わ
る
農
業
者
に
対
し
て
は
合
法
的
な
や
り
方
で
怒
ら
せ
て
や
れ
ば
よ
い
、
命

令
を
前
後
の
見
境
な
く
形
式
的
に
の
み
実
行
す
れ
ば
よ
い
の
だ
、
と
。
翌
朝
に
は
大
農
は
平
静
に
な
っ
て
い
た
。
彼
は
当
局
に
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
6
）

訴
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
（
以
上
大
意
）

　
祭
日
の
日
を
犠
牲
に
し
た
く
な
い
と
い
う
奉
公
人
頭
の
言
葉
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
不
満
は
な
に
よ
り
も
大
農
の
労

働
命
令
に
よ
り
、
楽
し
み
に
し
て
い
た
復
活
祭
の
休
日
が
享
受
で
き
な
く
な
る
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
彼
ら
の
時
間
の
支
配

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
こ
の
事
例
の
よ
う
な
祝
日
に
限
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
後
述
の
よ
う
に
平
日
の

日
の
労
働
後
の
外
出
の
問
題
、
お
よ
び
労
働
外
の
夜
の
奉
公
の
問
題
に
も
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
代
の
奉
公
人
紛
争
の
主
要
な
問
題

を
形
成
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
問
題
化
す
る
背
後
に
、
既
述
の
よ
う
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
け
る
奉
公
人
た
ち
の
交
流
世
界
へ

の
結
び
付
き
の
強
ま
り
が
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
だ
ろ
う
。
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
彼
ら
が
不
満
を
内
面
的
に
解
消
す
る

の
で
は
な
く
、
不
服
従
と
い
う
形
で
抵
抗
し
、
結
果
的
に
要
求
を
実
現
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
彼
ら
の
行
動
を
正
当
化
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
直
接
に
は
復
活
祭
に
は
農
耕
労
働
は
し
な
い
と
い
う
慣
行
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の

地
域
で
は
な
い
が
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
オ
ズ
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
タ
近
郊
の
あ
る
大
農
経
営
で
は
、
日
曜
労
働
が
行
わ
れ
て
い
て
も
、

そ
れ
は
収
穫
期
を
除
け
ば
平
日
の
よ
う
な
農
耕
労
働
で
は
な
く
、
家
畜
の
種
付
け
な
ど
の
特
別
な
仕
事
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
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（
6
8
）

認
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
行
動
の
根
拠
は
こ
こ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
・
マ
ル
シ
ュ
地
域
、
お
よ
び
ゲ
ー
ス
ト
地
域
に
つ

い
て
の
当
時
の
農
業
労
働
者
報
告
は
、
一
般
に
奉
公
人
を
中
心
と
し
た
不
服
従
が
か
な
り
の
規
模
で
広
が
っ
て
お
り
、
こ
の
た
め
雇
用

主
＝
窪
が
労
働
時
間
外
の
奉
公
人
の
行
動
に
は
干
渉
し
な
い
風
潮
が
か
な
り
の
広
さ
で
生
じ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
は
奉
公
人
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

農
場
を
替
え
る
こ
と
を
恐
れ
る
た
め
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
九
世
紀
前
半
に
も
こ
の
種
の
紛
争
は
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

一
八
四
〇
年
の
奉
公
人
条
例
o
a
巳
。
R
身
琶
Q
p
の
強
化
に
帰
結
す
る
の
に
対
し
、
こ
の
時
期
に
は
、
奉
公
人
条
例
の
存
在
に
も
か
か
わ

ら
ず
奉
公
人
の
生
活
時
間
の
自
己
支
配
が
あ
る
程
度
ま
で
確
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
一
九
世
紀
末
の
特
徴
だ
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

　
さ
て
、
大
農
は
奉
公
人
の
不
服
従
に
直
面
し
た
場
合
、
自
ら
の
家
父
長
的
権
威
に
従
う
よ
う
要
求
す
る
。
し
か
し
、
既
に
み
た
よ
う

な
日
常
的
な
交
流
を
排
除
す
る
傾
向
の
あ
る
家
父
長
権
の
あ
り
方
で
は
、
奉
公
人
た
ち
の
恭
順
的
態
度
を
獲
得
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

奉
公
人
条
例
に
つ
い
て
も
、
一
般
に
雇
用
主
が
こ
れ
に
訴
え
る
こ
と
は
稀
だ
と
い
わ
れ
、
絶
対
的
な
支
配
力
を
も
っ
て
い
た
と
は
い
え

な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
全
く
無
意
味
な
存
在
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
事
例
の
奉
公
人
頭
の
後
半
の
言
葉
か
ら
は
、

奉
公
人
条
例
が
恐
怖
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
彼
ら
の
大
農
に
対
す
る
行
動
を
制
約
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
当

局
へ
の
告
訴
を
脅
迫
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
い
う
大
農
の
態
度
も
そ
の
裏
返
し
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
全
体
と
し
て
こ
の
紛
争
の
過
程
に

は
、
慣
行
、
家
父
長
的
権
威
、
奉
公
人
条
例
と
い
う
、
当
時
の
農
業
雇
用
関
係
を
規
制
し
た
三
つ
の
力
が
重
な
り
あ
っ
て
い
る
。
奉
公

　
　
　
　
　
　
　
て
　
　
こ

人
た
ち
は
慣
行
を
挺
子
に
家
父
長
的
権
威
は
も
と
よ
り
奉
公
人
条
例
を
も
部
分
的
に
否
定
し
て
い
く
が
、
そ
れ
が
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
奉
公

人
世
界
と
の
関
わ
り
で
形
成
さ
れ
る
実
在
的
な
動
機
関
心
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
は
再
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。

第1部　第二帝政期における農村社会と農業労働者　　62



　
他
方
、
こ
の
事
例
で
奉
公
人
た
ち
が
「
枝
の
主
日
」
や
「
聖
金
曜
日
」
に
精
力
的
に
労
働
し
た
点
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
規

則
的
に
自
由
時
問
を
獲
得
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
大
農
の
恣
意
に
は
よ
ら
な
い
が
労
働
事
情
に
は
強
く
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

た
こ
と
は
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
収
穫
期
の
長
時
問
労
働
や
日
曜
労
働
の
存
在
も
こ
れ
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

2

「
ひ
ど
い
農
場
階
訟
色
9
ぼ
R
匡
禽
」
の
事
例
か
ら

　
紛
争
分
析
の
二
番
目
は
表
－
－
6
⑧
の
大
農
経
営
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
経
営
は
肥
育
を
中
心
と
し
て
お
り
、
大
農
は
そ
の
道

の
専
門
家
と
し
て
知
ら
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
奉
公
人
に
と
っ
て
は
賃
金
が
高
い
の
が
魅
力
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
反
面
、
大
農
の
経
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

熱
心
も
あ
っ
て
労
働
条
件
は
劣
悪
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
こ
こ
で
は
労
使
の
紛
争
が
絶
え
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
奉
公
人
た
ち
の
不
満

も
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
不
満
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
募
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
耐
え
難
か
っ
た
の
は
食
事
と
外
出
に
関

わ
る
問
題
で
あ
っ
た
。

　
奉
公
人
は
住
み
込
み
の
独
身
労
働
者
だ
っ
た
か
ら
、
食
事
は
す
べ
て
大
農
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
、
彼
ら
に
食
事
内
容
を
選
択
す
る
余
地

は
な
い
。
レ
ー
バ
イ
ン
は
こ
の
農
場
で
の
食
事
の
ひ
ど
さ
を
具
体
的
に
述
べ
た
後
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
我
々
は
大
農
が
自
分
た
ち
よ

り
い
い
も
の
を
食
べ
て
い
る
と
文
句
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
ど
ん
な
贅
沢
を
し
よ
う
と
そ
れ
は
彼
の
勝
手
だ
、
だ
が
我
々
に
餌

の
よ
う
な
食
事
を
与
え
る
と
は
何
事
だ
、
こ
れ
で
は
労
働
意
欲
も
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
、
と
。
こ
う
し
た
不
満
が
彼
ら
を

盗
み
に
走
ら
せ
た
。
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あ
る
日
薫
製
室
の
並
び
換
え
作
業
を
命
じ
ら
れ
た
童
僕
は
、
こ
の
好
機
を
逃
さ
ず
「
豚
の
頭
。
。
魯
壽
言
ぎ
又
」
と
ソ
ー
セ
ー
ジ
を

盗
ん
だ
。
ソ
ー
セ
ー
ジ
は
奉
公
人
た
ち
の
間
で
あ
っ
と
い
う
間
に
食
べ
尽
く
さ
れ
た
が
、
薫
製
し
き
っ
て
い
な
い
「
豚
の
頭
」
は

干
し
草
の
な
か
に
隠
さ
れ
た
。
が
、
翌
朝
大
農
が
こ
れ
を
発
見
。
彼
は
怒
っ
て
犯
人
探
し
を
は
じ
め
る
。
だ
が
、
誰
も
犯
人
の
名

を
口
に
し
な
い
。
業
を
煮
や
し
た
大
農
は
、
「
警
察
の
調
査
」
で
脅
迫
に
で
た
。
こ
れ
が
奉
公
人
頭
の
レ
ー
バ
イ
ン
を
刺
激
、
食
事

内
容
を
め
ぐ
っ
て
両
者
の
間
で
醜
い
口
論
が
展
開
さ
れ
た
が
、
そ
の
場
は
大
農
が
居
間
に
引
き
上
げ
て
い
く
こ
と
で
収
ま
っ
た
。

　
　
　
（
7
3
）

（
以
上
大
意
）

　
当
時
の
農
業
経
営
学
の
書
に
は
、
食
事
内
容
の
恣
意
的
変
更
は
損
害
を
も
た
ら
す
の
み
で
、
食
事
の
要
素
の
組
み
あ
わ
せ
は
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巴

だ
け
慣
行
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
か
、
食
事
の
賄
い
を
止
め
た
方
が
労
使
関
係
は
円
滑
で
あ
る
と
か
の
指
摘
が
み
ら
れ
、
奉
公
人
た

ち
が
食
事
に
敏
感
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
こ
こ
で
は
レ
ー
バ
イ
ン
は
奉
公
人
と
し
て
の
食
事
の
水
準
を
問
題
に
し
て
い
る
が
、

こ
の
水
準
に
基
づ
く
不
当
性
の
認
識
が
、
結
果
的
に
一
人
の
窃
盗
行
為
に
集
団
と
し
て
の
抵
抗
の
表
現
と
し
て
の
意
義
を
与
え
た
の
で

あ
る
。
慣
行
に
基
づ
く
食
事
水
準
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
食
事
が
賃
金
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
不
満
の
解
消
が
窃
盗
行
為
に
よ
り
な
さ
れ
る
と
い
う
抵
抗
形
態
上
の
限
界
性
も
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
外
出
の
問
題
に
移
ろ
う
。
既
述
の
よ
う
に
奉
公
人
た
ち
は
他
の
奉
公
人
と
の
結
び
付
き
を
強
め
る
の
に
従
い
、
夜
の
外
出
も
頻
繁
に

な
っ
た
。
こ
の
地
方
の
大
農
は
、
こ
れ
を
規
制
す
る
た
め
奉
公
人
の
部
屋
に
し
ば
し
ば
鉄
格
子
を
取
り
付
け
た
。
こ
の
た
め
彼
ら
の
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
布
）

屋
は
刑
務
所
の
よ
う
な
外
観
を
呈
し
た
と
い
う
。
こ
の
鉄
格
子
の
存
在
は
、
二
重
の
意
味
で
示
唆
的
で
あ
る
。
第
一
に
、
奉
公
人
は
も

と
も
と
外
出
す
る
に
は
大
農
の
許
可
を
必
要
と
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
そ
れ
を
無
視
し
て
ま
で
頻
繁
に
外
出
を
し
て
い
る
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こ
と
。
第
二
に
、
鉄
格
子
を
付
け
て
ま
で
労
働
力
管
理
を
し
よ
う
と
い
う
大
農
の
態
度
に
は
、
奉
公
人
の
生
活
領
域
を
も
直
接
に
支
配

す
る
こ
と
を
当
然
視
す
る
彼
ら
の
意
識
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
さ
て
、
こ
の
農
場
で
は
先
の
一
件
以
来
、
両
者
の
溝
は
深
ま
る
一
方
で
あ
っ
た
が
、
あ
る
日
大
農
は
次
の
よ
う
な
外
出
規
制
強
化
を

命
じ
た
。
晩
に
村
へ
行
っ
た
も
の
は
遅
く
と
も
一
〇
時
に
は
帰
る
こ
と
、
こ
の
門
限
を
破
っ
た
も
の
は
決
し
て
中
へ
は
入
れ
な
い
、
ま

た
外
出
は
週
に
一
度
し
か
許
さ
な
い
、
と
。
と
こ
ろ
が
奉
公
人
に
は
も
う
一
つ
の
不
満
が
あ
っ
た
。
こ
の
頃
に
は
大
農
た
ち
の
交
流
も

盛
ん
で
、
彼
ら
は
相
互
に
訪
問
し
あ
い
、
夜
の
催
し
物
に
も
参
加
。
こ
こ
の
大
農
も
週
二
～
三
回
ほ
ど
外
出
し
、
祝
宴
は
真
夜
中
ま
で

続
い
た
。
こ
れ
が
奉
公
人
た
ち
に
と
っ
て
不
快
な
の
は
、
彼
ら
は
馬
を
車
に
付
け
た
り
外
し
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
大
農

が
帰
宅
す
る
ま
で
、
あ
る
い
は
客
が
家
に
帰
る
ま
で
真
暗
な
部
屋
で
服
を
着
た
ま
ま
、
そ
し
て
目
を
覚
ま
し
た
ま
ま
ベ
ッ
ト
に
横
た
わ
っ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
夜
も
大
農
は
い
つ
も
の
よ
う
に
真
夜
中
の
二
時
に
帰
っ
て
き
た
が
、
奉
公
人
た
ち
は
服
を
脱
い
で
眠
り
込
ん
で
い
た
。
起

き
て
馬
を
外
す
よ
う
に
と
い
う
大
農
の
命
令
に
彼
は
耳
を
貸
そ
う
と
は
し
な
い
。
怒
っ
た
大
農
に
対
し
、
レ
ー
バ
イ
ン
は
「
そ
ん

な
時
間
は
な
い
、
自
分
で
外
し
て
下
さ
い
」
と
主
張
し
、
他
の
奉
公
人
も
こ
れ
に
従
っ
た
。
大
農
は
し
か
た
な
く
馬
を
片
づ
け
た

後
、
そ
の
場
で
レ
ー
バ
イ
ン
に
解
雇
を
通
告
。
既
に
逃
散
で
な
く
解
雇
に
よ
る
雇
用
契
約
の
解
消
を
模
索
し
て
い
た
彼
は
喜
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

こ
れ
を
受
け
入
れ
た
。
そ
の
二
週
間
後
に
は
第
二
奉
公
人
も
解
雇
さ
れ
た
と
い
う
。
（
以
上
大
意
）

　
問
題
の
焦
点
は
こ
こ
で
も
奉
公
人
の
生
活
時
問
の
支
配
に
あ
り
、
彼
ら
の
不
満
の
形
成
の
背
景
も
、
こ
れ
ま
で
の
叙
述
を
確
認
す
る

も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
一
方
で
の
外
出
規
制
と
他
方
で
の
農
業
労
働
時
間
外
の
奉
公
義
務
と
い
う
相
即
不
離
の
二
重
の
支
配
は
、
労
働
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事
情
に
直
接
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
大
農
の
奉
公
人
に
対
す
る
人
格
的
支
配
の
側
面
に
よ
り
強
く
関
わ
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
解
雇
と
い
う
消
極
的
な
形
で
は
あ
れ
結
果
的
に
自
分
た
ち
の
要
求
を
実
現
し
、
て
い
る
こ
と
、
こ
の
大
農
の
労
働
者
に
対

す
る
処
遇
は
や
や
特
殊
で
、
む
し
ろ
既
述
の
よ
う
に
奉
公
人
の
労
働
時
間
外
の
生
活
時
間
に
干
渉
し
な
い
と
い
う
雇
用
主
の
態
度
が
一

般
化
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
農
業
奉
公
人
か
ら
農
業
労
働
者
へ
の
脱
皮
過
程
に
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
こ
の
脱
皮
過
程
は
奉
公
人
の
存
在
形
態
や
雇
用
体
制
の
根
本
的
な
変
化
を
伴
う
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
労
働
慣
行

の
レ
ベ
ル
で
の
変
化
に
と
ど
ま
る
と
は
い
え
、
大
農
－
農
業
奉
公
人
関
係
の
実
質
的
な
変
化
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
レ
ー
バ
イ
ン
が
雇
用
契
約
の
解
消
の
手
段
と
し
て
逃
散
で
は
な
く
解
雇
を
志
向
す
る
の
は
、
連
れ
戻
し
に
対
す
る
恐
れ
と
と
も
に
賃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

金
を
失
わ
な
い
た
め
で
あ
る
。
彼
は
結
婚
資
金
を
蓄
え
た
か
っ
た
が
、
奉
公
人
の
賃
金
は
原
則
と
し
て
契
約
終
了
時
に
支
払
わ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
も
奉
公
人
条
例
の
存
在
は
、
彼
の
抵
抗
形
態
を
強
く
制
約
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

3

奉
公
人
条
例
の
現
実
の
運
用
と
「
契
約
破
棄
」
の
状
況
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こ
れ
ま
で
の
叙
述
か
ら
も
大
農
－
奉
公
人
関
係
に
奉
公
人
条
例
が
深
い
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
た
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、

そ
れ
は
奉
公
人
た
ち
に
恐
怖
と
し
て
意
識
さ
れ
、
彼
ら
の
大
農
に
対
す
る
行
為
を
著
し
く
制
約
し
、
逆
に
大
農
は
こ
れ
を
奉
公
人
た
ち

の
抵
抗
を
抑
え
る
切
り
札
と
し
て
利
用
す
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
他
方
で
は
大
農
は
奉
公
人
た
ち
の
不
服
従
や
窃
盗
行
為
程
度
で

は
告
発
せ
ず
、
む
し
ろ
結
果
的
に
は
奉
公
人
た
ち
の
要
求
が
実
現
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
背
景
に
は
何
が
あ
っ



た
の
だ
ろ
う
か
。
レ
ー
バ
イ
ン
は
表
－

6
③
の
農
場
に
い
た
と
き
逃
散
を
試
み
、
直
接
に
奉
公
人
条
例
と
の
関
わ
り
を
経
験
し
て
い

る
。
ま
ず
、
こ
の
事
例
に
即
し
て
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
ん
し
よ
く

　
　
さ
て
、
こ
の
中
農
家
族
は
村
で
も
評
判
の
吝
薔
家
で
、
こ
こ
が
レ
ー
バ
イ
ン
に
と
っ
て
マ
ル
シ
ュ
地
方
で
の
最
初
の
仕
事
先
で

　
あ
る
こ
と
や
、
奉
公
人
が
彼
］
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
よ
い
こ
と
に
、
彼
は
村
と
の
交
流
を
遮
断
さ
れ
、
賃
金
も
支
払
わ
れ
ぬ
ま
ま

　
に
一
年
半
の
問
た
だ
働
き
を
強
い
ら
れ
る
。
騙
さ
れ
た
と
知
っ
た
後
も
、
情
報
不
足
と
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
の
逃
散
の
事
実
が
彼
に
再

　
度
の
逃
散
を
た
め
ら
わ
せ
た
。
一
八
八
五
年
の
復
活
祭
の
日
、
彼
が
畑
仕
事
を
し
て
い
る
と
一
人
の
農
夫
が
話
し
か
け
て
き
た
。

　
彼
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
祭
り
の
日
に
こ
ん
な
仕
事
を
し
て
い
る
と
は
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
も
の
だ
な
」
。
「
と
に
か
く
逃
げ
出
す
ん

　
だ
。
明
日
に
も
仕
事
は
す
ぐ
に
見
つ
か
る
さ
」
。

　
　
数
日
後
、
畑
で
の
摯
耕
作
業
の
際
に
、
雇
用
主
の
息
子
か
ら
訳
も
な
く
鞭
で
殴
ら
れ
た
彼
は
、
そ
の
場
で
抵
抗
、
す
ぐ
に
農
場

　
に
引
き
返
し
、
脇
に
服
務
手
帳
∪
一
の
羨
ど
3
を
抱
え
て
逃
げ
出
し
た
。
し
か
し
、
新
し
い
農
場
で
働
き
だ
し
て
一
週
問
後
、
彼
は

　
教
区
役
所
囚
嘗
訂
嘗
ぎ
噂
に
連
行
さ
れ
る
。
取
り
調
べ
の
教
区
書
記
呂
R
訂
暑
野
ぼ
昏
R
は
、
彼
の
心
中
を
察
し
て
か
、
そ
の
よ

　
う
な
状
況
の
も
と
で
の
一
年
半
も
及
ぶ
労
働
は
十
分
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
を
暗
示
し
た
。
が
、
こ
う
も
つ
け
加
え
た
。
「
現
在
法
律

　
は
逃
亡
し
た
奉
公
人
の
強
制
連
れ
戻
し
を
定
め
て
い
る
。
君
に
直
ち
に
も
う
一
度
逃
げ
ろ
と
は
い
え
な
い
」
と
。
取
り
調
べ
の
後
、

　
別
の
役
人
が
彼
を
も
と
の
雇
用
主
の
中
農
の
と
こ
ろ
に
連
れ
て
い
っ
た
。
帰
る
途
上
で
レ
ー
バ
イ
ン
は
こ
の
役
人
に
事
情
を
話
し
、

　
連
れ
戻
さ
れ
た
と
き
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
尋
ね
た
。
彼
は
肩
を
す
く
め
て
こ
う
言
っ
た
。
「
最
近
で
は
こ
う
い
っ
た
状
況
に
置

　
か
れ
た
奉
公
人
の
な
か
に
は
、
ま
た
逃
げ
れ
ば
い
い
や
と
い
う
奴
が
い
る
」
と
。
ま
も
な
く
レ
ー
バ
イ
ン
は
農
場
に
着
き
中
農
と
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再
会
す
る
が
、
も
の
の
数
分
と
た
た
ぬ
う
ち
に
彼
は
再
び
、
し
か
し
今
度
は
自
信
に
満
ち
て
逃
散
す
る
。
「
捕
ま
え
て
く
れ
」
と
の

中
農
の
叫
び
に
役
人
は
手
を
振
っ
て
こ
れ
を
断
っ
た
。
八
日
後
、
レ
ー
バ
イ
ン
は
役
所
か
ら
連
れ
戻
し
の
費
用
と
し
て
三
マ
ル
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

を
支
払
う
よ
う
に
と
い
う
処
罰
命
令
を
受
け
る
が
、
こ
れ
は
彼
の
新
し
い
雇
用
主
が
支
払
っ
た
。
（
以
上
大
意
V

　
逃
散
が
犯
罪
行
為
だ
と
い
う
レ
ー
バ
イ
ン
の
意
識
が
、
村
人
と
の
会
話
や
役
人
の
示
唆
を
受
け
て
全
く
正
当
な
行
為
だ
と
い
う
意
識

へ
と
転
換
し
て
い
く
過
程
が
興
味
深
い
。
が
、
こ
こ
で
特
に
着
眉
し
た
い
の
は
行
政
当
局
の
対
応
で
あ
る
。
一
九
世
紀
末
に
お
い
て
も

奉
公
人
条
例
は
全
く
死
文
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
奉
公
人
に
雇
用
契
約
の
途
中
解
約
の
自
由
は
認
め
ら
れ
ず
、
「
契
約
破
棄
」
は
違
法

行
為
で
あ
っ
て
、
告
発
が
あ
れ
ば
当
局
は
判
明
す
る
限
り
で
連
れ
戻
す
方
向
で
対
処
す
る
場
合
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
他
の
事
例
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
一
律
に
適
用
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
こ
こ
で
の
教
区
書
記
や
役
人
の
態
度
に

現
れ
て
い
よ
う
。
彼
ら
は
問
接
的
に
逃
散
を
容
認
す
る
態
度
さ
え
示
し
、
こ
こ
で
は
連
れ
戻
し
は
形
式
的
な
意
味
し
か
も
っ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
の
背
後
に
は
、
逃
散
と
い
う
行
為
が
奉
公
人
た
ち
の
間
で
正
当
な
防
衛
手
段
と
し
て
広
く
意
識
さ
れ
て
い

た
こ
と
、
お
よ
び
そ
れ
を
あ
る
程
度
容
認
す
る
よ
う
な
世
論
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
（
む
ろ
ん
、
奉
公
人
不
足

の
下
で
の
労
働
市
場
に
お
け
る
奉
公
人
の
取
引
力
の
増
大
が
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
。
）
レ
ー
バ
イ
ン
の
罰
金
を
、
彼

に
代
わ
っ
て
支
払
う
新
し
い
雇
用
主
の
態
度
は
、
こ
の
世
論
の
一
端
を
表
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
（
逃
げ
た
奉

公
人
を
）
探
す
に
は
無
駄
な
時
問
も
か
か
り
多
く
の
文
書
も
書
か
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
割
に
罰
の
方
は
軽
い
た
め
、
た
い
て
い
の
場
合
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

刑
事
告
訴
は
思
い
と
ど
ま
る
」
と
い
う
状
況
で
は
、
奉
公
人
条
例
の
制
度
と
し
て
の
機
能
に
明
白
な
限
界
が
き
て
い
る
こ
と
は
否
定
し

難
い
と
思
わ
れ
る
。
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こ
う
し
た
「
契
約
破
棄
」
は
い
っ
た
い
ど
の
程
度
発
生
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
の
叙
述
の
一
般
的
妥
当
性
を
検
証
す
る
た

め
に
も
、
こ
の
点
を
表
－
－
8
に
み
て
み
よ
う
。

　
こ
の
表
に
は
一
八
九
七
年
か
ら
一
八
九
九
年
の
三
年
問
に
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
で
発
生
し
た
農
業
労
働
者
に

よ
る
「
契
約
破
棄
」
の
発
生
件
数
が
各
地
域
別
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
欄
の
「
国
内
人
」
の
う
ち
ほ
ぼ
八
割
程
度
が
奉
公
人
に
よ
る
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麟
露
冒
煮
普
蹄
畿
3
蕊
煎
醒
㏄
塑
琶
脚
㊦
購
喪
曝
帥
耳
’

圧
粗
一
甲
亭
。
墓
β
一
p
＆
尋
馨
ゲ
登
尊
Φ
薙
目
α
。
§
σ
①
罠
呂
」
o
a
且
ρ
ぎ
訂
お
β
郵
一
α
…
ω
鼠
陥
n
鼻
」
禽
牙
暴
3
①
p
窒
駐
扇
」
」
昼
零
串
冨
蟄
ヒ
び
Φ
乙
｛
Φ
≧
匿
霞
黄
『
岡
一
B
馨
ぼ

　
　
牙
亀
8
昔
N
。
り
毫
。
』
・
£
α
q
出
。
『
［
貫
］
〈
一
。
＝
8
。
る
。
巴
P
u
一
島
∩
幕
至
叩
国
。
一
。
・
冨
【
巳
Q
り
∩
訂
内
。
毛
の
室
舅
『
拝
ゆ
。
暴
－
一
書
N
蒔
一
8
。
D
）
Q
り
」
顕
一
，
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も
の
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
数
字
は
当
該
州
の
農
業
奉
公
人
の
「
契
約
破
棄
」
動
向
を
あ
る
程
度
反
映
し
て
い
る
も
の
と
し
て
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

し
つ
か
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
る
に
、
三
年
問
で
州
全
体
で
二
〇
〇
〇
件
に
上
る
契
約
破
棄
件
数
は
明
ら
か
に
そ
の
日
常
化
を
表
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

北
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
で
は
「
国
内
人
」
に
よ
る
発
生
件
数
は
一
三
一
件
で
、
州
内
で
も
特
に
高
い
郡
に
属
し
て
い
る
。
先
の
事
例

の
背
後
に
は
こ
の
よ
う
な
現
実
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
他
方
で
全
体
で
一
六
一
件
、
北
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
で
五
件
の
処
罰

件
数
ω
磐
獣
琶
q
p
I
そ
の
内
容
は
明
ら
か
で
な
い
ー
の
存
在
は
、
奉
公
人
た
ち
が
奉
公
人
条
例
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
客
観
的
根

拠
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
次
に
「
契
約
破
棄
」
の
遠
因
を
表
－
－
8
の
右
欄
の
数
字
か
ら
類
推
し
て
み
よ
う
。
こ
の
表
に
は
、
農
業
労
働
者
総
数
に
対
す
る
発
生

件
数
の
比
率
を
〈
発
生
指
数
1
〉
と
し
て
、
契
約
破
棄
が
す
べ
て
二
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
経
営
で
生
じ
た
と
仮
定
し
た
場
合
の
経
営

あ
た
り
の
発
生
件
数
を
〈
発
生
指
数
2
〉
と
し
て
、
外
国
人
移
動
労
働
者
の
農
業
労
働
者
全
体
に
占
め
る
比
率
を
〈
移
動
指
数
〉
と
し

て
、
一
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
経
営
の
農
地
面
積
が
総
農
地
面
積
に
占
め
る
比
率
を
〈
土
地
所
有
比
率
〉
と
し
て
示
し
て
あ
る
。
（
よ
り

詳
細
な
算
出
は
表
欄
外
の
注
を
参
照
さ
れ
た
い
。
）

　
ま
ず
第
一
に
、
〈
発
生
指
数
〉
と
奉
公
人
賃
金
の
問
に
は
相
関
が
認
め
難
い
。
こ
れ
は
地
域
の
事
情
に
通
じ
た
奉
公
人
は
賃
金
を
基

準
に
農
場
を
選
ぶ
た
め
、
こ
れ
が
雇
用
主
に
対
す
る
直
接
の
不
満
と
な
ら
な
い
こ
と
に
よ
る
と
想
像
さ
れ
る
。
第
二
に
、
大
土
地
所
有

地
域
に
お
い
て
〈
発
生
指
数
2
〉
が
高
い
こ
と
が
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
第
一
に
は
経
営
が
大
き
い
ほ
ど
雇
用
労
働
者

が
多
い
た
め
経
営
あ
た
り
の
発
生
率
は
当
然
高
く
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
同
時
に
、
大
経
営
ほ
ど
東
欧
季
節
労
働
者
集
団
を
積

極
的
に
導
入
す
る
場
合
が
多
い
と
い
う
事
情
、
他
方
で
大
経
営
は
農
民
的
地
域
に
比
べ
て
奉
公
人
へ
の
生
活
時
間
へ
の
支
配
度
が
よ
り
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（
8
2
）

強
く
そ
の
自
己
支
配
を
求
め
る
彼
ら
の
意
識
と
の
間
で
よ
り
強
い
ず
れ
を
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
事
情
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
最
後
に
1
最
も
強
調
し
た
い
こ
と
な
の
だ
が
ー
特
に
く
移
動
指
数
V
と
〈
発
生
指
数
1
〉
の
間
に
は
有
意
味
の
相
関
が
み
ら
れ

る
。
む
ろ
ん
、
流
動
性
が
高
い
こ
と
は
「
契
約
破
棄
」
の
日
常
化
の
条
件
で
あ
っ
て
も
動
機
そ
の
も
の
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
叙
述
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
時
代
の
労
働
市
場
の
特
徴
で
あ
る
流
動
化
と
拡
大
化
が
、
旧
来
の
農
業
雇

用
関
係
の
変
化
に
大
き
な
作
用
を
与
え
た
こ
と
を
、
こ
の
数
字
は
示
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　
農
業
奉
公
人
は
、
ま
さ
に
家
父
長
的
雇
用
主
と
の
間
で
奉
公
人
的
関
係
に
入
る
点
で
、
農
業
雇
用
の
特
性
を
最
も
体
現
す
る
人
々
で

あ
る
。
本
章
の
眼
目
は
、
こ
う
し
た
農
業
雇
用
の
あ
り
よ
う
が
、
労
働
市
場
の
流
動
化
と
重
層
化
を
モ
メ
ン
ト
に
し
て
、
な
に
よ
り
も

ま
ず
奉
公
人
た
ち
の
生
活
時
問
の
自
己
支
配
を
求
め
る
動
き
と
し
て
は
じ
ま
っ
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
し
た
動
き
を
新
た
な
労
働

慣
行
と
し
て
容
認
す
る
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
点
に
あ
っ
た
。
「
『
家
』
と
『
移
動
』
と
『
自
由
』
と
」

と
い
う
本
章
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
は
そ
う
し
た
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
自
由
」
と
は
、
な
に
よ
り
も
「
生
活
の
自

由
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　
家
父
長
的
な
奉
公
人
関
係
の
再
興
が
も
は
や
非
現
実
的
で
あ
り
、
奉
公
人
の
雇
用
関
係
の
焦
点
が
「
他
所
者
」
の
奉
公
人
を
め
ぐ
る

点
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
奉
公
人
問
題
の
解
決
を
目
指
し
州
農
会
の
主
導
の
も
と
で
『
八
九
〇
年
に
ノ
イ
斗
ユ
ン
ス
タ
ー
で
結
成
さ
れ
た
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「
職
業
斡
旋
と
奉
公
人
制
度
改
善
の
た
め
の
協
会
く
窪
ぎ
塗
≧
匿
曾
碧
冒
。
幕
昌
」
N
ξ
浮
ど
詣
鉢
O
a
且
象
窪
霧
」
の
活
動
経
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

に
も
垣
間
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
名
称
が
語
る
よ
う
に
、
こ
の
協
会
の
目
的
は
、
第
一
に
「
他
所
者
」
の
奉
公
人
の
需
要
の
増
大

と
と
も
に
顕
著
に
な
っ
て
き
た
民
間
の
仲
介
業
者
の
悪
弊
－
法
外
な
手
数
料
、
契
約
の
不
履
行
、
手
数
料
稼
ぎ
の
た
め
の
「
契
約
破

棄
」
の
促
進
な
ど
ー
を
雇
用
主
組
織
に
よ
る
奉
公
人
斡
旋
業
務
に
よ
り
克
服
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
奉
公
人
の
道
徳
を
改
善
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
後
者
に
つ
い
て
、
規
約
第
三
条
は
、
会
員
は
「
自
ら
奉
公
人
に
神
の
畏
敬
、
労
働
へ
の
忠
誠
と
秩
序
、
お
よ
び
よ

き
道
徳
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
義
務
」
を
負
い
、
ま
た
「
服
務
手
帳
に
お
い
て
真
実
で
な
い
こ
と
を
証
明
し
な
い
こ
と
」
、
特
に
「
移
動
日

外
の
離
職
＞
蒜
彗
鵬
に
つ
い
て
は
理
由
を
明
記
す
る
こ
と
」
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
奉
公
人
条
例
の
強
化
に
よ
る
改
善
が

考
え
ら
れ
な
い
な
か
で
、
雇
用
主
た
ち
が
集
団
的
な
相
互
規
制
に
よ
っ
て
家
父
長
的
関
係
を
再
興
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
と
見
な

す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
、
そ
の
後
の
こ
の
協
会
の
活
動
は
も
っ
ぱ
ら
前
者
の
活
動
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
、
道
徳
改
善
を
目
指
す
後
者
の
目
的
は
、

組
織
的
な
活
動
と
し
て
は
何
も
具
体
化
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
目
的
設
定
自
体
が
現
実
性
を
欠
い
た
た
め

と
考
え
ら
れ
る
。
前
者
の
奉
公
人
の
仲
介
業
務
の
方
も
、
一
八
九
〇
年
代
前
半
に
お
い
て
は
そ
の
斡
旋
数
は
さ
し
あ
た
り
は
取
る
に
足

ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
既
述
の
よ
う
に
↓
九
〇
七
年
に
お
け
る
こ
の
州
の
東
部
諸
州
か
ら
の
奉
公
人
の
多
さ
に
、
こ
の
組

織
の
活
動
が
何
ら
か
の
形
で
関
係
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
存
在
す
る
。
全
プ
ロ
イ
セ
ン
で
み
る
と
、
こ
の
農
業
会
議
所
の
斡
旋
業
務

が
、
や
が
て
一
九
〇
八
年
の
国
境
で
の
季
節
労
働
者
仲
介
組
織
で
あ
る
「
ド
イ
ツ
農
村
労
働
者
中
央
斡
旋
所
」
の
活
動
に
つ
な
が
っ
て

い
く
の
で
あ
っ
た
。
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註
（
1
）
若
尾
祐
司
『
ド
イ
ツ
奉
公
人
の
社
会
史
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
一
九
八
六
年
。

（
2
）
肥
前
栄
一
『
ド
イ
ツ
と
ロ
シ
ア
』
（
未
来
社
）
【
九
八
六
年
。
同
「
フ
ー
フ
ェ
と
ド
ヴ
ォ
ル
ー
比
較
経
済
史
の
現
代
的
可
能
性
」
『
未
来
』
二
四
二
号
、
一
九
八

　
六
年
一
一
月
。

（
3
）
森
建
資
『
雇
用
関
係
の
生
成
』
（
木
鐸
社
）
一
九
八
八
年
。
ま
た
、
「
農
村
共
同
体
と
下
層
民
」
と
い
う
視
角
か
ら
北
西
ド
イ
ヅ
の
農
民
村
落
の
「
閉
鎖
的
」
性

　
格
を
実
証
的
に
論
じ
た
の
は
藤
田
幸
一
郎
で
あ
っ
た
が
（
『
近
代
ド
イ
ツ
農
村
社
会
経
済
史
』
（
未
来
社
）
一
九
八
四
年
）
、
農
業
奉
公
人
に
つ
い
て
は
、
最
近
で
は

　
金
子
邦
子
コ
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
業
奉
公
人
ー
バ
イ
エ
ル
ン
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
秋
元
英
『
他
編
『
市
場
と
地
域
－
歴
史
の
視
点
か
ら
ー
』

　
（
日
本
経
済
評
論
社
）
一
九
九
三
年
所
収
）
が
、
農
業
奉
公
人
と
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
関
わ
り
を
問
う
視
角
か
ら
、
農
村
共
同
体
の
閉
鎖
性
の
強
固
な
存
続
を
バ
イ
エ
ル

　
ン
に
お
い
て
も
確
認
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
特
に
興
味
深
い
の
は
奉
公
人
の
家
父
長
的
な
支
配
へ
の
隷
属
性
が
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
定
住
化
政
策
と
婚
姻
政
策
に
よ
っ

　
て
担
保
さ
れ
て
い
た
と
い
う
視
点
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
第
二
帝
政
期
に
お
け
る
農
村
女
性
に
つ
い
て
は
、
小
農
地
域
で
あ
る
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
農
村
の
農
民
女

　
性
を
論
じ
た
吉
田
美
枝
子
「
『
近
代
』
に
直
面
す
る
農
民
家
族
と
女
性
」
「
お
茶
の
水
史
学
」
第
二
九
号
、
｛
九
八
四
年
、
が
あ
る
が
、
農
業
女
子
奉
公
人
を
固
有

　
の
テ
ー
マ
と
し
て
論
じ
た
邦
語
論
考
は
、
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
。
都
市
に
お
け
る
女
子
奉
公
人
の
実
態
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
田
村
雲
供
「
ド
イ
ツ
帝

　
政
期
に
お
け
る
女
子
就
業
労
働
の
社
会
的
位
相
1
「
女
中
」
の
実
態
を
中
心
に
ー
」
『
文
化
史
学
』
第
四
三
号
、
］
九
八
七
年
、
同
「
ド
イ
ツ
帝
政
期
に
お
け
る

　
官
吏
・
家
族
・
女
性
1
「
女
中
」
労
働
の
社
会
的
位
相
ー
」
『
文
化
史
学
』
第
四
四
号
、
一
九
八
八
年
、
を
あ
げ
て
お
く
。

（
4
）
寄
浮
Φ
凶
p
零
き
N
Ψ
u
器
一
。
σ
窪
魯
g
一
目
倉
3
魯
。
『
㎝
』
露
‘
〈
g
評
鼠
o
α
ぼ
Φ
弘
窪
巴
2
ど
5
く
。
鼠
＆
2
碧
蔑
旨
∩
汐
ぼ
Q
・
叩
く
8
内
畳
。
。
∩
簿
穿
包
・
り
Φ
p
u
鶏
翠
門
銭
二
℃
郵

　
9
義
ぎ
阜
2
爲
産
旨
葺
ぼ
茜
＜
9
ご
も
9
a
。
旨
9
琶
α
顕
o
一
α
q
R
因
ま
♀
評
日
び
日
α
q
G
。
。
替
レ
ー
バ
イ
ン
は
一
八
六
七
年
ヒ
ン
タ
ー
・
ポ
ム
メ
ル
ン
の
田
舎
町
に

　
仕
立
屋
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
］
八
八
二
年
国
民
学
校
終
了
後
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
・
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
の
甜
菜
工
場
N
民
ぎ
箒
『
痔
の
牛
飼
い
少
年
○
号

　
。
・
旦
旨
α
q
㊦
円
と
し
て
い
わ
ゆ
る
「
ザ
ク
セ
ン
ゲ
ン
ガ
ー
」
に
参
加
す
る
が
、
途
中
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
募
集
人
》
q
q
9
肖
か
ら
の
逃
散
を
敢
行
す
る
。
以
来
、
三
年
間
の
兵

　
役
期
間
を
挟
ん
で
二
八
歳
ま
で
彼
は
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
農
業
労
働
者
と
し
て
生
活
し
た
。
『
八
九
二
年
、
同
じ
農
場
で
女
子
の
奉
公
人
頭
9
＆
暴
魁
と
し
て

　
働
い
て
い
た
ド
ー
ラ
U
。
寅
と
結
婚
、
こ
れ
を
契
機
に
彼
は
農
業
奉
公
人
か
ら
農
業
自
由
旦
雇
い
へ
と
転
身
す
る
。
だ
が
、
一
八
九
五
年
の
秋
に
蒸
気
脱
穀
機
に
巻

　
き
込
ま
れ
て
右
腕
を
切
断
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こ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
農
業
労
働
者
と
し
て
の
生
活
は
終
わ
り
を
告
げ
る
こ
と
に
な
り
、
彼
の
自
叙
伝
も
こ
こ
で
終
わ
っ
て
い
る
。
編

　
者
ら
の
解
説
に
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れ
ば
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な
ど
の
窮
乏
生
活
を
送
っ
た
後
、
社
会
民
主
党
S
P
D
の
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方
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関
誌
の
配
達
人
と
な
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。
一

　
八
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ュ
レ
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ヴ
ィ
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ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
S
P
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エ
ル
ム
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ホ
ル
ン
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誤
ぎ
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関
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出
版
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さ
れ
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こ
の
頃
に
は
彼
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こ
の
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方
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有
力
な
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に
な
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と
思
わ
れ
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が
、
こ
の
時
期
の
農
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論
争
を
め
ぐ
っ
て
レ
ー
バ
イ
ン
は
反
修
正
主
義
派
の
立
場
に
立
ち
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と
り
わ
け
農
村

　
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
必
要
性
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強
調
し
た
た
め
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修
正
主
義
派
の
影
響
下
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あ
っ
た
州
党
委
員
会
の
な
か
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孤
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の
た
め
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あ
ろ
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一
九
〇
二
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に
ベ

　
ル
リ
ン
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赴
く
こ
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に
な
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ベ
ル
リ
ン
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党
機
関
誌
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前
進
＜
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暑
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地
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報
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ま
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か
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組
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事
務
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働
く
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〇
九
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死
亡
し
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。
四
二
歳
だ
っ
た
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の
自
叙
伝
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執
筆
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【
九
〇
七
～
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九
〇
八
年
の
頃
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
経
過
は
な
お
詳
び
ら
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一
頭
あ
た
り
に
要
す
る
労
働
量
の
増
大
が
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。
乳
牛
の
品
質
が
改
善
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
毎
日
の
搾
乳
の
仕
事
、
給
餌
の
仕
事
、
厩
肥
関
連
の
仕
事
（
寝
わ
ら
入
れ
、
厩
肥
出
し
、
さ
ら
に
は
厩
肥

　
の
運
搬
散
布
や
摯
入
れ
）
が
増
大
す
る
と
い
う
こ
と
、
平
た
く
い
え
ば
、
一
頭
の
牛
の
世
話
に
以
前
よ
り
も
手
が
か
か
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
W
・
ア

　
キ
レ
ス
に
よ
れ
ば
］
九
世
紀
中
葉
か
ら
第
一
次
大
戦
前
ま
で
の
間
に
、
乳
牛
一
頭
あ
た
り
に
要
す
る
労
働
は
全
体
と
し
て
八
○
％
も
増
大
し
た
と
い
う
。
し
か
も

　
こ
の
問
に
乳
牛
の
飼
育
頭
数
は
全
体
と
し
て
】
・
四
倍
の
増
大
を
み
せ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
負
担
は
農
民
経
営
の
場
合
主
に
家
族
労
働
力
と
奉
公
人
、
乳
牛
の

　
場
合
は
特
に
農
婦
や
マ
ー
ク
ト
に
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
＞
∩
堅
醇
・
超
・
｝
亨
岳
3
。
＞
喰
p
お
裟
霞
∩
ぼ
。
冒
N
魯
聾
Φ
門
匹
R
寄
♂
目
の
p
ロ
＆
α
R
一
＆
舅
昌
豪
R
9
α
q
・

　
。
っ
琶
硲
農
ぢ
膿
届
』
Q
。
o

N
。
。
轡
レ
ー
バ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
当
時
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
の
大
農
経
営
で
は
、
ポ
ン
プ
の
設
置
や
畜
力
に
よ
る
「
藁
草
切
り
」
の
導
入

　
な
ど
、
厩
舎
の
労
働
を
軽
減
す
る
改
善
が
進
ん
で
い
た
と
い
う
。
寄
浮
魯
う
角
・
○
も
』
怠
－
繋
㎞
・
し
か
し
、
～
般
に
は
搾
乳
過
程
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う

　
に
畜
産
・
酪
農
の
機
械
化
が
進
む
の
は
、
ず
っ
と
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
畜
産
・
酪
農
へ
の
奉
公
人
需
要
の
高
ま
り
に
対
し
て
応
え
た
の
が
北
欧
の
奉
公

　
人
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
点
は
本
書
補
論
を
参
照
の
こ
と
。

（
2
6
）
鼠
弩
げ
醇
。
・
の
P
ζ
‘
V
g
Q
弓
§
σ
魯
R
〈
穿
震
汀
p
巨
色
く
・
匡
＜
o
乙
弩
。
馨
8
《
。
一
琴
吾
》
匹
痒
R
N
9
＝
α
ヨ
”
爵
目
臨
p
ぢ
刈
P
。
。
」
五
。
窃
‘
豊
ヨ
R
9
鷺
P
。
り
」
9

　
菊
3
げ
①
一
P
鈴
曾
○
‘
し
。
、
一
α
O
、

（
2
7
）
竃
帥
R
冨
翁
。
P
O
翼
帥
ぴ
魯
P
o
り
、
押
寄
浮
Φ
一
P
鉾
p
、
○
■
届
ー
傘
F
ま
刈
，

（
2
8
）
望
。
＜
3
霧
Φ
葺
謁
α
R
零
。
ぴ
p
韓
竃
8
誘
Φ
幕
ξ
昏
の
囲
需
＆
窪
逐
婁
9
3
鱒
ぴ
『
且
吸
出
縁
鼠
P
凌
①
＝
。
。
。
。
。
。
u
の
己
象
季
節
労
働
者
の
専
用
の
住
居
は
通
常
は
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し
。
∩
冨
一
箒
爵
轄
B
。
と
い
う
言
葉
が
あ
て
ら
れ
る
が
、
以
下
、
本
書
で
は
こ
れ
を
「
営
舎
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

（
2
9
）
ζ
揖
号
h
。
。
り
。
り
。
P
O
婁
璃
『
舞
①
5
0
。
■
一
，

（
3
0
）
望
。
＜
R
げ
Φ
9
り
も
n
R
ロ
茜
匹
R
鶏
o
『
〈
。
『
匡
一
日
謄
p
9
。
’
＄
h

（
3
1
）
ζ
貧
『
醇
器
P
O
婁
き
。
一
員
。
。
』
F
押
乎
o
暴
B
P
鴇
■
鉾
○
‘
q
。
■
竃
F
一
。
。
。
。
■

（
3
2
）
団
び
①
巳
p
■

（
3
3
）
甲
o
∩
穿
き
Q
り
》
o
。
8
（
醇
鶏
昏
、
。
n
p
轟
3
。
且
R
評
3
鐸
一
＞
g
中
o
D
」
o
。
鴇
v
o
。
」
o
D
餅

（
3
4
）
＜
α
q
一
■
o
n
、
堅
阜
菊
‘
ω
に
』
置
一
q
簿
ぴ
色
①
y

（
3
5
）
寄
評
。
一
P
p
費
○
‘
q
。
’
ま
9
寂
養
獣
Φ
。
・
。
り
。
P
騨
一
目
。
旨
詣
①
P
o
っ
」
ざ
日
『
o
暴
Φ
P
団
、
』
■
勲
○
‘
q
っ
」
S
■

（
3
6
V
モ
ナ
ー
ヘ
ン
の
数
字
に
つ
い
て
は
、
出
。
一
階
n
＞
p
N
蒔
9
号
P
。
い
・
。
一
」
。
。
。
。
。
。
・
E
・
ト
ム
ゼ
ン
は
、
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
の
モ
ナ
ー
ヘ
ン
の
人
数
を
、
一
八
八
四

　
年
八
○
○
人
、
］
九
〇
〇
年
】
五
〇
〇
人
、
］
九
〇
五
年
＝
二
〇
〇
人
と
見
積
っ
て
い
る
。
亭
O
B
器
p
国
・
』
』
・
ρ
』
己
。
。
・

（
3
7
）
オ
ス
ト
プ
ロ
イ
セ
ン
か
ら
の
農
業
奉
公
人
と
し
て
の
流
出
は
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
に
一
二
四
九
人
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
に
一
二
六
〇

　
人
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
に
一
〇
八
二
人
で
あ
る
。
出
典
は
表
－
－
5
に
同
じ
。

（
3
8
V
↓
ぴ
o
B
器
P
国
■
』
■
卑
○
‘
o
っ
，
ひ
o
。
－
嵐
■

（
3
9
）
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
で
は
、
「
多
く
の
デ
ン
マ
ー
ク
人
の
仲
介
業
者
言
貫
が
主
要
駅
の
み
な
ら
ず
農
村
部
に
直
接
入
っ
て
暗
躍
し
て
い
る
。
彼
ら
は
（
ポ
ー
ラ
ン

　
ド
人
が
）
農
場
に
着
く
前
に
接
触
し
て
、
高
賃
金
で
彼
ら
を
つ
っ
て
、
問
髪
入
れ
ず
に
彼
ら
を
デ
ン
マ
ー
ク
行
き
の
船
に
乗
船
さ
せ
る
の
で
あ
る
」
。
デ
ン
マ
ー
ク

　
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
農
業
季
節
労
働
の
需
要
は
二
万
五
〇
〇
〇
人
ほ
ど
と
見
積
も
ら
れ
て
い
る
。
零
。
民
婆
Φ
β
甲
博
冨
且
経
門
警
訂
塗
∩
訂
零
目
号
§
σ
魯
R
写

　
ζ
。
∩
匡
8
ど
お
ぢ
。
N
g
民
ぢ
。
ρ
貫
N
。
ぼ
∩
度
即
訟
旨
＞
o
p
ミ
℃
o
犀
〔
一
F
寄
」
ダ
ω
区
ぼ
ご
o
α
博
。
。
■
食
9

（
4
0
）
こ
の
郡
で
は
』
八
九
〇
年
に
二
七
〇
人
の
自
然
増
（
増
加
率
七
・
四
％
）
に
対
し
、
社
会
増
は
マ
イ
ナ
ス
一
八
三
人
（
同
、
マ
イ
ナ
ス
○
・
五
％
）
を
記
録
し
て

　
い
る
。
G
。
R
一
お
』
』
■
○
‘
＞
臨
き
q
p
H
～
評
『
図
く
胃

（
4
1
）
《
穿
冒
F
孚
R
α
一
①
≧
ぴ
魯
。
『
義
琶
B
露
一
え
R
G
・
6
『
一
婁
一
q
q
出
。
一
q
n
8
芦
（
≧
『
。
｛
聾
匹
R
一
目
牙
一
憂
鼠
昇
§
B
R
穿
痔
ぎ
昔
N
。
。
琶
霧
≦
一
叩
浮
ぎ
ε
一
罎
Φ
一

　
ぢ
O
P
o
o
■
U
I
畠
，

（
4
2
）
亭
o
墓
。
P
国
■
』
」
、
9
あ
』
民
信
も
累

（
4
3
）
浮
。
＆
費
畜
産
に
ウ
エ
イ
ト
を
置
く
ゲ
ー
ス
ト
地
域
に
お
い
て
は
、
特
に
マ
ー
ク
ト
不
足
が
深
刻
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
と
え
賃
金
が
高
く
て
も
農

　
民
た
ち
は
東
西
プ
ロ
イ
セ
ン
や
ポ
ー
ゼ
ン
の
他
所
者
の
奉
公
人
で
は
な
く
、
土
着
の
マ
ー
ク
ト
を
選
好
し
た
と
い
う
。
9
＆
ヨ
き
P
p
・
曽
ρ
逼
爵
◎
こ
こ
で
問

　
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
労
働
力
の
質
で
あ
る
。

（
4
4
）
寄
浮
の
一
P
簿
■
p
■
○
こ
o
。
■
匿
o
。
，

（
4
5
）
富
民
包
器
3
鉢
浮
ぼ
零
0
3
9
『
巴
R
㌦
霞
o
。
9
諒
£
o
p
出
o
ぼ
Φ
F
囚
匡
田
R
｝
q
。
・
曽
o
。
讐
記
事
の
タ
イ
ト
ル
は
富
＆
且
誤
3
弾
浮
訂
望
持
ぼ
り
建
ω
o
n
置
窯
婁
一
一
3
9
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ご
〇
一
旨
α
p

（
4
6
）
O
α
誤
昼
。
。
、
る
冨
究
ヲ
o
書
く
o
葬
犀
巳
欝
斜
Z
2
B
口
島
寅
這
。
。
一
る
」
一
卦

（
4
7
）
国
げ
Φ
巳
帥
■

（
4
8
）
G
っ
Φ
ユ
轟
｝
騨
■
p
、
○
¢
Q
り
，
心
o
。
購
■

（
4
9
）
寄
浮
鉱
P
p
、
p
，
○
‘
o
∩
」
α
o

一
象
，

（
5
0
）
国
σ
。
巴
p

（
5
1
）
く
α
q
ド
＝
o
箪
U
§
門
ρ
冒
■
一
ご
U
霧
σ
野
。
島
島
Φ
↓
謎
。
ど
号
》
閏
婁
昌
＆
≧
一
臼
四
聾
｛
α
p
。
ヨ
≧
島
＆
R
田
斥
『
嘗
o
＝
。
。
刈
甲
－
ぢ
ご
｝
Ω
o
唱
9
σ
9
α
q
ぢ
。
。
ざ
。
。
」
合
■

（
5
2
）
塁
o
暴
¢
P
国
’
』
』
■
○
‘
q
り
」
一
P

（
5
3
）
O
α
誤
葺
。
り
・
》
守
鐸
謁
鴛
ロ
日
O
a
＆
窒
馨
巳
p
Q
。
琶
9
丑
α
。
出
。
一
弩
ぼ
N
且
・
・
9
窪
一
嵐
。
目
α
一
。
。
参
2
2
日
ぎ
Q
陽
§
ご
刈
。
。
逼
9
一
農
民
の
富
裕
化
に
伴
う
奉
公
人
部

　
屋
の
形
成
に
つ
い
て
は
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
は
大
農
た
ち
は
グ
ー
ツ
経
営
に
な
ら
い
厩
舎
の
切
り
妻
部
分
や
台
所
に
奉
公
人
部
屋

　
を
作
っ
た
と
い
う
。
曳
琶
・
鍔
レ
雪
号
ぴ
。
ぼ
腕
評
窪
冒
這
富
ぼ
『
琶
脅
芦
ω
包
5
這
。
。
刈
逼
銀
い
・
こ
の
よ
う
に
農
村
に
お
け
る
近
代
家
族
の
形
成
が
、
同
時
に
奉

　
公
人
層
の
分
離
ほ
可
視
化
の
過
程
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
農
村
の
「
市
民
化
」
の
質
を
考
え
る
上
で
重
要
な
点
で
あ
る
と
思
う
。

（
5
4
）
し
。
R
一
茜
も
，
p
O
‘
o
。
，
お
P

（
5
5
）
寄
浮
魯
』
』
・
○
‘
。
り
・
ま
9
ダ
ン
ス
の
た
め
に
］
晩
で
］
○
～
］
ニ
マ
ル
ク
を
蕩
尽
す
る
ク
ネ
ヒ
ト
も
い
た
と
い
う
。
9
＆
日
弾
昌
噛
p
p
ρ
｝
。
。
本
盒
・
当
時
の

　
北
デ
ィ
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
の
郡
都
ハ
イ
デ
か
ら
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
宛
の
農
業
労
働
者
の
賃
金
・
生
活
・
住
宅
事
情
に
関
す
る
マ
ル
秘
報
告
に
も
、
近
年
独
身
奉
公
人

　
は
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
や
お
洒
落
へ
の
欲
望
が
強
く
、
将
来
へ
の
貯
え
が
で
き
な
い
ほ
ど
だ
と
あ
る
。
罫
巳
。
・
・
§
耳
q
り
∩
幕
署
蒔
さ
で
一
ご
9
（
＝
＆
Φ
」
■
寅
β

　
一
。
。
£
）

　
　
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
農
村
に
お
い
て
は
、
奉
公
人
の
ダ
ン
ス
熱
の
抑
制
の
た
め
県
知
事
が
、
一
九
〇
〇
年
に
は
各
郡
長
宛
に
ダ
ン
ス
の
会
の
日
時
を
各
地
域
で
統
一

　
す
る
よ
う
に
求
め
、
さ
ら
に
一
九
〇
二
年
に
は
ダ
ン
ス
の
日
時
を
土
曜
の
午
後
八
時
か
ら
一
二
時
、
お
よ
び
日
曜
の
午
後
三
時
か
ら
【
○
時
に
限
定
す
る
旨
の
警

　
察
条
例
を
出
し
て
い
る
。
ζ
①
属
－
ζ
ぎ
冨
弱
匡
■
』
冨
仁
B
善
舞
呂
a
昏
ζ
巳
扇
一
。
ζ
＆
這
β
q
∩
』
3
・
当
時
の
奉
公
人
の
ダ
ン
ス
熱
の
強
さ
の
程
が
窺
い
知

　
れ
よ
う
。

（
5
6
）
寄
浮
α
P
卑
る
■
○
■
る
■
一
ま
h

（
5
7
）
蜜
露
3
藷
v
＝
‘
望
。
α
q
。
・
・
∩
幕
∩
窪
浮
・
・
窪
一
3
。
o
＜
。
慧
ぎ
h
馨
騨
Φ
話
謁
。
h
｛
§
窪
冨
＆
ぼ
ぎ
ぎ
R
5
氏
R
9
。
孚
昏
・
o
q
呂
暮
目
ζ
Φ
＆
。
号
目
α
q
・
。
り
3
壽
言
・
＆

　
鼠
。
＆
8
ぴ
9
q
q
－
Q
。
霞
象
臼
巨
島
α
段
零
。
ぎ
N
9
。
色
g
£
α
q
－
＝
。
一
・
－
a
p
一
Φ
一
℃
N
蒔
一
。
。
β
。
。
訟
。
■

（
5
8
）
寄
浮
。
芦
p
p
O
‘
。
。
」
鴇
ロ
■
思
獣
一
弓
『
o
暴
。
P
閏
、
』
■
鉾
○
己
q
。
■
N
ま
占
露
9

（
5
9
）
爵
o
§
の
P
国
‘
p
評
○
‘
し
。
」
o
刈
，

（
6
0
）
国
σ
g
貴
。
っ
」
薄
因
3
σ
鉱
p
p
，
ド
○
■
払
■
曽
W
■
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（
6
1
）
奉
公
人
の
な
か
に
は
地
元
の
自
由
旦
雇
い
か
ら
供
給
さ
れ
る
奉
公
人
が
い
た
。
亭
o
目
鴇
P
F
p
・
四
〇
ち
」
嵩
－
二
。
。
一
。
。
R
一
p
⑳
》
押
○
も
し
。
脚
表
－
－
4
の
全

　
体
で
二
五
％
ほ
ど
を
占
め
る
「
当
地
生
ま
れ
」
の
奉
公
人
た
ち
の
多
く
が
そ
う
し
た
人
々
だ
っ
た
ろ
う
。
彼
ら
は
生
家
と
の
絆
は
保
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
で
は
、
「
ヴ
ォ
ル
ミ
ア
シ
ュ
テ
ッ
ト
薙
。
一
B
鐸
＆
肖
郡
、
カ
ル
ベ
ζ
酵
郡
、
オ
シ
ャ
ー
ス
レ
ー
ベ

　
ン
9
n
腎
邑
3
9
郡
の
奉
公
人
た
ち
は
、
二
分
の
一
か
ら
四
分
の
三
モ
ル
ゲ
ン
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
地
を
給
与
地
と
し
て
得
る
が
、
こ
れ
は
両
親
に
差
し
向
け
ら
れ
る

　
か
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
洗
濯
や
裁
縫
を
し
て
く
れ
る
人
に
あ
て
が
わ
れ
た
（
一
八
九
三
年
と
と
か
、
や
や
古
い
が
「
両
親
は
奉
公
人
と
な
っ
た
子
供
た
ち
の
裁
縫

　
や
洗
濯
の
世
話
を
す
る
。
そ
の
代
償
と
し
て
両
親
は
子
供
た
ち
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
地
を
利
用
す
る
。
彼
ら
は
祝
日
や
日
曜
日
に
一
緒
に
畑
仕
事
を
す
る
（
］
八
四
八

　
年
）
」
な
ど
洗
濯
や
裁
縫
を
媒
介
に
し
て
の
生
家
と
の
結
び
付
き
を
示
す
叙
述
が
み
ら
れ
る
。
匹
琶
逼
p
9
》
8
α
る
一
。
も
鐸
な
お
、
こ
の
点
は
本
書
第
四
章

　
第
一
節
も
参
照
の
こ
と
。

（
6
2
）
宰
臼
巨
謁
・
9
Φ
鍔
巳
p
ぴ
魯
ぎ
階
『
N
魯
牙
二
＆
ロ
。
・
巳
』
㎝
毎
昌
α
p
・
。
。
』
ま
－
以
。
。
・
共
同
の
食
事
慣
行
の
存
続
を
古
い
関
係
の
存
続
の
指
標
と
し
て
い
る
点
は
若
尾

　
祐
司
も
同
じ
で
あ
る
。
若
尾
前
掲
書
一
九
〇
～
］
九
三
頁
。

（
6
3
）
国
。
B
菖
お
〕
望
。
ζ
注
曽
ぴ
魯
言
臨
q
N
魯
匹
。
二
＆
婁
9
一
邑
q
目
α
q
』
』
ま
、

（
6
4
）
例
え
ば
、
表
6
－
－
②
の
大
経
営
で
は
、
農
場
管
理
人
富
ヌ
ぎ
o
h
の
交
替
を
契
機
に
ザ
ク
セ
ン
ゲ
ン
ガ
ー
の
導
入
が
は
か
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
常
雇
層
と
農
場

　
側
の
間
の
争
い
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
地
元
の
労
働
者
た
ち
が
そ
の
雇
用
関
係
の
変
化
を
「
東
部
に
な
る
こ
と
」
と
し

　
て
否
定
的
に
捉
え
て
い
た
こ
と
が
明
白
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
寄
浮
号
』
』
・
ρ
届
」
8
－
旨
P
腎
騎
あ
・
旨
。
。
・

（
6
5
）
運
芦
p
p
O
‘
o
。
、
o
。
凱
、

（
6
6
）
寄
評
晋
》
ド
9
届
」
8
［
　
「
枝
の
主
日
閲
巴
翠
9
筥
茜
」
は
、
復
活
祭
直
前
の
日
曜
日
。
「
聖
金
曜
日
悶
p
昏
魯
お
」
は
、
復
活
祭
前
の
金
曜
日
。
（
図
説
ド
イ

　
ツ
民
族
学
小
事
典
（
同
学
社
）
一
九
八
五
年
よ
り
。
）

（
6
7
）
国
び
窪
紆
払
」
A
黒
F
ご
刈
，

（
6
8
）
＝
o
℃
賢
∪
δ
q
n
〔
ρ
p
p
、
○
こ
Q
り
，
一
〇
α
9

（
6
9
）
9
＆
日
彗
P
曽
』
，
ρ
逼
占
8
F
合
◎
な
お
、
こ
の
事
例
で
は
読
み
取
れ
な
い
が
、
復
活
祭
の
時
期
が
五
月
↓
日
の
農
場
移
動
日
の
直
前
で
あ
る
と
い
う
こ

　
と
が
奉
公
人
た
ち
に
と
っ
て
有
利
な
条
件
と
し
て
作
用
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

（
7
0
）
象
霧
葺
守
一
鼠
q
q
9
§
の
Φ
自
り
一
巳
Φ
謂
9
・
B
。
。
■
墨
［
己
募
あ
β
℃
婁
。
ぼ
q
＜
o
諄
匿
持
耳
。
。
」
迄

（
7
1
）
壽
一
出
名
ε
ゑ
β
p
葬
○
■
払
一
F
9
＆
目
き
P
帥
卜
○
ち
瓜
β
9
目
。
号
R
α
Q
一
＞
■
｝
望
9
彗
母
匿
§
ε
α
Φ
る
3
爵
島
珪
9
嵐
α
q
出
・
一
馨
言
目
α
ぎ
旨
o
藁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ

　
α
ら
n
…
∩
『
匹
R
鶏
窃
ρ
q
累
び
巨
q
q
。
p
一
Q
。
℃
り
届
謁
象

（
7
2
）
穿
浮
鉱
P
Q
。
』
N
o
旨
o
。
■

（
7
3
）
国
σ
o
巳
p

（
7
4
）
甲
o
∩
窪
き
。
n
』
、
p
O
‘
o
。
■
N
o
鴇
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（
7
5
）
寄
評
Φ
一
P
騨
■
帥
■
○
■
』
■
目
o
－
旨
o
。
■

（
7
6
）
孚
。
＆
p
》
。
り
』
雪
－
鼠
。
■

（
7
7
）
レ
ー
バ
イ
ン
は
雇
用
主
と
の
相
互
不
信
が
強
ま
る
な
か
で
、
解
雇
を
雇
用
主
か
ら
引
き
出
す
た
め
に
、
実
は
、
こ
の
事
件
以
前
に
、
馬
車
の
洗
浄
を
命
じ
ら
れ

　
て
こ
れ
を
水
路
に
投
げ
込
ん
だ
り
、
化
学
肥
料
の
重
量
測
定
の
際
に
袋
を
秤
の
上
に
力
ま
か
せ
に
投
げ
お
ろ
し
た
り
、
ア
ヒ
ル
の
屠
殺
時
に
血
を
大
地
に
流
し
て

　
し
ま
っ
た
り
な
ど
の
「
受
動
的
抵
抗
」
を
試
み
て
い
る
。
寄
浮
。
F
p
卜
○
ち
』
ざ
■
そ
れ
は
、
先
の
「
復
活
祭
を
め
ぐ
る
紛
争
」
に
お
い
て
奉
公
人
頭
が
合
法

　
的
抵
抗
の
一
形
態
と
し
て
「
命
令
を
前
後
の
見
境
な
く
形
式
的
に
の
み
遂
行
」
す
れ
ば
よ
い
と
い
っ
て
い
る
こ
と
の
実
践
で
も
あ
る
。
（
今
風
に
い
え
ば
順
法
闘

　
争
か
）
。
こ
う
し
た
行
動
は
か
な
り
】
般
的
だ
っ
た
よ
う
で
、
例
え
ば
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
の
あ
る
雇
用
者
は
「
私
が
一
〇
月
二
四
日
に
］
年
間
契
約
で
雇
い
入
れ

　
た
男
子
奉
公
人
た
ち
は
、
春
に
な
る
と
、
黙
っ
て
逃
げ
出
す
か
、
あ
る
い
は
解
雇
さ
れ
る
た
め
に
、
家
畜
に
乱
暴
に
接
し
た
り
、
管
理
人
に
対
し
て
傲
慢
に
な
っ

　
た
り
、
い
つ
も
食
事
に
文
句
を
つ
け
た
り
し
た
」
と
報
告
し
て
お
り
、
ま
た
、
同
じ
く
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
の
農
会
議
長
は
コ
九
〇
六
年
春
、
二
四
人
の
世
襲
小

　
作
人
は
全
部
で
八
人
の
男
子
奉
公
人
に
逃
げ
ら
れ
た
。
…
…
本
来
の
契
約
破
棄
は
起
き
て
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
契
約
破
棄
は
存
在
し
て
い
る
。
奉
公
人
た
ち
は

　
雇
用
主
U
一
Φ
鼠
『
窪
の
生
活
を
つ
ら
い
も
の
に
し
、
］
雇
用
主
は
彼
ら
に
損
害
の
危
険
を
抱
か
ず
に
安
心
し
て
家
畜
の
世
話
を
任
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て

　
お
り
、
奉
公
人
た
ち
は
自
分
の
気
に
入
っ
た
こ
と
し
か
し
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
世
襲
小
作
人
た
ち
は
彼
ら
が
逃
げ
る
に
ま
か
せ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
（
団
ぼ
窪
ぼ
弱
劉
U
R
溶
。
昌
鮮
。
ぼ
ロ
3
階
じ
彗
紆
ぴ
魯
q
曽
一
・
・
鼠
毯
。
宥
匿
警
琶
自
p
α
q
扇
毘
5
這
。
評
G
。
訟
占
）
こ
の
報
告
の
な
か
の
「
解
雇
さ
れ
る
た
め
に
家
畜
に

　
乱
暴
を
す
る
」
と
か
、
「
雇
用
主
の
生
活
を
つ
ら
い
も
の
に
す
る
」
「
損
害
の
危
険
を
抱
か
ず
に
安
心
し
て
家
畜
の
世
話
を
任
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
こ

　
と
の
内
容
が
レ
ー
バ
イ
ン
の
実
践
し
た
合
法
的
抵
抗
と
］
致
す
る
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
レ
ー
バ
イ
ン
が
自
分
の
こ
う
し
た
雇
用
主
に
対
す
る
抵
抗
を
北
西

　
ド
イ
ツ
民
衆
の
伝
説
的
英
雄
テ
ィ
ル
・
オ
イ
レ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
に
な
ぞ
ら
え
て
正
当
化
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
意
識
の
あ
り
方
は
、
こ
の
事
例
の

　
み
で
な
く
実
は
自
叙
伝
全
体
に
流
れ
て
い
る
通
奏
低
音
の
一
つ
で
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
た
。
そ
れ
が
ど
の
程
度
ま
で
一
般
の
農
村
労
働
者
の
間
に
共
有
さ
れ
て

　
い
た
か
、
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
。

（
7
8
）
国
σ
o
巳
帥
』
」
含
嵐
o
o
9

（
7
9
）
閏
σ
。
且
p
o
。
■
器
Q
。
（
仁
■
ま
o
。
う
一
く
鴨
団
ぼ
の
3
R
α
q
届
』
■
○
■
v
o
。
■
象

（
8
0
V
O
δ
ゆ
B
目
P
・
■
鉾
○
‘
o
。
■
食
象

（
8
1
）
農
業
自
由
日
雇
い
、
近
隣
の
「
他
所
者
」
季
節
労
働
者
、
お
よ
び
「
モ
ナ
ー
ヘ
ン
」
は
契
約
期
間
が
短
い
こ
と
、
ま
た
契
約
破
棄
が
生
じ
て
も
雇
用
者
が
申
告

　
す
る
可
能
性
は
低
い
こ
と
か
ら
考
え
て
、
こ
こ
で
「
国
内
人
」
に
よ
る
契
約
破
棄
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
主
要
部
分
は
ド
イ
ツ
国
籍
の
季
節
労
働
者
と

　
奉
公
人
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
九
〇
七
年
の
帝
国
職
業
統
計
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
に
お
け
る
東
部
六

　
州
出
身
の
季
節
労
働
者
は
二
七
八
二
人
、
同
じ
く
外
国
人
季
節
労
働
者
は
三
九
六
〇
人
、
し
た
が
っ
て
ほ
ぼ
四
対
六
と
い
う
比
率
で
あ
る
。
（
q
。
4
俳
戸
臣
』
δ
、

　
ま
た
第
三
章
の
表
3
－
4
を
参
照
。
）
両
者
の
発
生
確
率
が
同
じ
と
す
る
と
、
東
欧
季
節
労
働
者
の
件
数
は
外
国
人
の
三
分
の
二
の
三
〇
九
件
、
し
た
が
っ
て
、
奉

　
公
人
に
よ
る
件
数
は
「
国
内
人
」
全
体
の
二
二
七
六
件
中
］
九
六
六
件
、
つ
ま
り
八
六
％
と
な
る
。
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な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
件
数
」
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
な
の
か
、
実
を
い
う
と
出
典
文
献
に
記
載
の
原
文
書
を
問
い
合
わ
せ
て
み
た
が
該
当
文
書
が
見
つ

　
か
ら
ず
、
残
念
な
が
ら
不
詳
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
第
三
章
の
表
3
－
7
で
み
る
ザ
ク
セ
ン
に
つ
い
て
の
契
約
破
棄
処
分
一
覧
表
が
こ
の
表
と
瓜
二
つ
で
あ
る
と
こ

　
ろ
か
ら
、
お
そ
ら
く
警
察
調
査
に
基
づ
く
史
料
だ
と
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
の
は
警
察
に
申
告
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
、

　
実
際
の
件
数
は
そ
れ
よ
り
も
か
な
り
多
い
は
ず
で
あ
る
。

（
8
2
）
例
え
ば
プ
レ
ー
ン
郡
の
三
年
間
の
発
生
総
件
数
は
三
七
〇
件
、
〈
発
生
指
数
1
〉
は
五
・
三
％
、
〈
発
生
指
数
2
〉
は
三
八
・
二
、
〈
移
動
指
数
〉
二
・
八
、

　
〈
土
地
所
有
指
数
V
四
〇
・
五
、
奉
公
人
頭
年
賃
金
は
三
五
〇
マ
ル
ク
で
あ
る
。
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
移
動
指
数
が
低
い
の
に
発
生
指
数
が
高
い
と
い
う
や
や
特

　
異
な
数
字
で
あ
る
。
（
算
出
お
よ
び
出
典
は
表
－

8
の
欄
外
の
注
を
参
照
の
こ
と
。
）
プ
レ
ー
ン
郡
長
は
、
】
方
で
季
節
労
働
者
（
ザ
ク
セ
ン
ゲ
ン
ガ
ー
）
が
土
着

　
者
の
契
約
破
棄
を
誘
発
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
特
に
農
村
労
働
者
の
間
で
の
ア
ル
コ
ー
ル
問
題
が
農
村
秩
序
に
重
大
な
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
報

　
告
し
て
い
る
Q
9
＆
目
騨
目
る
ー
P
Q
ひ
’
ま
。
。

駁
P

（
8
3
）
一
目
牙
一
誤
3
弾
ぼ
腎
《
0
3
の
3
運
こ
。
。
ε
ム
。
。
零
こ
の
協
会
に
つ
い
て
の
活
動
は
す
べ
て
こ
の
雑
誌
の
記
事
に
よ
っ
て
い
る
。
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第
二
章

北
西
ド
イ
ツ
農
村
に
お
け
る
「
土
着
」

　
　
　
　
ー
蒸
気
脱
穀
機
と
農
村
放
浪
者
ー

と

一他フ

所芸

者デ

ー



は
じ
め
に

　
前
章
で
は
、
農
業
奉
公
人
に
つ
い
て
、
こ
の
時
期
の
農
業
労
働
市
場
の
流
動
化
を
背
景
と
す
る
彼
ら
の
生
活
領
域
で
の
自
立
化
の
あ

り
よ
う
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
論
じ
た
。
同
じ
く
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
・
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
方
を
対
象
と
し
な
が
ら
、
土
着
の
農
業
日

雇
い
労
働
者
家
族
と
、
新
た
に
登
場
す
る
「
他
所
者
」
の
労
働
者
、
特
に
モ
ナ
ー
ヘ
ン
と
称
さ
れ
た
農
村
放
浪
者
に
焦
点
を
当
て
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
一
九
世
紀
末
に
お
け
る
農
村
雇
用
関
係
の
重
層
化
と
農
村
社
会
の
変
質
の
あ
り
よ
う
を
よ
り
ト
ー
タ
ル
に
描
い
て
み
る

こ
と
、
そ
れ
が
前
章
を
受
け
て
の
本
章
の
目
的
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
雇
用
関
係
の
重
層
化
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
労
働
者
に
即
し
て
い
．
え
ば
「
土
着
」
自
由
旦
雇
い
家
族
と
「
他
所
者
」
移
動
労

働
者
の
関
わ
り
合
い
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
が
1
常
雇
／
非
常
雇
、
子
供
／
大
人
、
男
／
女
、
土
地
の
所
有
／
非
所
有
、
集
団
／
個

人
な
ど
を
基
準
と
し
て
多
様
な
形
態
を
示
す
農
業
労
働
者
を
、
あ
え
て
「
土
着
」
／
「
他
所
者
」
と
い
う
区
切
り
方
で
み
よ
う
と
す
る
こ

と
の
含
意
は
序
章
で
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
1
同
時
に
そ
れ
は
、
労
働
市
場
、
社
会
領
域
、
そ
し
て
狭
義
の
雇
用
関
係
の
各
領
域
に

お
け
る
重
層
化
と
し
て
も
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
第
］
の
労
働
市
場
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
既
に
第
一
章
第
一
節
で
扱
い
済

み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ま
ず
第
一
に
、
土
着
自
由
旦
雇
い
家
族
と
「
他
所
者
」
労
働
者
の

生
活
と
労
働
の
あ
り
よ
う
の
実
態
を
述
べ
た
い
。
そ
し
て
次
に
、
そ
れ
ら
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
認
識
を
前
提
と
し
て
、
特
に
脱
穀
労

働
者
の
保
険
問
題
を
め
ぐ
る
動
き
の
分
析
か
ら
、
農
民
層
1
ー
ゲ
マ
イ
ン
デ
支
配
層
、
お
よ
び
国
家
の
対
応
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
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と
に
よ
り
、
こ
の
時
点
で
の
農
業
労
働
者
問
題
と
し
て
存
在
し
た
農
村
放
浪
者
問
題
に
対
す
る
農
村
社
会
の
処
理
の
仕
方
の
特
徴
を
み

て
み
た
い
と
思
う
。

　
な
お
、
当
該
期
の
農
村
放
浪
者
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
社
会
史
や
犯
罪
史
研
究
の
近
年
の
進
展
と
と
も
に
、
今
後
そ
の
関
心
が
高
ま

る
も
の
と
は
思
わ
れ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
歴
史
研
究
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
同
時
代
に
お
い
て
は
主
に
「
刑

法
学
」
が
こ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
の
が
目
を
引
く
。
放
浪
や
乞
食
は
当
時
に
お
い
て
な
お
軽
犯
罪
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
と
み
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

第
一
節
土
着
の
農
業
労
働
者
家
族
の
生
活
と
労
働

　
以
下
で
は
、
零
細
な
土
地
経
営
と
農
業
賃
収
入
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
土
着
の
農
業
労
働
者
家
族
の
社
会
生
活
の
あ
り
方
、
雇
用
状
態

の
あ
り
方
、
お
よ
び
彼
ら
に
対
す
る
労
働
支
配
の
あ
り
方
を
お
さ
え
た
上
で
、
労
働
市
場
の
流
動
化
と
需
要
の
季
節
化
と
い
う
再
生
産

の
不
安
定
化
に
対
し
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
方
向
に
活
路
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
の
か
を
問
題
に
し
た
い
。

第1部第二帝政期における農村社会と農業労働者　84

－
　
生

活

西
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
方
の
農
業
労
働
者
家
族
の
生
活
空
問
の
あ
り
方
は
、
既
に
第
」
章
第
一
節
で
述
べ
た
と
こ
ろ
の
地
域
類
型



写真2－1ディトマルシェンの農業自由日雇いの「小屋」

　　　　山羊は農業労働者にとっての「牛」である．
出典：Nissen，Nis－R．，Kaiserzeit　auf　dem　Dorf　Landleben　um1900auf　F・τ・s　v・n　Th・mas

　　　Backens，Heide　lg84，S．52．

に
対
応
し
て
異
な
っ
た
構
造
を
も
っ
て
い
た
。

コ
ッ
ペ
ル
ヴ
ィ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
に
基
づ
き
集
村
制

を
と
る
ゲ
ー
ス
ト
地
域
に
お
い
て
は
、
放
牧
を
中

心
と
す
る
繁
殖
牛
生
産
を
主
体
と
す
る
こ
と
も

あ
っ
て
、
農
業
労
働
者
た
ち
は
、
主
に
農
民
の
敷

地
内
の
専
用
の
「
労
働
者
小
屋
」
な
い
し
は
「
隠

居
小
屋
」
に
住
む
イ
ン
ス
テ
ン
一
舅
窪
と
呼
ば
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
よ

る
常
雇
労
働
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
孤

立
農
圃
制
を
と
る
マ
ル
シ
ュ
地
域
の
農
業
労
働
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
せ

た
ち
は
主
に
自
由
旦
雇
い
で
、
そ
の
居
住
形
態
の

点
で
み
て
も
、
大
農
の
敷
地
内
で
は
な
く
、
古
い

堤
防
沿
い
な
ど
の
村
落
の
周
辺
部
に
集
住
し
て
い

（
3
）

た
。
（
写
真
2
－
－
、
写
真
2

2
参
照
）
。
当
時
、
古

い
堤
防
は
数
少
な
い
共
有
地
で
、
安
価
な
住
宅
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

と
し
て
開
放
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
集
落
の
構
成

者
は
、
非
自
立
的
小
農
民
や
日
雇
い
た
ち
、
さ
ら

に
は
零
細
漁
民
な
ど
農
村
下
層
民
で
、
旦
雇
い
た
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難饗灘

写真2－2ディトマルシェンの堤防沿いに立つ農業自由日雇いの「小屋」

　子供は1900年と1903年生まれ．手前の子は女の子の格好をしているが，実はどち

らも男の子．母はマリアといい，1874年生まれでこのとき32歳頃．

　彼女には5人の子供がいた．写真の中に干してあるシーツは末の子のアルマのおし

め．この家は労働者の持ち家で2部屋からなり，うち1部屋を祖母が利用する．屋根

に大鎌が刺さっているのがみえる。

出典：Ebenda，S，41．

ち
は
、
毎
朝
、
仕
事
場
ま
で
の
道
を
徒
歩

で
通
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
所
要
時
間
は

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
〉

お
よ
そ
三
〇
分
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
そ
の

性
格
上
複
数
の
大
農
経
営
に
従
事
す
る
か

ら
、
集
落
定
住
が
雇
用
情
報
収
集
な
ど
、

機
能
的
な
面
で
重
要
な
意
義
を
も
つ
こ
と

は
明
白
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
れ
以

上
に
、
そ
こ
は
彼
ら
が
社
会
的
に
帰
属
す

る
生
活
空
問
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
域
に
も

存
在
す
る
長
い
冬
の
夜
の
集
い
が
そ
れ
を

物
語
る
。
冬
の
燃
料
の
節
約
の
意
味
も

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
彼
ら
隣
人
の
日
雇

い
た
ち
の
家
族
は
、
持
ち
回
り
で
こ
の
集

　
　
　
　
　
　
　
〔
皇

ま
り
を
も
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
一
方

で
の
大
農
経
営
の
孤
立
農
圃
制
と
他
方
で

の
農
村
下
層
集
落
の
形
成
は
、
大
農
層
と

農
業
旦
雇
い
層
の
日
常
の
社
会
生
活
に
お
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け
る
分
離
の
表
現
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
農
業
旦
雇
い
家
族
は
、
ふ
つ
う
庭
地
や
零
細
な
農
地
を
経
営
し
、
山
羊
や
豚
な
ど
も
飼
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
携
わ
る
の
は
主
に
女
た

　
　
　
（
7
）

ち
で
あ
る
。
こ
う
し
た
家
畜
の
飼
育
に
は
、
農
業
変
革
の
共
有
地
分
割
の
お
り
に
救
済
策
と
し
て
残
さ
れ
た
わ
ず
か
な
採
草
地
や
放
牧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

地
が
、
細
民
た
ち
の
共
有
地
と
し
て
あ
る
程
度
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
住
居
や
経
営
地
が
借
家
・
借
地
さ
れ
る
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

も
、
そ
の
契
約
は
農
業
旦
雇
い
相
互
の
間
で
結
ば
れ
た
。
一
般
的
に
い
え
ば
家
貸
し
人
が
ホ
イ
ス
ラ
ー
田
邑
R
、
借
家
人
が
ア
イ
ン
リ
ー

ガ
ー
国
良
£
R
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
両
者
の
関
係
が
社
会
的
に
ど
の
程
度
意
味
の
あ
る
階
層
差
な
の
か
ど
う
か
は
不
詳
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
m
）

（
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
で
は
ア
イ
ン
リ
ー
ガ
ー
と
い
う
呼
称
は
な
い
。
）

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
は
、
彼
ら
の
零
細
経
営
が
農
業
雇
用
関
係
と
は
関
係
の
な
い
自
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
大
経

営
の
常
雇
農
業
労
働
者
や
、
ゲ
ー
ス
ト
地
方
の
大
農
の
敷
地
内
に
住
む
イ
ン
ス
テ
ン
、
さ
ら
に
は
、
い
わ
ゆ
る
ホ
イ
ア
ー
リ
ン
グ
関
係

な
ど
に
み
ら
れ
る
小
作
地
経
営
と
は
土
地
所
有
の
性
格
に
お
い
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

2
　
雇
用
と
労
働

　
農
業
自
由
日
雇
い
家
族
の
再
生
産
が
各
家
族
員
の
多
様
な
労
働
に
よ
る
と
は
い
え
、
主
要
な
収
入
の
源
泉
は
男
の
農
業
旦
雇
い
収
入

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
形
で
雇
用
機
会
が
獲
得
さ
れ
て
い
た
か
が
主
要
な
問
題
と
な
ろ
う
。
表
2
1
は
、
第
一
章
で
触

れ
た
レ
ー
バ
イ
ン
の
一
八
九
〇
年
代
初
め
の
雇
用
状
態
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
一
八
八
一
年
か
ら
一
八
九
一
年
ま
で
一
〇
年
間

の
奉
公
人
時
代
の
後
、
結
婚
を
契
機
に
一
八
九
一
年
か
ら
一
八
九
五
年
ま
で
農
業
自
由
旦
雇
い
と
し
て
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
（
彼
は
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表2－1土着の農業自由日雇いとしてのレーバインの雇用状況（1892－1895）

時 期 職　　　種 備　　　考

1892 春 ある大農のもとでの農耕→播種労働 結婚生活開始まで移動労働者の生活

泥炭採掘（ゲースト地区〉 出来高賃金Akk・rd1・hn

夏 堤防の建設
秋
π
　
　
　
r
　
　
　
マ
久

収穫労働

季失業 婚生活開始，第1子誕生、
幽 一

1893 キール運河建設 徒歩8時間，週一度帰宅

春 複数の大農のもとでの農耕労働
一 一

夏 煉瓦工（仕上げ） 日曜帰宅（週20マルク）
一 一

秋 収穫労働（知己の大農）

久

脱穀労働　　　一　　　　　　　

一
甜
菜
工
場
（
製
造
）、

一　』　一　 　 　』　一　 　一　一　一　一　幽　一　一　一　一　一　一　一　一　「　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　一　一

1894 〃　　（農業） 日15マルク
一　 　一　冒　一　一　胃　マ　罰　n　マ　m　一　 　一　 　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　　　一　一　一　一　一　一　一　一

春 2大農のもとでの農耕労働（播種，土地改

↓ 良，牧草の収穫，穀物の収穫など）

秋 脱穀労働（投入者Einleger） 第2子誕生
菜工場（製造）

、
『

1895 〃　　（農業）
一 一

春 播種労働

↓ 特定の大農のもとで，

秋 種馬の管理（発情期） （日15マルク）

収穫労働＋種馬の管理（非発情 （請負賃金Akk・rdlQhn〉

期） 通勤可能距離

脱穀労働（投入者） 事故により右腕喪失
寒
、 （予定）ある馬商のもとでKoppdknecht 高賃金

注　：場所は，特に指摘していない限り，北ディトマルシェン郡．なお，レーバインはこの間に庭地を借

　　　地し，豚1匹を飼育し，じゃがいもを栽培している．
出典：Rehbein，Das　Leben　eines　Landarbeiters，より作成．

結
婚
後
は
ホ
イ
ス
ラ
ー
の
借
家
人
で

あ
る
。
）

　
こ
の
表
か
ら
特
徴
と
し
て
二
点

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
一
点

は
雇
用
機
会
の
循
環
性
で
あ
る
。

一
見
し
て
、
就
業
機
会
の
多
様
性

と
短
期
性
、
不
安
定
さ
が
明
ら
か

で
あ
る
が
、
全
く
無
秩
序
な
わ
け

で
は
な
く
、
ほ
ぼ
季
節
を
契
約
期

間
の
単
位
と
し
て
、
春
は
播
種
、

夏
か
ら
秋
に
か
け
て
は
収
穫
、
脱

穀
労
働
、
そ
し
て
冬
は
甜
菜
工
場

の
精
製
労
働
か
ら
農
耕
作
業
と
い

う
就
業
機
会
の
サ
イ
ク
ル
が
読
み

取
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
脱

穀
作
業
と
甜
菜
工
場
は
明
ら
か
に

同
一
の
雇
用
主
で
あ
る
。
こ
こ
で
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は
大
農
に
関
し
て
は
必
ず
し
も
そ
の
同
一
性
は
読
み
取
れ
な
い
が
、
一
般
に
こ
の
地
方
で
は
、
労
働
者
と
彼
の
雇
用
主
と
の
関
係
が
良

好
な
と
こ
ろ
で
は
両
者
が
常
に
と
も
に
あ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
く
、
多
く
の
大
農
経
営
で
は
労
働
不
能
に
な
る
ま
で
雇
わ
れ
つ
づ
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

「
固
定
者
窄
・
・
婁
3
旦
と
呼
ば
れ
る
労
働
者
が
存
在
す
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
事
実
上
、
循
環
性
の
雇
用
状
態
が
成
立
す
る
余
地
が
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　

た
と
思
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
賃
金
の
方
は
労
働
市
場
の
需
給
状
態
や
季
節
に
応
じ
て
相
当
の
変
動
を
す
る
か
ら
、
雇
用
機
会
の
定
期
的

な
獲
得
が
家
族
の
経
済
的
再
生
産
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
点
は
、
農
業
雇
用
機
会
の
み
な
ら
ず
、
在
地
の
農
外
雇
用
機
会
に
も
多
く
依
存
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
堤
防
建
設
、

キ
ー
ル
運
河
建
設
、
煉
瓦
工
、
甜
菜
工
場
な
ど
で
あ
る
。
後
に
第
四
章
で
見
る
よ
う
に
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
か
ら
ナ
チ
ス
の
時
代
に
お
い

て
は
、
国
家
に
よ
る
干
拓
事
業
の
展
開
に
よ
り
、
「
干
拓
・
堤
防
労
働
者
＋
農
業
労
働
者
」
と
い
う
半
農
半
工
型
賃
労
働
が
こ
の
地
方
の

土
着
の
農
村
労
働
者
の
一
般
的
な
存
在
形
態
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
他
方
、
甜
菜
工
場
に
つ
い
て
は
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
中
は
農
耕
作
業
・

収
穫
作
業
に
は
従
事
せ
ず
、
あ
く
ま
で
加
工
工
程
に
従
事
し
て
い
る
点
に
も
着
目
さ
れ
た
い
。
甜
菜
収
穫
作
業
は
季
節
労
働
者
の
領
域

な
の
で
あ
る
。
な
お
、
表
中
の
「
甜
菜
工
場
（
農
業
）
」
と
は
、
季
節
労
働
者
が
い
な
く
な
る
冬
季
の
間
の
厩
肥
散
布
の
仕
事
で
あ
る
。

　
で
は
、
農
業
労
働
領
域
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
雇
用
主
の
労
働
力
支
配
は
．
1
こ
こ
で
「
支
配
」
と
い
う
の
は
、
さ
し
あ
た
り
有
効

な
労
働
力
管
理
の
あ
り
よ
う
と
い
う
意
味
だ
が
ー
ど
の
よ
う
な
形
で
実
現
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
労
働
者
自
身
の
労
働
に
対
す

る
態
度
に
着
目
し
つ
つ
、
レ
ー
バ
イ
ン
の
叙
述
か
ら
こ
の
点
を
収
穫
労
働
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

　
収
穫
作
業
は
請
負
形
態
＞
穿
o
§
酵
一
又
出
来
高
賃
金
と
同
義
）
で
行
わ
れ
遇
二
人
の
刈
り
人
と
一
人
の
結
束
人
か
ら
一
つ
の
作
業
単
位

が
編
成
さ
れ
る
。
（
写
真
2
－
3
）
。
そ
し
て
賃
金
率
は
一
モ
ル
ゲ
ン
を
単
位
と
し
て
決
め
ら
れ
、
刈
り
人
の
賃
金
率
は
結
束
人
賃
金
率
の

二
倍
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
三
人
は
結
果
的
に
平
等
な
賃
金
を
得
る
の
で
あ
る
。
収
穫
労
働
に
は
「
ゲ
ー
ス
ト
地
方
の
人
々
O
Φ
磐
一
＆
」
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と
呼
ば
れ
る
近
隣
か
ら
の
労
働
者
、
さ
ら
に
は
後
述
す
る
モ
ナ
ー
ヘ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
る
マ

た
ち
も
参
加
し
て
お
り
、
そ
の
場
合
に
は
作
業
単
位
が
雇
用
主
に
よ
り

編
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
、
一
括
し
た
請
負
賃
金
で
は
な
く
、

こ
の
よ
う
な
役
割
に
応
じ
た
賃
金
率
体
系
が
存
在
し
て
い
た
理
由
だ
と

思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
先
の
レ
ー
バ
イ
ン
の
場
合
は
妻
と
義
理

の
兄
で
単
位
を
組
み
、
ま
た
畑
で
は
男
に
限
ら
ず
女
や
子
供
た
ち
も
収

穫
作
業
に
励
む
光
景
が
み
ら
れ
た
と
い
う
か
ら
、
土
着
の
労
働
者
の
場

合
、
収
穫
労
働
は
事
実
上
は
家
族
請
負
に
近
い
意
味
を
も
っ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。

　
土
着
農
業
労
働
者
家
族
に
と
っ
て
は
収
穫
労
働
は
年
問
収
入
の
三
分

の
一
か
ら
二
分
の
一
を
取
得
す
る
稼
ぎ
時
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
最

大
の
問
題
は
雨
で
あ
っ
た
。
多
少
の
雨
な
ら
決
行
す
る
が
、
ひ
ど
い
雨

の
と
き
は
稲
む
ろ
の
陰
で
仕
事
を
中
断
し
て
雨
が
止
む
の
を
待
た
ざ
る

を
え
な
い
。
雨
が
止
め
ば
失
っ
た
分
を
取
り
返
す
た
め
に
前
よ
り
一
層

強
く
鎌
を
振
っ
た
。
こ
の
た
め
時
に
は
夜
を
徹
し
て
働
い
た
と
い
う
。

こ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
に
、
大
農
は
「
雨
が
降
り
そ
う
だ
」
と
い
う
だ

　
　
　
　
　
ど

け
で
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
な
労
働
者
の
態
度
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
収
穫
労
働
は
彼
ら
に
と
っ
て
数
少
な
い
賃
金
収
入
獲
得
の
機
会
と
し
て
、

ま
た
、
そ
の
賃
金
は
家
族
賃
金
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
う
し
た
労
働
と
賃
金
に
関
す
る
意
識
の
あ
り
方
が
、
大
農

の
労
働
領
域
で
の
支
配
の
実
現
の
た
め
の
主
体
的
要
因
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
支
配
の
あ
り
方
は
、
家
父
長
的
意

識
に
支
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
点
で
奉
公
人
支
配
の
あ
り
よ
う
と
は
異
な
り
、
他
方
で
後
述
す
る
「
他
所
者
」
労
働
者
の
労
働
に
対

す
る
意
識
の
あ
り
方
と
基
本
的
に
は
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
農
村
下
層
集
落
の
形
成
に
み
ら
れ
る
大
農
か
ら
の
生
活
空
間
上
の
分
離
、
残
さ
れ
た
わ
ず
か
な
共
有
地
や
、
給
与
地
で
は
な
い
土
地

で
の
自
給
用
農
産
物
の
生
産
を
条
件
と
す
る
再
生
産
の
あ
り
方
。
そ
し
て
、
季
節
的
循
環
性
と
農
工
複
合
的
な
性
格
を
帯
び
た
雇
用
機

会
と
賃
金
を
基
準
と
し
た
労
働
に
対
す
る
動
機
づ
け
。
こ
の
よ
う
な
土
着
農
業
労
働
者
家
族
の
特
徴
は
、
彼
ら
が
大
農
の
も
と
で
の
雇

用
を
再
生
産
の
必
要
条
件
に
し
つ
つ
も
、
生
活
と
労
働
の
両
面
に
お
い
て
特
定
の
大
農
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
よ
う
な
存
在
で
は
な
い

こ
と
、
ま
た
、
こ
れ
に
対
応
し
て
大
農
の
方
も
彼
ら
の
再
生
産
に
対
し
て
全
面
的
な
保
証
を
与
え
る
責
任
を
も
た
な
い
こ
と
、
そ
の
よ

う
な
構
造
が
背
後
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

3

生
活
の
不
安
定
化
に
対
す
る
対
応

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
構
造
の
も
と
で
、
一
層
進
む
生
活
の
不
安
定
化
に
対
し
、
土
着
の
農
業
労
働
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
示

す
の
か
、
そ
れ
が
次
の
問
題
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
彼
ら
の
対
応
の
仕
方
に
お
け
る
特
徴
点
と
し
て
、
専
門
的
常
雇
労
働
者
化
と
「
小

所
有
」
志
向
の
二
つ
の
点
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
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第
一
に
、
労
働
力
市
場
の
流
動
化
の
進
展
は
、
一
方
で
、
第
一
章
で
み
た
よ
う
に
、
「
他
所
者
」
労
働
者
の
流
入
に
よ
る
土
着
農
業
労

働
者
の
特
定
領
域
で
の
農
業
雇
用
の
縮
小
を
も
た
ら
し
た
が
、
他
方
で
、
こ
う
し
た
変
化
は
技
術
革
新
の
過
程
を
も
伴
う
も
の
で
あ
っ

た
た
め
、
部
分
的
な
が
ら
専
門
的
常
雇
労
働
者
層
の
形
成
を
促
す
側
面
を
も
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
甜
菜
工
場
に
は
既
婚
の
馬
方
奉
公

人
瞑
註
①
す
9
ぼ
が
雇
用
さ
れ
て
い
た
が
、
彼
ら
は
、
主
に
役
畜
作
業
や
機
械
の
操
作
を
仕
事
と
し
、
そ
の
家
族
は
農
場
の
家
族
住
居
に

　
　
　
　
〔
1
5
）

住
ん
で
い
た
。
つ
ま
り
、
専
門
的
常
雇
労
働
者
化
は
、
一
方
で
は
農
村
下
層
集
落
か
ら
の
離
脱
と
大
経
営
へ
の
包
摂
を
意
味
し
、
同
時

に
他
方
で
は
、
大
経
営
の
労
働
力
の
軸
と
な
る
東
欧
の
季
節
農
業
労
働
者
に
対
し
て
上
層
労
働
者
と
し
て
関
係
す
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
位
置
づ
け
は
、
数
は
少
な
い
と
は
い
え
、
大
農
の
敷
地
内
の
専
用
の
小
屋
に
住
ん
で
い
た
と
い
わ
れ
る
既

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
博
）

婚
の
奉
公
人
た
ち
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
専
門
的
常
雇
労
働
者
化
は
、
穀
作
経
営
の
み
な
ら
ず
、
不
況
に
伴
い
そ
の
比
重
を
高
め
る
大
農
的
肥
育
経
営
に
お
い
て
も

み
ら
れ
た
。
p
・
ヒ
ン
リ
ッ
ク
ス
は
、
こ
の
地
方
の
肥
育
経
営
に
つ
い
て
の
分
析
の
な
か
で
、
新
し
い
雇
用
契
約
と
し
て
次
の
よ
う
な

請
負
形
態
が
み
ら
れ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
請
負
労
働
者
の
家
族
は
雇
用
主
の
敷
地
内
に
あ
る
庭
地
つ
き
の
住
居
に
住
む
。
家
賃

は
な
い
。
肉
牛
と
豚
の
厩
舎
で
の
飼
育
の
全
作
業
を
請
負
い
、
夏
は
放
牧
地
で
の
家
畜
の
管
理
と
搾
乳
を
行
っ
た
。
賃
金
は
搾
乳
一
リ
ッ

ト
ル
あ
た
り
一
ペ
ニ
ヒ
、
子
牛
誕
生
一
頭
あ
た
り
四
マ
ル
ク
、
放
牧
牛
と
牧
草
の
管
理
に
O
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
た
り
二
・
五
マ
ル
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

な
ど
と
出
来
高
で
支
払
わ
れ
、
固
定
給
を
受
け
取
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
明
ら
か
に
、
彼
ら
は
そ
れ
ま
で
の
イ
ン
ス
テ
ン
な
ど
の
常

雇
労
働
者
と
違
い
、
畜
産
に
特
化
し
た
専
門
的
熟
練
労
働
者
で
あ
る
。
彼
ら
の
所
得
は
熟
練
度
に
応
じ
て
相
当
の
幅
が
あ
る
が
、
総
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

て
他
の
農
業
日
雇
い
に
比
べ
恵
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
先
に
あ
げ
た
レ
ー
バ
イ
ン
は
、
も
し
脱
穀
労
働
で
の
事
故
で
右
腕
を
失
わ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

け
れ
ば
、
そ
の
後
、
あ
る
家
畜
商
の
も
と
で
高
賃
金
で
コ
ッ
ペ
ル
奉
公
人
囚
o
毛
巴
す
R
ぼ
と
し
て
働
く
予
定
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
こ
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れ
も
そ
の
よ
う
な
社
会
的
上
昇
の
一
形
態
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
土
着
農
業
労
働
者
の
対
応
の
特
徴
と
し
て
第
二
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
彼
ら
の
小
所
有
志
向
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
第
｝
章
第

一
節
に
掲
げ
た
表
－
1
ω
を
も
う
一
度
み
て
欲
し
い
。
特
に
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
零
細
経
営
層
の
数
字
を
見
る
と
、
両
郡
が
対
照
的

な
動
き
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。
こ
の
数
字
が
物
語
る
も
の
、
そ
の
一
つ
は
農
業
旦
雇
い
た
ち
の
土
地
取
得
へ
の
意
欲

で
あ
り
、
取
得
の
条
件
の
地
域
的
差
異
で
あ
っ
た
。
ゼ
ー
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
シ
ュ
地
域
で
は
土
地
価
格
が
高
く
零
細
経
営
は
引

き
合
わ
な
い
た
め
農
業
旦
雇
い
た
ち
の
小
農
的
上
昇
は
生
じ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
ゲ
ー
ス
ト
地
域
な
い
し
そ
の
境
界
地
域
の
採
草
地

や
泥
炭
地
な
ど
の
未
開
発
地
で
は
細
民
た
ち
の
入
植
活
動
が
活
発
で
あ
っ
た
。
あ
る
労
働
者
が
『
片
の
分
割
地
を
獲
得
し
、
さ
ら
に
若

干
の
地
片
を
付
け
加
え
、
や
が
て
土
地
台
帳
の
項
目
の
表
紙
に
「
農
民
罫
a
暴
目
」
と
記
入
す
る
と
い
う
現
象
も
し
ば
し
ば
起
き
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

り
、
ま
た
、
マ
ル
シ
ュ
地
域
の
労
働
者
で
上
昇
意
志
の
強
い
者
は
ゲ
ー
ス
ト
地
方
に
土
地
を
購
入
し
た
と
い
う
。
両
郡
の
数
字
の
動
き

の
違
い
は
、
大
農
層
の
政
治
的
社
会
的
支
配
力
が
強
い
マ
ル
シ
ュ
地
域
か
ら
、
相
対
的
に
小
農
・
中
農
層
の
比
重
が
厚
い
ゲ
ー
ス
ト
地

域
へ
と
い
う
居
住
地
の
移
動
を
伴
う
農
業
旦
雇
い
た
ち
の
土
地
取
得
の
動
き
を
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
小
土
地
取
得
へ
の
動
機
は
、

経
済
的
に
は
、
家
族
就
業
を
再
生
産
の
条
件
と
す
る
家
計
構
造
に
あ
っ
て
、
自
給
部
分
の
増
大
に
よ
り
家
計
水
準
を
維
持
、
向
上
さ
せ

る
こ
と
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
土
地
所
有
に
よ
る
社
会
的
地
位
の
獲
得
と
い
っ
た
社
会
的
動
機
の
存
在
も
見
逃
せ
な
い
と
思

う
。　

だ
が
、
表
－
－
－
ω
に
お
け
る
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
層
の
増
大
は
農
業
労
働
者
の
ま
ま
で
の
土
地
取
得
拡
大
の
結
果
と
し
て
の
み
見
な

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
時
期
に
何
ら
か
の
形
で
土
地
を
経
営
す
る
農
業
労
働
者
の
数
は
、
む
し
ろ
減
少
気
味
と
推

　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
表
2
－
2
は
主
業
別
に
み
た
副
業
的
農
業
経
営
を
営
む
者
の
比
率
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
工
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　　　　　　表2曙　主業別にみる副業的農業経営を営む者の比率（1）

　　　　　　　　　　（1go7年，シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州）

　I　a　農業　　　　　　　　　　　　管理・事務職　　　　　　　　　24・6％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働者・日雇い　　　　　　　　45・4

　　　b　漁業，林業など　　　　　　　自立経営者　　　　　　　　　　55・7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　被雇用者　　　　　　　　　　454

　11工業・手工業　　　　　　　　　　自立経営者　　　　　　　　　36・6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　被雇用者　　　　　　　　　　149

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（うち，労働者・職人・徒弟）　15・1

　111商業・サービス業など　　　　　　自立経営者　　　　　　　　　30・3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　被雇用者　　　　　　　　　　8・8

　1V　失業者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13’6

　V　その他（2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29
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業
・
手
工
業
に
お
い
て
は
、
農
業
副
業
を
営
む
者
が
自
立
経
営
主
で
三
六
・

六
％
、
労
働
者
で
は
↓
五
二
％
に
上
っ
て
お
り
、
工
業
労
働
者
・
手
工

業
者
と
土
地
と
の
結
び
付
き
の
強
さ
が
明
瞭
で
あ
る
。
一
般
に
「
居
つ
き

　
　
（
2
2
）

工
業
化
」
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
労
働
者
・
手
工
業
者
の
存
在
の
あ
り

よ
う
を
こ
こ
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
強
調
し

た
い
の
は
、
こ
れ
は
、
日
本
の
兼
業
化
に
お
い
て
想
起
さ
れ
る
よ
う
な
農

業
労
働
者
な
い
し
零
細
農
が
土
地
と
結
び
付
い
た
ま
ま
工
業
労
働
者
化
す

る
あ
り
方
で
は
な
く
、
む
し
ろ
土
着
の
世
界
に
お
け
る
「
脱
農
業
雇
用
目

工
業
労
働
者
・
手
工
業
化
」
が
、
零
細
地
や
自
己
住
宅
な
ど
を
内
容
と
す

る
小
所
有
志
向
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ

る
。　

デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
方
に
つ
い
て
の
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
点
を

考
え
る
上
で
非
常
に
示
唆
的
な
一
つ
の
事
例
が
、
同
じ
く
北
西
ド
イ
ツ
地

域
に
属
す
る
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
ザ
ウ
ワ
ー
ラ
ン
ド
の
「
ク
リ
ス
チ

ア
ン
家
」
の
歴
史
、
あ
る
無
産
の
農
業
労
働
者
家
族
の
数
世
代
に
わ
た
る

〈
小
所
有
化
〉
の
歴
史
で
あ
る
。
M
・
レ
ー
リ
ッ
ヒ
の
研
究
に
よ
れ
ば
、

初
代
ク
リ
ス
チ
ア
ン
夫
婦
は
、
当
初
は
農
民
敷
地
内
に
住
む
無
産
の
農
業
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労
働
者
（
ω
匿
£
3
か
ら
出
発
す
る
が
、
］
九
世
紀
中
葉
に
生
涯
独
身
の
奉
公
人
で
あ
っ
た
義
弟
の
貯
蓄
を
資
金
に
（
義
弟
は
死
亡
）
、
ま

ず
は
分
割
地
を
取
得
し
、
そ
の
後
に
は
じ
め
て
自
分
の
家
を
村
に
建
て
る
の
で
あ
る
。
新
し
い
家
は
「
ク
リ
ス
チ
ア
ン
」
と
命
名
さ
れ

た
が
、
そ
れ
は
ク
リ
ス
チ
ア
ン
家
の
人
々
が
自
立
し
た
村
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
興
味
深
い
の
は
、
彼
ら
は
そ
の
後

小
農
と
し
て
経
営
的
に
自
立
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
取
得
し
た
こ
の
小
所
有
を
維
持
す
る
た
め
に
、
農
業
旦
雇
い
の
み
な
ら

ず
、
第
二
世
代
の
と
き
に
は
鉛
鉱
山
の
坑
夫
と
し
て
働
き
、
そ
し
て
鍛
冶
屋
を
経
営
す
る
に
い
た
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
問
も

農
業
経
営
拡
大
の
意
志
ね
強
く
、
新
し
い
厩
舎
も
建
て
て
い
る
。
こ
う
し
た
延
長
線
上
で
、
二
〇
世
紀
に
入
り
第
四
世
代
は
ペ
ン
ド
ラ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

（
目
通
勤
労
働
者
）
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
事
例
が
ど
こ
ま
で
一
般
化
で
き
る
か
は
わ
か
ら
な
い
し
、
ま
た
ク
リ
ス
チ
ア
ン
家
の
動
き
が
、
本
章
で
問
題
に
し
て
い
る
よ
う

な
「
他
所
者
」
労
働
者
の
流
入
に
伴
う
農
業
構
造
と
雇
用
関
係
の
変
動
と
ど
こ
ま
で
関
連
し
て
い
る
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
だ
が
、
こ

の
事
例
は
、
紛
れ
も
な
く
「
小
所
有
」
志
向
を
媒
介
に
、
大
農
の
雇
用
関
係
か
ら
の
離
脱
と
土
地
取
得
、
そ
し
て
農
外
雇
用
が
結
合
し

て
い
く
過
程
を
示
し
て
い
る
。
労
働
力
市
場
の
流
動
化
に
伴
い
生
活
の
不
安
定
化
に
直
面
し
た
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
方
の
土
着
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

日
雇
い
の
人
々
も
、
ま
た
、
こ
う
し
た
「
小
所
有
」
志
向
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

第
二
節
　
「
他
所
者
」
農
業
移
動
労
働
者
－
東
欧
季
節
労
働
者
と
モ
ナ
ー
ヘ
ン

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
ル
シ
ュ
地
域
に
お
け
る
主
要
な
「
他
所
者
」
農
業
労
働
者
は
、
近
隣
の
ゲ
ー
ス
ト
地
域
か
ら
く
る
収
穫
労
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（
2
5
）

働
者
（
主
に
小
農
民
で
、
収
穫
期
に
な
る
と
鎌
を
背
中
に
抱
え
て
「
人
間
市
竃
。
羨
『
自
暴
琴
」
に
や
っ
て
く
る
）
、
甜
菜
工
場
と
穀
作
地
域
を
中

心
に
、
東
部
プ
ロ
イ
セ
ン
諸
州
や
ガ
リ
チ
ア
な
ど
東
欧
か
ら
調
達
さ
れ
た
季
節
労
働
者
、
そ
し
て
モ
ナ
ー
ヘ
ン
と
呼
ば
れ
る
放
浪
型
の

季
節
労
働
者
の
三
つ
の
労
働
者
群
か
ら
な
っ
て
い
た
。
第
一
の
収
穫
労
働
者
が
一
九
世
紀
初
頭
以
降
の
伝
統
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る

　
　
　
　
　

の
に
対
し
、
第
二
と
第
三
の
労
働
者
群
は
、
よ
り
は
っ
き
り
と
一
九
世
紀
後
半
に
な
っ
て
登
場
し
て
く
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

次
章
で
詳
論
す
る
よ
う
に
、
第
二
の
東
欧
の
季
節
労
働
者
の
登
場
が
中
部
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
て
展
開
す
る
広
域
的
現
象
で
あ
る
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

対
し
、
モ
ナ
ー
ヘ
ン
は
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
方
に
特
に
強
い
現
象
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
三
つ
の
「
他
所
者
」
労
働

者
群
は
そ
の
時
代
性
や
地
域
的
な
広
が
り
の
点
で
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
流
入
地
域
全
体
の
農
村
社
会
構
造

の
変
化
の
あ
り
よ
う
を
問
題
と
す
る
立
場
か
ら
、
む
し
ろ
そ
の
重
層
性
の
方
に
着
目
し
た
い
。
同
じ
理
由
か
ら
、
季
節
労
働
者
の
問
題

に
つ
い
て
も
、
本
来
な
ら
ば
供
給
地
域
の
経
済
構
造
を
含
め
た
労
働
力
市
場
全
体
の
構
造
の
あ
り
方
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

こ
こ
で
は
主
に
流
入
地
で
の
生
活
と
労
働
の
形
態
を
問
題
と
す
る
こ
と
に
限
定
し
た
い
。
以
下
、
本
章
の
中
心
と
な
る
モ
ナ
ー
ヘ
ン
に

関
す
る
叙
述
に
移
る
前
に
、
こ
の
点
を
考
慮
し
つ
つ
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
方
の
季
節
労
働
者
の
状
況
に
関
し
て
述
べ
て
お
き
た
い
と

思
う
。
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1

東
欧
季
節
労
働
者

　
さ
て
、
甜
菜
工
場
の
農
業
労
働
力
構
成
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
住
み
込
み
の
常
雇
労
働
者
を
上
層
に
、
東
欧
か
ら
の
季
節
労
働
者

を
下
層
に
構
成
さ
れ
、
さ
ら
に
間
引
き
や
甜
菜
収
穫
な
ど
の
短
期
的
な
労
働
需
要
を
充
た
す
も
の
と
し
て
地
元
の
女
性
・
児
童
労
働
力



　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

が
大
量
に
動
員
さ
れ
た
。
ま
た
、
季
節
労
働
者
の
「
営
舎
」
は
、
土
着
の
農
村
下
層
集
落
で
は
な
く
、
工
場
や
分
農
場
の
敷
地
内
、
ま

た
は
こ
れ
に
隣
接
し
て
建
て
ら
れ
、
そ
の
規
模
は
大
き
な
も
の
で
一
棟
あ
た
り
二
〇
〇
名
の
収
容
可
能
人
数
を
誇
っ
た
。
｝
階
は
組
頭

の
専
用
住
居
、
保
健
室
、
共
同
の
大
食
堂
か
ら
、
二
階
以
上
は
男
女
の
寝
室
か
ら
成
っ
て
い
る
の
が
ふ
つ
う
の
構
造
で
、
こ
の
た
め
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

の
住
居
は
「
ロ
シ
ア
人
兵
舎
菊
羨
磐
す
・
・
R
需
」
と
も
呼
ば
れ
た
と
い
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
八
九
〇
年
代
後
半
以
降
に
お
け
る
キ
ャ
ベ
ツ
作
の
展
開
を
契
機
に
、
大
農
層
一
般
に
季
節
労
働
者
へ
の
需
要
が
高
ま

る
と
、
新
た
に
よ
り
小
さ
な
規
模
の
「
営
舎
」
が
大
農
の
協
同
で
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
「
営
舎
」
は
労
働

者
の
生
活
と
労
働
の
管
理
の
た
め
に
監
督
官
を
必
要
と
し
た
。
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
地
区
に
は
各
々
三
〇
人
の
収
容
能
力
を
も
つ
二

棟
の
「
営
舎
」
が
あ
っ
た
が
、
ど
ち
ら
に
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
を
話
す
ド
イ
ツ
国
籍
人
の
組
頭
く
o
§
ぼ
ぽ
ミ
く
霧
3
巳
∩
§
＼
＞
亀
・
・
魯
R
が

い
た
。
彼
ら
は
「
営
舎
」
付
属
の
住
居
に
住
み
、
自
ら
は
労
働
せ
ず
監
督
の
み
を
行
い
、
さ
ら
に
小
さ
な
食
堂
を
営
み
、
賃
金
計
算
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

行
っ
た
。
こ
の
地
区
で
は
、
そ
の
他
に
も
四
棟
の
や
や
小
規
模
の
「
営
舎
」
が
あ
り
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
組
頭
が
い
た
と
い
う
。
ま
た
、

南
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
に
も
「
営
舎
」
が
あ
り
、
二
人
の
ド
イ
ツ
系
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
組
頭
が
毎
年
春
に
人
々
を
募
集
す
る
た
め
に

ポ
ー
ラ
ン
ド
ヘ
赴
い
た
。
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
六
組
の
労
働
者
夫
婦
を
連
れ
て
戻
り
、
甜
菜
カ
ブ
の
仕
事
と
穀
物
の
収
穫
作
業
を
請
負
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
1
）

行
う
旨
の
契
約
を
結
ん
だ
と
い
う
。
当
時
の
州
農
会
発
行
の
農
業
週
刊
誌
上
に
は
組
頭
に
よ
る
請
負
契
約
締
結
の
広
告
が
散
見
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
2
）

こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
も
、
こ
の
事
例
の
よ
う
に
、
組
頭
は
、
調
達
、
生
活
の
管
理
、
労
働
の
組
織
を
行
う
事
実
上
の
中
間
雇
用
主
で

あ
る
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
営
舎
」
で
は
毎
日
曜
日
に
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
が
開
催
さ
れ
、
女
た
ち
は
「
民
族
衣

装
」
を
ま
と
っ
た
が
、
同
時
に
日
曜
は
、
ま
た
、
季
節
労
働
者
と
監
督
官
の
間
の
口
論
や
殴
り
合
い
が
頻
発
す
る
と
き
で
も
あ
っ
た
と

）（

）
。

し
＞
つ
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労
働
市
場
の
流
動
化
と
拡
大
を
背
景
に
登
場
す
る
、
こ
う
し
た
仲
介
者
を
媒
介
と
す
る
安
価
な
季
節
労
働
者
集
団
の
利
用
と
い
う
形

態
は
、
第
三
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
マ
ル
シ
ュ
地
域
に
限
ら
ず
東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
方
、
さ
ら
に
は
中
部
・
東
部
ド
イ
ツ
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蹴
）

い
て
一
般
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
グ
ー
ツ
地
域
と
異
な
る
マ
ル
シ
ュ
地
域
の
大
農
た
ち
の
特
徴
は
、
彼
ら
が
季
節
労
働

者
の
調
達
や
生
活
維
持
の
点
の
み
な
ら
ず
利
用
の
点
で
も
協
同
組
合
方
式
を
有
効
に
活
用
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
M
・
マ
テ
ィ
ー
セ
ン

に
よ
れ
ば
、
マ
ル
シ
ュ
地
域
で
は
、
ま
ず
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
者
は
男
た
ち
、
女
た
ち
、
そ
し
て
少
年
た
ち
と
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に

分
け
ら
れ
た
（
こ
れ
に
対
応
し
た
形
で
賃
金
も
等
級
づ
け
ら
れ
て
い
る
）
。
男
た
ち
が
農
耕
労
働
に
従
事
し
て
い
る
一
方
で
、
女
た
ち
は
協
同

組
合
所
有
の
「
営
舎
」
に
集
め
ら
れ
て
組
頭
の
監
督
の
も
と
で
集
団
で
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際
に
彼
女
た
ち
は
協
同
組

合
の
持
ち
株
に
応
じ
て
作
業
日
を
確
保
し
て
い
る
農
民
経
営
を
次
々
と
代
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
穀
物
収
穫
時
に
は
女
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

は
個
々
の
経
営
に
割
り
当
て
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
男
女
の
利
用
の
仕
方
は
、
後
に
第
三
章
で
述
べ
る
グ
ー
ツ
経
営
に
お
け
る

も
の
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
協
同
組
合
形
式
に
よ
る
季
節
労
働
者
の
利
用
は
、
一
八
九
四
年
か
ら
北
隣
の
ア
イ
ダ
ー
シ
ュ
テ
ッ
ト
郡
で
も
行
わ
れ
、
さ

ら
に
東
エ
ル
ベ
的
な
大
経
営
の
支
配
す
る
東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
方
で
は
、
ゲ
ー
ス
ト
地
方
の
あ
る
農
業
村
落
住
民
の
男
女
か
ら
な

る
フ
ラ
イ
コ
ー
プ
ス
穿
一
ざ
壱
の
と
呼
ば
れ
る
移
動
労
働
者
組
織
が
存
在
し
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
組
頭
が
請
負
契
約
を
取
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

農
場
か
ら
農
場
へ
と
収
穫
期
間
中
渡
り
歩
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
般
に
、
協
同
組
合
方
式
が
季
節
労
働
者
集
団
の
利
用
に
お
い
て
ど
の
程
度
の
広
が
り
で
採
用
さ
れ
て
い
た
か
は
、
な
お
明
ら
か
と

は
い
え
な
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
一
般
と
は
異
な
る
「
面
的
な
」
利
用
方
式
こ
そ
が
、
第
一
に
は
、
グ
ー
ツ
経
営
の
み
な
ら
ず
大

農
を
中
心
と
す
る
農
民
経
営
に
お
い
て
も
、
低
賃
金
労
働
者
と
し
て
の
季
節
労
働
者
の
有
効
な
調
達
・
利
用
を
可
能
に
し
た
こ
と
、
第
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二
に
は
、
た
だ
し
そ
れ
が
仲
介
者
の
季
節
労
働
者
の
集
団
と
し
て
の
掌
握
を
必
要
不
可
欠
の
条
件
と
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
点
を
確
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
『
般
に
地
縁
に
基
づ
く
集
団
行
動
を
特
徴
と
す
る
季
節
労
働
者
と
、
以
下
に
み
る
よ
う
な
個
人
主
義
的
な

行
動
規
範
に
基
づ
く
モ
ナ
ー
ヘ
ン
は
、
そ
の
集
団
の
編
成
原
理
が
決
定
的
に
違
う
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
中
間
的
雇
用
主
の
存
在
を
特

徴
と
す
る
点
で
は
両
者
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
季
節
労
働
者
の
場
合
、
そ
れ
が
労
働
領
域
の
み
な
ら
ず
生
活
領
域
に
お
け
る
管
理

を
も
伴
う
も
の
で
あ
る
以
上
、
土
着
労
働
者
と
の
問
に
日
常
生
活
に
お
け
る
断
絶
が
生
ず
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
し
い
考
察
は
第
三
章
に
委
ね
る
こ
と
に
し
た
い
。

2
　
モ
ナ
ー
ヘ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
モ
ナ
ー
ヘ
ン
に
移
ろ
う
。
彼
ら
は
特
定
の
住
所
地
を
も
た
ず
家
族
も
形
成
し
な
い
放
浪
者
た
ち
で
、
そ
の
行
動
様
式
は
原
則
と
し
て

個
人
を
単
位
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
彼
ら
は
季
節
労
働
者
の
み
な
ら
ず
、
土
地
と
の
強
い
結
び
付
き
を
特
徴
と
す
る
土
着

の
農
業
労
働
者
と
も
行
動
原
理
を
異
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
彼
ら
の
モ
ナ
ー
ヘ
ン
と
し
て
の
生
活
歴
を
辿
る
こ
と
で
、

こ
う
し
た
彼
ら
の
特
質
を
浮
き
上
が
ら
せ
た
い
。
以
下
は
、
オ
ッ
ヘ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
の
あ
る
農
家
の
息
子
H
・
ル
ー
フ
ト
に
よ
っ
て
叙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鐙
）

述
さ
れ
た
、
彼
の
父
に
雇
用
さ
れ
た
三
人
の
モ
ナ
ー
ヘ
ン
の
遍
歴
の
概
要
で
あ
る
。

①
ロ
バ
i
卜
・
ギ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
菊
o
げ
聲
o
厨
9
ぼ
お

　
ヴ
ァ
ル
テ
川
（
オ
ー
デ
ル
河
支
流
）
の
ラ
ン
ズ
ベ
ル
ク
郡
で
生
ま
れ
、

季
節
労
働
者
と
し
て
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
の
甜
菜
工
場
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へ
き
た
。
彼
は
こ
の
地
に
と
ど
ま
り
、
同
じ
く
季
節
労
働
者
で
あ
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
結
婚
を
し
た
。
四
人
の
子
供
が
生
ま
れ

た
が
、
ギ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
が
酒
に
溺
れ
た
た
め
に
離
婚
。
そ
の
後
、
彼
は
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
方
を
転
々
と
し
、
オ
ッ
フ
ェ
ン

ビ
ュ
ッ
テ
ル
の
左
官
の
手
伝
い
人
、
そ
の
翌
年
の
冬
は
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
の
農
民
の
も
と
で
厩
舎
の
手
伝
い
人
と
し
て
働
い

た
。
そ
こ
を
去
っ
た
後
、
当
時
泥
炭
地
で
の
運
搬
作
業
の
手
伝
い
人
を
捜
し
て
い
た
ル
ー
フ
ト
の
父
に
よ
り
彼
は
雇
用
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
時
々
、
彼
は
飲
み
友
達
の
た
く
さ
ん
い
る
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
ヘ
出
か
け
た
。
ま
た
、
マ
ル
シ
ュ
地
域
の
収
穫
期
に

は
、
彼
は
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
の
「
人
問
市
」
に
行
っ
た
。
彼
は
腕
の
い
い
結
束
人
で
あ
っ
た
。
収
穫
後
も
そ
こ
に
滞
在
す
る

場
合
も
あ
っ
た
が
、
彼
は
再
び
こ
の
農
民
の
と
こ
ろ
に
帰
っ
て
き
た
。
が
、
や
が
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
禍
の
せ
い
で
衰
弱
し
、
最
後

は
胃
癌
で
死
ん
だ
。

②
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ロ
ー
シ
ャ
イ
ド
＞
轟
毒
肉
8
魯
＆

　
オ
ス
ト
プ
ロ
イ
セ
ン
の
あ
る
農
場
で
生
ま
れ
、
若
く
し
て
職
を
求
め
て
ベ
ル
リ
ン
に
出
た
が
、
都
会
生
活
に
適
合
で
き
ず
放
浪

の
身
と
な
っ
た
。
西
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
グ
、
ド
イ
ツ
中
央
部
を
転
々
と
し
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
農
民
の
も
と
で
働
く
の
も

束
の
間
、
そ
の
後
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
で
甜
菜
カ
ブ
の
堀
返
し
、
ボ
イ
ツ
ェ
ン
ブ
ル
ク
の
化
学
肥
料
工
場
と
遍
歴
を
重
ね
る
。
そ
の
後

ラ
ウ
エ
ン
ブ
ル
ク
に
向
う
が
、
そ
こ
で
物
乞
い
を
し
た
か
ど
で
警
察
に
逮
捕
さ
れ
た
。
オ
ッ
フ
ェ
ン
ビ
ユ
ッ
テ
ル
で
は
、
あ
る
泥

炭
所
有
者
の
も
と
で
の
泥
炭
の
運
搬
人
、
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
で
は
収
穫
穀
物
の
運
び
入
れ
と
馬
鈴
薯
の
取
り
入
れ
に
従
事
し
た
。

再
び
オ
ッ
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
に
来
た
と
き
、
ル
ー
フ
ト
の
父
が
彼
を
手
伝
い
人
と
し
て
雇
っ
た
。
耕
起
を
除
い
た
他
の
仕
事
に

彼
は
通
じ
て
い
た
。
日
曜
日
に
な
る
と
近
隣
の
村
々
で
終
日
飲
み
明
か
し
た
。
あ
る
年
に
は
ラ
イ
麦
の
収
穫
が
終
わ
っ
た
後
フ
ェ
i

第1部　第二帝政期における農村社会と農業労働者　100



マ
ル
ン
島
に
収
穫
労
働
に
で
か
け
た
が
、
終
了
後
は
再
び
こ
の
農
民
の
も
と
に
帰
っ
て
き
た
。

せ
い
で
体
が
随
分
と
衰
弱
し
た
頃
、
彼
は
こ
こ
を
去
っ
た
。

六
〇
才
に
な
り
、
ア
ル
コ
ー
ル
の

③
ゲ
オ
ル
ク
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ト
0
8
お
q
。
∩
ぼ
象
段

　
ハ
ン
ブ
ル
ク
生
ま
れ
。
若
い
頃
は
エ
ル
ベ
川
の
航
海
士
や
監
視
人
と
し
て
働
い
て
い
た
が
、
酒
に
溺
れ
て
妻
子
を
見
放
し
た
。

東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
域
に
長
く
い
た
後
、
フ
ェ
ー
マ
ル
ン
島
に
渡
り
、
あ
る
大
農
の
も
と
で
倉
庫
の
管
理
人
の
仕
事
を
得
る

が
、
穀
物
泥
棒
の
一
件
に
巻
き
込
ま
れ
て
八
O
か
月
の
刑
に
服
す
る
。
服
役
後
、
再
び
東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
に
仕
事
を
見
つ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ス
ト
ホ
エ
フ

る
が
、
管
理
人
を
殴
っ
て
解
雇
。
そ
の
後
は
暫
く
の
間
、
彼
は
あ
る
宿
屋
の
簡
易
宿
泊
所
に
泊
ま
り
、
刑
務
所
で
覚
え
た
技
術
で

か
ご
を
編
ん
で
生
活
の
糧
と
し
た
。
マ
ル
シ
ュ
地
域
で
は
、
彼
は
村
外
れ
の
盛
り
土
の
上
に
住
み
、
や
は
り
か
ご
を
編
ん
で
暮
ら

し
た
。
そ
の
頃
、
ル
ー
フ
ト
の
父
が
泥
炭
の
運
搬
手
伝
い
人
と
し
て
彼
を
雇
っ
た
。
彼
は
運
搬
の
み
な
ら
ず
牧
草
の
運
び
入
れ
も

行
っ
た
が
、
マ
ル
シ
ュ
地
域
で
油
菜
の
脱
穀
が
は
じ
ま
る
と
、
彼
は
前
年
の
約
束
で
メ
ル
ド
ル
フ
の
脱
穀
機
所
有
者
の
と
こ
ろ
へ

赴
い
た
。
翌
年
も
収
穫
の
手
伝
い
に
く
る
と
い
う
約
東
を
守
り
、
そ
の
後
数
年
の
問
、
こ
の
農
民
の
も
と
で
働
い
た
。
や
が
て
年

金
を
受
け
る
年
と
な
り
、
彼
は
再
び
盛
り
土
の
上
に
自
分
の
庵
を
作
っ
て
、
か
ご
編
み
と
年
金
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。
日
曜

　
　
　
　
　
　
ガ
ス
ト
ホ
ま
フ

日
は
行
き
つ
け
の
宿
屋
の
酒
場
で
過
ご
し
た
。
庵
が
老
朽
化
し
て
壊
れ
た
後
、
彼
は
メ
ル
ド
ル
フ
の
老
人
ホ
ー
ム
に
入
り
、
数
年

後
に
そ
こ
で
死
ん
だ
と
い
う
。

　
以
上
の
三
例
は
、
各
々
異
な
っ
た
様
相
を
も
つ
と
は
い
え
、
近
代
市
民
社
会
へ
の
不
適
合
を
通
じ
て
そ
こ
か
ら
疎
外
さ
れ
た
、
単
独

で
放
浪
す
る
農
業
移
動
労
働
者
と
し
て
の
モ
ナ
ー
ヘ
ン
の
特
徴
を
鮮
や
か
に
示
し
て
い
る
。
特
に
「
放
浪
」
が
、
「
ア
ル
コ
ー
ル
」
、
穀
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表2－3　フェーマルン島のモナーヘンの出身地と前職（1900－1905年頃）

出身地 前　職 出身地 前　職 出身地 前　職

Magdeburg 煙草巻き工 G6t〔ingen 煙突掃除人 Wien ボーイ

Passau ブリキ職人 ♀B6hmen 旅芸人 LUneburg 身体障害者

Plauen／V・9tL ガラス労働者 Kaiserslautem 聖職者 Altona 染色工

Emden 航海士 Uckermark 粉ひき Breslau 窓ふき人
Effur〔 庭師 K・penhagen タイル職人 ♀Dresden スナックのママ
ROStock 菓子屋 StU〔tg賦 宿屋 K6nigsberg 売春斡旋人

Frankfurt／M 騎手 Lロbeck 仕立て職人 Duisburg てき屋
Harburg 沖仲士 Lissa／P・sen 高校教師 BramSted／Ho1． 小農の息子

Obersc皿esien 車力 B【emerf6rde 船乗り，動物使い

Rheinhessen 将校 Berlin 鋳掛け屋

注　；♀は女子．特に女のモナーヘンたちはRosaliロdenと呼ばれた．
出典：E　Th・msen，a・a・0・，Anhang，S・22－26より作成、

物
泥
棒
な
ど
の
「
犯
罪
」
、
そ
し
て
こ
こ
で
は
明
示
的
に
は
出
て
な
い
が
「
乞
食
」
「
暴
力
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
ぎ

と
い
う
観
念
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
ら
が
ま
さ
に
「
気
質
の
世
界
」
の

向
こ
う
側
に
い
る
存
在
と
し
て
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
点
で
重
要
で
あ

る
。
ち
な
み
に
、
一
九
〇
九
年
に
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
で
乞
食

や
農
村
放
浪
の
か
ど
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
の
数
は
約
六
〇
〇
〇
人
で
、
全
有
罪
者

の
ほ
ぼ
五
割
を
占
め
た
と
い
う
。
プ
ロ
イ
セ
ン
の
そ
れ
は
約
二
割
で
あ
っ
た
と
い
う
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

ら
、
そ
の
比
率
の
高
さ
が
窺
わ
れ
よ
う
。

　
さ
ら
に
は
彼
ら
が
共
通
し
て
収
穫
期
に
は
必
ず
収
穫
・
脱
穀
労
働
者
と
し
て
マ
ル

シ
ュ
地
域
や
フ
ェ
ー
マ
ル
ン
島
に
行
く
こ
と
に
も
注
意
さ
れ
た
い
。
彼
ら
は
農
村
の
「
外

部
」
で
あ
り
な
が
ら
、
農
業
の
最
下
層
の
労
働
力
市
場
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
わ
け

だ
が
、
他
方
で
彼
ら
の
出
自
は
、
そ
れ
が
同
時
に
都
市
労
働
力
市
場
の
最
底
辺
と
も
結

び
付
い
て
い
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
表
2
－
3
は
一
九
〇
〇
～
一
九
〇
五
年
頃
に
モ

ナ
ー
ヘ
ン
の
メ
ッ
カ
で
あ
っ
た
フ
ェ
ー
マ
ル
ン
島
の
、
主
に
裁
判
文
書
や
警
察
関
連
文

書
か
ら
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
た
と
い
う
モ
ナ
ー
ヘ
ン
た
ち
の
出
生
地
と
前
職
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
出
自
の
多
様
性
が
顕
著
で
あ
る
が
、
全
体
の
傾
向
と
し
て
北
部
・
中
部
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

イ
ツ
の
都
市
の
職
人
・
労
働
者
出
身
と
い
う
像
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
地
方

の
大
農
経
営
は
経
済
的
に
は
こ
の
よ
う
な
労
働
力
の
存
在
を
経
営
の
存
立
条
件
と
し
て
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，ナる「人間市Menschenmarkt」

行われている．

lrbeiters，Hamburg　l985・付属の写真から

写真2－4　ヴェッ

　ヴェッセルブー

出典二Rehbein，翫

い
た
の
で
あ
る
。

　
若
干
エ
ピ
ソ
ー
ド
め
い
た
話
に
な
る
が
、
彼
ら
の
特

異
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
彼
ら
の
秘
密
裁
判
に

触
れ
て
お
こ
う
。
フ
ェ
ー
マ
ル
ン
島
の
モ
ナ
ー
ヘ
ン
の

研
究
家
p
・
ヴ
ィ
ー
ペ
ル
ト
に
よ
る
と
、
彼
ら
に
と
っ

て
最
大
の
罪
と
さ
れ
る
の
は
仲
間
を
警
察
に
密
告
す
る

と
い
う
裏
切
り
行
為
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
秘
密

裁
判
が
行
わ
れ
る
。
裁
判
は
中
心
と
な
る
三
人
の
協
議

に
よ
っ
て
召
集
さ
れ
、
顔
を
隠
し
た
二
二
人
の
モ
ナ
ー

ヘ
ン
た
ち
が
独
特
の
方
式
に
よ
っ
て
こ
の
儀
式
を
行
っ

た
と
い
う
。
「
有
罪
」
の
場
合
は
、
集
団
リ
ン
チ
と
フ
ェ
ー

マ
ル
ン
か
ら
の
永
久
追
放
の
処
分
、
「
軽
い
罪
」
の
場
合

は
他
の
す
べ
て
の
仲
間
の
世
界
ー
夜
の
簡
易
宿
泊
所
、

モ
ナ
ー
ヘ
ン
の
飲
み
屋
、
教
会
で
の
共
同
飲
食
、
村
の

井
戸
の
お
気
に
入
り
の
場
所
1
に
近
づ
け
な
く
な
る

　
　
魂
）

と
い
う
。
以
上
の
点
は
事
実
に
関
す
る
信
愚
性
に
つ
い

て
疑
義
な
し
と
は
い
え
な
い
の
だ
が
、
彼
ら
の
「
異
文
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写真2－5　モナーヘンの肖像

　左の男はAugustRappenpimme1，右の男はFritzZigeuner

というニックネームで呼ばれていた．

出典：Hansen，N．／Tillmann，D，，Schleswig－Holsteinischc

　　　D6rferinderKaiserzei〔，HeidelggO，S．54．

化
」
性
が
少
な
く
と
も
住
民
の
問
で
「
危
険
な

も
の
」
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
伝

わ
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
他
に
も
、
モ

ナ
ー
ヘ
ン
た
ち
は
独
特
の
暗
号
め
い
た
文
字
を

　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　

使
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　
本
章
で
は
マ
ル
シ
ュ
地
域
で
の
農
業
雇
用
関

係
に
主
要
な
関
心
が
あ
る
の
で
、
以
下
で
は
マ

ル
シ
ュ
地
域
で
の
収
穫
・
脱
穀
期
間
を
中
心
と

す
る
彼
ら
の
居
住
、
調
達
、
労
働
の
あ
り
方
に

叙
述
を
限
定
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ス
ト
ホ
　
フ

　
さ
て
、
彼
ら
は
、
脱
穀
期
問
中
は
主
に
宿
屋

や
専
用
の
簡
易
宿
泊
所
ζ
婁
9
台
貝
醇
に
泊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
4
）

ま
る
か
、
あ
る
い
は
村
落
周
辺
部
、
主
に
キ
ー
ル
運
河
の
堤
防
の
上
で
野
宿
を
し
た
。
当
時
人
口
約
二
二
〇
〇
人
の
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ス
ト
ホ
ギ
フ

レ
ン
地
区
だ
け
で
な
ん
と
三
六
軒
も
の
専
用
の
簡
易
宿
泊
所
が
あ
り
、
部
分
的
に
彼
ら
を
宿
泊
さ
せ
る
宿
屋
を
含
め
る
と
そ
れ
は
四
］

　
　
　
　
　
　
　
翁
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
4
6
一

軒
に
上
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
彼
ら
の
宿
泊
専
用
の
大
部
屋
は
、
土
着
者
が
入
る
に
は
相
当
の
勇
気
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ス
ト
ホ
ア
フ

部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
域
の
フ
ェ
ー
マ
ル
ン
島
や
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
地
区
の
宿
屋
の
場
合
は
、
通
常
の
地
元
の
農
民
用
の
客
問
の
出
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

口
と
彼
ら
の
出
入
口
は
別
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
酒
や
食
事
の
提
供
も
小
窓
か
ら
お
金
と
引
き
か
え
に
提
供
さ
れ
た
と
い
う
。
い
ず
れ
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に
し
て
も
こ
こ
で
も
土
着
者
と
モ
ナ
ー
ヘ
ン
の
日
常
的
な
生
活
空
間
の
断
絶
は
顕
著
で
あ
る
。

ガ
ス
ト
ホ
モ
フ

　
宿
屋
は
単
に
モ
ナ
ー
ヘ
ン
た
ち
の
宿
泊
所
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
宿
の
主
人
は
、
大
抵
の
場
合
、
モ
ナ
ー
ヘ
ン
や
、
先

に
述
べ
た
ゲ
ー
ス
ト
地
域
か
ら
の
収
穫
労
働
者
な
ど
の
「
他
所
者
」
農
業
労
働
者
、
さ
ら
に
は
奉
公
人
の
職
業
斡
旋
人
で
も
あ
っ
た
。

農
民
に
よ
る
彼
ら
の
調
達
は
、
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
の
教
会
前
の
広
場
で
週
二
回
、
他
の
と
こ
ろ
で
は
週
一
回
も
た
れ
る
「
人
間
市

ζ
8
・
・
3
9
暴
蒔
［
」
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
が
（
写
真
2
－
4
、
写
真
2
－
5
参
照
）
、
そ
の
場
合
に
も
宿
の
主
人
が
斡
旋
者
と
し
て
重
要
な
役
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ス
ト
ホ
　
フ

を
果
し
た
。
彼
ら
は
、
こ
れ
と
思
う
労
働
者
を
「
人
間
市
」
か
ら
宿
屋
の
客
間
で
待
機
す
る
農
民
の
も
と
へ
連
れ
て
き
て
引
き
合
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
）

せ
、
契
約
成
立
と
な
れ
ば
仲
介
料
を
得
た
。
通
常
は
、
モ
ナ
ー
ヘ
ン
が
い
る
隣
の
大
部
屋
か
ら
労
働
者
を
客
間
へ
連
れ
て
き
て
仲
介
を

　
（
4
9
）
ガ
ス
ト
ホ
ー
フ

し
た
。
宿
屋
の
主
人
が
賃
金
水
準
の
形
成
や
実
際
の
労
働
条
件
の
あ
り
方
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
か
は
詳
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ス
ト
ホ
　
フ

ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
モ
ナ
ー
ヘ
ン
の
生
活
空
間
に
お
い
て
宿
屋
が
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
位
置
を
も
っ
て
い
た
こ
と
の

意
義
は
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
調
達
さ
れ
た
モ
ナ
ー
ヘ
ン
た
ち
は
収
穫
労
働
と
脱
穀
労
働
に
従
事
し
た
。
刈
り
取
り
は
熟
練
を
要
す
る
が
、
彼
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

は
農
業
労
働
者
と
し
て
は
未
熟
練
労
働
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
刈
り
を
除
く
結
束
お
よ
び
運
搬
過
程
に
の
み
携
わ
っ
た
。
先
に
述
べ
た
よ

う
に
、
刈
り
取
り
は
土
着
の
農
業
労
働
者
家
族
、
ま
た
は
近
隣
ゲ
ー
ス
ト
地
方
の
収
穫
労
働
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
西
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
方
で
は
、
移
動
賃
脱
穀
経
営
の
展
開
に
伴
っ
て
モ
ナ
ー
ヘ
ン
は
な
に
よ
り
も
脱
穀
労
働
者
と
し
て
現
れ

た
。
以
下
、
節
を
改
め
て
脱
穀
労
働
者
の
問
題
と
し
て
こ
の
点
を
論
じ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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第
三
節
　
脱
穀
労
働
者
の
保
険
問
題

　
こ
れ
ま
で
の
叙
述
は
、
土
着
の
農
業
労
働
者
家
族
と
「
他
所
者
」
農
業
移
動
労
働
者
と
い
う
視
角
か
ら
、
農
業
労
働
市
場
と
農
業
雇

用
関
係
、
お
よ
び
生
活
空
間
を
含
む
彼
ら
の
存
在
の
あ
り
よ
う
に
お
け
る
両
者
の
重
層
的
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て

い
た
。
問
題
は
こ
の
よ
う
な
構
造
の
変
化
が
ど
の
よ
う
な
新
し
い
質
を
も
つ
農
村
社
会
を
形
成
さ
せ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
以
下
、

脱
穀
労
働
者
の
保
険
問
題
に
対
す
る
農
民
層
と
国
家
の
対
応
の
特
徴
を
見
る
こ
と
で
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
が
、

そ
の
前
に
脱
穀
労
働
が
ど
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
述
べ
る
必
要
が
あ
る
。

　
さ
て
、
移
動
賃
請
負
脱
穀
制
度
は
、
機
械
親
方
ζ
羨
げ
雪
9
日
畠
§
と
呼
ば
れ
る
蒸
気
脱
穀
機
の
所
有
者
な
い
し
は
賃
借
人
が
、
農

民
か
ら
穀
物
脱
穀
の
依
頼
を
受
け
、
脱
穀
機
、
蒸
気
動
力
機
、
お
よ
び
脱
穀
労
働
者
か
ら
な
る
脱
穀
ユ
ニ
ッ
ト
を
携
え
て
、
期
問
中
農

場
か
ら
農
場
へ
と
渡
り
歩
く
制
度
で
あ
る
。
一
八
八
O
年
頃
に
は
北
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
の
西
部
マ
ル
シ
ュ
地
域
だ
け
で
二
二
名
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

賃
脱
穀
機
所
有
者
が
活
動
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
約
七
〇
〇
名
の
脱
穀
労
働
者
が
雇
用
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
、
一
九
〇
〇
年
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
2
）

北
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
に
は
四
〇
の
脱
穀
業
者
と
八
O
O
人
を
越
え
る
脱
穀
労
働
者
の
需
要
が
あ
り
、
ま
た
一
九
一
〇
年
頃
に
は
南

北
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
お
よ
び
シ
ュ
タ
イ
ン
ブ
ル
ク
、
レ
ン
ズ
ブ
ル
ク
の
四
郡
で
、
約
一
七
〇
台
の
蒸
気
脱
穀
機
が
稼
働
し
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

た
め
に
約
三
〇
〇
〇
人
の
労
働
者
が
何
ら
か
の
形
で
必
要
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　
機
械
親
方
は
、
脱
穀
労
働
者
を
調
達
し
、
さ
ら
に
彼
ら
に
賃
金
を
支
払
っ
た
か
ら
、
事
実
上
の
雇
用
主
で
あ
る
。
一
つ
の
編
隊
は
約
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二
〇
～
三
〇
人
か
ら
編
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
蒸
気
動
力
機
の
運
転
に
携
わ
る
ボ
イ
ラ
ー
マ
ン
田
魯
段
、
そ
れ
に
実
際
に
穀
物
を
脱

穀
機
に
投
入
す
る
「
投
入
者
閏
巨
茜
旦
が
基
軸
と
な
る
熟
練
労
働
者
で
あ
っ
た
。
（
写
真
2
占
に
お
い
て
手
前
の
機
関
車
の
よ
う
な
蒸
気
動

力
機
を
扱
っ
て
い
る
の
が
ボ
イ
ラ
ー
マ
ン
田
一
N
段
で
あ
り
、
写
真
2
－
7
の
記
念
写
真
に
お
い
て
、
写
真
向
か
っ
て
右
の
脱
穀
機
の
上
に
立
っ
て
い

る
の
が
投
入
者
浮
語
段
、
そ
の
も
と
で
酒
瓶
を
の
ぞ
き
込
ん
だ
り
し
て
い
る
の
が
モ
ナ
ー
ヘ
ン
だ
と
思
わ
れ
る
。
）
彼
ら
は
他
の
労
働
者
に
比
べ

時
給
が
一
〇
ペ
ニ
ヒ
高
く
、
ま
た
親
方
や
農
民
家
族
と
食
事
を
共
に
し
、
夜
は
ベ
ッ
ト
が
与
え
ら
れ
た
。
彼
ら
が
土
着
の
人
か
ら
成
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
モ
ナ
ー
ヘ
ン
た
ち
は
補
助
労
働
者
で
あ
る
。
彼
ら
の
食
事
は
農
場
の
戸
外
で
の
合
同
会
食
で
あ

り
（
こ
れ
は
農
婦
の
指
導
の
も
と
、
農
場
の
女
子
の
家
事
奉
公
人
に
よ
り
準
備
さ
れ
た
）
、
夜
は
厩
舎
や
納
屋
で
眠
る
か
、
あ
る
い
は
野
宿
で

　
　
（
5
4
）

あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
、
労
働
領
域
の
み
な
ら
ず
生
活
領
域
を
も
包
括
す
る
形
で
の
中
問
雇
用
主
－
土
着
上
層
熟
練
労
働
者
－
下
層
の
モ

ナ
ー
ヘ
ン
労
働
者
と
い
う
重
層
的
な
雇
用
関
係
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
農
民
か
ら
親
方
へ
は
、
主
に
脱
穀
に
要
し
た
時
間
数
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
、
こ
れ
に
対
応
し
て
で
あ
ろ
う
、
賃
金
は
時
間
給
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
土
着
の
農
業
労
働
者
家
族
が
収
穫
労
働
に
対
し
て
示
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
脱
穀
労
働
者
の
関
心
は
、
限
ら
れ
た
期

間
中
に
最
大
の
賃
金
を
獲
得
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
週
一
〇
〇
時
間
を
越
え
れ
ば
よ
い
週
だ
っ
た
と
見
な

し
、
八
O
～
一
〇
〇
時
間
な
ら
ば
ふ
つ
う
、
八
O
時
間
以
下
だ
と
悪
い
週
と
見
な
し
た
。
レ
ー
バ
イ
ン
は
自
ら
の
体
験
と
し
て
、
あ
る

賃
金
支
払
い
日
に
親
方
が
誇
ら
し
げ
に
、
「
我
々
は
先
週
一
二
四
時
問
を
達
成
し
た
ぞ
」
と
告
げ
た
と
き
、
非
常
に
満
ち
足
り
た
気
分
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
5
）

湧
い
て
き
た
と
語
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
同
じ
賃
金
を
獲
得
す
る
に
し
て
も
、
土
着
の
労
働
者
が
家
族
の
再
生
産
の
た
め
年
問
賃
金

の
一
環
と
し
て
こ
れ
を
意
識
す
る
の
に
対
し
、
モ
ナ
ー
ヘ
ン
は
賃
金
支
払
い
日
の
翌
日
に
は
稼
い
だ
金
を
酒
場
で
の
飲
酒
に
蕩
尽
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

し
ま
う
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
が
。
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写真2－6　蒸気脱穀機による脱穀の様子

手前で蒸気動力機を扱っているのが「ボイラーマンHeizer」

出典l　Thomsen，」・W．，V・m　HakenpHug　zum　M註hdrescher，Heide　lg83，Nr．54

写真2－7　脱穀労働者と脱穀労働に携わる労働者たち

出典：Thomsen，J・w．，v・m　Hakenpnug　zum　M芸hdrescher，Heide　lg83，Nr．56
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こ
の
よ
う
な
長
時
間
労
働
、
劣
悪
な
労
働
条
件
の
も
と
で
の
機
械
作
業
は
、
新
た
に
労
働
災
害
を
頻
発
さ
せ
た
。
一
八
八
七
年
の
九

月
と
一
〇
月
の
二
か
月
だ
け
で
、
地
元
新
聞
ハ
イ
ダ
ー
ア
ン
ツ
ァ
イ
ガ
ー
紙
は
指
の
切
断
、
腕
の
切
断
、
内
臓
破
裂
の
三
件
の
脱
穀
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

働
災
害
に
関
す
る
記
事
を
載
せ
て
い
る
。
記
事
に
よ
れ
ば
い
ず
れ
の
労
働
者
も
災
害
保
険
に
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
先
に
あ

げ
た
レ
ー
バ
イ
ン
も
脱
穀
機
に
巻
き
込
ま
れ
て
片
腕
を
失
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
、
彼
は
農
業
労
働
者
と
し
て
の
生
活
を
打
ち
切
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
一
八
八
O
年
代
後
半
、
こ
の
地
域
で
は
脱
穀
労
働
者
の
保
険
問
題
が
社
会
問
題
と

し
て
顕
在
化
す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
れ
は
、
」
・
ヴ
ィ
ッ
ヒ
マ
ン
（
》
墨
魯
§
9
以
下
J
W
と
略
記
）
と
い
う
あ
る
農
業
労
働
者
の
労
働

災
害
の
補
償
を
め
ぐ
る
問
題
、
脱
穀
機
所
有
者
に
よ
る
脱
穀
労
働
者
健
康
保
険
設
立
の
運
動
、
お
よ
び
農
業
労
働
者
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
健

康
保
険
へ
の
加
入
強
制
化
と
い
う
相
互
に
深
く
関
わ
る
三
つ
の
動
き
か
ら
な
っ
て
い
た
。
以
下
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
順
に
み
て
い
き
た

い
と
思
う
。
（
以
下
、
史
料
は
主
に
一
p
＆
Φ
匂
・
§
穿
Q
。
琶
。
軍
弗
＝
o
一
q
・
旦
p
＞
冥
ぢ
ゴ
写
」
く
＞
マ
（
含
）
”
お
よ
び
地
元
新
聞
ハ
イ
ダ
ー
・
ア
ン
ツ
ァ

イ
ガ
ー
紙
（
頃
註
R
＞
葭
書
3
一
八
八
七
年
～
一
八
八
九
年
に
よ
る
。
）

1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

脱
穀
労
働
者
J
W
の
災
害
補
償
負
担
を
め
ぐ
る
問
題

　
七
人
の
子
持
ち
で
あ
る
ラ
イ
ン
ス
ビ
ュ
ッ
テ
ル
出
身
の
脱
穀
労
働
者
J
W
は
、
一
八
八
七
年
八
月
に
、
同
じ
地
区
出
身
の
蒸
気
脱
穀

機
所
有
者
H
に
よ
り
脱
穀
労
働
者
の
投
入
者
と
し
て
雇
わ
れ
る
が
、
九
月
二
六
日
、
ツ
ェ
ー
ン
フ
ー
ゼ
ン
の
大
農
W
の
と
こ
ろ
で
脱
穀

作
業
中
に
事
故
に
あ
い
、
指
三
本
を
切
断
し
た
。
彼
は
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
に
居
住
し
て
い
た
か
ら
、
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
の
地

区
救
貧
連
盟
は
、
一
八
八
八
年
二
月
二
〇
日
ま
で
総
額
二
一
三
マ
ル
ク
の
扶
助
を
J
W
に
与
え
た
。
そ
の
後
、
救
貧
連
盟
は
一
八
八
三
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年
の
労
働
者
健
康
保
険
法
第
五
八
条
に
基
づ
き
、
脱
穀
機
所
有
者
H
が
ゲ
マ
イ
ン
デ
健
康
保
険
、
あ
る
い
は
地
区
健
康
保
険
○
§
ζ
撃

ぎ
⇒
ζ
馨
へ
の
通
告
義
務
を
怠
っ
た
と
し
て
、
連
盟
が
J
W
に
与
え
た
一
一
】
三
マ
ル
ク
を
H
が
支
払
う
よ
う
彼
を
簡
易
裁
判
所
に
訴
え

た
。
し
か
し
、
四
月
こ
三
日
、
簡
易
裁
判
所
は
そ
の
よ
う
な
通
告
義
務
を
認
め
な
い
と
の
判
断
を
下
し
た
。
そ
こ
で
、
五
月
一
八
日
、

ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
教
区
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
い
っ
た
い
誰
に
こ
の
一
三
ニ
マ
ル
ク
の
負
担
を
請
求
す
べ
き
か
に
関
し
て
郡
長
の
判
断

を
求
め
た
。
郡
長
を
介
し
て
、
判
断
は
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
州
政
府
に
委
ね
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
七
月
二
七
日
付
け
で
州
政
府
よ
り

送
ら
れ
て
き
た
回
答
は
、
救
貧
連
盟
の
補
償
要
求
は
脱
穀
機
所
有
者
H
に
対
し
て
で
は
な
く
、
労
働
者
J
W
の
保
険
義
務
を
負
う
地
区

健
康
保
険
に
対
し
て
こ
そ
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
義
務
に
関
し
て
は
通
告
義
務
の
有
無
の
問
題
は
関
係
な
い
、
と
い
う

内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
他
方
、
こ
れ
と
並
行
す
る
形
で
、
H
の
属
す
る
北
西
鉄
鋼
同
業
者
保
険
組
合
が
、
脱
穀
労
働
者
が
組
合
の
災
害
補
償
対
象
か
ど
う
か

を
検
討
。
J
W
の
申
し
立
て
に
基
づ
き
、
同
業
者
保
険
組
合
の
仲
裁
裁
定
所
が
彼
を
キ
ー
ル
に
召
喚
し
た
。
さ
ら
に
、
七
月
一
〇
日
に

は
、
J
W
よ
り
以
前
に
、
同
じ
脱
穀
労
働
者
の
災
害
補
償
問
題
を
起
こ
し
て
い
た
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
出
身
の
脱
穀
労
働
者
丁
に
対
し
、

帝
国
保
険
局
の
判
断
が
示
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
T
は
農
業
労
働
者
と
認
め
ら
れ
る
た
め
彼
の
雇
用
主
は
農
場
主
で
あ
り
脱
穀
機
所

有
者
で
は
な
い
こ
と
、
こ
の
た
め
鉄
鋼
同
業
者
保
険
組
合
に
補
償
の
義
務
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
判
断
は
、
T
を
同
業

者
保
険
組
合
の
災
害
補
償
対
象
者
と
認
め
た
州
の
仲
裁
裁
定
所
の
判
断
を
覆
す
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
、

ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
の
脱
穀
機
所
有
者
た
ち
が
帝
国
保
険
局
に
対
し
て
雇
用
主
確
定
の
判
断
基
準
を
示
す
よ
う
求
め
た
請
願
に
対
す

る
保
険
局
七
月
二
八
日
付
け
の
回
答
も
、
T
の
件
に
関
す
る
判
断
と
同
じ
趣
旨
に
沿
っ
た
も
の
で
、
脱
穀
労
働
者
は
鉄
鋼
同
業
者
保
険

組
合
で
は
な
く
、
「
農
業
者
の
経
営
に
従
事
す
る
も
の
と
し
て
、
所
轄
の
農
業
同
業
者
保
険
組
合
に
よ
り
災
害
補
償
さ
れ
る
も
の
」
と
い
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う
内
容
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
、
九
月
一
五
日
、
先
の
州
政
府
の
指
示
に
よ
り
＝
二
ニ
マ
ル
ク
の
負
担
を
指
示
さ
れ
た
地
区
健
康
保
険
は

こ
れ
を
強
く
拒
否
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
第
一
に
、
七
月
二
八
日
付
の
帝
国
保
険
局
の
判
断
に
よ
り
J
W
の
雇
用
主
は
農
業
主
W
と
見

な
さ
れ
る
が
、
彼
は
地
区
健
康
保
険
へ
の
通
告
義
務
を
負
っ
て
は
い
な
い
こ
と
、
ま
た
第
二
に
、
そ
う
し
た
形
で
の
農
業
労
働
者
の
通

告
事
例
は
こ
れ
ま
で
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
第
三
に
、
J
W
は
地
区
健
康
保
険
に
加
入
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
義
務
も
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
た
。
他
方
、
J
W
の
鉄
鋼
同
業
者
保
険
組
合
に
対
す
る
災
害
補
償
請
求
も
、
八
月
三
日
に
キ
ー
ル
の
仲
裁
裁
定
所
に
よ
り
、
そ
し
て

一
八
九
九
年
二
月
二
　
日
に
は
帝
国
保
険
局
に
よ
り
、
最
終
的
に
棄
却
さ
れ
た
。
以
上
が
経
過
の
概
略
で
あ
る
。

　
移
動
賃
脱
穀
制
度
の
登
場
の
農
業
史
的
な
意
義
は
、
一
九
世
紀
後
半
の
農
業
構
造
の
転
換
期
に
あ
っ
て
、
蒸
気
脱
穀
機
と
い
う
新
た

な
経
営
固
定
資
本
の
調
達
と
利
用
が
、
農
民
的
経
営
に
お
い
て
は
も
は
や
個
別
経
営
の
枠
内
で
は
対
応
で
き
ず
、
何
ら
か
の
形
で
社
会

的
に
組
織
さ
れ
る
必
要
を
示
し
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。
賃
脱
穀
制
度
は
、
そ
う
し
た
経
営
資
本
「
社
会
化
」
の
私
的
・
市
場
的
対
応
形
態

と
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
、
同
時
に
脱
穀
労
働
の
雇
用
関
係
に
関
わ
る
問
題
も
、
個
別
経
営
の
枠
内
で
は
な
く

社
会
的
に
処
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
モ
ナ
ー
ヘ
ン
と
い
う
新
種
の
労
働
者
グ
ル
ー
プ
を
い
っ
た
い
ど
う

い
う
枠
組
み
で
統
合
・
制
度
化
す
る
の
か
。
彼
ら
を
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
社
会
グ
ル
ー
プ
と
し
て
了
解
し
、
自
分
た
ち
の
社
会
的
コ
ー

ド
の
な
か
に
埋
め
込
ん
だ
ら
よ
い
の
か
。
労
働
災
害
の
頻
発
の
問
題
で
問
わ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

以
下
、
こ
の
点
を
意
識
し
つ
つ
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
国
家
と
農
民
層
の
対
応
の
特
徴
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
が
、
そ
の
前
に
、
こ

の
複
雑
な
事
例
を
理
解
す
る
前
提
と
し
て
、
当
時
の
農
業
労
働
者
保
険
の
概
略
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
八
八
三
年
の
健
康
保
険
法
、
お
よ
び
一
八
八
四
年
の
災
害
保
険
法
は
、
工
業
労
働
者
を
対
象
と
し
、
農
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業
労
働
者
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
農
業
労
働
者
保
険
は
、
工
業
と
は
別
枠
で
、
一
八
八
六
年
五
月
五
日
の
「
農
林
業
に

従
事
す
る
人
々
の
災
害
健
康
保
険
法
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
こ
の
別
枠
扱
い
は
、
一
八
八
九
年
の
障
害
・
老
齢
者
保
険
法
を
別
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

て
、
基
本
的
に
は
一
九
一
一
年
の
保
険
法
の
改
正
ま
で
継
続
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
別
枠
扱
い
の
理
由
は
、
農
業
は
工
業
と
は
根
本
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
包

に
事
情
が
違
う
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
が
（
こ
の
考
え
は
、
農
業
労
働
者
も
農
業
の
雇
用
も
、
市
民
法
で
規
制
さ
れ
る
よ
う

な
「
近
代
的
」
労
働
者
や
雇
用
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
）
、
同
時
に
労
働
者
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
実
質
的
に
は

社
会
保
険
の
制
度
化
に
よ
る
農
業
労
働
者
の
救
済
が
工
業
労
働
者
に
比
べ
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
八
八
六
年
法
で
は
、
農
業
健
康
保
険
法
の
制
度
化
は
、
各
州
法
、
各
自
治
体
の
条
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、
帝
国
レ
ベ
ル
で
の
制

度
化
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
州
の
レ
ベ
ル
で
の
立
法
化
も
実
際
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
農
業
健
康
保
険
の
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
｝

入
は
事
実
上
、
各
地
区
や
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
の
条
例
化
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
社
会
政
策
学
会
の
行
っ
た
農
業
労
働
者
報

告
の
う
ち
、
北
西
ド
イ
ツ
お
よ
び
中
部
ド
イ
ツ
地
域
の
農
業
労
働
者
の
健
康
保
険
に
関
す
る
報
告
を
見
る
と
、
農
業
労
働
者
の
保
険
加

入
の
義
務
化
の
導
入
は
各
地
区
、
各
ゲ
マ
イ
ン
デ
ご
と
に
非
常
に
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
ま
た
雇
用
主
が
保
険
料
負
担
を
行
っ
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
災
害
保
険
法
の
方
は
、
帝
国
立
法
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
た
が
、
農
業
同
業
者
保
険
組
合
の
地
域
的
編
成
や
保
険
料

の
割
り
当
て
方
な
ど
は
各
州
の
レ
ベ
ル
で
決
め
ら
れ
た
。
特
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
は
、
農
業
同
業
者
保
険
組
合
は
地
域
を
単
位

に
組
織
さ
れ
、
保
険
料
の
徴
収
も
ゲ
マ
イ
ン
デ
行
政
機
関
が
一
般
の
租
税
に
上
乗
せ
す
る
形
で
一
括
し
て
行
わ
れ
た
と
い
わ
れ
、
事
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鯉

上
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
の
重
な
り
が
大
き
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
こ
の
事
例
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
事
例
で
は
健
康
保
険
法
と
災
害
保
険
法
の
二
つ
の
問
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題
が
一
緒
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
第
一
に
、
一
八
八
三
年
の
工
業
労
働
者
を
対
象
と
し
．
た
健
康
保
険
法
に
関
わ
っ
て
救
貧
連

盟
が
J
W
に
与
え
た
一
三
ニ
マ
ル
ク
を
誰
が
負
担
す
る
の
か
と
い
う
問
題
、
そ
し
て
第
二
に
、
J
W
は
一
八
八
四
年
の
工
業
労
働
者
を

対
象
と
す
る
災
害
保
険
法
に
基
づ
く
補
償
資
格
を
も
つ
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
、
J
W
の
雇
用
主
が
機
械
親
方
な
の
か
農
業
者
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
6
5
）

の
か
と
い
う
雇
用
主
の
確
定
の
問
題
と
関
わ
り
な
が
ら
相
互
に
絡
む
形
で
進
行
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
ま
ず
後
者
、
つ
ま
り
災
害
保
険
に
お
け
る
国
家
の
対
応
だ
が
、
帝
国
保
険
局
は
、
な
に
よ
り
脱
穀
労
働
者
を
農
業
労
働
者

と
見
な
し
、
脱
穀
労
働
関
係
を
大
農
－
農
業
労
働
者
関
係
の
な
か
に
取
り
込
も
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
農
業
労
働
者
の
再
生
産

保
証
の
問
題
と
し
て
は
、
農
業
同
業
者
保
険
組
合
に
よ
る
補
償
、
つ
ま
り
労
働
者
と
し
て
の
性
格
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
同
じ
農
業
従

事
者
と
し
て
の
性
格
に
基
づ
く
補
償
を
意
味
し
た
。
農
業
災
害
保
険
法
は
そ
の
法
の
構
造
と
し
て
職
能
的
原
理
を
内
包
し
て
い
た
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

わ
れ
る
が
、
そ
の
原
理
の
現
れ
を
こ
こ
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
健
康
保
険
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
州
政
府
は
労
働
者
の
加
入
通
告
の
有
無
に
関
係
な
く
地
区
健
康
保
険

が
彼
の
災
害
保
険
義
務
を
負
う
と
規
定
し
た
。
こ
れ
は
、
J
W
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
居
住
者
と
し
て
の
性
格
に
基
づ
く
統
合
を
志
向
す
る
も

の
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
も
、
地
区
健
康
保
険
が
当
時
の
農
村
の
主
要
な
保
険
機
関
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
州
政
府
の
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
7
）

応
は
よ
り
実
質
的
な
救
済
を
意
図
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
雇
用
主
の
負
担
で
は
な
く
ゲ
マ
イ
ン
デ
構
成
員
の
負
担
に
よ
る
再
生
産
保

証
と
い
う
意
味
で
こ
れ
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
原
理
に
よ
る
統
合
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
国
家
の
対
応
は
必
ず
し
も
統
一
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
全
体
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
新
た
な
農
業
雇
用
を
擬

似
的
に
個
別
経
営
内
で
の
大
農
の
雇
用
関
係
に
押
し
込
め
よ
う
と
す
る
点
や
、
ま
た
は
地
域
定
住
を
前
提
と
す
る
形
で
の
保
証
を
考
え

る
点
に
お
い
て
、
新
種
の
脱
穀
労
働
者
を
「
土
着
の
農
業
労
働
者
」
と
い
う
既
存
の
枠
組
み
の
な
か
で
な
ん
と
か
処
理
し
よ
う
と
し
た
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も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
点
は
、
後
述
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
季
節
労
働
者
が
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
を

根
拠
に
し
て
明
確
に
「
外
国
人
季
節
労
働
者
」
と
い
う
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
制
度
化
さ
れ
た
点
と
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
第
二
に
、
こ
の
事
例
で
よ
り
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
農
民
層
の
対
応
、
す
な
わ
ち
結
果
的
に
J
W
へ
の
補
償
が
地
区
健
康

保
険
の
抵
抗
に
あ
っ
て
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
制
度
的
統
合
を
拒
否
す
る
農
民
た
ち
の
態
度
で
あ
る
。
州
や
国
境
を
越
え

て
広
が
る
労
働
市
場
か
ら
安
価
な
農
業
移
動
労
働
者
を
調
達
す
る
こ
と
で
、
よ
り
一
層
の
資
本
蓄
積
を
は
か
る
大
農
層
に
と
っ
て
、
ゲ

マ
イ
ン
デ
単
位
で
の
農
業
労
働
力
の
再
生
産
保
証
原
理
は
、
↓
部
の
土
着
の
奉
公
人
な
い
し
上
層
熟
練
労
働
者
を
別
に
し
て
受
け
入
れ

る
必
要
性
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
同
時
に
、
右
記
の
国
家
の
対
応
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ

う
し
た
大
農
層
の
態
度
、
お
よ
び
国
家
と
の
ズ
レ
は
、
以
下
に
み
る
脱
穀
労
働
者
の
保
険
問
題
を
め
ぐ
る
他
の
二
つ
の
動
き
の
な
か
に

よ
り
鮮
明
に
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

2

賃
脱
穀
機
所
有
者
た
ち
に
よ
る
脱
穀
労
働
者
の
た
め
の
健
康
保
険
設
立
の
運
動
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脱
穀
労
働
者
問
題
が
社
会
問
題
化
す
る
な
か
、
一
八
八
八
年
一
月
八
日
、
蒸
気
脱
穀
経
営
の
中
心
地
で
あ
っ
た
西
部
マ
ル
シ
ュ
地
域

で
活
動
す
る
一
六
名
の
賃
脱
穀
機
所
有
者
た
ち
は
、
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
の
ホ
テ
ル
に
集
い
、
脱
穀
労
働
者
専
用
の
健
康
保
険
の
設

立
を
当
局
に
請
願
す
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
た
め
の
保
険
の
規
約
草
案
を
作
成
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
。
参
加
者
は
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー

レ
ン
教
区
を
中
心
に
、
隣
接
の
教
区
や
、
さ
ら
に
は
南
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
の
ヴ
ェ
ル
デ
教
区
の
者
も
含
ま
れ
て
い
た
。
規
約
草
案

で
は
、
そ
の
前
文
で
当
地
で
脱
穀
労
働
に
従
事
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
の
た
め
の
強
制
加
入
の
健
康
保
険
設
立
を
要
請
す
る
旨
が
唄
わ



れ
、
ま
た
、
第
九
項
で
は
、
労
働
者
は
毎
週
あ
る
い
は
毎
日
き
ち
ん
と
保
険
金
庫
に
、
し
か
も
自
分
の
手
持
ち
か
ら
保
険
料
を
支
払
う

義
務
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
労
働
者
の
自
己
負
担
の
原
則
は
、
脱
穀
機
所
有
者
が
所
有
者
で
は
な
く
労
働
者
の
た
め
の
採
用
者
で

し
か
な
い
こ
と
に
よ
り
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
規
定
し
、
雇
用
主
が
保
険
料
負
担
を
負
わ
な
い
こ
と
を
明
記
し
て
い
た
ー

　
さ
て
、
こ
の
請
願
に
対
し
て
三
月
七
日
付
け
で
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
の
州
政
府
よ
り
回
答
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
脱
穀

労
働
者
は
流
動
性
が
非
常
に
高
い
た
め
地
区
健
康
保
険
が
唯
一
可
能
な
保
険
の
形
態
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
関
係
ゲ
マ
イ
ン
デ
の

承
認
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
既
に
土
着
の
農
業
労
働
者
を
既
存
の
地
区
健
康
保
険
の
加
入
対
象
者
と
し
て

い
た
ノ
イ
エ
キ
ル
ヘ
教
区
は
提
案
そ
の
も
の
に
反
対
し
、
他
の
関
係
ゲ
マ
イ
ン
デ
も
、
拒
否
、
な
い
し
は
予
想
さ
れ
る
財
政
的
負
担
を

負
わ
な
い
と
い
う
条
件
付
き
賛
成
の
態
度
が
大
勢
を
占
め
た
。
こ
う
し
て
脱
穀
労
働
者
の
健
康
保
険
設
立
の
運
動
は
結
局
、
挫
折
に
終

わ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
が
経
過
の
概
略
で
あ
る
。

　
こ
の
事
例
で
は
、
よ
り
明
瞭
に
、
土
着
農
業
労
働
者
で
は
な
く
モ
ナ
ー
ヘ
ン
を
主
体
と
す
る
「
他
所
者
」
の
脱
穀
労
働
者
の
救
済
が

問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
国
家
、
お
よ
び
ゲ
マ
イ
ン
デ
H
農
民
層
の
対
応
が
、
J
W
の
災
害
補
償
負
担
の
件
で
述
べ

た
も
の
と
同
じ
特
徴
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。
脱
穀
機
所
有
者
た
ち
の
試
み
は
、
特
定
の
社
会
層
を
対
象
と
し
、
か
つ

複
数
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
ま
た
が
る
健
康
保
険
の
設
置
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
、
脱
穀
労
働
者
の
労
働
者
と
し
て
の
契
機

に
着
目
す
る
形
で
問
題
の
解
決
を
目
指
す
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
「
脱
穀
労
働
者
」
と
い
う
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
制
度
化
す
る
こ
と

を
目
指
し
た
も
の
と
い
え
る
。
が
、
こ
れ
は
、
ま
ず
最
初
に
ゲ
マ
イ
ン
デ
原
理
で
の
再
生
産
保
証
を
基
調
と
す
る
国
家
の
対
応
と
衝
突

し
、
そ
の
結
果
、
目
指
す
保
険
の
設
立
が
地
区
健
康
保
険
の
形
態
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
事
実
上
、
農
民
層
の
負
担
を
意
味
す

る
も
の
と
な
っ
た
と
き
、
関
係
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
拒
絶
に
あ
っ
て
挫
折
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
機
械
親
方
た
ち
は
、
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先
の
帝
国
保
険
局
の
雇
用
主
規
定
を
盾
に
と
り
、
自
ら
を
雇
用
主
と
し
て
で
は
な
く
採
用
者
と
し
て
の
み
規
定
す
る
こ
と
で
保
険
料
負

担
を
回
避
し
よ
う
と
い
う
態
度
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
試
み
自
体
、
再
生
産
保
証
の
あ
り
方
と
し
て
は
も
と
も
と
限
界
を
も
っ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
8
）

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

3

強
制
加
入
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
健
康
保
険
の
設
立

　
一
八
八
七
年
一
二
月
九
日
、
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
の
教
区
ゲ
マ
イ
ン
デ
議
会
は
、
農
業
労
働
者
を
義
務
的
な
加
入
対
象
と
す
る
ゲ

マ
イ
ン
デ
健
康
保
険
の
設
立
を
決
議
し
た
。
そ
の
際
に
、
加
入
対
象
者
と
し
て
は
主
に
蒸
気
脱
穀
機
に
従
事
す
る
人
々
が
念
頭
に
置
か

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
す
る
六
月
二
六
日
の
州
政
府
の
通
達
は
規
約
上
の
欠
陥
を
指
摘
し
、
許
可
の
条
件
と
し
て
こ
の
健
康

保
険
の
規
定
が
郡
決
議
に
よ
り
全
郡
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
あ
げ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
九
月
二
一
日
の
北
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
の
郡

会
お
よ
び
村
長
会
議
に
お
い
て
、
強
制
加
入
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
健
康
保
険
の
対
象
を
農
業
労
働
者
に
ま
で
拡
大
適
用
す
る
こ
と
が
決
議
さ

れ
る
。
他
方
、
こ
れ
と
は
別
に
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
の
地
区
健
康
保
険
は
一
一
月
七
日
の
総
会
に
お
い
て
、
一
時
的
就
業
の
「
他
所

者
」
農
業
労
働
者
は
強
制
加
入
義
務
の
あ
る
保
険
会
員
と
は
見
な
さ
な
い
こ
と
を
決
議
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
地
区
健
康
保
険
は
資
金

の
見
通
し
の
問
題
と
、
流
動
性
の
激
し
い
労
働
者
に
対
す
る
管
理
の
難
し
さ
を
あ
げ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
な
か
で
、
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
で
は
、
二
一
月
一
日
よ
り
奉
公
人
を
含
む
土
着
の
農
業
労
働
者
が
ゲ
マ
イ
ン
デ
健
康
保

険
に
加
入
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
、
そ
の
後
一
か
月
の
問
に
約
一
二
〇
名
が
加
入
し
た
。
が
、
や
が
て
財
政
困
難
、
特
に
被
保
険

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
9
）

者
側
の
問
題
に
よ
る
運
営
上
の
困
難
よ
り
、
先
の
郡
会
決
議
は
再
度
放
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
以
上
が
経
過
の
概
略
で
あ
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る
。　

こ
の
事
例
で
は
、
先
の
二
つ
の
事
例
と
異
な
り
、
形
式
的
に
せ
よ
農
民
層
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
健
康
保
険
へ
の
農
業
労
働
者
の
強
制
加
入

を
承
認
し
て
い
る
。
土
着
の
一
部
の
熟
練
労
働
者
層
や
奉
公
人
層
に
関
し
て
は
、
こ
の
層
の
労
働
力
不
足
も
あ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
統

合
の
必
要
性
が
あ
っ
た
こ
と
が
こ
う
し
た
行
動
の
背
景
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
健
康
保
険
の
設
立

が
当
初
脱
穀
労
働
者
の
救
済
を
目
的
と
し
て
提
起
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
的
に
救
済
の
対
象
が
事
実
上
、
土
着
の
農
業
労
働

者
に
限
定
し
て
し
ま
う
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
に
、
そ
し
て
よ
り
明
白
に
は
、
地
区
健
康
保
険
が
脱
穀
労
働
者
の
保
険
加
入
拒
否
の
決
議

を
行
っ
た
こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
他
所
者
」
労
働
者
の
再
生
産
保
証
拒
否
の
態
度
が
彼
ら
の
も
う
一
つ
の
基
本
的
態
度
で
あ
っ
た

こ
と
が
、
こ
の
事
例
で
も
示
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

　
当
該
期
の
農
業
労
働
者
の
再
生
産
保
証
に
対
す
る
農
民
層
の
負
担
回
避
の
姿
勢
自
体
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
叙
述
を
重
ね
合
わ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
十
分
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
レ
ー
バ
イ
ン
は
、
こ
の
頃
、
農
民
が
権
力
を
握
る
マ
ル
シ
ュ
地
域

の
村
落
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
い
て
、
借
金
の
返
済
が
不
能
と
な
り
貯
蓄
金
庫
に
引
き
渡
さ
れ
た
家
持
ち
農
業
労
働
者
の
家
屋
を
ゲ
マ
イ
ン

デ
が
購
入
し
、
破
壊
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
既
婚
労
働
者
は
も
う
必
要
な
く
、
む
し
ろ
失
業
が
増
え
る
こ
と
に
よ
る
救
貧
負
担
の
増
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

を
回
避
す
る
こ
と
が
そ
の
目
的
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
｝
八
九
四
年
】
月
の
州
農
会
発
行
の
農
業
新
聞
に
は
、
農
業
労
働
者
の
災
害

に
対
し
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
そ
の
治
療
費
を
一
三
週
間
に
わ
た
っ
て
支
払
う
こ
と
は
小
さ
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
は
大
き
な
負
担
に
な
っ
て
い
る
、

と
の
苦
情
と
も
い
う
べ
き
投
書
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
投
書
者
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
こ
の
年
こ
の
種
の
支
払
い
を
四
〇
〇
マ
ル
ク
ほ
ど
抱
え

　
　
　
　
　
〔
7
1
）

て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
な
ど
は
、
同
時
に
労
働
災
害
の
多
さ
も
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
農
民
層
の
農
業
労
働
者
の
社
会
的
コ
ス
ト
負
担
へ
の
対
処
の
仕
方
は
、
「
土
着
」
と
「
他
所
者
」
の
労
働
市
場
の
二
重
化
の
進
行
を
背
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景
に
、
現
実
に
は
社
会
的
コ
ス
ト
負
担
の
「
土
着
」
労
働
者
へ
の
限
定
と
い
う
形
を
と
り
、
モ
ナ
ー
ヘ
ン
に
．
つ
い
て
は
安
価
な
使
い
捨

て
の
労
働
力
と
し
て
の
利
用
に
と
ど
ま
り
、
あ
く
ま
で
農
村
の
「
外
部
」
に
放
置
す
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
農
民
た
ち
は
モ
ナ
ー
ヘ
ン

労
働
力
を
、
例
え
ば
「
脱
穀
労
働
者
」
と
し
て
新
た
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
マ
ル
シ
ュ
農
村
社
会
は
モ
ナ
ー
ヘ

ン
と
い
う
「
他
所
者
」
を
ど
う
了
解
す
る
の
か
。
お
そ
ら
く
、
残
さ
れ
た
了
解
の
仕
方
は
、
彼
ら
を
そ
の
「
放
浪
性
」
「
暴
力
性
」
「
犯
罪

性
」
な
ど
の
社
会
的
契
機
に
よ
っ
て
了
解
す
る
こ
と
、
制
度
的
に
は
「
刑
事
法
」
を
基
準
と
し
て
境
界
づ
け
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ろ

う
か
。
そ
し
て
、
第
四
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
モ
ナ
ー
ヘ
ン
に
対
す
る
対
処
の
あ
り
よ
う
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
お
け
る
こ

の
地
域
の
農
村
再
編
を
そ
の
深
部
で
規
定
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
一
方
に
、
東
欧
の
農
業
労
働
市
場
に
結
び
付
く
「
外
国
人
」
季
節
労
働
者
、
お
よ
び
都
市
市
民
社
会
の
脱
落
者
か
ら
供
給
さ
れ
る
農

村
最
下
層
の
移
動
農
業
労
働
者
モ
ナ
ー
ヘ
ン
、
そ
し
て
他
方
に
、
「
他
所
者
」
労
働
者
に
対
し
上
層
熟
練
労
働
者
と
し
て
関
係
し
、
あ
る

い
は
大
農
へ
の
包
摂
を
嫌
っ
て
小
農
化
、
ま
た
は
〈
小
所
有
志
向
に
媒
介
さ
れ
た
工
業
労
働
者
化
〉
へ
の
志
向
を
見
せ
る
土
着
の
農
業

自
由
旦
雇
い
た
ち
。
彼
ら
は
雇
用
主
に
対
し
て
家
父
長
的
関
係
を
受
容
す
る
よ
う
な
態
度
を
と
ら
な
い
点
で
共
通
し
て
い
る
と
は
い
え
、

土
地
や
家
族
に
対
す
る
関
係
の
あ
り
方
の
点
で
は
行
動
原
理
を
異
に
し
、
労
働
の
領
域
や
社
会
生
活
空
間
で
も
互
い
に
交
わ
る
こ
と
が

少
な
く
、
各
々
異
な
っ
た
社
会
集
団
を
形
成
す
る
。
そ
し
て
、
特
に
季
節
労
働
者
の
協
同
組
合
形
態
で
の
調
達
と
利
用
に
み
ら
れ
る
よ
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う
な
生
活
時
間
全
般
に
ま
で
及
ぶ
中
間
的
雇
用
主
の
媒
介
的
支
配
を
必
要
条
件
と
す
る
雇
用
体
制
の
成
立
。
労
働
市
場
の
拡
大
と
流
動

化
を
背
景
に
、
労
働
市
場
、
労
使
関
係
、
社
会
生
活
空
問
の
各
レ
ベ
ル
で
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
進
行
す
る
マ
ル
シ
ュ
地
方
の
農
業
雇
用

関
係
の
重
層
化
は
、
以
上
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
も
の
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
そ
し
て
、
一
連
の
脱
穀
労
働
者
の
保
険
問
題
の
経
過
か
ら
見
る
限
り
、
こ
う
し
た
農
業
雇
用
関
係
の
変
容
を
背
景
に
大
農
層
は
、
「
他

所
者
」
労
働
者
に
対
し
て
は
安
価
な
労
働
力
と
し
て
の
利
用
に
と
ど
ま
り
、
彼
ら
の
再
生
産
を
公
的
に
保
証
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。

「
他
所
者
」
と
し
て
の
モ
ナ
ー
ヘ
ン
は
、
あ
く
ま
で
「
外
部
」
に
置
か
れ
、
む
し
ろ
「
放
浪
性
」
「
暴
力
性
＃
犯
罪
性
」
な
ど
の
契
機
に

よ
っ
て
し
か
枠
づ
け
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
動
き
に
対
し
て
は
、
大
農
経
営
へ
の
包
摂
を
嫌
い
小
農
化
を
志

向
す
る
土
着
労
働
者
や
、
お
よ
び
定
住
の
意
思
を
も
た
な
い
「
他
所
者
」
労
働
者
の
行
動
様
式
が
、
さ
ら
に
は
こ
の
問
題
へ
の
国
家
の

曖
昧
な
態
度
が
、
あ
る
程
度
ま
で
呼
応
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

　
と
こ
ろ
で
、
労
働
問
題
に
み
ら
れ
る
大
農
層
の
こ
う
し
た
態
度
は
、
「
農
民
貴
族
」
化
と
も
称
さ
れ
る
よ
う
な
、
こ
の
時
期
の
経
済
的

な
富
裕
化
に
伴
う
社
会
的
性
格
の
変
化
と
深
い
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
マ
ル
シ
ュ
地
域
の
大
農
の
地
租
純
収
益
の
ε
＆
・
・
肖
窪
窪

a
髭
璋
轟
は
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
た
り
五
〇
マ
ル
ク
と
評
価
さ
れ
、
一
〇
か
ら
二
〇
マ
ル
ク
の
ゲ
ー
ス
ト
地
方
の
農
民
に
比
べ
ほ
ぼ
五
倍

で
あ
り
、
不
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
は
商
業
的
農
業
の
展
開
や
協
同
組
合
や
農
会
な
ど
の
活
発
な
活
動
に
よ
り
大
土
地
所
有
者
に
匹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

敵
す
る
利
益
を
あ
げ
る
に
い
た
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
富
裕
化
を
背
景
に
、
彼
ら
は
都
市
の
工
場
所
有
者
や
商
業
顧
問
官
を
手

本
と
し
て
そ
の
生
活
様
式
の
著
し
い
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
を
志
向
し
た
。
息
子
は
将
来
の
近
代
的
農
業
経
営
者
と
し
て
農
業
専
門
学
校
に
通

い
、
娘
は
ピ
ア
ノ
の
レ
ッ
ス
ン
に
明
け
暮
れ
た
。
ま
た
、
彼
ら
は
仲
間
う
ち
で
は
誇
り
高
き
「
農
民
ω
貰
旦
で
あ
っ
た
が
、
外
に
向
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
覆
）

て
は
「
農
業
者
一
目
牙
嘗
」
「
農
場
所
有
者
＝
。
ヂ
a
幕
こ
を
自
称
し
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
意
識
の
上
で
の
農
民
世
界
か
ら
の
離
脱
、
所
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有
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
へ
の
帰
属
を
意
味
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
こ
う
し
た
富
裕
化
や
、
生
活
態
度
と
社
会
意
識
に
お
け
る
所
有
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
は
彼
ら
の
政
治
的
立
場
に
も
影
響
を
与
え
た
。
こ
の

地
方
は
一
八
六
七
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
併
合
に
対
す
る
反
感
か
ら
第
二
帝
政
期
を
通
じ
主
に
中
小
農
民
層
を
基
盤
と
し
た
自
由
主
義
的
潮

流
の
強
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
に
な
る
と
こ
の
反
プ
ロ
イ
セ
ン
意
識
は
徐
々
に
後
景
に
退
き
、
穀
物
作
を
柱
と
す
る
大
農
層
を

中
心
に
関
税
問
題
で
の
保
護
主
義
へ
の
傾
斜
、
さ
ら
に
は
部
分
的
と
は
い
え
東
エ
ル
ベ
の
大
農
業
者
が
主
導
す
る
農
業
者
同
盟
へ
の
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

加
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
大
農
層
の
所
有
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
と
新
保
守
主
義
を
受
容
す
る
形
で
の
「
国
民
化
」
。
こ
の
問
題
は
第
二
帝
政
期
農
民
論
の
重
要
課
題
で

あ
る
。
こ
の
過
程
の
具
体
的
分
析
は
本
書
の
守
備
範
囲
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
だ
が
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
以
上
の
農
村
の
「
最

底
辺
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
は
、
農
民
層
の
政
治
的
変
化
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
雇
用
関
係
の
大
き
な
変
革
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
農
民
の
固
有
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
農
業
諸
団
体
を
軸
に
国
家
と
農
民
の
関
わ
り
を
論

じ
て
き
た
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
欠
落
し
て
い
た
新
し
い
視
点
を
提
供
し
う
る
も
の
だ
と
思
う
。

　
さ
て
、
一
九
世
紀
後
半
の
マ
ル
シ
ュ
農
村
の
こ
う
し
た
構
造
変
化
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
マ
ル
シ
ュ
農
村
を
ど
う
規
定
し
て
い
く

の
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
こ
の
地
方
の
早
期
の
ナ
チ
ズ
ム
受
容
と
ど
う
結
び
付
く
の
か
。
そ
れ
が
第
四
章
の
課
題
で
あ
る
。
だ
が
、
こ

の
テ
ー
マ
に
移
る
前
に
、
も
う
一
つ
の
、
そ
し
て
よ
り
一
般
的
な
ド
イ
ツ
農
業
の
新
た
な
「
他
所
者
」
労
働
者
に
つ
い
て
触
れ
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
外
国
人
季
節
労
働
者
、
と
く
に
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
」
労
働
者
で
あ
る
。
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ク
レ
ン
ブ
ル
ク
ー
シ
ュ
ト
レ
ー

　
リ
ッ
ツ
で
は
ア
イ
ン
リ
ー
ガ
ー
は
木
材
窃
盗
者
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
ゆ
a
良
謁
9
溶
姻
望
。
H
召
紆
号
魯
q
ぼ
ぎ
日
罧
旨
9
匹
蜜
R
浮
号
ロ
歯

　
＝
。
剛
鐘
牙
お
G
。
w
あ
」
罰
一
α
甲
』
」
鋒
こ
の
叙
述
で
は
ア
イ
ン
リ
ー
ガ
ー
は
明
ら
か
に
農
村
の
最
底
辺
に
沈
む
固
有
の
社
会
層
で
あ
る
。

　
　
ま
た
、
平
井
進
「
十
九
世
紀
前
半
北
西
ド
イ
ツ
の
農
民
・
ホ
イ
ア
ー
リ
ン
グ
関
係
－
東
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
を
中
心
に
ー
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
第
六

　
〇
巻
第
四
号
、
一
九
九
四
年
）
は
、
従
来
の
「
小
作
人
ホ
イ
ア
ー
リ
ン
グ
」
と
は
区
別
さ
れ
た
「
借
家
人
ホ
イ
ア
ー
リ
ン
グ
」
の
存
在
を
全
面
に
出
し
て
い
る
論

　
文
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
「
借
家
人
ホ
イ
ア
ー
リ
ン
グ
」
の
実
態
は
、
事
実
上
本
節
で
述
べ
る
土
着
の
自
由
旦
雇
い
の

　
あ
り
よ
う
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
1
）
9
＆
暴
β
卸
P
ド
ρ
逼
ε
象
ま
た
、
冬
の
失
業
の
た
め
に
困
窮
に
陥
っ
た
農
業
労
働
者
が
知
り
合
い
の
大
農
か
ら
夏
の
賃
金
を
前
借
り
し
て
凌
ぐ
場
合

　
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
も
特
定
の
大
農
と
の
結
び
付
き
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
寄
浮
号
も
聾
・
ρ
為
』
ご
・

（
1
2
）
O
δ
ゆ
日
器
P
樹
、
』
聾
■
○
‘
o
。
臼
心
o
o
。
　
寄
喜
。
一
P
艶
ド
○
■
一
〇
。
』
令
）
F
越
o
い

（
1
3
）
蜜
罧
窯
。
露
P
窪
9
㊦
旨
謁
。
P
ω
」
累
い
寄
ま
。
一
P
四
■
評
○
ご
。
。
，
思
。
。
，

（
1
4
）
寄
浮
晋
う
簿
・
9
り
。
。
』
ま
－
ま
。
・
雨
の
問
題
は
グ
ロ
ー
ス
マ
ン
も
言
及
し
て
い
る
。
9
＆
日
き
P
卸
p
p
ρ
。
。
・
ホ
ド
穀
物
の
収
穫
に
つ
い
て
は
こ
の
時
期
に

　
刈
取
機
寓
洋
暴
零
幕
需
の
普
及
が
み
ら
れ
る
。
確
か
に
一
日
あ
た
り
の
刈
り
取
り
能
力
だ
け
を
み
る
な
ら
ば
、
刈
取
機
は
大
鎌
の
三
倍
で
あ
っ
た
。
し
か
し
第
一
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に
、
手
刈
り
に
比
べ
楽
な
仕
事
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
第
二
に
倒
伏
時
に
は
役
に
立
た
ず
、
第
三
に
、
第
］
次
大
戦
前
に
普
及
し
た
「
羽
型
」
タ
イ
プ
の
刈
取

　
機
国
謁
。
ぎ
穿
段
は
結
束
機
能
が
な
く
、
結
束
を
担
当
す
る
女
た
ち
の
仕
事
に
は
大
き
な
変
化
が
な
か
っ
た
。
（
結
束
付
き
の
も
の
は
役
畜
へ
の
負
担
が
大
き
す
ぎ

　
た
）
。
こ
の
た
め
全
体
と
し
て
手
刈
り
を
駆
逐
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
＞
∩
臣
一
8
零
・
言
韓
訂
℃
一
邑
一
旨
虜
昌
α
蓄
韓
一
民
三
含
』
・
噂
e
ロ
・
・
ち
・
ご
象

　
　
特
に
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
の
場
合
、
北
海
か
ら
の
雨
と
風
に
よ
る
倒
伏
が
頻
繁
で
あ
っ
た
か
ら
か
な
り
後
ま
で
手
刈
り
が
残
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
写
真
2
－
3

　
は
男
二
人
女
二
人
の
グ
ル
ー
プ
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
写
真
は
な
ん
と
』
九
三
三
年
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
他
に
も
、
同
じ
写
真
集
に
は
、
一
九
二

　
〇
年
代
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
と
し
て
短
鎌
。
。
一
∩
匿
で
の
収
穫
風
景
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
罠
o
暴
。
p
旨
、
零
‘
＜
o
日
＝
葵
9
葛
詣
鍔
日
鼠
ぎ
鐸
。
・
・
3
9
浮
幕

　
一
℃
o
o
介
閏
0
8
2
け
甲
脚
1
“
m
■

（
1
5
）
ζ
葺
露
の
器
①
P
O
婁
讐
ぴ
魯
9
0
。
，
ご
寄
び
の
一
P
簿
』
，
○
‘
o
。
■
ま
o
。
，

（
1
6
）
O
δ
ゆ
旨
目
P
聞
■
』
、
ド
○
‘
o
り
■
心
o
◎

（
1
7
）
匹
包
∩
ヌ
陣
套
○
・
》
貫
一
八
九
四
年
九
月
お
よ
び
一
〇
月
の
州
農
会
編
の
農
業
週
刊
誌
に
は
、
専
門
的
搾
乳
夫
ω
∩
牙
魯
R
と
の
請
負
契
約
に
関
す
る
事
例

　
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
雇
用
者
の
契
約
へ
の
関
心
の
高
さ
を
窺
わ
せ
る
。
専
門
的
搾
乳
夫
を
導
入
す
る
理
由
と
し
て
は
、
搾
乳
を
担
当
す
る
女
子
奉
公
人
の
調
達

　
の
困
難
と
、
遠
心
分
離
器
の
高
度
化
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
麟
＆
£
霧
∩
ξ
塗
尊
。
墓
曾
ぼ
尋
算
二
。
。
罫
。
。
訟
遷
－
8
N
』
温
蟄
占
＄
ま
た
レ
ー
バ
イ
ン
の
自
叙
伝

　
で
も
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
大
経
営
に
お
け
る
搾
乳
夫
に
つ
い
て
の
叙
述
が
あ
る
。
寄
浮
魯
る
』
・
ρ
｝
q
。
」
9
h

（
1
8
）
団
訂
＆
p
、

（
1
9
）
寄
喜
鉱
P
p
』
■
○
‘
。
。
』
。
。
心
■

（
2
0
）
。
。
。
夢
α
q
』
・
p
ρ
。
。
凪
。
。
N
し
一
。
。
－
呂
。
』
・
罵
合
9
雪
Φ
筈
R
α
q
｝
》
こ
騨
』
・
P
q
。
』
9
第
一
章
注
5
5
で
言
及
し
た
一
八
九
四
年
の
ハ
イ
デ
郡
長
報
告
に
お
い
て
も
、

　
マ
ル
シ
ュ
と
の
境
に
位
置
す
る
ゲ
ー
ス
ト
に
は
労
働
者
入
植
の
村
落
が
あ
り
、
彼
ら
は
マ
ル
シ
ュ
農
民
の
も
と
で
働
く
一
方
で
自
分
の
土
地
を
も
っ
て
い
る
、
ま

　
た
マ
ル
シ
ュ
で
は
土
地
価
格
が
高
く
労
働
者
の
土
地
の
取
得
は
容
易
で
は
な
い
が
、
ゲ
ー
ス
ト
地
域
な
ら
ば
労
働
者
が
庭
地
付
き
の
家
を
も
ち
、
さ
ら
に
一
頭
の

　
牛
が
飼
え
る
程
度
の
土
地
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
内
容
の
記
述
が
確
認
で
き
る
。
鍔
＆
。
馨
∩
芽
。
。
琵
9
呈
o
q
さ
一
－
ご
3
（
田
幕
五
」
ド
8
」
。
。
£
）
■

（
2
1
）
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
に
お
け
る
小
作
地
な
い
し
自
作
地
の
経
営
を
営
む
農
業
労
働
者
の
数
は
、
］
八
九
五
年
に
一
万
八
〇
三
　
人
、
一

　
九
〇
七
年
一
万
五
九
六
九
人
だ
か
ら
、
こ
の
間
に
二
〇
六
］
入
の
減
少
で
あ
る
。
。
。
己
」
・
戸
窪
』
F
。
っ
a
p
α
q
』
』
・
ρ
＞
p
一
茜
①
≦
・

（
2
2
）
居
つ
き
の
工
業
化
に
関
す
る
従
来
の
わ
が
国
の
研
究
と
し
て
は
、
藤
瀬
浩
司
前
掲
書
、
お
よ
び
藤
田
幸
↓
郎
「
西
南
ド
イ
ツ
に
お
け
る
初
期
労
働
者
農
夫
の
生

　
成
」
（
福
島
大
学
『
商
学
論
集
』
第
四
二
巻
第
三
号
、
一
九
七
四
年
）
が
あ
る
。
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
従
来
の
こ
れ
ら
の
研
究
が
産
業
資
本
確
立
期
に
お
け
る

　
工
業
資
本
の
労
働
力
包
摂
の
あ
り
方
と
い
う
視
角
か
ら
、
そ
の
西
エ
ル
ベ
的
形
態
と
し
て
居
つ
き
の
工
業
化
を
議
論
し
て
き
た
の
に
対
し
、
本
章
は
農
業
労
働
市

　
場
の
新
た
な
展
開
と
い
う
視
角
か
ら
、
あ
え
て
言
え
ば
帝
国
主
義
の
問
題
と
し
て
こ
の
問
題
を
扱
う
立
場
に
た
つ
。
な
お
、
「
居
つ
き
の
工
業
化
」
論
的
視
角
か

　
ら
の
わ
が
国
に
お
け
る
最
新
の
研
究
と
し
て
は
、
北
ド
イ
ツ
と
は
地
域
構
造
を
決
定
的
に
異
に
す
る
ヴ
ェ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
地
域
を
対
象
と
し
た
三
ツ
石
郁
男
『
ド

　
イ
ツ
地
域
経
済
の
史
的
形
成
』
（
勤
草
書
房
）
一
九
九
七
年
、
が
あ
る
。
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（
2
3
）
寄
揖
．
寓
｝
田
需
浮
象
∩
『
の
＞
ぴ
。
ぽ
野
巨
ぎ
号
コ
。
号
3
塗
亀
窪
N
。
F
三
麟
韓
①
二
℃
。
。
u
■
こ
の
よ
う
に
、
近
代
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
過
程
の
あ
る
局
面

　
に
お
い
て
は
、
人
と
土
地
の
分
離
の
局
面
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
「
土
地
な
し
農
業
労
働
者
」
と
零
細
地
と
の
結
合
化
過
程
が
存
在
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
も
っ

　
と
注
目
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

（
盟
）
レ
ー
バ
イ
ン
の
自
叙
伝
に
よ
れ
ば
、
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
の
農
業
旦
雇
い
た
ち
は
長
い
冬
の
夜
の
集
い
の
と
き
に
、
し
ば
し
ば
グ
ー
ツ
経
営
の
常
雇
に
な
る
か

　
自
由
日
雇
い
の
ま
ま
で
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
話
題
に
な
っ
た
と
い
う
。
だ
が
、
そ
こ
で
の
結
論
は
、
常
雇
に
な
っ
て
生
活
の
安
定
化
を
得
る
こ
と
よ
り
も
「
自

　
由
」
を
選
択
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
。
寄
喜
§
も
』
、
○
■
』
』
d
・
こ
こ
で
い
う
自
由
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
自
由
の
実
質

　
が
、
な
に
よ
り
農
業
的
雇
用
か
ら
の
「
自
由
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
由
へ
の
希
求
は
同
時
に
〈
小
所
有
志
向
〉
化
願
望
で
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

（
2
5
）
9
。
ゆ
日
彗
P
閏
¢
p
ド
ρ
。
。
，
台
α
ム
鼻
鼠
弩
幕
。
・
。
・
。
P
田
言
Φ
旨
お
の
P
。
。
」
鴇
忌
弩
冥
。
』
，
博
距
・
＆
R
。
一
8
誤
く
諮
彗
α
q
窪
9
N
魯
8
（
ω
魯
藷
。
N
9
浮
睡
日
p
丹
－

　
琶
山
《
o
匡
陣
ぼ
房
ざ
＆
。
）
讐
o
。
も
p

（
2
6
）
O
α
【
警
ダ
の
‘
ゆ
魯
藷
。
N
¢
日
O
。
q
6
え
。
幕
・
η
2
5
。
。
琶
・
肋
且
叩
ぎ
耳
号
N
且
昏
窪
嵩
心
。
肖
＆
一
Q
。
“
ρ
Z
窪
騒
馨
R
ご
刈
。
D
”
Q
∩
』
累

（
2
7
）
否
一
・
《
3
。
『
訳
亀
。
目
器
P
H
・
レ
き
α
一
3
魯
冒
這
》
ぼ
注
＆
Φ
3
鼠
⇔
R
『
9
ぢ
。
。
刈
る
ふ
。
。
ド
た
だ
し
、
確
か
に
モ
ナ
ー
ヘ
ン
と
い
う
呼
称
は
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ

　
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
に
特
有
な
名
付
け
方
だ
が
、
し
か
し
、
季
節
労
働
者
と
し
て
の
農
村
放
浪
者
グ
ル
ー
プ
の
存
在
は
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
通
常
予
想
さ
れ

　
る
以
上
に
広
範
囲
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
以
外
の
地
域
で
彼
ら
の
存
在
を
示
唆
す
る
材
料

　
を
若
干
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
　
第
一
に
、
最
も
モ
ナ
ー
ヘ
ン
に
類
似
す
る
農
村
放
浪
者
と
し
て
は
、
中
部
フ
ラ
ン
ケ
ン
地
方
の
シ
ュ
パ
ル
ト
に
お
け
る
ホ
ッ
プ
摘
み
労
働
者
が
存
在
し
て
い
た

　
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
、
溶
導
α
。
p
、
．
（
お
客
さ
ん
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
顕
o
β
零
v
望
①
寄
冒
訂
じ
∩
鮮
牙
『
＝
o
臥
窪
鐸
風
Φ
辱
9
。
り
窓
『
国
p
守
騨
お
N
9

　
寄
冒
募
誓
碧
豊
パ
鳳
＆
内
H
ぎ
ξ
盲
閤
ぎ
一
品
一
①
階
目
罫
⇒
賭
箆
3
R
旨
匹
繭
き
量
菖
魯
P
ご
望
■
＝
匿
。
一
ぼ
弱
這
罫
こ
の
論
文
で
は
農
村
放
浪
者
た
ち
は
明
ら
か
に

　
軽
犯
罪
者
集
団
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
第
二
に
、
ま
た
、
バ
ー
デ
が
言
及
す
る
「
ホ
ー
ム
レ
ス
移
動
労
働
者
9
邑
o
・
・
R
《
帥
＆
。
肇
区
艮
」
も
、
こ
こ
で
い
う
農
村
放
浪
者
に
か
な
り
重
な
っ
て
い
る
と

　
思
わ
れ
る
。
彼
は
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
、
「
外
国
人
農
業
労
働
者
」
に
つ
い
て
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
圧
追
理
論
」
に
対
す
る
批
判
を
意
図
す
る

　
文
脈
で
、
外
国
人
季
節
労
働
者
と
直
接
の
競
合
関
係
に
あ
っ
た
グ
ル
ー
プ
と
し
て
ド
イ
ツ
人
ザ
ク
セ
ン
ゲ
ン
ガ
ー
と
こ
の
「
ホ
ー
ム
レ
ス
移
動
労
働
者
」
を
あ
げ

　
て
お
り
（
守
實
鼠
婁
窪
壽
＆
段
…
q
q
9
α
≧
σ
・
富
暴
琴
逼
鴇
P
匹
・
9
＜
8
＞
9
暴
注
窪
謁
の
ぎ
匹
鍔
B
国
蒙
き
号
旨
詣
。
堕
討
巳
あ
」
。
）
、
第
二
に
、
北
東
ド
イ
ツ

　
の
自
由
日
雇
い
の
運
命
に
関
す
る
文
脈
で
、
こ
の
地
域
か
ら
根
を
切
ら
れ
た
周
辺
者
と
し
て
の
「
ホ
ー
ム
レ
ス
移
動
労
働
者
」
の
大
き
な
流
れ
が
生
じ
て
い
る
こ

　
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
牙
戸
匡
婁
9
誤
＆
・
置
詣
ロ
且
＞
普
。
富
ヨ
鋒
昌
ひ
』
旨
）
こ
れ
ら
の
叙
述
は
北
東
ド
イ
ツ
の
か
な
り
広
範
囲
に
わ
た
る
地
域
に
お

　
い
て
農
業
労
働
力
と
し
て
の
農
村
放
浪
者
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
バ
ー
デ
は
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
そ
れ

　
以
上
は
述
べ
て
お
ら
ず
、
そ
の
社
会
的
実
態
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。

　
　
第
三
に
、
こ
の
北
東
ド
イ
ツ
の
農
村
放
浪
者
の
存
在
に
関
わ
り
、
特
に
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
に
つ
い
て
具
体
的
に
農
村
放
浪
者
の
存
在
を
示
唆
す
る
材
料
が
多
く
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あ
る
。
一
つ
は
「
他
所
者
」
の
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
書
補
論
の
4
「
家
父
長
的
支
配
と
「
他
所
者
」
の
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
」
を
参
照

さ
れ
た
い
。
も
う
一
つ
は
、
次
章
で
言
及
す
る
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
の
季
節
労
働
者
の
契
約
破
棄
報
告
（
国
ぼ
9
汀
弱
困
9
欝
ζ
鐸
ロ
3
募
ζ
婁
9
－
穿
3
号
g
茜
博

切
亀
『
這
8
）
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
通
常
の
季
節
労
働
者
集
団
と
は
異
な
る
グ
ル
ー
プ
と
思
わ
れ
る
事
例
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
報
告
か
ら
二
つ
だ
け
事
例
を

あ
げ
て
お
こ
う
。
（
た
だ
し
引
用
は
適
宜
要
約
し
た
。
）

①
ロ
ス
ト
ク
犀
舅
o
鱒
の
仲
介
業
者
F
は
、
い
つ
も
宿
泊
所
に
多
く
の
な
ら
ず
者
O
a
巳
巴
を
抱
え
て
い
て
、
彼
ら
を
し
ば
し
ば
交
替
さ
せ
る
こ
と
で
稼
ぎ
ま

く
っ
て
い
る
。
私
の
家
畜
は
こ
う
し
た
人
々
の
せ
い
で
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
ほ
ど
の
被
害
を
受
け
た
。
彼
ら
は
ふ
つ
う
粗
野
な
人
々
で
あ
る
が
、
ま
た
、

と
て
も
病
気
が
ち
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
ら
の
堕
落
し
た
行
状
一
・
ぴ
。
塁
壽
え
Φ
『
の
せ
い
で
あ
る
。
彼
ら
は
何
か
仕
事
を
し
た
か
と
思
う
と
す
ぐ
に
身
体
が
悪
く

な
っ
て
農
場
を
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
ど
ん
な
仕
事
に
も
耐
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
（
国
ぴ
9
費
。
。
㍉
）

②
夏
と
初
秋
に
、
斡
旋
業
者
の
と
こ
ろ
や
季
節
労
働
者
専
用
の
飲
み
屋
で
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
の
は
、
逃
げ
出
し
て
き
て
仕
事
口
の
な
い
連
中
で
あ
る
。
－

季
節
労
働
者
が
契
約
破
棄
で
い
な
く
な
っ
た
場
合
、
私
は
「
派
遣
所
暴
①
舞
8
§
」
を
通
じ
て
代
わ
り
を
調
達
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
た
い
て
い
ひ
ど

い
目
に
あ
っ
た
。
手
数
料
が
非
常
に
高
い
の
に
、
紹
介
さ
れ
る
労
働
者
は
ど
こ
か
で
契
約
破
棄
し
て
き
た
連
中
ば
か
り
だ
っ
た
。
彼
ら
は
短
期
の
間
に
す
ぐ

に
姿
を
消
し
、
代
わ
り
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
組
頭
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
た
人
々
は
た
い
て
い
良
質
で
あ
る
が
、
斡
旋
業
者
く
。
馨
互
R
に
よ
っ
て
供

給
さ
れ
る
人
々
は
、
不
満
の
多
い
人
々
で
、
ぺ
ち
ゃ
く
ち
ゃ
し
ゃ
べ
っ
た
あ
げ
く
、
結
局
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
（
浮
。
＆
騨
届
・
ま
）

　
事
例
①
に
み
る
「
な
ら
ず
者
O
a
巳
＆
「
病
気
に
な
り
や
す
い
」
「
堕
落
し
た
行
状
」
と
い
う
特
徴
、
事
例
②
に
み
る
』
般
の
「
組
頭
－
良
質
な
季
節
労
働
者
」

と
は
区
別
さ
れ
、
悪
質
な
斡
旋
業
者
の
と
こ
ろ
や
専
用
の
飲
み
屋
で
う
ろ
う
ろ
し
、
し
か
も
短
期
の
問
に
、
す
ぐ
に
姿
を
隠
す
と
い
う
ふ
る
ま
い
方
。
本
文
の
議

論
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
は
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
に
お
け
る
農
村
放
浪
者
モ
ナ
ー
ヘ
ン
の
性
格
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

も
う
一
点
、
本
章
表
2
－
3
に
み
る
よ
う
に
モ
ナ
ー
ヘ
ン
は
お
お
む
ね
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
が
、
少
な
か
ら
ず
外
国
生
ま
れ
の
者
が
存
在
し
た
。
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク

に
お
い
て
も
農
村
放
浪
者
タ
イ
プ
の
季
節
労
働
者
の
な
か
に
は
外
国
人
と
お
ぼ
し
き
も
の
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
コ
九
〇
六
年
夏
、
契
約
破
棄

が
異
常
に
発
生
し
た
。
（
中
途
採
用
で
や
っ
て
く
る
の
は
）
い
つ
も
値
打
ち
の
な
い
酒
浸
り
の
ロ
シ
ア
入
か
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
で
あ
る
」
。
（
団
ぴ
9
呈
。
り
・
＝
）
、
「
収
穫

時
期
に
お
け
る
季
節
労
働
者
の
『
放
浪
く
茜
＆
琶
衆
善
』
は
、
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
夏
に
な
れ
ば
季
節
労
働
者
は
農
村
を
放
浪
し
、
困
っ
た
雇
用
主
は
そ

う
し
た
人
々
を
引
き
受
け
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
は
直
接
国
境
か
ら
来
る
の
で
は
な
く
、
他
の
農
業
者
の
と
こ
ろ
か
ら
来
る
こ
と
は
み
な
承
知
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
」
。
（
国
げ
。
＆
陣
逼
審
）
、
「
一
九
〇
六
年
は
…
…
私
も
組
頭
に
よ
る
（
通
常
の
形
態
で
の
V
人
々
の
調
達
に
失
敗
し
た
。
募
集
人
＞
鴨
茸
が
送
っ
て
よ
こ
し
た

の
は
“
も
ぐ
り
”
の
ペ
ア
の
季
節
労
働
者
だ
っ
た
。
男
も
女
も
ど
ち
ら
も
ド
イ
ツ
語
が
で
き
ず
、
内
縁
関
係
に
あ
り
、
男
は
酒
の
み
で
、
女
は
“
汚
い
カ
ナ
リ
ア

（。。

日
9
昌
鼻
不
潔
な
も
の
の
象
徴
）
”
で
あ
っ
た
」
。
（
団
σ
。
区
曽
る
・
錠
）

「
民
族
性
（
狭
義
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
）
」
と
「
農
村
放
浪
者
」
の
重
な
り
が
有
意
味
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
判
断
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と

第1部　第二帝政期における農村社会と農業労働者　124



32　31　30　29　28343340　39　38　37　36　35434241464544
も
雇
用
者
の
目
に
は
「
酒
浸
り
の
ロ
シ
ア
人
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
」
、
「
直
接
国
境
か
ら
く
る
の
で
な
い
放
浪
者
」
「
ド
イ
ツ
語
が
で
き
な
い
堕
落
し
た
ペ
ア
」
と
い
う

言
い
方
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
た
こ
と
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
記
憶
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

　
閑
魯
牙
旦
卑
鉾
ρ
』
』
＄
轟
乙
9
＆
目
き
p
卸
p
p
O
‘
o
。
』
o
P

　
U
勘
o
＜
の
円
び
o
Q
o
o
o
o
『
口
p
o
q
匹
o
h
薙
o
『
p
〈
o
旨
『
飢
岸
p
尉
の
ρ
9
0
■
α
ひ
1
刈
ど
d
『
O
旨
q
ら
Φ
p
一
国
‘
沁
■
p
■
○
，
v
q
つ
，
一
〇
〇
℃
，

　
ζ
弩
幕
馨
p
窪
目
R
g
。
p
8
。
。
■
部
亭
o
暴
貨
戸
曽
■
沖
○
‘
。
。
」
・
。
。
。
h

　
鼠
弩
窯
裟
①
p
O
婁
畦
σ
。
一
寅
届
■
貸
月
げ
o
日
9
η
。
p
国
‘
p
p
O
‘
o
。
」
o
。
o
。
■

　
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
内
容
の
広
告
。
「
私
は
、
］
八
九
］
年
四
月
一
日
ま
で
に
常
雇
の
日
雇
い
の
口
を
捜
し
て
い
ま
す
。
私
は
、
毎
年
春
に
、
組
頭
く
o
装
ぎ
ぼ
R

と
し
て
、
二
〇
～
六
〇
人
の
甜
菜
労
働
者
震
幕
暴
号
魯
段
を
私
の
地
域
か
ら
連
れ
て
参
り
ま
す
。
く
。
§
ぎ
ぼ
P
旨
・
室
R
浮
建
日
ぎ
一
帥
お
。
獣
。
匡
q
N
亙
9
N
茜
」

H
P
β
α
ミ
嘗
酌
q
n
∩
『
P
㌦
焦
一
∩
『
O
o
り
鶏
O
∩
『
O
P
び
一
P
n
肖
　
一
〇
D
℃
一
》
N
O
■
閉
Φ
σ
同
信
騨
さ
　
Q
o
，
　
一
N
D
o
■

　
竃
鈴
馨
『
一
〇
の
o
p
一
国
凱
o
昌
o
『
o
p
⑳
Φ
⇒
v
o
o
■
一
刈
一
α
o
目
‘
（
甲
鈴
Q
o
自
p
腕
ぴ
Φ
一
n
の
静
o
り
■
W
｝
因
O
げ
σ
O
｛
口
博
”
，
p
O
‘
q
り
’
N
α
O
聾

　
＜
α
Q
一
，
因
Φ
『
ぴ
Φ
一
p
一
p
■
p
、
○
‘
Q
o
，
一
P
O

一
N
℃
一
M
山
o
一
昌
ユ
∩
び
｝
（
こ
一
の
σ
Φ
p
塑
o
尉
o
口
口
匹
溶
9
一
【
口
目
α
Φ
目
一
p
ー
自
p
α
曽
口
巴
剛
口
α
碇
∩
げ
O
p
一
m
p
α
薯
腎
3
（
げ
孚
中
ζ
∩
び
①
p
Q
o
卑
δ
O
p
p
門
げ
o
一
丹
o
門
＜
O
P
α
O
『
鼠
一
嘗
O

α
o
ω
ド
℃
■
㎏
9
『
㎏
げ
口
旨
α
O
h
窃
げ
一
q
n
一
℃
一
〇
〇
》
一
昌
い
閑
p
∩
『
り
山
■
＼
薙
の
o
り
自
・
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押
一
W
，
（
げ
α
q
，
）
▼
ω
p
口
o
【
冒
p
匹
一
p
⇒
α
陣
旨
ぴ
①
一
a
の
腕
一
B
M
〈
即
℃
営
簿
一
訂
日
β
の
睡
旨
匹
O
h
家
国
α
q
旦
ω
げ
口
旨
α
p
o
門
切
α
牌
α
O
讐
ω
①
門
臣
p
（
o
）
　
一
〇
〇
〇
N
｝

q
∩
■
　
一
甲
N
I
一
心
“
｝
　
巨
㎝
宅
■

　
ζ
貰
露
。
馨
p
O
馨
貰
ぴ
魯
R
｝
o
。
，
貸
q
巷
∩
『
ρ
卑
p
、
○
‘
o
。
，
合
，

　
詩
門
げ
O
日
o
o
O
O
、
　
国
，
）
　
帥
，
　
陣
，
　
○
‘
　
q
o
、
　
一
℃
脚
－
一
〇
U
ー

　
団
げ
h
O
⇒
σ
O
腕
α
q
｝
閃
‘
門
》
O
「
困
O
P
〔
h
P
犀
〔
σ
門
口
∩
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O
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口
α
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片
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P
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P
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9
0
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P
1

団
h
ω
6
『
O
一
P
口
P
q
⇔
”
一
P
一
H
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P
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『
σ
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営
口
P
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囚
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一
昌
σ
0
9
噛
評
N
u
匡
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鵬
昌
　
一
）
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O
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【
O
∩
犀
　
一
〇
〇
刈
｝
Q
O
，
N
切
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日
『
O
ヨ
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Φ
P
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団
‘
　
P
、
　
騨
■
　
【
）
■
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G
り
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N
N
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H
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ρ
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目
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N
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Q
り
∩
『
一
㊦
Φ
》
　
国
‘
　
零
簿
p
匹
o
国
簿
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Q
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N
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旨
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∩
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o
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一
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ぴ
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3
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箆
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。
。
。
w
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。
」
P

　
＜
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国
‘
U
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O
【
α
q
曽
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箭
p
瓜
o
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α
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p
」
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窃
n
『
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ぴ
①
口
＞
肖
ぴ
Φ
嘗
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匹
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閏
O
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｝
灯
‘
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｝
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騨
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仁
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P
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ヨ
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一
（
げ
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、
、
U
一
p
p
、
ド
O
①
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匹
O
n
｛
0
『
日
簿
目
p
ω
∩
げ
o
p
、
、
ζ
O
P
押
h
∩
げ
①
p
．
ド
凶
p
り
頃
o
｛
ヨ
隅
【
o
o
切
　
（
一
℃
刈
α
）
　
Q
り
■
N
O
O
I
N
℃
ド

　
畠
o
墓
。
P
団
も
ト
○
ち
■
き
ぎ
謁
ま
・
現
在
、
フ
ェ
ー
マ
ル
ン
島
ブ
ル
ク
市
の
博
物
館
の
最
上
階
の
奥
ま
っ
た
一
室
に
モ
ナ
ー
ヘ
ン
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
っ

て
、
そ
こ
で
彼
ら
が
テ
ー
ブ
ル
に
刻
ん
だ
落
書
き
や
様
々
な
暗
号
の
実
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
〇
〇
犠
ρ
　
P
■
簿
■
簿
，
○
‘
　
の
，
　
甲
刈
博
口
■
“
心
■

　
蜜
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匡
旨
α
q
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p
■
ド
　
○
ご
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o
，
N
ゆ
N
■

　
幕
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冥
ρ
聾
p
O
‘
o
。
し
刈
出
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。
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る

　
点
、
ま
た
、
地
区
健
康
保
険
に
よ
る
負
担
拒
否
が
、
J
W
が
農
業
労
働
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
根
拠
に
し
て
い
る
点
に
そ
の
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
で

　
あ
ろ
う
。

（
6
6
）
一
八
八
六
年
の
農
業
災
害
立
法
が
、
そ
の
立
法
過
程
に
お
い
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ッ
ク
ざ
台
o
韓
貯
な
結
合
原
理
を
用
い
た
国
家
的
統
合
の
］
環
と
し
て
位
置
づ

　
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
田
中
優
「
過
世
紀
末
葉
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
家
的
統
合
の
一
断
面
」
『
鹿
児
島
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
（
一
九
八
七
年
）
を
参
照
の
こ

　
と
。
＜
α
q
一
■
日
窪
9
9
葺
コ
霞
ユ
P
嘗
『
Z
8
琶
目
臨
象
。
＞
氏
習
鷺
ユ
R
O
獣
旺
需
浮
薄
目
q
q
一
P
留
旨
階
9
。
η
3
9
富
＆
詮
R
け
鴇
言
F
葺
o
。
O
N
巨
Φ
o
。
ぽ
『
O
旨
魯
ε
α
R

第1部第二帝政期における農村社会と農業労働者126



　
富
＆
蔑
暴
畠
臥
け
㍉
」
α
q
」
ヨ
ρ
し
。
」
3
■

（
研
）
例
え
ば
一
八
八
八
年
に
お
け
る
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
の
健
康
保
険
機
関
別
の
組
合
員
数
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
健
康
保
険
二
五
五
六
入

　
（
一
・
九
％
）
、
地
区
健
康
保
険
五
万
七
〇
八
四
人
（
四
二
・
○
％
）
、
経
営
健
康
保
険
一
万
五
三
五
八
（
二
・
三
％
）
、
登
録
援
助
健
康
保
険
六
万
〇
四
八
九
（
四

　
四
9
五
％
）
、
そ
の
他
七
八
一
（
○
・
三
％
）
で
あ
る
Q
q
り
己
■
俳
F
臣
」
α
」
。
。
β
↓
p
σ
亀
ユ
■

（
6
8
）
結
局
、
脱
穀
労
働
者
を
め
ぐ
る
保
険
負
担
の
問
題
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
お
い
て
も
解
決
し
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
。
誇
一
，
＞
爵
魯
訂
9
α
9
ぐ
8
匹
壁
＜
＆
，

（
6
9
）
0
3
m
B
自
P
剛
‘
鉾
m
O
‘
し
っ
■
全
U
■

（
7
0
）
寄
年
。
旦
p
鉾
ρ
る
』
試
な
お
、
本
書
補
論
の
注
（
1
7
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
7
1
）
富
＆
良
虜
3
鉢
浮
『
。
q
【
系
0
3
窪
巨
養
五
」
ド
9
」
。
。
思
』
，
挙
■

（
7
2
）
霞
β
帥
』
■
○
‘
o
っ
■
o
D
N
－
o
。
Ψ

（
7
3
）
遇
皇
身
う
p
ρ
堕
一
－
9
。
・
〔
。
厭
雪
σ
R
。
p
魍
ρ
℃
。
一
募
∩
ぼ
9
り
3
…
p
α
q
8
与
。
n
n
『
一
鵠
且
磐
。
一
釜
塾
∩
げ
窪
ζ
且
く
。
岸
§
。
。
－
一
§
ヒ
蓼
。
一
α
・
｝
§
一
。
っ
』
ド

（
7
4
）
寄
亭
巳
P
p
」
，
○
■
》
。
。
」
お
〔

（
7
5
）
匪
芦
鉾
騨
○
■
》
・
。
’
o
。
導
屡
の
げ
。
門
一
p
鉾
鉾
○
‘
o
。
し
合
o
。
8
一
器
号
臼
α
q
る
，
卑
○
‘
o
。
」
。
。
■

127第2章　北西ドイツ農村における「土着」と「他所者」



補
論
　
北
ド
イ
ツ
農
村
に
お
け
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
奉
公
人

　
第
一
章
に
お
い
て
言
及
し
た
よ
う
に
、
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
方
に
お
い
て
は
、
一
九
世
紀
後
半
期
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や
オ
ス
ト
プ
ロ

イ
セ
ン
か
ら
奉
公
人
労
働
力
の
導
入
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
定
着
せ
ず
、
そ
の
後
、
全
体
と
し
て
は
東
欧
季
節
労
働
者
に

切
り
換
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
農
村
に
お
け
る
主
要
な
「
他
所
者
」
労
働
者
は
、
も
ち
ろ
ん
ポ
ー
ラ
ン

ド
人
季
節
労
働
者
た
ち
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
そ
の
他
の
少
数
派
の
外
国
人
労
働
者
の
グ
ル
ー
プ
の
も
つ
意
味
を
決
し
て
減
ず

る
も
の
で
は
な
い
。
特
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
労
働
者
は
、
主
に
外
国
人
の
農
業
奉
公
人
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
村
の
「
家
父
長
的

支
配
」
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
問
題
の
交
点
に
た
つ
存
在
で
あ
っ
た
。

　
前
章
ま
で
は
、
移
動
の
活
性
化
に
伴
う
多
様
な
「
他
所
者
」
労
働
者
の
登
場
、
そ
れ
に
伴
う
雇
用
関
係
の
重
層
化
、
そ
し
て
土
着
の

奉
公
人
・
自
由
日
雇
い
の
動
き
を
、
西
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
大
農
地
域
に
限
定
し
て
論
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

本
補
論
と
次
の
第
三
章
で
は
、
よ
り
ス
ト
レ
ー
ト
に
ド
イ
ツ
農
村
に
お
い
て
外
国
人
労
働
者
が
い
か
に
し
て
新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し

て
成
立
し
て
ゆ
く
の
か
を
中
心
的
な
テ
ー
マ
に
し
た
い
。
そ
の
際
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
か
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
へ
の
転
換
の
意
味
を
探
っ

て
み
る
こ
と
が
問
題
解
明
の
一
つ
の
手
が
か
り
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
問
題
を
よ
り
広
域
的
に
論
じ
る
観
点
か
ら
、
対
象
地
域
は

デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
方
か
ら
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
方
と
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
地
方
を
中
心
と
す
る
「
北
ド
イ
ツ
農
村
」
へ
、
さ
ら
に
必

要
に
応
じ
て
「
中
東
部
ド
イ
ツ
」
へ
と
拡
大
さ
れ
る
。
以
上
の
点
を
考
慮
し
つ
つ
、
本
補
論
で
は
主
要
に
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
奉
公
人
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を
素
材
に
「
家
父
長
制
支
配
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
問
題
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

1

北
ド
イ
ツ
農
村
の
基
本
的
構
成

　
北
ド
イ
ツ
の
農
村
は
、
基
本
的
に
は
農
民
村
落
と
、
グ
ー
ツ
経
営
を
核
と
す
る
村
落
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
村
落
か
ら
成
り
立
っ
て
い

る
。
既
述
の
よ
う
に
、
西
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
域
が
大
農
層
を
中
心
に
自
立
的
な
農
民
的
村
落
を
形
成
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
東

部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
お
よ
び
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
地
域
は
グ
ー
ツ
村
落
と
農
民
村
落
が
混
在
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
（
本
書
巻
頭
図

3
に
お
け
る
東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
ン
地
域
の
黒
随
大
経
営
と
白
1
1
農
民
経
営
の
分
布
、
お
よ
び
巻
頭
図
4
に
お
け
る
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
郡
・
ギ
ュ
ス
ト
ロ

フ
郡
の
集
落
類
型
別
の
分
布
図
を
参
照
。
）
後
者
の
集
落
構
成
に
嫉
調
整
・
共
同
地
分
割
H
団
地
化
・
土
地
切
り
取
り
を
内
容
と
す
る
一

九
世
紀
前
半
の
農
業
変
革
の
結
果
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
さ
て
、
農
業
に
お
け
る
雇
用
関
係
は
f
し
た
が
っ
て
農
業
経
営
に
特
徴
的
な
労
働
組
織
形
態
と
い
っ
て
も
よ
い
が
ー
、
制
度
的
に

は
奉
公
人
的
雇
用
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
契
約
期
間
中
は
生
活
時
間
も
含
め
た
「
身
分
的
従
属
」
を
受
容
す
る
よ
う
な
雇
用
関
係
で

あ
っ
た
。
農
民
村
落
の
場
合
に
は
、
そ
れ
は
文
字
ど
お
り
大
農
お
よ
び
中
農
経
営
に
お
け
る
住
み
込
み
の
男
女
の
農
業
奉
公
人
を
め
ぐ

る
雇
用
関
係
が
基
軸
と
な
る
が
（
第
一
章
で
強
調
し
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
雇
用
関
係
は
移
動
の
活
性
化
を
背
景
と
す
る
「
生
活
の
自
立
化
」
要

求
の
な
か
で
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
）
、
こ
れ
に
対
し
グ
ー
ツ
型
村
落
に
お
い
て
は
「
奉
公
人
雇
用
関
係
」
は
、
同
時
に
村
落
の
支
配

の
あ
り
方
で
も
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
本
質
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
グ
ー
ツ
に
お
け
る
常
雇
の
農
業
労
働
者
と
し
て
は
、

農
場
住
み
込
み
の
独
身
奉
公
人
の
他
に
、
「
農
場
日
雇
い
9
霞
謂
象
言
旦
、
「
デ
プ
タ
ン
ト
O
①
署
冠
旦
、
「
イ
ン
ス
ト
マ
ン
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一
裟
暴
自
」
、
「
農
村
職
人
鼠
区
ぎ
＆
壽
器
こ
、
「
ス
イ
ス
人
H
搾
乳
夫
。
り
n
ぎ
昏
旦
、
「
馬
方
奉
公
人
零
。
巳
卑
需
身
」
、
「
給
餌
奉
公
人

喧
日
§
ざ
R
浮
」
な
ど
多
様
な
名
称
で
呼
ば
れ
る
既
婚
の
グ
ー
ツ
農
業
労
働
者
家
族
が
存
在
し
た
。
彼
ら
は
家
族
を
も
ち
、
自
分
の
か
ま

ど
を
も
っ
て
い
る
が
、
農
業
労
働
者
の
家
族
の
生
活
全
体
が
グ
ー
ツ
の
雇
用
関
係
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
点
で
制
度
的
に
は
「
奉
公
人
雇

用
関
係
」
の
支
配
下
に
あ
る
と
い
え
る
。
具
体
的
に
は
、
第
一
に
彼
ら
の
生
活
を
支
え
る
「
住
居
＋
零
細
地
＋
家
畜
」
な
ど
の
「
小
所

有
」
が
、
農
場
と
の
雇
用
関
係
締
結
の
上
に
は
じ
め
て
保
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
ホ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

フ
ゲ
ン
ガ
ー
頃
9
魅
茜
R
な
ど
の
形
態
で
の
家
族
労
働
力
の
提
供
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ

う
。
後
者
の
点
は
、
家
産
と
し
て
の
グ
ー
ツ
の
再
生
産
の
一
環
と
し
て
、
土
地
や
属
具
の
み
な
ら
ず
、
農
場
に
住
む
す
べ
て
の
労
働
力

に
つ
い
て
も
、
グ
ー
ツ
に
そ
の
利
用
権
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
表
す
も
の
で
も
あ
る
。
収
穫
期
や
搾
乳
な
ど
に
お
け
る
妻
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
）

子
供
の
労
働
を
め
ぐ
る
農
場
管
理
人
と
グ
ー
ツ
農
業
労
働
者
の
間
の
紛
争
は
グ
ー
ツ
に
お
け
る
代
表
的
な
紛
争
の
一
つ
で
あ
る
。

2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
奉
公
人
の
雇
用
形
態
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こ
う
し
た
構
造
の
な
か
で
、
ほ
ぼ
一
八
七
〇
年
代
末
ご
ろ
か
ら
当
該
地
域
に
お
い
て
多
様
な
「
他
所
者
」
労
働
者
が
登
場
す
る
の
で

あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
一
九
世
紀
後
半
の
中
部
お
よ
び
東
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
村
は
、
一
般
に
、
農
村
↓
ア
メ
リ
カ
移
民
、
農
村
↓

都
市
・
工
業
、
そ
し
て
農
村
↓
農
村
と
い
う
三
つ
の
運
動
か
ら
な
る
複
合
的
な
大
量
移
動
の
波
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
く
が
、
こ
こ
で
着

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

目
す
る
「
他
所
者
」
労
働
者
の
流
入
は
こ
の
第
三
の
動
き
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
表
補
－
－
は
、
一
九
世
紀
後
半
期
に
お
け
る
当
該

地
域
の
「
外
国
人
」
数
の
推
移
を
示
し
た
の
も
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
章
で
掲
げ
た
表
－
杢
よ
り
も
よ
り
長
い
レ
ン
ジ
で
外
国
人
数
の



表補一1　「北ドイツ」地域における「外国人」数の推移（単位＝人）

国　籍 1871年187》年1880年1885年1890年1895年1900年 1910年

シュレスヴィッヒ・ホ

シュタイン州

スウェーデン

ーストリアニハンガリー

欧諸国農業労働者1）

3667　　　　　　　　　　　3285　　　4016　　　3855　　　3004　　　2695

61　　　　　　　　　　　412　　　　795　　　1481　　　1447　　　2449

　　　　　　　　　　　　　　　　　19432）30453）

2229

124

6814）

メクレンブルク邦国

スウェーデン

の他の「外国人」

欧諸国農業労働者

2266　王744　　930　1690　1541
756　　　1075　　　1440　　　2760　　　2628

　1705）

2974

16306）

注1〉「東欧諸国農業労働者」とは，ロシア・ポーランド人，ガリチア・ポーランド人，ウクライナ人で
　　ドイツ農村部に居住する者である．2）1897年の数字．2）3）はThQmsen，E・，Landwirts⊂haftliche　Wander・

　arbeiter　und　Gesinde　in　Schleswig－H・1stein，1982，Anhang10，から算出．4）いわゆる『郡長報告』（inl　Archiv

　fUr　Sozialgeschlchte，Bd．，XXIV，1984）による数字．5）6）Mecklenburg二Schwe【inの冬季の労働者数。

　　国勢調査による．Landesarch三v　Schwerまn　Nr・13681，S・195より．

　　その他の数字はRiegler，a・a・0・，S」8，136，207による．なお，スウェーデン人はノルウェー人を含
　　む．

推
移
を
概
観
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
北
ド
イ
ツ
地
域
へ
の

流
入
が
一
八
七
〇
年
前
後
と
一
八
八
○
年
中
葉
期
の
二
度
に
わ
た
っ
て
起
き
て
い
る
こ

と
（
こ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
彼
ら
の
斡
旋
を
す
る
業
者
の
仲
介
所
が
ホ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

シ
ュ
タ
イ
ン
や
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
地
域
に
多
く
生
ま
れ
て
い
る
）
、
第
二
に
、
世
紀
の
交
に
前

後
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
労
働
者
か
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
・
ガ
リ
チ
ア
人
季
節
労
働
者
へ

の
転
換
が
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
み
な
ら
ず
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
も
進
展
し
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

と
が
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
本
節
で
着
目
す
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
労
働
者
の
最
大
の
特
徴
は
、
繰
り
返
し

に
な
る
が
、
彼
ら
が
主
に
独
身
の
奉
公
人
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
「
外
国
人

奉
公
人
」
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
農
民
経
営
に
雇
用
さ
れ
る
場
合
、

彼
ら
は
「
独
身
住
み
込
み
の
奉
公
人
」
と
し
て
ス
ト
レ
ー
ト
に
奉
公
人
関
係
の
も
と
に

入
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
グ
ー
ツ
経
営
に
雇
用
さ
れ
る
場
合
は
、
女
子
奉
公
人
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

は
主
に
酪
農
場
に
従
事
し
た
と
い
う
。

　
酪
農
場
に
お
け
る
主
要
な
労
働
は
搾
乳
で
あ
る
。
搾
乳
は
、
後
に
「
ス
イ
ス
人
。
。
∩
野
♀

N
旦
と
呼
称
さ
れ
る
男
子
の
専
門
的
な
搾
乳
夫
が
登
場
す
る
ま
で
、
主
要
に
グ
ー
ツ
の

マ
ー
ク
ト
竃
茜
会
1
1
女
子
奉
公
人
）
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
が
重
労
働
で

あ
っ
た
。
彼
女
た
ち
は
平
均
し
て
一
人
あ
た
り
乳
牛
一
五
頭
を
割
り
当
て
ら
れ
た
と
い
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う
が
、
多
い
場
合
は
、
一
八
頭
を
搾
乳
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
き
つ
い
仕
事
は
、
特
に
地
元
の
娘
た
ち
に
は
嫌
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

た
た
め
、
そ
の
代
用
と
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
女
子
奉
公
人
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
男
子
の
場
合
に
旦
雇
い

と
し
て
の
流
入
が
一
定
数
を
占
め
る
こ
と
も
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
全
体
と
し
て
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
導
入
の
さ
れ
方

と
い
う
の
は
、
土
着
の
奉
公
人
の
抜
け
た
「
空
白
」
に
そ
の
ま
ま
代
替
の
奉
公
人
と
し
て
「
埋
め
込
ま
れ
る
」
形
を
と
っ
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
次
章
で
見
る
よ
う
に
、
こ
の
点
が
「
組
頭
」
の
も
と
で
集
団
的
に
働
き
、
「
営
舎
」
で
集
団
生
活
を
送
る
ポ
ー

ラ
ン
ド
人
と
は
決
定
的
に
異
な
る
点
な
の
で
あ
る
。

3

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
マ
ー
ク
ト
の
問
題

　
こ
う
し
た
形
態
に
お
い
て
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
奉
公
人
問
題
の
現
れ
方
と
い
う
の
も
、
「
家
父
長
的
」
な
支
配
の
あ
り
方
に
規
定
さ

れ
る
形
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
そ
の
こ
と
は
、
な
に
よ
り
も
病
気
・
妊
娠
を
理
由
と
し
た
マ
ー
ク
ト
の
解
雇
、
お
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
o
）

び
そ
の
結
果
と
し
て
の
ホ
ー
ム
レ
ス
化
の
問
題
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
奉
公
人
問
題
の
特
徴
点
の
第
一
点
と

し
て
お
こ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
奉
公
入
の
男
女
比
は
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
奉
公
人
問
題
が
マ
ー
ク

ト
の
問
題
と
し
て
社
会
的
に
自
覚
化
さ
れ
た
こ
と
と
も
重
な
っ
て
い
る
。

　
具
体
例
を
一
つ
あ
げ
よ
う
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
南
東
部
出
身
の
二
一
二
歳
の
あ
る
マ
ー
ク
ト
が
、
一
八
七
四
年
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
の
ベ
ッ

ケ
ン
ド
ル
フ
の
農
場
主
に
よ
っ
て
妊
娠
で
働
け
な
く
な
っ
た
こ
と
を
理
由
に
解
雇
さ
れ
た
。
雇
用
者
に
よ
れ
ば
、
復
活
祭
の
ほ
ぼ
四
週

間
前
の
頃
、
彼
女
に
対
し
て
、
グ
ー
ツ
農
業
労
働
者
の
B
が
彼
女
を
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
と
し
て
二
年
間
だ
け
雇
用
す
る
こ
と
、
た
だ
し
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彼
女
は
自
分
で
出
産
す
る
こ
と
、
そ
の
後
は
こ
の
グ
ー
ツ
農
業
労
働
者
の
も
と
に
い
る
限
り
彼
女
は
子
供
を
育
て
て
も
よ
い
こ
と
を
告

げ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
実
際
に
は
こ
の
マ
ー
ク
ト
は
、
こ
の
グ
ー
ツ
農
業
労
働
者
か
ら
仕
事
が
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
放
り
出
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
1
）

れ
、
長
い
放
浪
の
末
に
、
結
局
パ
ル
ヒ
ム
の
病
院
に
入
院
し
た
と
い
う
。

　
こ
の
事
例
で
興
味
深
い
の
は
、
妊
娠
し
た
マ
ー
ク
ト
が
グ
ー
ツ
農
業
労
働
者
の
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
と
し
て
処
理
さ
れ
よ
う
と
し
た
点

で
あ
る
。
単
に
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
が
い
な
か
っ
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
相
手
の
男
が
こ
の
グ
ー
ツ
農
業
労
働
者
で
あ
っ
た
た
め

で
あ
る
可
能
性
の
方
が
高
い
と
思
う
。
そ
の
点
を
別
と
し
て
も
、
妊
娠
が
解
雇
を
引
き
起
こ
し
、
そ
の
結
果
ホ
ー
ム
レ
ス
化
す
る
と
い

う
点
で
、
こ
れ
は
典
型
的
な
パ
タ
ー
ン
を
示
し
て
い
る
。
他
に
も
、
壬
二
歳
と
三
三
歳
の
妊
娠
し
た
一
文
無
し
の
二
人
の
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
人
マ
ー
ク
ト
が
農
場
を
解
雇
さ
れ
扶
助
を
求
め
て
キ
ー
ル
の
大
使
館
に
や
っ
て
く
る
、
ま
た
、
一
八
七
〇
年
に
は
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク

で
妊
娠
を
理
由
に
解
雇
さ
れ
た
マ
ー
ク
ト
が
キ
ー
ル
と
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
に
扶
助
を
求
め
て
や
っ
て
く
る
、
さ
ら
に
、
一
八
六
九
年
に
ド

イ
ツ
に
や
っ
て
き
た
二
四
歳
の
マ
ー
ク
ト
が
妊
娠
を
理
由
に
農
民
に
よ
り
解
雇
さ
れ
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
送
還
さ
れ
る
な
ど
、
こ
の
パ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
〉

タ
ー
ン
は
か
な
り
多
い
。

　
次
章
で
見
る
よ
う
に
、
「
妊
娠
」
に
関
わ
る
問
題
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
者
に
つ
い
て
も
「
ド
イ
ツ
社
会
」
の
側
か
ら
問
題
視
さ
れ
て

は
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
同
士
の
問
の
性
道
徳
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
場
合
に
は
そ
う
し
た
議
論
は
な
い
。
実
際
、
彼
女
た
ち
の
「
妊
娠
」
が
社
会
的
に
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
労
働
力

と
し
て
使
い
も
の
に
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
そ
れ
が
婚
外
妊
娠
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
救
貧
負
担
増
大
に
つ
な
が
る
か

ら
で
あ
る
。
婚
外
出
生
児
と
な
る
場
合
と
し
て
は
、
相
手
の
男
が
奉
公
人
や
旦
雇
い
な
ど
で
自
活
能
力
が
な
い
場
合
も
考
え
ら
れ
る
の

だ
が
、
し
か
し
、
各
事
例
に
お
い
て
は
そ
の
種
の
男
の
影
が
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
一
般
的
に
考
え
て
も
、
彼
女
た
ち
の
相
手
が
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直
接
の
雇
用
者
で
あ
る
農
民
お
よ
び
そ
の
息
子
、
グ
ー
ツ
経
営
の
場
合
は
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
な
ど
の
管
理
人
や
上
述
の
よ
う
な
土
着
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
〉

グ
ー
ツ
農
業
労
働
者
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
彼
女
た
ち
の
「
妊
娠
」
は
「
家
父
長
的
」
支
配
と
深
く
結
び

付
い
た
現
象
だ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
家
父
長
制
」
の
も
と
で
の
固
有
な
圧
迫
と
い
う
点
か
ら
、
第
二
に
着
目
し
た
い
の
は
、
解
雇
の
理
由
と
し
て
、
妊
娠
の
他
に
過
労
に

よ
る
基
づ
く
病
気
、
特
に
精
神
疾
患
が
目
に
つ
く
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
八
八
二
年
に
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
農
村
に
雇
用
さ
れ
た
マ
ー

ク
ト
が
一
八
八
三
年
に
精
神
疾
患
を
発
病
し
、
ま
た
、
ト
ラ
ベ
ス
ミ
ュ
ン
デ
で
は
三
〇
歳
の
マ
ー
ク
ト
が
精
神
疾
患
を
患
っ
て
い
る
。

通
常
の
病
気
に
よ
る
解
雇
の
事
例
は
わ
ざ
わ
ざ
あ
げ
る
必
要
が
な
い
ほ
ど
多
い
。
既
述
の
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
酪
農
場
の
仕
事
の
き
つ

さ
と
関
わ
る
も
の
だ
け
で
も
、
一
八
六
四
年
生
ま
れ
の
マ
ー
ク
ト
が
酪
農
場
の
厩
舎
で
働
く
も
の
の
耐
え
き
れ
ず
に
故
郷
送
還
、
お
よ

び
、
一
八
六
二
年
生
ま
れ
の
マ
ー
ク
ト
が
一
八
八
五
年
に
酪
農
場
に
雇
用
さ
れ
る
が
、
や
は
り
過
労
で
発
病
し
故
郷
に
送
還
さ
れ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
4
）

と
い
う
二
つ
の
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
精
神
的
な
ス
ト
レ
ス
は
、
女
子
だ
け
で
は
な
く
男
子
に
お
い
て
も
み
ら
れ
、
特

に
「
ア
ル
中
」
「
窃
盗
」
「
暴
力
」
の
形
で
現
れ
た
。
彼
ら
の
攻
撃
対
象
は
、
同
じ
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
や
「
土
着
の
労
働
仲
間
」
で
あ
っ
た

　
】
（
巧
）
。

と
し
う

　
こ
う
し
た
様
々
な
ス
ト
レ
ス
に
由
来
す
る
精
神
疾
患
の
現
象
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
季
節
労
働
者
に
お
い
て
は
あ
ま
り
存
在
し
て
お
ら

ず
、
そ
の
点
で
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
特
異
性
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
妊
娠
」
も
「
精
神
疾
患
」
も
「
奉
公
人
的
支
配
」
に
密

接
に
絡
ん
だ
も
の
ガ
っ
た
か
ら
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
同
時
に
、
そ
の
こ
と
は
「
家
父
長
」
制
の
下
で
の
「
外
国
人
奉
公
人
」
の

労
働
が
過
酷
で
あ
る
こ
と
を
、
逆
に
い
え
ば
そ
う
し
た
「
埋
め
込
み
型
の
」
導
入
が
非
常
に
不
安
定
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と
い

え
呑
の
で
は
な
い
か
。
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第
三
に
着
目
し
た
い
の
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
場
合
、
解
雇
が
ホ
ー
ム
レ
ス
化
を
招
き
、
そ
れ
が
救
貧
負
担
問
題
と
し
て
社
会
的

に
自
覚
化
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
特
に
妊
娠
し
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
マ
ー
ク
ト
の
場
合
、
婚
外
出
生
児
の
出
産
に

要
す
る
費
用
負
担
と
の
関
わ
り
で
こ
の
点
が
強
く
意
識
さ
れ
た
。
東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
諸
郡
は
、
一
八
六
八
年
以
降
、
救
貧
状
況
に

陥
っ
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
男
女
の
救
貧
請
求
を
拒
否
し
た
と
さ
れ
、
ま
た
一
八
六
九
年
、
キ
ー
ル
当
局
は
、
妊
娠
し
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

人
マ
ー
ク
ト
に
つ
い
て
「
身
よ
り
の
な
い
娘
た
ち
が
キ
ー
ル
に
滞
在
す
る
と
市
の
救
貧
金
庫
の
負
担
額
は
多
く
な
る
」
と
記
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
一
八
八
五
年
と
一
八
九
四
年
に
お
い
て
も
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
マ
ー
ク
ト
の
婚
外
出
生
児
出
産
が
救
貧
制
度
の
負
担
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

る
と
い
う
当
局
の
言
説
が
確
認
で
き
る
。

　
労
働
力
流
動
化
に
伴
う
救
貧
負
担
資
格
の
問
題
自
体
は
、
実
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
に
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
時
期
の
ド
イ
ツ

人
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
も
の
で
、
流
入
者
の
定
住
資
格
取
得
に
伴
う
救
貧
負
担
義
務
の
発
生
を
嫌
っ
て
、
一
八
八
O
年
代
ま
で
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
〉
　
、

民
村
落
で
は
貧
民
小
屋
を
潰
し
た
り
、
グ
ー
ツ
経
営
で
は
資
格
取
得
以
前
に
解
雇
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
頻
繁
に
起
き
て
い
た
。
そ
の

意
味
で
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
扱
い
方
は
当
初
は
東
部
ド
イ
ツ
人
と
同
じ
「
他
所
者
」
労
働
者
問
題
の
枠
内
で
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
八
八
O
年
代
、
経
営
者
に
と
っ
て
奉
公
人
労
働
力
の
調
達
問
題
は
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
」
か
「
オ
ス
ト

プ
ロ
イ
セ
ン
人
」
か
と
い
う
選
択
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
場
合
調
達
コ
ス
ト
か
ら
考
え
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
方
を
彼
ら
は
選
好
し
た

　
　
　
（
1
8
）

と
い
う
が
、
こ
う
し
た
態
度
に
彼
ら
の
意
識
が
現
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
「
ド
イ
ツ
人
」
の
場
合
、
長
期
的
に
は
「
移
動
の
自
由
の
保
証
」
、
つ
ま
り
土
着
化
す
る
も
の
に
つ
い
て
定
住
資
格
の
簡
易

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

化
の
方
向
で
問
題
が
処
理
さ
れ
て
い
く
の
に
対
し
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
場
合
は
、
結
局
、
二
国
間
協
定
に
基
づ
く
「
強
制
送
還
目
ロ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

テ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
」
確
立
の
方
向
で
「
解
決
」
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
労
働
者
の
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
ま
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さ
に
当
初
は
「
他
所
者
」
労
働
者
と
し
て
同
一
範
疇
で
あ
っ
た
も
の
が
、
土
着
化
す
る
「
自
由
な
内
部
労
働
者
」
と
「
不
自
由
な
外
国

人
労
働
者
」
に
制
度
の
う
え
で
二
重
化
さ
れ
て
い
く
過
程
の
一
端
を
示
し
て
い
る
。
（
む
ろ
ん
、
「
自
由
な
ド
イ
ツ
人
労
働
者
」
の
多
く
の
部

分
は
、
農
村
に
お
い
て
は
「
ド
イ
ツ
人
」
で
あ
っ
て
も
定
住
化
し
な
い
移
動
労
働
者
で
あ
る
か
ら
、
実
質
的
に
は
三
重
化
の
過
程
の
一
端
で
あ
る
。
）

そ
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
後
に
登
場
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
場
合
は
、
最
初
か
ら
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
と
し
て
導
入
さ
れ
る

た
め
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
救
貧
負
担
問
題
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

4

「
家
父
長
」
的
支
配
と
「
他
所
者
」
の
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー

　
最
後
に
、
グ
ー
ツ
村
落
に
お
け
る
「
家
父
長
」
的
支
配
の
問
題
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い

て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
も
と
も
と
は
グ
ー
ツ
農
業
労
働
者
の
子
供
な
い
し
妻
の
労
働
力
を
農
場
の

側
が
確
保
す
る
た
め
の
中
間
雇
用
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
特
に
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
で
は
、
一
九
世
紀
末
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
制
度

を
採
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
供
口
若
年
者
の
流
出
に
伴
い
、
こ
の
「
家
父
長
制
」
の
労
働
力
支

配
の
中
心
部
に
、
「
他
所
者
」
の
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
が
雇
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
流
入
し
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
多
く
も
ホ
ー
フ
ゲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

ン
ガ
ー
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
だ
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
に
つ
い
て
の
実
態
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
今
の
と

こ
ろ
不
詳
で
あ
る
。

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
「
他
所
者
」
の
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
の
実
態
を
述
べ
た
も
の
に
、
ベ
ル
リ
ン
出
身
の
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

る
失
業
者
が
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
で
「
他
所
者
」
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
と
し
て
働
い
た
と
き
の
体
験
報
告
が
あ
る
。
こ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
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こ
の
失
業
者
が
入
っ
た
ヴ
ァ
ー
レ
ン
郡
の
あ
る
村
に
は
全
部
で
一
二
の
労
働
者
社
宅
が
あ
り
（
各
社
宅
に
三
～
四
戸
の
家
族
が
住
む
と
あ

る
か
ら
全
部
で
四
〇
家
族
が
い
た
計
算
に
な
る
）
、
全
体
竺
二
人
の
ベ
ル
リ
ン
出
の
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
が
い
た
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て

土
着
の
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
は
六
人
で
ほ
と
ん
ど
娘
た
ち
で
あ
っ
た
。
「
他
所
者
」
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
は
各
々
自
分
の
中
間
雇
用
者
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

グ
ー
ツ
農
業
労
働
者
の
住
居
に
同
居
し
、
専
用
の
部
屋
を
一
部
屋
与
え
ら
れ
た
。
部
屋
数
の
少
な
い
グ
ー
ツ
農
業
労
働
者
に
は
か
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

の
負
担
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
「
他
所
者
」
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
も
ま
た
「
家
父
長
制
の
空
白
に
埋
め
込
ま
れ
た
他
所
者
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
興

味
深
い
の
は
、
こ
の
体
験
報
告
は
、
社
会
民
主
党
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
冒
頭
に
は
べ
ー
ベ
ル
の
言
葉
が
添
え
ら
れ

て
い
る
）
、
「
他
所
者
」
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
と
村
の
グ
ー
ツ
農
業
労
働
者
の
根
深
い
感
情
的
な
ま
で
の
対
立
に
つ
い
て
の
叙
述
に
満
ち
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
毎
日
の
水
汲
み
、
毎
日
の
厩
肥
出
し
、
そ
し
て
耕
起
作
業
や
破
土
作
業
、
牧
草
刈
り
、
穀
物
収
穫
か
ら
脱
穀
に
い
た

る
ま
で
、
こ
の
「
失
業
者
」
は
土
着
の
グ
ー
ツ
農
業
労
働
者
が
自
分
た
ち
に
不
利
で
つ
ら
い
仕
事
を
押
し
つ
け
る
と
批
判
し
、
ま
た
村

人
の
日
々
の
「
冷
た
い
」
眼
差
し
を
非
難
し
て
い
る
。
受
け
入
れ
家
族
に
対
す
る
肯
定
的
な
感
情
を
表
す
叙
述
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な

い
。　

例
え
ば
、
脱
穀
作
業
に
お
い
て
は
一
触
即
発
の
喧
嘩
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
穀
物
を
回
転
ド
ラ
ム
の
な
か
に
入

れ
る
投
入
台
の
上
で
、
穀
物
束
を
ほ
ど
く
作
業
に
あ
た
っ
て
い
た
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
と
穀
物
投
入
の
作
業
に
あ
た
っ
て
い
た
グ
ー
ツ
農

業
労
働
者
の
問
で
口
論
が
起
き
た
。
す
る
と
即
座
に
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
の
仲
間
た
ち
、
グ
ー
ツ
農
業
労
働
者
の
仲
間
た
ち
、
各
々
が
駆

け
つ
け
て
双
方
に
ら
み
合
い
の
状
態
に
な
る
の
で
あ
る
。
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
が
問
題
の
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
を
家
に
帰
ら
せ
て
喧
嘩
は
一

度
は
収
ま
る
の
だ
が
、
そ
の
後
も
、
お
互
い
に
牽
制
し
あ
い
な
が
ら
、
緊
張
の
上
で
仕
事
を
続
け
た
。
土
着
の
グ
ー
ツ
農
業
労
働
者
は
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フ
オ
ヨ
ク

非
常
に
荒
っ
ぽ
く
な
り
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
を
馬
鹿
呼
ば
わ
り
し
、
そ
れ
に
対
し
て
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
は
熊
手
を
か
ざ
し
て
威
嚇
し
た
と

　
　
　
　
　
（
2
5
）

い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
喧
嘩
は
明
ら
か
に
日
常
的
な
土
着
の
労
働
者
と
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
の
間
の
緊
張
関
係
の
上
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
例

も
ま
た
、
「
家
父
長
的
」
雇
用
シ
ス
テ
ム
に
直
接
埋
め
込
む
形
の
「
他
所
者
」
の
導
入
が
非
常
に
不
安
定
で
あ
る
こ
と
を
語
る
も
の
で
は

な
い
か
。

　
以
上
の
よ
う
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
奉
公
人
に
つ
い
て
い
え
る
の
は
、
「
家
父
長
的
」
支
配
下
に
お
け
る
「
埋
め
込
ま
れ
る
形
」
で
の
外
国

人
労
働
者
導
入
の
あ
り
よ
う
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
そ
れ
が
農
村
に
お
け
る
「
外
国
人
労
働
者
」
と
し
て
は
非
常
に
不
安
定
な
も
の

で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
で
、
土
着
の
奉
公
人
と
の
対
比
で
は
、
「
外
国
人
」
奉
公
人
に
対
し
て
「
家
父
長
的
」
支
配
の

圧
迫
の
度
合
い
が
よ
り
強
く
作
用
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
が
、
他
方
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
季
節
労
働
者
と
の
対
比
の
点
で
は
、

「
家
父
長
的
支
配
」
の
不
安
定
さ
が
顕
著
で
あ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
者
の
あ
り
よ
う
は
、
「
家
父
長
制
」
の
下
へ
の
直
接
の
「
埋
め

込
み
」
で
は
な
く
季
節
労
働
者
集
団
と
い
う
形
で
の
「
可
視
的
」
な
形
で
の
導
入
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
「
外
国
人
労
働
者
」
と
い
う
新

し
い
労
働
力
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
ド
イ
ツ
農
村
に
お
い
て
は
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
季
節
労
働
者
」
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ

の
点
に
つ
い
て
章
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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註
（
1
）
シ
ャ
ル
ベ
ル
カ
i
。
。
3
讐
還
蒔
R
と
も
い
う
。
以
下
で
は
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
で
統
一
す
る
。

（
2
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
書
の
第
五
章
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
以
下
で
「
家
父
長
制
」
と
い
う
言
葉
は
、

　
り
方
を
意
味
す
る
概
念
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

奉
公
人
雇
用
関
係
を
重
要
な
要
素
と
す
る
支
配
の
あ



（
3
）
以
下
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
労
働
者
に
関
す
る
叙
述
は
、
空
週
9
0
甲
葛
巳
q
p
§
一
9
・
民
＞
ぴ
の
諺
毒
＆
R
目
α
q
塞
Q
・
∩
牙
a
2
目
9
2
0
鼠
α
2
蜂
評
区
一
Q
。
欝

　
－
ぢ
界
Z
建
B
郎
韓
段
ぢ
。
。
u
に
大
幅
に
よ
っ
て
い
る
。

（
4
）
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
に
お
い
て
は
、
奉
公
人
の
も
と
も
と
の
供
給
者
で
あ
る
土
着
の
小
農
や
貧
農
の
子
弟
た
ち
は
奉
公
人
に
な
る
よ
り
も

　
男
は
工
業
労
働
者
を
、
女
は
ア
メ
リ
カ
移
民
を
選
好
し
た
。
女
の
場
合
、
海
外
移
民
は
集
団
渡
航
で
あ
っ
た
と
い
う
。
団
ぴ
8
量
。
。
■
象
－
曾
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も

　
三
つ
の
複
合
運
動
の
一
端
が
読
み
取
れ
る
。

（
5
）
団
び
2
呈
。
。
し
翼

（
6
）
コ
八
六
九
年
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
に
お
け
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
奉
公
人
の
数
は
六
〇
〇
〇
人
に
達
す
る
」
窪
8
貴
。
。
・
罫
コ
八
八
五
年
頃
北
ド
イ
ツ
で
働
く

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
実
数
は
約
一
万
一
〇
〇
〇
人
で
あ
る
。
」
浮
。
＆
p
る
」
罫

（
7
）
田
Φ
＆
避
。
・
」
罫
な
お
、
酪
農
に
お
け
る
労
働
量
の
増
大
に
つ
い
て
は
本
書
第
一
章
の
注
（
2
5
）
を
、
ま
た
搾
乳
夫
に
つ
い
て
は
本
書
第
二
章
注
（
∬
）
を
参
照

　
の
こ
と
。

（
8
）
ω
。
日
N
｛
。
P
q
■
レ
巷
き
。
δ
一
ざ
巨
α
p
・
＆
茜
葺
Φ
n
評
一
凱
3
。
急
R
再
。
り
n
ξ
宗
二
・
ζ
Φ
琶
S
『
母
α
q
』
①
岳
p
G
。
。
w
。
。
」
＄
－
ま
郵

（
9
）
一
八
九
五
年
の
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
流
出
に
よ
る
社
会
減
は
男
子
が
四
］
二
七
人
に
対
し
て
女
子
は
七
三
一
八
人
で
あ
る
。
「
女
子
奉
公
人
は
、
農
村

　
で
奉
公
す
る
よ
り
も
ベ
ル
リ
ン
や
ハ
ン
ブ
ル
ク
な
ど
の
近
隣
の
大
都
市
で
奉
公
す
る
こ
と
を
好
む
。
こ
の
た
め
、
農
業
は
不
足
す
る
女
子
労
働
の
代
替
と
し
て
時

　
に
は
男
を
東
部
や
外
国
か
ら
導
入
す
る
。
」
穿
邑
轟
P
内
－
F
望
。
一
帥
巳
聾
魯
段
5
ぎ
ヨ
幕
旨
彗
α
竃
・
＆
Φ
号
月
α
q
・
国
＆
響
R
。
q
6
。
w
ひ
」
蜀
南
デ
イ
ト
マ
ル

　
シ
ェ
ン
郡
の
郡
長
に
よ
る
マ
ル
秘
農
業
労
働
者
報
告
に
お
い
て
も
、
「
近
年
酪
農
場
ζ
魯
a
の
設
立
に
よ
り
仕
事
が
随
分
と
楽
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
、
地

　
元
の
良
質
の
マ
ー
ク
ト
た
ち
が
農
業
の
重
労
働
を
嫌
い
、
代
わ
り
に
オ
ス
ト
プ
ロ
イ
セ
ン
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
労
働
力
を
調
達
し
て
い
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
一
国
＆
。
旨
∩
江
＜
G
。
n
匡
窃
旦
α
q
甲
〇
一
占
ご
o
（
累
・
匡
○
鰍
α
」
“
ー
。
℃
」
。
。
沢
）

（
m
）
た
だ
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
C
・
H
・
リ
ー
グ
ラ
ー
の
研
究
は
、
主
に
キ
ー
ル
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
、
ロ
ス
ト
ク
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
大
使
館
の
報
告
に
基
づ
く

　
も
の
で
あ
る
。

（
1
1
）
空
。
α
Q
す
』
■
簿
■
○
■
｝
Q
り
」
。
。
刈
－
一
〇
。
。
。
■

（
1
2
）
団
σ
。
区
F
o
。
ー
。
。
U
■

（
1
3
）
福
音
教
会
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
基
づ
く
ブ
ラ
イ
ン
リ
ン
ガ
ー
に
よ
る
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
に
つ
い
て
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
「
グ
ー
ツ
ヘ
ル
、
借
地
農
、
農
場
管

　
理
人
な
ど
が
女
子
奉
公
人
や
農
場
労
働
者
の
妻
と
『
非
道
徳
的
な
関
係
』
を
も
つ
こ
と
は
、
珍
し
い
に
は
違
い
な
い
が
、
隠
そ
う
と
は
し
て
も
あ
ち
こ
ち
で
知
ら

　
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
…
…
多
く
の
所
有
者
、
借
地
農
、
そ
し
て
特
に
独
身
の
農
場
管
理
人
は
、
マ
ー
ク
ト
や
農
場
労
働
者
の
妻
や
娘
を
自
分
の
所
有
物
と
見

　
な
し
て
い
る
」
津
巴
一
謁
9
困
占
も
・
陣
・
○
‘
Q
。
」
詳
「
結
婚
後
は
夫
婦
は
不
倫
は
し
な
い
が
、
そ
れ
は
品
行
の
悪
い
経
営
者
、
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
i
、
借
地
農
が
い

　
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
。
」
浮
。
巳
簿
る
」
＄
■

（
M
）
国
σ
。
＆
欝
Q
。
，
o
。
県
F
o
。
」
N
累
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（
1
5
）
団
び
の
＆
p
も
n
■
ご
一
，

（
1
6
）
団
ぴ
①
＆
p
q
n
■
試
w
。
。
貸
3
y
F
ご
刈
■

（
1
7
）
。
。
醤
ご
囚
‘
q
日
島
。
ぎ
9
R
話
牙
の
Q
。
h
『
爵
ε
円
○
・
り
8
一
露
①
轟
＞
α
。
§
警
『
。
一
p
§
。
馨
P
。
。
舜
霧
く
。
～
巴
ε
口
q
q
ロ
＆
寅
＆
一
一
∩
訂
鳶
げ
魯
R
8
ρ
茸
。
。
【
茜
B
彗
P
U
’
F
ド
（
蒜
，
）
｝

　
身
§
3
禽
囚
o
露
壽
牙
旨
9
言
β
・
＆
蟹
智
ぼ
『
巨
匹
3
国
8
0
ぢ
。
。
貸
。
っ
」
答
寄
浮
。
F
蜀
も
・
騨
○
も
』
詳
「
道
徳
的
に
堕
落
し
た
農
業
労
働
者
の
扶
助
居

　
住
権
が
発
生
す
る
前
に
彼
を
農
場
や
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
追
い
出
す
こ
と
は
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
で
も
起
き
て
い
る
し
、
一
般
に
非
難
も
さ
れ
て
い
な
い
。
」
津
。
巨
甲

　
鴨
2
0
0
’
嵩
で
嵩
ド

（
1
8
）
匿
お
一
9
ド
帥
■
○
‘
o
。
」
磐
、

（
1
9
）
＜
α
q
一
、
。
。
き
一
』
る
■
○
、
私
■
ご
一
』
■
賦
黒

（
2
0
）
田
。
α
q
犀
』
■
簿
■
○
■
》
9
。
」
認
■

（
2
1
）
「
ア
メ
リ
カ
移
民
は
特
に
農
場
労
働
者
の
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
雇
用
を
困
難
に
し
た
。
し
た
が
っ
て
流
入
し
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
は
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
に
な
っ

　
た
。
」
団
ぴ
窪
貸
9
。
」
ヌ
ぎ
旦
ド
ま
た
、
一
八
八
○
年
代
の
労
働
力
不
足
の
も
と
で
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
と
な
っ
た
の
は
、
不
具
者
、
老
人
、
堕
落
し
た
娘
、
放
浪

　
す
る
職
人
、
大
都
市
か
ら
や
っ
て
き
た
怪
し
げ
な
人
物
た
ち
だ
っ
た
と
い
う
。
G
っ
巨
這
・
評
ρ
る
」
食
・

（
2
2
）
＝
o
蒔
ぎ
α
q
R
一
3
呂
ぎ
9
。
畠
一
窪
σ
葭
α
q
■
。
。
①
一
耳
。
ユ
。
σ
9
q
・
唇
」
・
。
。
一
σ
q
・
［
の
§
訂
9
。
コ
8
田
需
日
ω
。
旨
浮
R
＞
き
Φ
一
乾
o
器
P
鼠
一
9
3
Φ
旨
＜
o
ヨ
o
需
〈
o
p
＞
■
ω
魯
・
一
葡
包
言
一
。
。
8
，

　
ベ
ル
リ
ン
失
業
者
出
の
「
他
所
者
」
の
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
イ
ン
リ
ン
ガ
ー
の
報
告
に
お
い
て
も
か
な
り
の
言
及
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ

　
ば
、
「
堅
信
礼
を
終
え
た
土
着
の
者
で
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
に
な
る
の
は
全
く
の
無
能
者
か
愚
者
で
あ
り
、
こ
の
た
め
最
近
で
は
全
国
か
ら
最
悪
の
連
中
が
集
ま
っ

　
て
く
る
。
堕
落
し
た
職
人
・
学
生
・
貴
族
・
放
浪
者
で
あ
り
、
若
者
か
中
年
の
男
た
ち
で
、
ベ
ル
リ
ン
か
ら
の
刑
期
修
了
者
も
か
な
り
の
人
数
を
占
め
る
窃
匡
良
諮
9

　
魯
§
ρ
q
。
」
傘
同
様
な
こ
と
は
ポ
ム
メ
ル
ン
の
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
に
つ
い
て
も
い
わ
れ
て
い
る
。
閏
σ
・
＆
簿
逼
竃
ふ
ド
こ
こ
で
は
「
他
所
者
」
の
ホ
ー
フ
ゲ
ン

　
ガ
ー
は
「
市
民
社
会
か
ら
の
脱
落
者
」
と
い
う
土
着
者
の
視
線
の
な
か
に
置
か
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
第
二
章
で
み
た
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
方
の
農
村
放
浪

　
者
モ
ナ
ー
ヘ
ン
と
同
じ
社
会
集
団
を
こ
の
叙
述
の
な
か
に
見
い
だ
す
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
で
は
脱
穀
労
働
者
問
題
と
し
て
あ
っ
た
も
の
が
、

　
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
で
は
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
制
度
の
問
題
と
し
て
自
覚
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
イ
ン
リ
ン
ガ
ー
は
こ
の
「
他
所
者
」
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
の

　
　
「
悪
し
き
道
徳
的
影
響
」
を
根
拠
と
し
て
グ
ー
ツ
の
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
制
度
の
廃
止
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
2
3
）
国
σ
o
巳
p
）
q
。
『
G
占
9

（
2
4
）
q
。
琶
一
』
、
帥
■
○
己
。
。
■
一
禽
■

（
2
5
）
山
○
蒔
ぎ
α
q
巴
Φ
ぴ
。
三
p
鼠
。
穿
一
。
3
9
α
q
》
。
。
■
厭
ま
9
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第
三
章

近
代
ド
イ
ツ
農
村
と
外
国
人
季
節
労
働
者

　
　
　
－
甜
菜
と
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
」
ー



は
じ
め
に

第
一
章
で
登
場
し
た
ヒ
ン
タ
ー
・
ポ
ム
メ
ル
ン
生
ま
れ
の
農
業
労
働
者
フ
ラ
ン
ツ
・
レ
ー
バ
イ
ン
は
、
国
民
学
校
終
了
後
、
ザ
ク
セ

ン
ゲ
ン
ガ
！
と
な
っ
て
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
に
向
か
っ
た
。
そ
の
後
の
彼
の
人
生
に
と
っ
て
決
定
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な

い
。
ザ
ク
セ
ン
ゲ
ン
ガ
ー
の
募
集
に
応
じ
た
と
き
の
様
子
を
彼
は
こ
ん
な
風
に
描
写
し
て
い
る
。

　
学
校
卒
業
後
の
復
活
祭
の
頃
、
ケ
ス
リ
ン
の
募
集
人
＞
・
q
。
導
が
「
ザ
ク
セ
ン
行
き
」
の
農
業
労
働
者
を
募
集
す
る
た
め
に
私
の
地

域
に
や
っ
て
き
た
。
既
に
数
年
前
に
彼
は
へ
ー
ン
ケ
と
い
う
名
の
組
頭
＜
o
§
ぎ
ぼ
9
と
一
緒
に
な
っ
て
、
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
や
ブ
ラ

ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
地
域
や
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
、
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
様
々
な
農
場

で
春
か
ら
晩
秋
ま
で
働
く
農
業
労
働
者
の
一
団
を
、
わ
が
町
や
周
辺
の
村
々
で
募
集
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
労
働
者
の
多
く
は
冬

に
は
故
郷
へ
戻
っ
て
き
た
。

　
仲
介
人
は
人
々
の
欲
望
を
誘
う
術
を
心
得
て
い
た
。
彼
の
口
に
か
か
れ
ば
、
「
ザ
ク
セ
ン
」
は
乳
と
蜜
の
流
れ
る
約
束
の
地
と
な
っ

た
。
し
か
も
、
単
に
賞
賛
す
る
の
み
な
ら
ず
、
少
し
や
ら
せ
の
演
技
も
行
っ
た
。
既
に
派
遣
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者
た
ち
を
再
度

応
募
さ
せ
、
新
参
者
に
、
こ
の
素
晴
ら
し
い
ザ
ク
セ
ン
の
土
地
の
恵
み
に
つ
い
て
語
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
労
働
者
の
処
遇
は
ポ
ム

メ
ル
ン
よ
り
良
く
、
食
事
は
と
び
っ
き
り
う
ま
く
、
賃
金
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
高
い
、
と
。
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こ
の
状
況
を
募
集
人
は
う
ま
く
利
用
す
る
こ
つ
を
心
得
て
い
た
。
「
子
供
た
ち
よ
、
八
か
月
や
九
か
月
な
ん
て
の
は
あ
っ
と
い
う

間
さ
。
気
に
入
ら
な
く
て
も
、
秋
に
な
っ
た
ら
戻
っ
て
こ
れ
る
ん
だ
。
た
だ
で
旅
行
が
で
き
る
ん
だ
ぜ
。
」
そ
れ
か
ら
、
今
募
集
し

て
い
る
一
隊
は
追
加
部
隊
で
あ
っ
て
、
既
に
一
月
と
二
月
に
数
百
人
を
募
集
し
て
三
月
初
め
に
ザ
ク
セ
ン
の
各
地
に
派
遣
済
み
で

あ
る
、
と
も
言
っ
た
。
「
行
き
た
い
者
は
次
の
週
市
ま
で
に
決
め
て
こ
い
。
そ
し
た
ら
出
発
だ
。
」

　
私
も
募
集
人
が
泊
ま
っ
て
い
た
飲
み
屋
で
こ
の
手
の
話
を
聞
い
た
と
き
に
、
全
身
に
衝
撃
が
走
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
家
に
帰

り
母
に
こ
の
話
を
し
た
。
母
は
悲
し
ん
だ
が
、
こ
れ
が
貧
乏
人
の
運
命
と
悟
っ
て
私
の
ザ
ク
セ
ン
行
き
を
許
し
て
く
れ
た
。
母
の

許
可
を
得
る
や
、
私
は
募
集
人
を
訪
ね
た
。
彼
は
最
初
私
を
見
る
と
私
が
小
さ
い
と
思
っ
た
ら
し
く
、
私
の
実
際
の
年
齢
を
聞
い

て
少
し
謁
し
げ
な
顔
を
し
た
。
「
一
六
才
以
下
の
青
年
は
あ
ん
ま
り
と
り
た
く
な
い
ん
だ
。
ザ
ク
セ
ン
の
ご
主
人
方
は
、
一
番
若
い

奴
を
童
僕
9
。
貝
〕
琶
q
q
。
と
し
て
求
め
て
い
る
ん
だ
が
、
も
し
一
四
才
を
斡
旋
し
た
と
な
る
と
警
察
沙
汰
に
な
っ
ち
ま
う
。
」
そ
の
と

き
組
頭
の
へ
ー
ン
ケ
が
口
を
挟
ん
だ
。
「
こ
い
つ
を
使
う
こ
と
は
で
き
る
ぜ
。
甜
菜
工
場
の
牛
飼
い
少
年
と
し
て
な
。
」
彼
は
契
約

書
を
出
し
、
私
に
署
名
す
る
よ
う
に
言
っ
た
。
「
ぼ
う
ず
、
読
む
必
要
な
ん
て
な
い
ぜ
。
お
ま
え
は
工
場
で
日
給
六
グ
ロ
ッ
シ
ェ
ン

（
匪
六
〇
ペ
ニ
ヒ
）
を
も
ら
え
る
ん
だ
。
」

　
こ
の
簡
潔
な
言
葉
で
私
は
完
全
に
参
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
日
給
六
〇
ペ
ニ
ヒ
」
と
い
う
言
葉
だ
け
が
頭
の
な
か
を
ぐ
る
ぐ
る
め

ぐ
っ
た
。
な
ん
て
つ
い
て
る
ん
だ
！
　
俺
は
ザ
ク
セ
ン
で
一
四
才
の
奉
公
人
と
し
て
こ
こ
の
大
人
の
農
業
旦
雇
い
と
同
じ
だ
け
の

稼
ぎ
を
得
ら
れ
る
ん
だ
。
…
…
私
に
は
、
自
分
が
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
の
W
と
い
う
甜
菜
工
場
で
牛
飼
い

少
年
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
だ
け
で
十
分
で
あ
っ
た
。
私
は
署
名
し
た
。

　
そ
の
四
日
後
。
午
前
三
時
半
、
私
達
は
駅
に
集
ま
っ
た
。
周
辺
の
村
々
の
応
募
者
た
ち
は
、
既
に
前
の
晩
か
ら
、
袋
や
小
荷
物
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を
下
げ
て
駅
に
き
て
い
た
。
我
々
は
総
勢
四
五
名
で
あ
っ
た
。
男
、
女
、
少
年
に
少
女
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
一
行
の
な
か
で
は
私

が
一
番
若
か
っ
た
。
…
…
何
人
か
の
男
た
ち
は
、
朝
が
早
い
の
に
非
常
に
機
嫌
よ
く
興
奮
し
て
い
た
。
彼
ら
は
歌
い
、
そ
し
て
落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
↓

ち
つ
か
な
い
の
で
あ
っ
た
。
汽
車
が
来
て
、
そ
れ
に
乗
り
込
ん
だ
。

　
既
に
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
外
国
人
季
節
労
働
者
は
組
頭
と
呼
ば
れ
る
中
間
的
雇
用
主
に
よ
っ
て
集
団
的
に
調
達
さ
れ
、
彼
ら

の
管
理
の
も
と
で
「
営
舎
」
で
暮
ら
し
、
か
つ
労
働
し
た
。
組
頭
は
、
農
場
か
ら
の
委
任
を
受
け
て
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
季
節
労

働
者
集
め
に
狂
奔
し
た
の
で
あ
る
。
募
集
人
と
組
頭
に
よ
る
村
を
単
位
と
す
る
募
集
、
「
ザ
ク
セ
ン
」
と
い
う
言
葉
が
、
固
有
の
地
域
名

で
あ
る
こ
と
を
越
え
て
、
西
部
の
豊
か
な
土
地
を
象
徴
す
る
言
葉
と
し
て
流
通
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
な
に
よ
り
「
豊
か
さ
」
へ

の
渇
望
が
学
卒
直
後
の
若
者
の
移
動
動
機
の
基
本
に
あ
っ
た
こ
ど
。
右
の
レ
ー
バ
イ
ン
の
事
例
に
み
る
こ
れ
ら
の
特
徴
点
は
、
単
に
ド

イ
ツ
人
の
季
節
労
働
者
の
み
で
な
く
、
そ
の
後
に
続
く
外
国
人
季
節
労
働
者
の
場
合
に
も
等
し
く
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

あ
る
ガ
リ
チ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
の
組
頭
が
も
っ
て
い
た
ビ
ラ
に
は
、
「
お
金
が
ほ
し
け
れ
ば
プ
ロ
イ
セ
ン
で
働
こ
う
」
と
い
う
コ
ピ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

が
書
か
れ
て
あ
り
、
ビ
ラ
の
裏
に
は
一
人
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
が
お
札
で
あ
ふ
れ
た
財
布
を
見
せ
て
い
る
絵
が
描
か
れ
て
い
た
と
い
う
。

　
第
二
帝
政
期
の
ド
イ
ツ
農
業
に
お
い
て
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
代
表
さ
れ
る
外
国
人
季
節
労
働
者
集
団
は
不
可
欠
の
要
素
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

そ
の
数
は
最
盛
期
の
第
一
次
大
戦
前
に
は
約
四
〇
万
人
に
も
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
旧
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
彼
ら
が
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

研
究
の
関
心
の
対
象
と
な
る
の
は
（
第
二
次
大
戦
後
の
」
・
ニ
ヒ
ト
ヴ
ァ
イ
ス
（
東
独
）
の
先
駆
的
研
究
を
別
と
す
れ
ば
）
、
ト
ル
コ
人
労
働
者

問
題
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
政
策
問
題
を
反
映
し
て
で

あ
ろ
う
、
序
章
で
言
及
し
た
K
・
バ
ー
デ
に
お
い
て
、
そ
し
て
近
年
の
K
・
ド
ー
ゼ
や
U
・
ハ
ー
バ
ー
ト
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
よ
う
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に
、
農
業
季
節
労
働
者
の
問
題
は
あ
く
ま
で
外
国
人
労
働
者
政
策
史
の
一
部
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
分
析
の
焦
点
も
主
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
）

に
国
家
の
外
国
人
労
働
者
政
策
の
あ
り
よ
う
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
旧
東
独
の
研
究
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
か
つ
て
L
・
エ

ル
ス
ナ
ー
は
、
旧
西
独
の
研
究
が
、
独
占
利
潤
追
求
に
基
づ
く
帝
国
主
義
の
外
国
人
労
働
政
策
の
連
続
性
を
認
め
な
い
点
を
批
判
し
た

ハ
も
　が

、
政
策
史
重
視
の
姿
勢
で
あ
る
点
で
は
変
わ
り
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
季
節
労
働
者
の
実
態
の
認
識
に
つ
い
て

は
、
全
体
と
し
て
は
H
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
「
外
国
人
奴
隷
制
」
と
い
う
規
定
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
枠
組
み
が
、
つ
ま
り
、
〈
農
業
集
約

化
・
資
本
主
義
化
性
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
H
搾
取
さ
れ
る
低
賃
金
労
働
力
H
「
外
国
人
奴
隷
制
」
〉
と
い
う
定
式
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
「
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ア
　

本
主
義
」
告
発
型
の
枠
組
み
が
、
今
な
お
通
説
と
し
て
流
通
し
て
い
る
状
況
な
の
で
あ
る
。

　
本
書
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
こ
う
し
た
接
近
の
仕
方
に
お
い
て
は
、
外
国
人
農
業
労
働
者
は
近
代
農
村
社
会
史
の
問
題
と
し
て
ど
う

論
じ
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
ま
り
に
希
薄
で
あ
る
点
を
問
題
視
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
既
に
先
の
補
論
の
末
尾
に
お
い
て
、

私
は
ド
イ
ツ
農
村
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
の
形
成
は
「
家
父
長
制
の
空
白
に
埋
め
込
ま
れ
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
奉
公
人
」
と
し
て
で

は
な
く
「
季
節
労
働
者
集
団
と
し
て
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
」
と
し
て
は
じ
め
て
安
定
的
に
成
立
し
た
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お

い
た
。
本
章
の
主
要
な
課
題
は
、
国
家
の
外
国
人
政
策
史
や
告
発
す
べ
き
資
本
主
義
の
歴
史
で
は
な
く
、
こ
の
新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
と

し
て
の
「
外
国
人
農
業
労
働
者
」
の
社
会
的
形
成
の
過
程
そ
れ
自
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
「
外
国
人
農
業
労
働
者
」
の
形
成
を
全
体
と
し
て
み
る
に
は
、
経
済
、
社
会
、
国
家
制

度
の
各
領
域
を
意
識
的
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
変
化
を
論
じ
る
こ
と
、
と
り
わ
け
社
会
と
い
う
中
間
領
域
を
一
つ
の
問
題
領

域
と
し
て
自
覚
的
に
「
発
見
」
す
る
こ
と
が
有
効
だ
と
思
う
。
従
来
は
「
民
族
」
が
所
与
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
東
欧
季
節

労
働
者
の
登
場
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
「
外
国
人
労
働
者
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
に
、
経
済
と
政
策
に
つ
い
て
の
議
論
は
あ
っ
て
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も
媒
介
項
の
社
会
領
域
の
議
論
が
欠
落
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
農
村
に
お
い
て
経
済
と
社
会
と
国
家
の
領
域
の
変
化
の
重
な
り

に
お
い
て
「
雇
用
の
重
層
化
け
周
辺
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
形
成
」
が
「
民
族
問
題
」
と
し
て
い
か
に
社
会
的
に
自
覚
化
さ
れ
て
い
く
の
か
。

本
章
で
は
こ
の
過
程
を
、
第
一
に
、
経
済
次
元
で
は
農
業
構
造
の
変
化
に
伴
う
雇
用
関
係
の
重
層
化
に
対
応
し
つ
つ
季
節
労
働
者
が
登

場
し
て
く
る
過
程
、
第
二
に
、
社
会
の
次
元
（
つ
ま
り
農
村
の
日
常
世
界
）
で
は
、
雇
用
紛
争
と
住
宅
問
題
を
軸
に
季
節
労
働
者
の
あ
り
よ

う
に
重
な
り
な
が
ら
「
外
国
人
」
労
働
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
、
そ
し
て
、
最
後
に
（
本
章
で
は
残
念
な
が
ら
詳
細
に
は

展
開
で
き
な
か
っ
た
が
）
こ
う
し
た
こ
と
を
基
盤
と
し
て
国
家
の
外
国
人
政
策
が
外
国
人
労
働
者
の
制
度
化
を
企
図
し
て
い
く
過
程
、
こ

の
三
つ
の
次
元
で
の
変
容
過
程
の
重
な
り
に
お
い
て
論
じ
て
み
た
い
。
対
象
と
す
る
の
は
、
地
域
的
に
は
先
に
み
た
「
北
ド
イ
ツ
」
地

域
、
お
よ
び
最
大
の
季
節
労
働
者
需
要
地
ザ
ク
セ
ン
州
で
あ
り
、
経
営
階
層
的
に
は
、
農
民
経
営
よ
り
は
、
季
節
労
働
者
の
大
口
需
要

者
で
あ
っ
た
グ
ー
ツ
経
営
で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
民
族
」
問
題
と
は
「
労
働
問
題
と
重
な
る
民
族
問
題
」
で
あ
っ
て
、
伝
統
的
な
「
領
土
に
関
わ
る
民
族
問
題
」

で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
章
で
主
に
念
頭
に
置
く
地
域
も
比
較
的
「
純
粋
」
に
前
者
の
形
で
問
題
が
存
在
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、

後
者
の
問
題
を
強
く
内
包
す
る
地
域
、
つ
ま
り
東
西
プ
ロ
イ
セ
ン
、
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
、
ポ
ー
ゼ
ン
な
ど
は
本
書
の
守
備
範
囲
と
す
る

と
こ
ろ
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
東
部
国
境
」
諸
州
は
、
い
わ
ば
二
つ
の
性
格
の
民
族
問
題
が
錯
綜
し
て
存
在
す
る
複
雑
な

地
域
な
の
で
あ
る
。
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第
一
節
集
約
化
と
「
外
国
人
季
節
労
働
者
」
の
導
入

1

　
　
　
　
　
　
（
8
）

甜
菜
糖
業
の
展
開

　
既
に
、
我
々
は
シ
ド
ニ
ー
・
ミ
ン
ツ
の
『
甘
さ
と
権
力
』
（
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
V
に
よ
っ
て
、
砂
糖
が
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
労

働
者
階
級
の
新
し
い
食
生
活
の
形
成
（
パ
ン
、
紅
茶
、
ジ
ャ
ム
が
中
心
）
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
、
し
か
し
、
そ

の
「
自
由
な
労
働
制
度
」
を
支
え
た
も
の
が
、
実
は
西
イ
ン
ド
諸
島
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
の
サ
ト
ウ
キ
ビ
・
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

ン
の
「
不
自
由
労
働
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
実
際
に
世
紀
末
の
イ
ギ
リ
ス
の
一
人
あ
た
り
の
砂
糖
消
費
量
は
、
限
界
値
と

も
い
え
る
年
間
四
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
も
達
し
て
い
た
。
こ
の
水
準
は
、
砂
糖
が
単
な
る
嗜
好
品
の
域
を
遙
か
に
越
え
、
既
に
基
礎
食
品

と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
ま
で
は
い
か
な
い
が
、
ド
イ
ツ
の
砂
糖
需
要
も
労
働
者
階
級
の
形
成
と
そ
の
購
買
力
の
上

昇
に
伴
い
一
貫
し
て
増
大
し
、
世
紀
末
に
お
け
る
一
人
あ
た
り
年
問
消
費
量
は
一
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
第
一
次
大
戦
前
に
は
二
〇
キ
ロ
グ

　
　
　
　
　
　
　
（
辺

ラ
ム
に
達
し
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
を
支
え
た
の
は
「
南
」
の
サ
ト
ウ
キ
ビ
で
は
な
く
国
内
の
甜
菜
作
の
飛
躍
的
発
展
で
あ
っ
た
。

　
既
に
端
緒
的
に
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
治
政
下
に
は
じ
ま
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
甜
菜
生
産
が
本
格
的
な
成
長
を
は
じ
め

る
の
は
一
八
五
〇
年
以
降
で
あ
る
。
一
九
世
紀
後
半
期
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
甜
菜
の
加
工
量
は
、
一
八
五
〇
年
の
七
三
万
ト
ン
か
ら
一

九
〇
〇
年
の
一
二
五
〇
万
ト
ン
ヘ
と
約
一
七
倍
、
粗
糖
生
産
量
で
は
同
五
万
ト
ン
か
ら
一
七
八
万
ト
ン
ヘ
と
、
実
に
約
三
五
倍
も
の
増
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加
ぶ
り
を
示
す
の
で
あ
る
。
一
八
五
〇
年
代
に
既
に
国
内
需
要
を
満
た
し
、
一
八
七
〇
年
以
降
は
甜
菜
糖
の
恒
常
的
輸
出
国
に
な
り
、

一
八
八
○
年
代
中
葉
か
ら
一
八
九
〇
年
代
に
か
け
て
は
輸
出
量
が
国
内
消
費
量
に
匹
敵
す
る
か
、
も
し
く
は
上
回
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。

ド
イ
ツ
の
砂
糖
輸
出
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
砂
糖
輸
出
の
ほ
ぼ
四
割
か
ら
五
割
を
占
め
る
。
世
紀
末
に
お
い
て
は
ド
イ
ツ
は
世
界
の
主
導
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

な
砂
糖
輸
出
国
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
砂
糖
は
、
単
に
国
内
の
労
働
者
階
級
の
消
費
市
場
を
下
支
え
す
る
の
み
な
ら
ず
、
重
要
な
輸
出

品
で
あ
っ
た
。
意
外
な
こ
と
に
、
世
紀
末
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
輸
出
品
目
の
第
一
位
は
鉄
鋼
で
も
機
械
で
も
化
学
で
も
な
く
砂
糖
な
の

で
あ
る
。

　
主
要
な
輸
出
先
は
も
ち
ろ
ん
砂
糖
の
巨
大
需
要
地
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
。
そ
の
イ
ギ
リ
ス
市
場
で
、
一
九
〇
二
年
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
協

定
に
い
た
る
ま
で
、
甜
菜
糖
は
サ
ト
ウ
キ
ビ
に
対
し
競
争
力
を
保
持
し
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
世
紀
末
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
甜
菜
含
糖

率
は
一
五
～
一
六
％
、
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
た
り
の
収
量
は
三
〇
ト
ン
で
あ
り
、
土
地
生
産
性
で
見
る
限
り
サ
ト
ウ
キ
ビ
に
対
し
て
遜
色

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

は
な
い
。
関
税
政
策
の
効
果
も
あ
ろ
う
が
、
一
八
七
〇
年
代
に
は
ド
イ
ツ
砂
糖
価
格
は
世
界
市
場
価
格
ま
で
低
下
す
る
。
ま
た
、
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

九
〇
年
代
か
ら
大
戦
前
ま
で
甜
菜
糖
の
世
界
生
産
量
は
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
そ
れ
を
凌
駕
し
つ
づ
け
た
。
世
界
的
な
レ
ベ
ル
で
甜
菜
糖
へ
の

シ
フ
ト
が
起
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
甜
菜
糖
業
の
中
心
地
こ
そ
が
、
ザ
ク
セ
ン
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
、
ア
ン
ハ
ル
ト
、
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
な
ど
の
中
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

ド
イ
ツ
地
域
、
と
り
わ
け
地
味
豊
か
な
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
地
方
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
甜
菜
糖
を
起
爆
剤
に
進
展
す
る
集
約
的
大
経
営
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

発
達
と
大
農
層
の
富
裕
化
・
所
有
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
化
が
生
じ
た
。
だ
が
、
こ
の
運
動
は
、
す
ぐ
に
甜
菜
と
ザ
ク
セ
ン
を
越
え
て
、
ド

イ
ツ
農
業
全
体
を
覆
う
現
象
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
本
章
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
暗
示
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
以
降
、
甜
菜
と
い
う
言

葉
は
ド
イ
ツ
農
業
集
約
化
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
流
通
し
は
じ
め
る
。
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2

農
業
雇
用
関
係
の
変
化

　
さ
て
、
表
3
－
－
は
東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
一
四
の
グ
ー
ツ
経
営
に
つ
い
て
労
働
力
構
成
を
示
し
て
い
る
。
東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン

は
、
大
経
営
と
は
い
っ
て
も
穀
物
作
と
酪
農
が
中
心
で
、
根
菜
作
物
の
作
付
け
は
少
な
く
、
他
の
地
域
の
大
経
営
に
比
べ
て
そ
れ
ほ
ど

強
い
季
節
労
働
力
需
要
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
外
国
人
季
節
労
働
者
は
、
か
な
り
の
ば
ら
つ
き
が
あ
る
と
は
い
え
、

平
均
し
て
農
場
労
働
力
の
三
割
弱
を
占
め
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
数
が
常
雇
労
働
者
と
同
数
な
い
し
そ
れ
以
上
の
と
こ
ろ
が
一
四
経
営

中
四
経
営
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
経
営
規
模
と
外
国
人
労
働
者
数
の
間
に
は
弱
い
相
関
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
読
み
取

れ
る
。
導
入
し
て
い
る
場
合
、
ほ
ぼ
一
五
人
前
後
を
一
単
位
と
し
て
い
る
こ
と
、
一
四
経
営
中
八
経
営
で
男
女
の
割
合
が
ほ
ぼ
均
衡
し

て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
煩
雑
に
な
る
の
で
表
と
し
て
は
掲
げ
な
か
っ
た
が
、
同
じ
こ
と
を
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
の
グ
ー
ツ
経
営
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

い
て
み
る
と
、
一
八
九
三
年
と
い
う
早
い
段
階
で
既
に
二
〇
～
三
〇
％
の
導
入
率
に
な
っ
て
い
る
。
北
ド
イ
ツ
農
村
に
お
い
て
特
に
グ
ー

ツ
経
営
に
お
い
て
外
国
人
労
働
力
が
農
業
雇
用
労
働
力
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

　
だ
が
、
残
念
な
が
ら
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
「
北
ド
イ
ツ
農
村
」
に
つ
い
て
、
個
別
経
営
レ
ベ
ル
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
あ
り
方
を
よ

り
詳
細
に
示
す
資
料
は
管
見
の
限
り
発
見
で
き
て
い
な
い
。
「
北
ド
イ
ツ
農
村
」
に
つ
い
て
の
も
の
で
は
な
い
が
表
3
1
よ
り
も
個
別

経
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
よ
り
多
く
の
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
甜
菜
糖
生
産
の
中
心
地
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
・
ベ
ル
デ
の
二
〇
経
営

に
つ
い
て
の
一
九
〇
五
年
に
お
け
る
農
業
雇
用
労
働
力
構
成
を
表
し
た
表
3
査
で
あ
る
。
こ
の
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
経
営
は
、
農
地

の
地
目
構
成
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
甜
菜
と
穀
作
を
中
心
と
し
た
輪
栽
式
経
営
を
営
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
は
役
畜
お
よ
び
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厩
肥
生
産
手
段
と
し
て
の
役
割
を
も
つ
馬
・
牛
の
大
家
畜
が
相
当
数
飼
育
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

第
二
章
で
触
れ
た
よ
う
に
大
農
経
営
に
お
い
て
も
季
節
労
働
者
が
積
極
的
に
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
季
節
労
働
者
の

実
態
に
つ
い
て
は
第
三
節
以
下
で
論
じ
る
の
で
、
以
下
で
は
、
こ
の
表
を
糸
口
に
し
な
が
ら
、
特
に
「
中
部
ド
イ
ツ
農
村
」
を
念
頭
に
、

季
節
労
働
者
の
導
入
に
伴
う
土
着
労
働
者
の
雇
用
関
係
の
あ
り
方
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
と
も
絡
め
な
が
ら
み
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
さ
て
、
表
3
－
2
に
お
い
て
、
ま
ず
第
一
に
着
目
し
た
い
の
は
国
内
の
季
節
労
働
者
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
九
〇
五
年
の
調
査
で
あ
る

こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
国
内
出
身
者
が
意
外
に
多
い
。
ザ
ク
セ
ン
は
な
お
彼
ら
の
多
く
を
吸
収
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
こ
の
点
は
表
3
｛

に
み
る
よ
う
に
、
ほ
ぼ
外
国
人
季
節
労
働
者
一
辺
倒
で
あ
る
東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
と
明
白
に
異
な
る
点
で
あ
る
。
）
だ
が
、
備
考
欄
に
み
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
　
バ
ヨ

に
、
こ
こ
で
い
う
国
内
季
節
労
働
者
の
出
身
地
は
国
境
の
上
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
、
ポ
ー
ゼ
ン
、
西
プ
ロ
イ
セ
ン
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
事

実
上
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
で
あ
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。
国
内
季
節
労
働
者
と
外
国
人
季
節
労
働
者
の
違
い
は
、
ド
イ
ツ
人
季
節
労
働

者
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
季
節
労
働
者
と
い
う
違
い
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
国
籍
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
外
国
籍
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
違
い
な
の

だ
。
こ
の
点
は
外
国
人
季
節
労
働
者
の
問
題
を
社
会
レ
ベ
ル
で
み
る
と
き
と
制
度
の
レ
ベ
ル
で
み
る
と
き
の
重
要
な
相
違
点
で
あ
っ
て

軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、
社
会
レ
ベ
ル
で
み
る
と
き
は
、
後
述
の
よ
う
に
東
部
国
境
地
域
出
身
の
季
節
労
働
者
は
ド
イ
ツ
人
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

あ
っ
て
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
み
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
両
者
は
近
い
存
在
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
移
動
労
働
者
の
男
女
の
人
数
比
を
見
る
と
明
ら
か
に
女
性
の
比
率
が
高
い
。
次
項
で
み
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
甜
菜
作
を
中
心

と
す
る
ザ
ク
セ
ン
地
方
の
季
節
労
働
者
の
特
質
で
あ
る
。

　
次
に
、
第
二
に
注
目
し
た
い
の
は
、
土
着
の
女
子
労
働
者
の
数
の
意
外
な
多
さ
、
そ
し
て
顕
著
な
短
時
間
就
労
形
態
で
あ
る
。
表
3

－
2
に
お
け
る
「
フ
レ
ム
デ
閑
B
牙
」
は
本
書
で
述
べ
て
き
た
「
他
所
者
」
で
は
な
く
村
落
定
住
の
自
由
日
雇
い
層
を
指
す
の
だ
が
、
そ
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の
欄
を
み
る
と
特
に
女
子
の
数
が
意
外
に
多
い
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
ま
た
、
備
考
欄
の
②
は
特
に
女
た
ち
の
就
労
形
態
の
コ
メ
ン
ト

を
経
営
別
に
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
日
就
労
か
任
意
・
半
日
就
労
か
を
み
て
み
る
と
圧
倒
的
に
後
者
で
あ
る
。
ま
た
、
農
場
住
ま

い
の
「
常
雇
妻
」
と
「
村
の
女
」
が
区
別
さ
れ
て
記
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
両
者
の
違
い
を
見
る
と
、
「
常
雇
妻
」
に
つ
い
て
は
お

お
む
ね
「
任
意
」
「
半
日
」
で
あ
る
が
、
例
え
ば
B
番
経
営
と
1
7
番
経
営
の
よ
う
に
「
全
日
就
労
」
と
記
さ
れ
て
い
る
経
営
が
存
在
す
る

の
に
対
し
、
「
村
の
女
」
に
つ
い
て
そ
う
し
た
指
摘
は
な
い
。
土
着
既
婚
女
性
層
内
部
で
も
、
村
落
定
住
の
女
た
ち
の
方
が
「
常
雇
妻
」

に
比
べ
て
も
短
時
問
就
労
の
度
合
い
が
よ
り
高
い
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
一
般
に
も
、
農
場
住
ま
い
の
女
た
ち
に
つ
い
て
は
半
日
就
労

な
の
に
対
し
、
村
落
定
住
の
女
た
ち
に
つ
い
て
は
グ
ー
ツ
の
恒
常
的
雇
用
か
ら
の
全
面
的
な
「
撤
退
」
が
こ
の
頃
に
生
じ
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
〉

が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
村
落
定
住
女
性
層
の
農
場
へ
の
関
わ
り
が
希
薄
化
・
流
動
化
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
表
3

－
2
に
お
い
て
も
、
季
節
労
働
者
へ
の
切
替
に
よ
り
完
全
に
村
の
自
由
旦
雇
い
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
が
大
経
営
を
中
心
に
四
経
営
認
め

ら
れ
る
。
（
表
3
－
－
の
東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
に
お
い
て
は
農
場
の
搾
乳
婦
で
あ
る
常
雇
女
た
ち
は
、
仕
事
柄
、
当
然
よ
り
強
い
就
労
義
務
の
下

に
お
か
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
）

　
周
知
の
よ
う
に
、
甜
菜
作
な
ど
の
根
菜
類
や
野
菜
作
の
作
付
け
は
手
労
働
に
大
き
く
依
存
す
る
。
例
え
ば
、
除
草
に
し
て
も
、
機
械

化
は
畝
と
畝
の
間
の
中
耕
除
草
を
可
能
に
し
た
が
茎
の
周
り
の
周
到
な
除
草
ま
で
は
な
し
え
ず
、
こ
の
作
業
は
結
局
の
と
こ
ろ
手
鍬
に

頼
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
甜
菜
作
に
伴
う
労
働
力
需
要
増
大
の
最
大
の
要
因
は
こ
の
撫
養
労
働
と
収
穫
作
業
で
あ
る
。
そ
し
て
屈
曲

姿
勢
を
伴
う
こ
の
仕
事
は
一
般
に
は
女
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
経
営
サ
イ
ド
か
ら
み
れ
ば
夏
季
出
稼
ぎ
者
で
あ
る
季
節
労
働
者

は
土
着
の
女
子
旦
雇
い
ほ
ど
柔
軟
性
を
も
た
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
彼
ら
に
は
夏
期
の
間
は
仕
事
を
連
続
し
て
与
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
当
時
の
季
節
労
働
者
の
請
負
賃
金
表
を
み
る
と
、
そ
の
項
目
は
、
根
菜
類
の
除
草
や
甜
菜
収
穫
な
ど
の
他
に
、
牧
草
刈
り
、
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（
1
9
）

夏
麦
収
穫
、
冬
麦
収
穫
、
脱
穀
な
ど
、
穀
作
・
畜
産
を
含
め
た
農
場
の
手
仕
事
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
土
着

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

の
女
子
労
働
者
（
特
に
村
落
定
住
者
）
の
雇
用
は
、
昇
天
祭
の
頃
の
甜
菜
の
中
耕
除
草
や
問
引
き
な
ど
の
作
業
に
は
じ
ま
り
、
九
月
か
ら
『

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
璽
）

O
月
に
か
け
て
の
甜
菜
の
収
穫
で
終
わ
っ
た
と
い
う
。
手
労
働
の
主
力
は
明
ら
か
に
季
節
労
働
者
で
あ
り
、
女
子
自
由
旦
雇
い
は
根
菜

作
労
働
需
要
の
調
節
弁
で
あ
る
。
賃
金
を
見
る
と
、
季
節
労
働
者
に
は
輸
送
費
用
が
か
か
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
女
子
の
季
節
労
働
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

の
時
間
給
が
土
着
の
女
子
労
働
者
の
時
間
給
よ
り
も
高
い
場
合
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
「
賃
金
逆
格
差
」
も
両
者
の
関
係
を
反
映
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
こ
う
し
た
過
程
は
、
経
営
主
導
に
よ
る
土
着
女
子
労
働
者
の
柔
軟
化
と
し
て
割
り
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
半
日
就

労
と
い
う
形
態
こ
そ
は
、
家
族
の
あ
り
よ
う
に
深
く
規
定
さ
れ
た
土
着
の
女
性
層
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
深
く
呼
応
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
非
常
に
興
味
深
い
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
時
代
が
や
や
下
る
が
戦
問
期
の
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
近
郊
地
域
に

お
け
る
村
落
定
住
の
女
性
賃
労
働
者
た
ち
に
つ
い
て
の
H
・
マ
イ
ア
ー
－
カ
イ
エ
ン
ブ
ル
ク
に
よ
る
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
で
あ

〔
2
3
）る

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
村
の
女
た
ち
が
半
日
就
労
の
農
業
自
由
旦
雇
い
と
し
て
頻
繁
に
登
場
す
る
の
は
彼
女
た
ち
が
出
産
し
た
直
後
の

時
期
な
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
具
体
的
に
述
べ
よ
う
。
当
地
で
は
村
の
娘
は
、
学
卒
後
の
三
～
一
〇
年
の
問
の
独
身
時
代
は
、
主
に
農
家
の
女
子
奉
公
人
か

（
夏
に
農
業
自
由
旦
雇
い
、
冬
に
マ
ー
ク
ト
と
い
う
場
合
も
あ
る
）
、
あ
る
い
は
在
地
の
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
工
場
労
働
者
と
し
て
働
い
て
い
る
。

こ
の
工
場
は
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
作
付
け
も
行
っ
て
い
る
が
、
先
に
第
二
章
の
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
の
甜
菜
工
場
で
み
た
の
と
同
じ
く
、

地
元
の
労
働
者
は
加
工
過
程
の
み
に
従
事
し
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
作
付
け
に
関
わ
る
野
良
仕
事
に
は
決
し
て
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
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に
携
わ
る
の
は
東
部
出
身
の
女
子
季
節
労
働
者
の
み
で
あ
る
。
だ
が
、
土
着
の
娘
た
ち
は
結
婚
後
子
供
を
出
産
す
る
と
工
場
労
働
を
一

時
的
に
辞
め
る
。
そ
し
て
乳
幼
児
を
抱
え
た
時
期
の
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
可
能
な
賃
労
働
機
会
は
、
柔
軟
性
に
富
ん
だ
農
業
雇
用
な
の

で
あ
る
。
野
良
仕
事
な
ら
ば
子
供
を
連
れ
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
し
、
そ
う
で
な
く
て
も
、
午
後
に
な
れ
ば
、
学
校
か
ら
帰
っ
て
き
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

子
守
女
中
に
子
供
を
預
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
先
に
み
た
よ
う
に
農
村
女
性
の
農
業
就
労
に
は
半
日
就
労
が
非
常
に
多
い
が
、
そ
の
理
由
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

土
着
の
女
性
労
働
者
た
ち
を
特
定
の
農
業
の
「
低
賃
金
」
職
能
と
結
び
付
け
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
女
た
ち
が
農
村
自
由
日

雇
い
労
働
者
と
し
て
現
れ
る
の
は
い
わ
ゆ
る
M
字
曲
線
の
ボ
ト
ム
期
間
の
み
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
土
着
の
女
た
ち
の
変
化
が
家
族
の
あ
り
よ
う
と
の
関
わ
り
で
し
か
理
解
さ
れ
な
い
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
要
す
る
に

男
た
ち
の
変
化
と
密
接
に
対
応
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
第
三
点
と
し
て
、
こ
の
男
た
ち
の
変
化
に
つ
い
て

み
て
み
よ
う
。

　
先
の
表
3
－
2
に
戻
ろ
う
。
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
常
雇
男
子
の
職
名
で
あ
る
。
備
考
欄
③
に
記
し
た
主
な
熟
練
層
の
名
称
を
み
る
，

と
、
＜
。
摯
聾
R
や
コ
o
ぼ
駐
憲
な
ど
と
称
さ
れ
る
農
場
職
員
層
、
く
○
§
げ
魯
R
や
＞
鼠
・
・
魯
R
な
ど
と
称
さ
れ
る
季
節
労
働
者
の
調
達
・
管

理
を
担
当
す
る
組
頭
と
並
ん
で
、
馬
方
奉
公
人
瞑
。
箆
突
斥
∩
ぼ
、
上
級
搾
乳
夫
○
げ
。
§
冒
魯
R
、
下
級
搾
乳
夫
浮
§
胃
野
爵
R
な
ど
と

い
う
呼
称
が
頻
繁
に
み
ら
れ
る
。
特
に
玲
番
経
営
の
四
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
経
営
で
は
二
二
人
の
常
雇
労
働
者
は
す
べ
て
農
場
住
ま
い
の

馬
方
奉
公
人
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
（
第
一
章
で
み
た
よ
う
に
、
大
農
経
営
で
馬
を
担
当
す
る
の
は
一
般
に
奉
公
人
頭
9
。
穿
器
∩
ぼ
で

あ
る
が
、
こ
の
表
で
は
彼
ら
独
身
の
男
子
奉
公
人
が
き
わ
だ
っ
て
少
な
い
。
）
ま
た
、
馬
の
頭
数
と
「
常
雇
の
夫
」
の
数
を
比
較
す
る
と
、

2
、
4
、
5
、
9
番
の
一
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
各
大
農
経
営
、
お
よ
び
1
3
、
1
8
、
3
3
番
の
各
グ
ー
ツ
経
営
に
お
い
て
そ
の
数
が
ほ
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　　　　　　　　　　表3－3条播中耕機の労働力編成と作業能力

機械名称（普及年代〉　労働力編成（部位）　　　　熟練度　　　　一日あたりの作業能　　　　　備考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　力（Mニモルゲン）

S乱ck型手動条播中耕　1Man（Masch三ne）　　取扱簡単　　　　　　（条播）3 4M，　　　手動．

機　　　　　　　　（悪い土地の場合は　　　　　　　　　（中耕）25 4M・

（1850年代中葉以降）　＋1Junger）

Garetし型畜力条播機　　1Man（Maschine）　　ちゃんと教えれば確　（条播〉25M　　　　　中耕できず．

（1850年代中葉以降）　1Junger（Pfe［de〉　　実．力強さより冷静さ

　　　　　　　　　［1Juqger（清掃〉］　　が必要．

Reh【ner型畜力中耕機　1Man（Mas⊂hine）　　　　　　　　　　　　（条播）25M・　　　　廉価（25ターレル）

（1860年代以降）　　　1Junger（Pfe【de）　　　　　　　　　　　　（中耕）10－12M　　　　にて小農層にも普及．

B6rte型畜力中耕機　　l　Man（Maschine〉　　操作簡単　　　　　　（中耕）10 12M・　　　軽量．発芽直後の中耕

（1860年代以降〉　　　1Juager（P飯dε）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が可能

注：Mm＝成人男子，Junge＝少年，Maschine＝機械．手労働では，1モルゲン（約0・4ha〉を1日当りで
　　行うのに条播には4人，中耕には6人を必要とするという．
出典：Plaui，H．，Landarbeiredeben　im19．Jahrhunde∫t，Be【1in1979，S，155 157より作成．

ぼ
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
彼
ら
が
何
ら
か
の
形
で
農
場
の
馬
を
そ
れ
ぞ
れ
一

頭
程
度
担
当
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
前
述
の
よ
う
に
甜
菜
作
の
労
働
編
成
は
手
労
働
を
基
軸
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
で
も
一
八
六
〇
年
頃
よ
り
、
こ
の
分
野
で
も
播
種
と
中
耕
を
中
心
に
労

働
過
程
の
機
械
化
が
徐
々
に
進
行
し
は
じ
め
た
。
表
3
－
3
は
四
つ
の
中
耕
機
の
普

及
年
代
、
労
働
編
成
、
作
業
能
力
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
特
に

新
た
に
機
械
操
作
者
と
し
て
の
男
子
労
働
力
の
意
義
が
改
め
て
重
視
さ
れ
て
き
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
新
た
な
労
働
を
担
当
す
る
の
が
馬
方
奉
公
人
に
代
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

さ
れ
る
よ
う
な
、
農
場
住
ま
い
の
既
婚
熟
練
層
で
あ
っ
た
。
当
時
の
（
そ
し
て
ワ
イ

マ
ー
ル
期
に
い
た
る
ま
で
）
農
業
に
お
け
る
機
械
化
は
、
「
馬
力
＋
作
業
機
」
に
お
け

る
作
業
機
の
革
新
と
し
て
進
行
す
る
。
馬
を
扱
う
こ
と
は
機
械
を
扱
う
こ
と
と
深

く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
も
、
農
業
の
機
械
化

に
伴
う
役
馬
の
重
要
性
に
対
応
し
て
こ
の
時
期
に
既
婚
馬
方
奉
公
人
が
登
場
す
る

が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
彼
ら
は
、
同
じ
く
奉
公
人
形
態
を
と
っ
て
は
い
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

農
村
の
新
た
な
熟
練
労
働
者
と
し
て
の
強
い
誇
り
を
示
し
て
い
た
と
い
う
。

　
従
来
、
一
九
世
紀
後
半
の
「
ユ
ン
カ
ー
経
営
」
に
お
け
る
農
業
雇
用
制
度
の
変

化
と
い
え
ば
、
脱
穀
機
の
導
入
に
よ
る
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
の
脱
穀
歩
合
の
低
下
、
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〔
2
7
）

そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
の
デ
プ
タ
ン
ト
ヘ
の
移
行
を
基
本
線
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
脱
穀
機
の
導
入
に
よ
る
脱
穀
歩
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

の
低
下
は
改
め
て
言
及
す
る
ま
で
も
な
く
自
明
な
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
二
帝
政
期
を
視
野
に
置
く
と
き
、
脱
穀
機
（
こ
の
場
合
は

蒸
気
脱
穀
機
）
導
入
の
社
会
的
作
用
は
こ
の
点
に
言
い
尽
く
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
は
は
る
か
に
多
様
で
複
雑
で
あ
る
。
脱

穀
機
導
入
は
、
第
一
に
、
機
械
組
合
に
よ
る
利
用
や
、
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
な
賃
請
負
脱
穀
業
者
の
形
成
に
関
わ
る
問
題
に
み
ら
れ

　
　
　
（
2
9
）

る
よ
う
に
、
「
ユ
ン
カ
i
」
経
営
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
農
民
村
落
に
お
い
て
も
大
き
な
社
会
的
作
用
を
も
た
ら
し
た
。

　
だ
が
、
第
二
に
、
本
章
と
の
関
わ
り
で
特
に
強
調
し
た
い
の
は
、
こ
の
過
程
の
進
行
が
季
節
労
働
者
の
登
場
と
深
い
関
わ
り
を
も
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

て
進
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
季
節
労
働
者
を
導
入
し
て
い
る
経
営
で
は
、
ち
ょ
う
ど
脱
穀
が
穀
物
の
収
穫
と
甜
菜
収
穫
の
問
の
期
問
に

行
わ
れ
た
た
め
、
労
働
配
分
の
観
点
か
ら
彼
ら
を
脱
穀
労
働
に
充
用
し
た
。
脱
穀
機
の
操
作
や
穀
物
束
の
投
入
な
ど
は
熟
練
を
要
し
た

か
ら
専
門
の
労
働
者
が
行
う
が
、
そ
れ
以
外
の
補
助
的
な
仕
事
は
1
農
村
放
浪
者
に
よ
っ
て
で
は
な
く
1
季
節
労
働
者
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
。
む
ろ
ん
彼
ら
の
脱
穀
賃
金
は
、
他
の
労
働
の
賃
金
と
同
じ
く
各
作
業
ご
と
に
決
め
ら
れ
た
賃
金
率
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

お
り
、
脱
穀
歩
合
と
い
う
観
念
は
存
在
し
な
い
。
先
に
み
た
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
大
農
層
と
の
比
較
で
は
、
脱
穀
機
を
個
別
で
所
有
し

う
る
ほ
ど
の
大
経
営
の
資
本
力
が
、
こ
う
し
た
脱
穀
の
あ
り
方
を
可
能
に
す
る
一
つ
の
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　
こ
う
し
た
内
容
を
背
景
に
も
つ
「
脱
穀
歩
合
制
」
の
解
体
は
、
中
部
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
土
着
労
働
者
層
に
即
し
て
い
う
と
、
一

方
で
の
既
述
の
農
場
熟
練
層
化
、
他
方
で
の
村
落
定
住
労
働
者
の
脱
農
業
雇
用
化
H
長
期
的
に
は
在
村
農
外
労
働
者
化
（
通
勤
労
働
者

化
）
に
帰
結
し
て
い
く
。
農
業
集
約
化
に
伴
い
季
節
労
働
者
が
農
作
業
全
般
に
わ
た
る
主
力
労
働
者
と
し
て
登
場
し
て
く
る
こ
と
は
、

「
村
の
女
」
以
上
に
村
落
定
住
男
子
の
脱
農
業
雇
用
化
過
程
と
対
応
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
表
3
－
2
に
お
け
る
「
村
の
男
」
の

人
数
の
少
な
さ
が
そ
れ
を
物
語
る
。
し
か
も
こ
の
過
程
は
単
に
職
域
の
分
離
だ
け
で
は
な
く
、
生
活
空
問
の
分
離
で
も
あ
っ
た
。
マ
ク
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デ
ブ
ル
ク
で
は
、
一
八
九
〇
年
代
初
頭
に
は
農
場
労
働
者
の
大
部
分
が
新
築
の
「
労
働
者
社
宅
」
に
住
む
よ
う
に
な
り
、
一
九
〇
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

に
な
る
と
「
労
働
者
社
宅
」
以
外
に
住
む
常
雇
農
業
労
働
者
は
存
在
し
な
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
グ
ー
ツ
の
農
業
雇
用
か
ら
分
離
し
た
村
落
定
住
の
男
た
ち
は
、
ザ
ク
セ
ン
地
域
で
は
在
地
の
ま
ま
で
の
通
勤
労
働
者
化
、
い
わ
ゆ
る

ペ
ン
ド
ラ
ー
化
に
帰
結
し
て
い
く
。
既
述
の
よ
う
な
家
族
の
あ
り
方
に
規
定
さ
れ
て
半
日
就
労
す
る
し
か
な
い
村
の
女
子
自
由
日
雇
い

層
と
は
、
そ
う
し
た
労
働
者
た
ち
の
妻
で
あ
っ
た
。
表
3
－
2
に
お
い
て
は
第
B
番
経
営
に
お
け
る
「
村
の
女
は
炭
坑
婦
の
妻
」
と
し
て

そ
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ザ
ク
セ
ン
に
関
す
る
一
八
九
一
年
の
農
業
労
働
者
報
告
に
は
、
彼
ら
の
土
地
取
得
志
向
の
強
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

を
指
摘
す
る
叙
述
に
随
所
で
出
会
う
の
で
あ
る
。
第
二
章
で
論
じ
た
の
と
同
じ
く
、
ザ
ク
セ
ン
に
お
い
て
も
「
小
所
有
」
取
得
を
内
容

と
す
る
自
立
化
の
運
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　
第
五
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
一
九
世
紀
末
は
「
労
働
者
社
宅
」
新
築
や
個
人
住
宅
の
建
設
、
さ
ら
に
は
自
転
車
の
普
及
や
流
行
服

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
誕
〉

の
購
入
な
ど
の
新
し
い
生
活
が
、
本
節
で
対
象
と
し
た
「
北
ド
イ
ツ
」
や
「
中
部
ド
イ
ツ
」
の
農
村
に
お
い
て
生
じ
て
い
た
。
こ
の
点

は
グ
ー
ツ
に
住
む
農
業
熟
練
層
家
族
も
在
村
の
工
場
労
働
者
家
族
も
同
じ
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
こ
う
し
た
生
活
水
準
の
上
昇
を
伴

う
よ
う
な
土
着
の
農
村
労
働
者
家
族
の
変
化
の
全
体
が
、
季
節
労
働
者
の
登
場
と
同
時
に
起
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
序
章
で
指
摘
し
た

よ
う
に
、
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
か
ら
デ
プ
タ
ン
ト
ヘ
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
で
語
ら
れ
る
「
単
一
の
農
業
労
働
者
階
級
の
形
成
」
論
は
、
賃
金

形
態
の
変
化
の
み
に
着
目
す
る
あ
ま
り
、
農
業
労
働
者
の
こ
の
新
し
い
形
で
の
重
層
化
の
局
面
を
見
落
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
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3

東
欧
季
節
労
働
者
導
入
の
規
模
と
地
域
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
（
器
）

　
最
後
に
、
一
九
〇
七
年
六
月
帝
国
職
業
統
計
出
生
地
調
査
、
お
よ
び
い
わ
ゆ
る
『
郡
長
報
告
』
（
一
九
〇
六
～
一
九
一
四
年
）
を
も
と

に
、
ド
イ
ツ
全
体
の
農
業
季
節
労
働
者
の
地
域
的
な
分
布
と
特
徴
に
つ
い
て
定
量
的
な
概
観
を
与
え
て
お
き
た
い
。

　
表
3
－
4
は
、
一
九
〇
七
年
の
職
業
統
計
に
お
い
て
「
土
地
経
営
し
な
い
自
由
日
雇
い
」
と
し
て
数
え
ら
れ
た
者
の
出
生
地
の
実
数
と

比
率
を
州
別
に
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
に
お
い
て
、
「
他
州
生
ま
れ
」
と
「
外
国
生
ま
れ
」
の
「
土
地
経
営
し
な
い
自
由
旦
雇
い
」
の

ほ
と
ん
ど
は
季
節
労
働
者
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
「
当
該
州
生
ま
れ
」
の
者
は
村
落
在
住
の
自
由
日
雇
い
層
が

中
心
を
占
め
る
と
思
わ
れ
る
。
（
表
3
－
2
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
フ
レ
ム
デ
閏
器
且
。
」
で
あ
る
。
）
ま
た
、
「
当
該
州
生
ま
れ
の
者
で
他
州
で
無

産
の
自
由
旦
雇
い
と
し
て
数
え
ら
れ
た
者
」
と
い
う
の
は
、
当
該
州
か
ら
季
節
労
働
者
と
し
て
他
州
に
出
稼
ぎ
に
出
た
者
の
数
を
表
し

て
い
る
。
つ
ま
り
国
内
季
節
労
働
者
の
流
出
数
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
流
出
率
と
い
う
の
は
、
当
該
州
生
ま
れ
で
「
土
地
経
営
し
な

い
農
業
自
由
旦
雇
い
」
と
し
た
者
の
う
ち
他
州
で
季
節
労
働
者
と
し
て
数
え
ら
れ
た
者
の
比
率
を
表
し
て
い
る
。
「
農
業
自
由
日
雇
い
」

と
い
う
い
わ
ば
同
一
職
種
内
の
数
字
で
あ
っ
て
職
業
間
移
動
を
含
む
数
で
は
な
い
か
ら
、
正
確
な
意
味
で
の
流
出
率
で
は
な
い
が
、
だ

い
た
い
の
傾
向
を
反
映
し
て
い
る
と
思
う
。

　
さ
て
、
こ
の
表
を
み
る
と
、
大
き
く
三
つ
の
地
域
区
分
が
浮
か
ん
で
く
る
。
第
一
は
季
節
労
働
者
と
し
て
の
流
出
が
大
き
い
東
西
プ

ロ
イ
セ
ン
と
ポ
ー
ゼ
ン
で
あ
る
。
（
こ
れ
を
地
域
1
と
し
よ
う
。
）
実
数
で
み
た
場
合
に
「
季
節
労
働
者
の
流
出
数
」
が
「
他
州
お
よ
び
外
国

人
」
の
季
節
労
働
者
の
流
入
数
を
上
回
っ
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
居
住
率
が
も
と
も
と
高
い
地
域
だ
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表3－4　「土地経営しない農業労働者」（自由日雇いと季節労働者）の出生地構成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1907年職業統計による）

当該州生ま
当該州で数えられた自由日雇いの出生地

流出率（a）
出生地別構成比（b｝

れの者で他 （当該州

州で自由日 生まれ全

雇いとして

えられた

当該州生ま
仔
）

　　　　　　　　　　　：他州生まれ他州生まれ外国生訓＋魍人＠）　の　i（ロ）姻

体に対す

流出者

比率）

当該州他州外国人

〉　（ロ〉　の

％〉（％）（％）

Os亡preuBen 11，326 112，553 1，092　　　5，335　1　6，427 9 95　　　1　　　4

WestpreuBen 1S，217 72，593 6，575　　　11，399　　　17，974 20 80　　　7　　15

Posen 32，959 118，347 3，923　　　12，135　　　16，Q58 22 88　　　3　　　9

Schlesien 15，824 173，988
　　　　　　　　　「7，318　　　31，326　　　38，644

8 82　　　3　　15

Pommem 8，429 66，245 11，763　　　20，490　　　32，253 11 67　　12　　21

Mecklenburg 2，052 b，055 g，349　　　16，エ41　　　25，490　　　　　　　　　1 12 37　　23　　40

Sch．一Hol， 999 18，772 4，032　　　3，960　－　7，992 5 70　　15　　15
Brandenburg 8，／38 72，026 23，101　　23，094　　46，195 10 61　　19　　20

P，SachseB 9，65G 64，443 21，437　　　58，5G4　　　59，741 B 52　　17　　う1

Braunschweig 2，564 12，815

　　　　　　　　　110，225　　　8，728　1　18，953

17 40　　23　　27

K，Sachsen 3，401 lg，650 5，504　　　8，013　　　13，517 15 59　　17　　24

Westfalen 1，119 12，255 2，497　　　2，546　　　5，043 8 71　　14　　b
Rheinlmd 1，434 27ヲ818

　　　　　　　　　33，093　　　3，757　　　6，850

5 80　　　9　　11

SUdbayem 2，039 42，044 2，708　　　2，261　　　4，969 5 89　　6　　　5

Nordbayem 3，972 33，048 1，888　　　1，430　　　3，318 11 91　　1　　4

その他の地域 9，679 134，655 17，270　　　26，224　、　45，494 7 76　　9　　15

帝国全体 131，7万 996，307 131，775　　215，143　1346，918 11．7 84　　－　　16

注　1「当該州生まれの者が他州で数えられた者」と「当該州の他州出身者」の合計数は当然一致する．
　　　（a〉は，当該州の出身者で「土地経営しない農業労働者」と数えられた者のうち，当該州ではなく他

　　　州で「土地経営しない農業労働者」・つまり季節労働者として数えられた者の比率を表す．

　　　（b）は，当該州で「土地経営しない農業労働者」として数えられた者の出身地別の構成比。
出典；S・d・d・R・，Bd・210より作成．

か
ら
、
こ
こ
で
流
出
し
て
い
る
者
の
多
く
は
、

先
に
も
み
た
よ
う
に
ド
イ
ツ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
人

季
節
労
働
者
で
あ
る
。
あ
る
オ
ス
ト
・
プ
ロ
イ

セ
ン
の
ド
イ
ツ
人
ザ
ク
セ
ン
ゲ
ン
ガ
ー
M
の
メ

モ
を
も
と
に
し
た
と
い
う
伝
記
で
は
、
彼
が

ポ
ー
ラ
ン
ド
語
に
も
堪
能
で
あ
る
こ
と
、
そ
し

て
彼
の
集
団
に
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
み
な
ら
ず
、

ド
イ
ッ
人
、
カ
シ
ュ
バ
イ
人
な
ど
が
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
通
過
地
の
ベ
ル
リ
ン
で
も
流
入

地
で
も
、
明
ら
か
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
見
な
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

れ
て
い
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
第
二
が
明
白
に
季
節
労
働
者
の
流
入
地
域
と

い
え
る
も
の
で
、
「
他
州
生
ま
れ
＋
外
国
人
」
の

比
率
が
三
割
以
上
の
地
域
で
あ
る
。
（
こ
れ
を
地

域
H
と
し
よ
う
。
V
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
、
ポ
ム

メ
ル
ン
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ

ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
、
そ
し
て
ザ
ク
セ
ン
と
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表3づ　メクレンブルク・シュヴェリンで働く移動労働者の出身別内訳（単位：％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1902年　　　　1906年

　ドイツ国籍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70．0　　　　　38．0

　　内訳　　ランズベルカー　Landsberger　　　　　　　　17・0　　　　　　7・5

　　　　　他のドイツ人　　　　　　　　　　　　　　29．0　　　　　16．5

　　　　　ドイツ・ポーランド人　　　　　　　　　　　24．0　　　　　14．0

　外国人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30．0　　　　　62．0

　　内訳　　ロシア・ポーランド人　　　　　　　　　　　27．0　　　　　刃．0

　　　　　ガリチア人　　　　　　　　　　　　　　　3・0　　　　　24
　　　　　ハンガリー人　　　　　　　　　　　　　　　0．0　　　　　　6．0

出典：Wenckstem，H，，LandwirtschaftlicLe　Wanderarbeiter　in　Mecklenbuτg，1902und　lgO6，inl　Ze重tschrift　fO
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そ
の
周
辺
地
域
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
特
に
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
や
ザ
ク
セ
ン
で
の
「
当
該
州

生
ま
れ
」
の
季
節
労
働
者
の
比
率
の
低
さ
が
目
立
つ
。
こ
れ
は
季
節
労
働
者
の
運
動
が
農

村
全
体
を
巻
き
込
ん
で
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
数
字
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
地
域
H

の
エ
リ
ア
を
こ
こ
で
は
「
中
東
部
ド
イ
ツ
」
と
呼
ん
で
お
く
。
補
論
お
よ
び
本
章
で
対
象

と
し
て
い
る
「
北
ド
イ
ツ
」
「
中
部
ド
イ
ツ
」
の
地
域
は
ほ
ぼ
こ
の
区
域
に
含
ま
れ
る
。
ま

た
、
煩
雑
に
な
る
の
で
掲
載
し
て
い
な
い
が
、
表
3
－
4
の
資
料
ソ
ー
ス
で
あ
る
帝
国
職
業

統
計
か
ら
は
、
「
他
州
生
ま
れ
の
季
節
労
働
者
」
が
実
際
に
ど
こ
で
数
え
ら
れ
た
の
か
の
｝

覧
を
、
つ
ま
り
国
内
季
節
労
働
者
の
移
動
方
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
を
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

と
一
目
瞭
然
で
上
の
地
域
1
か
ら
地
域
H
へ
と
流
れ
て
い
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。

　
第
三
の
地
域
は
、
流
出
も
流
入
も
多
い
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
、
ま
た
相
対
的
に
季
節
労
働

者
の
移
動
性
が
低
い
南
西
ド
イ
ツ
地
域
で
あ
る
。

　
以
上
は
『
九
〇
七
年
の
数
字
だ
が
、
特
に
季
節
労
働
者
の
流
出
地
域
で
も
外
国
人
季
節

労
働
者
の
流
入
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
国
内
季
節
労
働
者
か
ら
外
国
人
季
節
労
働
者
へ

の
転
換
が
進
ん
で
い
た
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
表
3
－
5
は
、
最
も
外
国
人
季
節
労
働
者
の

流
入
が
高
い
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
に
お
け
る
国
内
人
季
節
労
働
者
と
外
国
人
季
節
労
働
者
の

数
の
推
移
を
示
し
た
有
名
な
表
で
あ
る
。
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
季
節
労
働
者
中
に
占
め
る

外
国
人
季
節
労
働
者
の
比
率
は
、
一
九
〇
二
年
に
は
三
〇
％
で
あ
っ
た
の
が
、
一
九
〇
六
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図3－1　ロシア・ポーランド人季節労働者数の地域別推移
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注：プロイセン邦国のみ．両プロイセンとは東プロイセンと西プロイセン，北西ド

　　イツとはシュレスヴィッヒ・ホルシュタイン，ハノーファー，ヴェストファー

　　レンを指す．

出典　　「郡長報告」（本章注35を参照のこと）より作成

図3－2　ガリチア・ポーランド人季節労働者数の地域別推移
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年
に
は
六
二
％
へ
と
急
上
昇
し
て
い
る
。
表
3
－
4
に
お
い
て
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
に
お
け
る
「
他
州
＋
外
国
人
」
に
占
め
る
「
外
国
人
」

の
比
率
を
求
め
る
と
六
三
・
三
％
で
あ
り
、
一
九
〇
六
年
の
数
字
と
ほ
ぼ
】
致
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
次
に
図
3
－
－
と
図
3
－
2
に
お
い
て
、
外
国
人
農
業
労
働
者
の
推
移
そ
の
も
の
を
み
て
み
よ
う
。
外
国
人
農
業
労
働
者
の
主
要
な
構

成
部
分
は
、
ロ
シ
ア
領
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
、
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
領
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
で
あ
る
。
後
者
の
大
部
分
は
ガ
リ
チ
ア
を
供

給
源
と
し
て
い
た
か
ら
、
以
下
ガ
リ
チ
ア
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
称
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
（
図
に
は
示
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
次
に
多
い
の

は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
で
あ
る
。
が
、
上
の
両
グ
ル
ー
プ
に
比
べ
る
と
人
数
は
か
な
り
少
な
く
な
る
。
）

　
最
初
に
全
体
の
半
数
以
上
を
占
め
る
ロ
シ
ア
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
農
業
季
節
労
働
者
の
人
数
の
推
移
を
地
域
別
に
示
し
た
図
3
i
を
み

ら
れ
た
い
。
第
一
に
一
九
〇
六
年
以
降
一
貫
し
て
増
大
傾
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
上
述
の
地
域
H
に
彼
ら
が
広
く
吸
収
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
明
白
に
読
み
取
れ
る
。
次
に
男
女
比
を
み
て
み
る
と
、
両
プ
ロ
イ
セ
ン
お
よ
び
ポ
ー
ゼ
ン
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
お
よ

び
ポ
ム
メ
ル
ン
に
お
い
て
男
子
が
優
位
、
こ
れ
に
対
し
て
ザ
ク
セ
ン
で
女
子
優
位
で
あ
る
。
こ
の
差
は
明
ら
か
に
穀
作
と
甜
菜
作
の
比

重
の
地
域
差
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ザ
ク
セ
ン
ゲ
ン
ガ
ー
の
顕
著
な
特
徴
の
一
つ
は
独
身
女
子
の
農
業
出
稼
ぎ
と
い
う
点
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
女
だ
け
の
出
稼
ぎ
集
団
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
み
る
と
男
女
の
割
合
は
意
外
に
バ
ラ
ン

ス
が
と
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
図
3
－
2
を
み
る
と
、
ガ
リ
チ
ア
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
は
、
ロ
シ
ア
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
比
べ
る
と
相
当
異
な
っ
た
動
き
を
示
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
に
集
中
し
て
お
り
、
ま
た
全
体
の
動
向
と
異
な
り
、
】
九
一
〇
年
を

ピ
ー
ク
に
減
少
に
転
じ
て
い
る
の
が
目
立
つ
。
既
述
の
よ
う
に
、
シ
ュ
レ
ジ
ー
エ
ン
は
も
と
も
と
定
住
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
比
率
が
高
い
地

域
で
あ
っ
て
、
労
働
問
題
と
し
て
の
民
族
問
題
と
と
も
に
領
土
と
し
て
の
民
族
問
題
を
内
包
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
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ン
の
特
異
性
を
形
作
る
の
だ
と
思
う
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
問
わ
な
い
。
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
の
ガ
リ
チ
ア
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
者
の

問
題
は
一
般
の
ド
イ
ツ
の
外
国
人
農
業
労
働
者
の
問
題
と
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
だ
け
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
人
の
外
国
人
季
節
労
働
者
の
問
題
は
、
「
中
東
部
ド
イ
ツ
」
農
業
と
ロ
シ
ア
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
結
び
つ
き

を
基
軸
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
特
に
世
紀
の
交
以
降
の
外
国
人
季
節
労
働
者
の
急
上
昇
は
、
確
か
に
農
業
好
況
を
背
景
と
す
る
ド
イ
ツ

農
業
に
よ
る
労
働
力
の
需
要
拡
大
に
よ
る
も
の
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
土
着
の
労
働
者
家
族
の
脱
農
業
雇
用
運
動
、
そ
し
て
国

内
季
節
労
働
者
か
ら
外
国
人
季
節
労
働
者
へ
の
転
換
を
伴
っ
て
い
た
。
序
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
バ
；
デ
は
一
九
世
紀
世
紀
末
か
ら

二
〇
世
紀
に
か
け
て
の
東
欧
地
域
の
移
動
運
動
を
、
海
外
移
民
・
農
業
か
ら
工
業
へ
の
移
動
・
外
国
人
季
節
労
働
者
の
三
つ
の
運
動
を

内
包
す
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
こ
こ
に
述
べ
た
ド
イ
ツ
農
業
を
需
要
地
と
し
て
存
在
す
る
外
国
人
季
節
労
働
者
の
運
動
も
、
ま
さ
に

そ
の
大
き
な
渦
の
一
断
面
で
あ
る
。
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第
二
節
　
農
場
で
の
労
働
と
紛
争
ー
「
契
約
破
棄
」
を
中
心
に

　
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
季
節
労
働
者
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
当
初
か
ら
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
い
て
導
入
さ
れ
た
こ
と
で

あ
り
、
調
達
・
帰
郷
の
移
動
過
程
、
お
よ
び
日
常
の
労
働
と
生
活
の
す
べ
て
の
領
域
に
わ
た
っ
て
組
頭
を
リ
ー
ダ
ー
と
し
た
労
働
者
集

団
と
し
て
管
理
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
仲
介
業
者
や
組
頭
に
よ
っ
て
毎
年
春
に
調
達
さ
れ
、
出
稼
ぎ
期
問
中
は
専
用
の
「
営
舎
」

で
暮
ら
し
、
ま
た
仕
事
も
組
頭
を
直
接
の
管
理
者
と
し
て
行
わ
れ
、
地
元
民
と
一
緒
に
働
く
こ
と
は
稀
で
あ
り
、
冬
の
到
来
と
と
も
に



故
郷
に
帰
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
彼
ら
の
あ
り
よ
う
は
、
い
か
な
る
意
味
で
ド
イ
ツ
農
村
の
「
外
国
人
労
働
者
」
の
社
会
的
形
成

で
も
あ
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
第
｝
歩
と
し
て
、
彼
ら
と
受
け
入
れ
側
の
ド
イ
ツ
社
会
と
の
接
点
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た

「
契
約
破
棄
」
を
手
が
か
り
に
、
彼
ら
の
行
動
の
特
徴
と
、
そ
れ
に
対
応
し
て
形
成
さ
れ
る
雇
用
主
側
の
意
識
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て

み
て
い
き
た
い
。
以
下
、
賃
金
に
対
す
る
意
識
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
、
組
頭
の
問
題
、
「
契
約
破
棄
」
の
全
体
像
の
順
に
論
じ
よ
う
。

1

賃
金
を
不
満
と
す
る
「
契
約
破
棄
」

　
季
節
労
働
者
の
増
加
に
伴
い
最
大
の
問
題
の
『
つ
と
な
っ
た
の
が
い
わ
ゆ
る
「
契
約
破
棄
」
の
増
大
で
あ
っ
た
。
「
契
約
破
棄
」
と
い

う
の
は
、
第
一
章
に
お
い
て
奉
公
人
レ
ー
バ
イ
ン
の
場
合
に
み
た
よ
う
に
、
象
徴
的
に
は
農
民
経
営
な
い
し
グ
ー
ツ
経
営
か
ら
何
ら
か

の
形
で
逃
げ
出
す
こ
と
で
あ
る
。
奉
公
人
と
同
じ
く
、
季
節
労
働
者
も
グ
ー
ツ
の
「
家
父
長
的
」
支
配
の
も
と
で
は
契
約
期
問
内
の
「
自

由
な
移
動
」
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
「
自
由
」
の
た
め
に
は
違
法
行
為
で
あ
っ
て
も
夜
逃
げ
を
す
る
他
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
特

に
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
急
速
な
外
国
人
労
働
者
へ
の
切
替
が
進
む
に
伴
い
「
契
約
破
棄
」
が
急
増
し
た
の
で
あ
ろ
う
、

一
九
〇
七
年
二
月
に
は
、
ロ
ス
ト
ッ
ク
の
著
名
な
農
政
学
者
R
・
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
る
雇
用
者
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
が
行

　
　
　
　
（
3
8
）

わ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
季
節
労
働
者
が
「
契
約
破
棄
」
に
い
た
る
原
因
は
多
様
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
ど
の
事
例
に
も
ほ
と
ん
ど
絡
ん
で
い
る

と
い
え
る
の
が
賃
金
に
関
わ
る
紛
争
で
あ
る
。
こ
れ
は
出
稼
ぎ
の
目
的
が
賃
金
獲
得
に
あ
る
の
だ
か
ら
あ
る
意
味
で
当
然
な
の
だ
が
、

後
述
の
ド
イ
ツ
社
会
の
側
が
賃
金
よ
り
は
も
っ
ぱ
ら
季
節
労
働
者
の
住
の
あ
り
よ
う
に
関
心
を
向
け
て
い
く
こ
と
と
非
常
に
対
照
的
で
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あ
る
。
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
の
調
査
か
ら
典
型
的
な
具
体
的
な
事
例
を
三
つ
だ
け
み
て
み
よ
う
。

に
よ
る
報
告
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
の
雇
用
主

事
例
ー
　
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
北
東
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
私
は
一
九
〇
六
年
三
月
に
四
七
人
の
「
ロ
シ
ア
人
」
を
雇
用
し
た
が
、
彼
ら
は
一
九
〇
五
年
の
「
ロ
シ
ア
人
」
に
比
べ
る
と
ひ

ど
く
の
ろ
ま
で
、
そ
の
上
に
高
い
請
負
賃
金
を
要
求
し
た
。
六
月
に
は
牧
草
の
一
部
を
機
械
で
刈
り
入
れ
さ
せ
た
と
き
、
私
は
自

分
の
算
段
で
、
請
負
賃
金
に
よ
る
稼
ぎ
に
匹
敵
す
る
よ
う
に
日
給
を
引
き
上
げ
た
。
そ
う
し
な
か
っ
た
ら
彼
ら
の
方
か
ら
要
求
し

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
経
験
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
収
穫
に
お
い
て
も
、
私
は
一
日
あ
た
り
二
五
ペ
ニ
ヒ
だ
け
割
り
増

し
に
し
た
。
そ
れ
で
も
男
た
ち
は
不
満
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
あ
る
月
曜
日
に
組
頭
ー
彼
は
ラ
ン
ズ
ベ
ル
ク
人
冨
且
ω
σ
R
q
q
R
で
当

地
で
四
年
目
で
あ
っ
た
ー
が
、
労
働
者
た
ち
は
も
う
こ
れ
以
上
働
く
意
志
が
な
い
と
い
っ
て
き
た
。
彼
ら
は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら

こ
の
組
頭
に
騙
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
、
私
と
組
頭
の
帳
簿
を
人
々
に
示
し
、
こ
の
要
求
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い

こ
と
を
証
明
し
た
。
が
、
彼
ら
は
た
だ
表
向
き
に
は
平
静
だ
が
、
結
局
は
、
雇
用
停
止
と
出
発
の
理
由
を
探
し
て
い
る
だ
け
だ
と

い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
翌
朝
一
〇
人
の
男
が
パ
ス
ポ
ー
ト
と
切
手
帳
置
。
び
鼻
弩
。
を
残
し
た
ま
ま
姿
を
消
し
た
。
そ
の
後
も
二
人

ず
2
一
回
に
わ
た
っ
て
逃
散
し
た
。
切
手
帳
を
頼
ま
れ
た
残
留
者
へ
の
手
紙
か
ら
、
私
は
最
初
の
一
〇
人
の
男
た
ち
の
滞
在
地
が

ベ
ル
リ
ン
の
煉
瓦
工
場
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
こ
で
は
昔
、
私
の
農
場
に
い
た
組
頭
の
兄
弟
が
働
い
て
お
り
、
一
〇
人
の
男

た
ち
は
そ
こ
で
は
も
っ
と
稼
げ
る
か
ら
職
場
を
替
わ
る
気
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
名
前
と
滞
在
地
の
書
類
を
添
え
て
警
察
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

訴
え
た
。
（
だ
が
結
局
警
察
は
人
々
を
見
つ
け
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
）
（
以
上
大
意
）
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事
例
2
　
ビ
ュ
ツ
ツ
オ
ー
ω
欝
N
O
≦

　
一
九
〇
六
年
春
、
私
は
二
〇
人
の
季
節
労
働
者
を
も
つ
組
頭
を
受
け
入
れ
た
。
六
月
二
五
日
の
甜
菜
の
間
引
き
器
ぽ
鼠
魯
8
の

最
中
に
何
の
理
由
も
な
く
仕
事
が
停
止
さ
れ
た
。
収
穫
が
目
前
に
迫
り
、
労
働
者
不
足
と
な
る
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
か
ら
、
私

は
交
渉
に
応
じ
た
。
彼
ら
は
、
牧
草
刈
り
入
れ
の
際
の
稼
ぎ
が
少
な
す
ぎ
た
と
い
っ
て
、
契
約
よ
り
五
〇
ペ
ニ
ヒ
だ
け
高
い
日
給

を
求
め
た
。
私
は
、
す
べ
て
の
刈
り
人
に
つ
い
て
、
牧
草
刈
り
入
れ
の
稼
ぎ
に
対
し
五
マ
ル
ク
を
認
め
、
日
給
を
二
五
ペ
ニ
ヒ
だ

け
引
き
上
げ
る
と
、
彼
ら
は
二
度
と
仕
事
を
停
止
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
こ
と
を
文
書
で
約
束
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
彼
ら
は
七
月
三
〇
日
と
八
月
一
五
日
に
再
び
仕
事
を
停
止
し
た
。
私
は
彼
ら
を
警
察
に
訴
え
も
し
な
か
っ
た
し
、
契
約
に
従
っ

て
罰
金
を
科
す
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
ま
た
仕
事
を
停
止
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
で
あ
る
。
結
局
九
月
一
八
日
に
組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

と
一
八
人
の
季
節
労
働
者
は
と
も
に
仕
事
を
辞
め
、
グ
リ
メ
ム
9
冒
B
書
近
郊
の
農
場
に
移
っ
て
い
っ
た
。
（
以
上
大
意
）

事
例
3
　
グ
レ
ヴ
エ
ス
ミ
ュ
ー
レ
ン
菊
鐸
塞
3
弾
一
・
＞
馨
9
㊦
＜
8
B
象
一
含

　
昨
年
の
一
九
〇
六
～
一
九
〇
七
年
度
、
季
節
労
働
者
が
到
着
し
て
ま
も
な
く
、
組
頭
が
「
季
節
労
働
者
た
ち
が
仲
介
業
者
か
ら

「
契
約
破
棄
」
を
し
て
他
の
と
こ
ろ
で
働
か
な
い
か
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
稼
げ
る
ぜ
、
と
働
き
か
け
ら
れ
て
い
る
」
と
苦
情
を
い
っ

て
き
た
。
か
ぶ
の
中
耕
が
は
じ
ま
っ
た
と
き
、
契
約
で
は
一
人
あ
た
り
一
マ
ル
ク
の
分
割
払
い
の
み
を
要
求
で
き
、
残
り
は
中
耕

と
間
引
き
が
終
わ
っ
た
と
き
に
は
じ
め
て
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
彼
ら
は
各
々
の
中
耕
が
終
わ
る
度
に
全
額
を
要
求

し
て
き
た
。
い
ろ
い
ろ
な
も
め
ご
と
が
あ
っ
た
後
、
季
節
労
働
者
た
ち
は
取
る
に
足
ら
ぬ
理
由
で
仕
事
を
停
止
し
、
右
の
要
求
が

満
た
さ
れ
な
い
場
合
は
こ
れ
以
上
働
く
こ
と
を
拒
否
す
る
と
し
た
。
私
は
彼
ら
に
契
約
に
従
う
よ
う
要
求
し
た
。
私
は
巡
査
に
よ
っ
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て
彼
ら
を
仕
事
に
就
か
せ
よ
う
と
し
た
が
彼
ら
は
動
じ
な
か
っ
た
。
私
は
巡
査
を
使
っ
て
彼
ら
を
農
場
か
ら
追
い
出
し
、
刑
事
訴

訟
に
訴
え
る
べ
く
、
彼
ら
の
証
明
書
と
パ
ス
ポ
ー
ト
を
添
え
て
ヴ
ィ
ス
マ
ー
ル
宛
に
送
っ
た
。
パ
ス
ポ
ー
ト
は
す
ぐ
に
私
の
と
こ

ろ
に
送
り
戻
さ
れ
、
今
で
も
私
の
手
元
に
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
季
節
労
働
者
た
ち
は
シ
ュ
テ
チ
ン
で
新
し
い
仕
事
を
見
つ
け
た
と

　
　
　
　
　
　
（
姐
）

い
う
。
（
以
上
大
意
）

　
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
は
、
全
体
と
し
て
季
節
労
働
者
の
賃
金
へ
の
要
求
が
も
め
ご
と
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
場

合
に
契
約
上
の
賃
金
が
ほ
と
ん
ど
季
節
労
働
者
の
間
で
守
る
べ
き
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

実
際
、
最
後
の
事
例
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
中
耕
が
終
わ
る
度
に
全
額
を
要
求
す
る
」
季
節
労
働
者
の
賃
金
へ
の
意
識
は
旦
雇

い
農
民
の
感
覚
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
雇
用
者
が
契
約
上
求
め
る
雇
用
観
は
、
「
家
父
長
的
」
支
配
を
前
提
に
し
た
奉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
3
）

公
人
的
な
賃
金
支
払
形
態
の
特
徴
、
つ
ま
り
「
残
り
は
中
耕
と
間
引
き
が
終
わ
っ
た
と
き
」
に
ま
と
め
て
払
う
と
い
う
考
え
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
対
立
は
、
そ
の
意
味
で
は
「
家
父
長
制
」
を
め
ぐ
る
対
立
で
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
第
一
や
第
二
の
事
例
に
お
け

る
雇
用
者
の
弱
腰
な
態
度
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
実
質
的
に
は
季
節
労
働
者
の
要
求
を
雇
用
主
が
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
状
態
が
生

ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
ら
の
逃
走
が
男
子
を
中
心
に
二
、
三
人
単
位
の
小
集
団
で
行
わ
れ
て
い
る
点
も
注
意
し
て
お
き
た

い
。　

彼
ら
の
現
金
賃
金
へ
の
志
向
性
の
強
さ
は
、
単
に
「
契
約
破
棄
」
に
お
け
る
賃
金
要
求
の
み
な
ら
ず
、
他
に
も
第
一
に
「
完
全
デ
プ

タ
ー
ト
契
約
」
よ
り
も
「
半
デ
プ
タ
ー
ト
契
約
」
を
選
好
す
る
点
に
、
そ
し
て
第
二
に
日
給
よ
り
も
請
負
賃
金
を
強
く
志
向
す
る
点
に

も
現
れ
て
い
る
。
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季
節
労
働
者
の
賃
金
は
現
物
賃
金
と
現
金
賃
金
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
「
半
デ
プ
タ
ー
ト
」
と
は
「
完
全
デ
プ
タ
ー
ト
」
に
比
べ
現
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
製
）

給
与
の
内
容
が
「
半
分
以
下
」
の
賃
金
契
約
を
意
味
し
て
い
る
。
前
者
の
食
事
水
準
が
ほ
ぼ
ド
イ
ツ
の
土
着
農
業
労
働
者
と
同
等
だ
と

考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
場
合
、
肝
心
の
パ
ン
と
肉
類
が
欠
落
し
て
お
り
食
事
内
容
が
相
当
に
劣
悪
と
な
る
が
、
逆
に
そ
の

分
だ
け
現
金
賃
金
が
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
半
デ
プ
タ
ー
ト
契
約
」
に
対
す
る
選
好
の
強
さ
は
現
金
賃
金
へ
の
執
着
の

現
れ
な
の
で
あ
る
。
「
契
約
破
棄
」
の
事
例
を
み
な
が
ら
私
が
感
ず
る
の
は
、
当
時
季
節
労
働
者
の
食
事
や
生
活
状
態
の
悪
さ
（
組
頭
に
よ

る
搾
取
も
含
め
て
）
が
多
様
な
形
で
強
調
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
と
し
て
こ
の
現
物
部
分
の
質
を
理
由
と
す
る
季
節
労
働

者
の
不
満
や
「
契
約
破
棄
」
事
例
が
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
食
事
に
つ
い
て
は
「
腐
っ
た
じ
ゃ
が
い
も
が
支
給
さ
れ
る
」
と
か
、
「
米
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

チ
リ
硝
石
の
袋
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
」
な
ど
の
指
摘
が
散
見
的
に
み
ら
れ
る
程
度
な
の
で
あ
る
。

　
第
二
点
の
請
負
賃
金
へ
の
志
向
は
「
契
約
破
棄
」
の
過
程
に
お
い
て
も
っ
と
明
白
に
読
み
取
れ
る
。
上
の
事
例
1
に
お
い
て
も
、
四

七
人
の
「
ロ
シ
ア
人
」
が
高
い
請
負
賃
金
を
要
求
し
、
結
局
、
雇
用
主
は
請
負
の
稼
ぎ
に
匹
敵
す
る
よ
う
に
日
給
を
引
き
上
げ
て
い
る
。

ま
た
、
ロ
シ
ア
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
問
で
ザ
ク
セ
ン
の
人
気
が
高
い
の
は
、
全
作
業
が
請
負
賃
金
形
態
で
行
わ
れ
る
比
率
が
高
い
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
弱
）

だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
こ
う
し
た
彼
ら
の
態
度
を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
契
約
破
棄
」
に
つ
い
て
だ
け
な
ら
ば
、
第
二
章
の
レ
ー
バ
イ
ン
の
事
例
で
確
認
し
た
よ
う
に
土
着
の
奉
公
人
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
に

補
論
で
み
た
よ
う
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
に
つ
い
て
も
起
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
そ
の
内
容
で
あ
る
。
土
着
の
奉
公
人

の
「
契
約
破
棄
」
が
賃
金
よ
り
も
生
活
領
域
で
の
「
自
由
」
と
「
自
立
」
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
奉
公
人

の
そ
れ
が
「
家
父
長
制
」
の
空
白
に
直
接
に
「
埋
め
込
ま
れ
る
」
こ
と
に
よ
る
圧
迫
の
結
果
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
季

節
労
働
者
の
場
合
、
あ
く
ま
で
「
よ
り
高
い
現
金
賃
金
」
を
動
機
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
後
述
の
よ
う
に
彼
ら
の
「
契
約
破
棄
」
の
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（
4
7
）

発
生
率
は
他
に
比
べ
て
高
い
が
、
そ
れ
も
そ
の
限
り
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
奉
公
人
と
の
対
比
で
い
え
ば
、
彼
ら
は

最
初
か
ら
季
節
労
働
者
と
し
て
集
団
的
形
態
で
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
導
入
さ
れ
た
が
た
め
に
、
「
家
父
長
的
」
支
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
軽

に
固
有
な
矛
盾
に
は
全
体
と
し
て
は
直
面
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

2

季
節
労
働
者
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題

　
集
団
の
性
格
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
き
の
季
節
労
働
者
集
町
の
大
き
な
特
徴
は
、
第
一
に
貧
農
の
子
弟
た
ち
を
主
と
す
る
集
団
で

あ
る
こ
と
、
第
二
に
若
い
女
性
の
農
業
出
稼
ぎ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
、
し
か
も
女
だ
け
の
集
団
で
は
な
く
男
と
の
混

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

成
集
団
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
季
節
労
働
者
問
題
を
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
問
題
と
し
て
論
じ
る
場
合
も
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問

題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
「
契
約
破
棄
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
同
じ
賃
金
獲
得
を
動
機
と
し
つ
つ
も
、
両
者
の
行
動
の
間
に
は
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
前
述
の
事

例
1
に
お
い
て
も
、
逃
散
が
主
に
男
子
に
よ
り
二
、
三
人
の
小
グ
ル
ー
プ
単
位
で
五
月
雨
式
に
実
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
に
対
し

て
報
告
に
は
女
子
の
記
述
が
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
他
に
も
男
子
は
逃
散
傾
向
が
強
く
女
子
は
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
指
摘
や
事

　
　
　
　
　
　
　
〔
5
0
）

例
報
告
が
存
在
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
1
）

　
だ
が
、
こ
う
し
た
「
契
約
破
棄
」
に
み
ら
れ
る
男
女
の
差
が
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
。
単
に
「
夜
逃
げ
を
す
る
体
力
の
有
無
」

の
問
題
な
の
か
、
そ
れ
と
も
何
ら
か
の
男
女
の
日
常
的
な
あ
り
よ
う
の
現
れ
な
の
か
。
し
か
し
、
雇
用
紛
争
に
お
け
る
男
女
の
行
動
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

自
覚
的
に
問
題
に
し
た
報
告
は
少
な
く
、
残
念
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
詳
論
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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雇
用
紛
争
と
直
接
ど
う
関
わ
る
か
不
明
だ
が
、
男
女
の
労
働
の
編
成
の
あ
り
方
と
い
う
点
で
注
目
す
べ
き
は
、
先
の
請
負
賃
金
と
の

関
わ
り
で
あ
る
。
煩
雑
に
な
る
の
で
掲
載
し
て
い
な
い
が
、
先
の
表
3
－
2
の
も
と
に
し
た
原
表
か
ら
は
各
農
場
に
つ
い
て
の
請
負
賃
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

の
賃
金
率
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
み
る
と
、
甜
菜
や
穀
物
の
中
耕
除
草
と
各
種
の
収
穫
労
働
が
主
に
請
負
形
態
で
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
般
に
人
力
に
よ
る
中
耕
や
間
引
き
は
既
述
の
よ
う
に
女
子
や
子
供
の
仕
事
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
請
負
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

業
は
女
子
の
集
団
請
負
の
形
で
行
わ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
牧
草
、
穀
物
の
一
連
の
収
穫
作
業
に
つ
い
て

は
、
男
女
の
ペ
ア
を
基
本
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
請
負
賃
金
率
の
単
位
は
す
べ
て
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
な
ど
の
基
準
面
積

に
応
じ
て
決
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
上
細
か
い
個
々
の
作
業
別
賃
金
規
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
単
独
で
収
穫
作
業

を
す
べ
て
行
う
こ
と
は
作
業
効
率
か
ら
み
て
あ
り
え
な
い
。
こ
の
う
ち
、
穀
物
収
穫
に
お
い
て
は
、
第
二
章
で
み
た
よ
う
に
、
大
鎌
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
駈
）

よ
る
刈
り
を
男
が
担
当
し
結
束
を
女
が
担
当
す
る
と
い
う
形
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
甜
菜
収
穫
に
お
け
る
男
女
の
分
業
の
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
6
）

方
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
初
期
の
時
期
に
お
い
て
は
、
何
ら
か
の
ペ
ア
労
働
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
「
男
女
の
ペ
ア
」
と
い
う
あ
り
方
は
、
単
に
収
穫
作
業
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
食
事
の
準
備
や
洗
濯
な
ど
の
季
節
労
働

者
の
日
常
生
活
の
あ
り
方
に
も
及
ん
で
い
た
。
一
例
を
あ
げ
よ
う
。
既
述
の
オ
ス
ト
プ
ロ
イ
セ
ン
の
M
は
、
自
ら
の
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
じ
ゃ
が
い
も
を
「
営
舎
」
に
運
ん
だ
後
、
私
は
あ
の
娘
に
調
理
と
洗
濯
を
引
き
受
け
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
だ
。
彼
女
は
、
自

分
の
兄
（
弟
）
が
二
週
間
後
に
来
る
予
定
で
、
そ
う
な
る
と
二
人
の
男
の
分
の
面
倒
を
見
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
り
少
し
き
つ
い
、

だ
か
ら
で
き
た
ら
別
の
娘
と
交
渉
し
て
欲
し
い
、
と
応
え
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
そ
の
娘
が
入
っ
て
き
た
。
私
は
そ
の
娘
を
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知
ら
な
か
っ
た
。
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
よ
う
に
大
き
く
て
頑
丈
そ
う
な
娘
で
、
最
初
は
「
お
ば
さ
ん
評
呂
」
の
よ
う
に
み
え
た
。
少
し

話
し
た
後
、
我
々
は
調
理
に
つ
い
て
週
一
・
五
マ
ル
ク
、
下
着
と
衣
類
の
洗
濯
に
つ
い
て
は
特
別
払
い
と
い
う
条
件
で
同
意
し
た
。

…
－
彼
女
の
調
理
は
お
い
し
く
、
そ
の
た
め
私
は
他
の
人
か
ら
う
ら
や
ま
し
が
ら
れ
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
や
カ
シ
ュ
バ
イ
人
の
娘

は
料
理
が
う
ま
く
な
か
っ
た
。
…
…
「
ザ
ク
セ
ン
ゲ
ン
ガ
ー
の
食
事
は
女
料
理
人
が
準
備
し
、
み
ん
な
で
一
緒
に
食
べ
る
の
で
は

な
い
の
か
」
と
疑
問
に
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
確
か
に
女
料
理
人
ー
ふ
つ
う
は
組
頭
の
妻
だ
が
ー
は
、

他
の
女
達
と
同
じ
く
日
給
を
も
ら
う
が
、
調
理
を
す
る
の
で
は
な
い
。
彼
女
の
仕
事
は
ふ
つ
う
四
平
方
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
大
き
な

か
ま
ど
冨
気
3
R
α
。
の
火
を
絶
や
さ
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
石
炭
で
熱
せ
ら
れ
た
火
床
の
上
に
各
人
の
フ
ラ
イ
パ
ン
や
鍋
が
置

か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
は
調
理
さ
れ
る
食
材
や
飲
物
が
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
々
は
仕
事
に
行
く
前
に
そ
う
し
て

お
き
、
仕
事
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
、
料
理
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
食
事
の
準
備
の
た
め
に
、
男
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

そ
れ
ぞ
れ
の
女
料
理
人
が
い
る
の
で
あ
る
。
（
以
上
大
意
）

　
さ
ら
に
、
彼
は
、
収
穫
作
業
に
つ
い
て
「
彼
女
か
ら
（
収
穫
期
の
）
刈
り
の
仕
事
の
際
に
私
の
後
ろ
で
結
束
し
た
い
と
い
う
提
案
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

り
、
私
も
快
く
こ
れ
を
引
き
受
け
た
。
彼
女
は
他
の
娘
よ
り
仕
事
に
熟
達
し
て
お
り
、
私
は
満
足
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
契
約
に
基
づ
く
男
女
の
ペ
ア
リ
ン
グ
が
、
日
常
生
活
と
労
働
の
両
分
野
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
「
兄
が
き
た
後

に
は
兄
の
世
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
夫
婦
や
親
族
な
ど
の
場
合
は
そ
の
関
係
が
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

　
（
5
9
）

か
る
。
確
か
に
、
個
別
の
経
営
レ
ベ
ル
で
み
る
と
必
ず
し
も
男
女
の
比
は
一
対
一
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
地
域
的
に
み
て
も
、
男
女
の

割
合
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
（
前
掲
表
3
i
と
表
3
査
を
比
較
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
穀
作
を
中
心
と
す
る
東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
よ
り
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も
甜
菜
を
中
心
と
す
る
「
中
部
ド
イ
ッ
」
の
方
が
男
女
比
の
均
衡
の
破
れ
方
が
大
き
い
。
）
労
働
過
程
に
お
け
る
男
女
の
あ
り
方
は
多
様
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
労
働
過
程
に
お
け
る
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
あ
り
方
ほ
ど
に
は
固
定
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
現
金
賃
金
志
向
と
結
び
付
い
た
形

で
の
請
負
賃
金
選
好
と
い
う
現
実
的
な
志
向
が
、
収
穫
作
業
な
ど
に
お
け
る
男
女
分
業
の
あ
り
方
に
も
大
き
く
作
用
し
て
い
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
性
的
に
混
成
集
団
で
あ
る
こ
と
を
性
道
徳
や
性
病
の
批
判
の
観
点
か
ら
の
み
捉
え
よ
う

と
す
る
ド
イ
ツ
人
社
会
の
見
方
と
鋭
い
対
照
を
な
し
て
い
る
。

3

組
頭
く
o
§
『
嘗
R
に
つ
い
て

　
季
節
労
働
者
の
「
契
約
破
棄
」
の
原
因
と
し
て
当
時
雇
用
者
側
か
ら
強
く
批
判
さ
れ
た
の
は
仲
介
業
者
や
組
頭
の
活
動
で
あ
っ
た
。

当
時
の
雇
用
主
か
ら
の
報
告
に
は
「
季
節
労
働
者
が
「
契
約
破
棄
」
を
起
こ
し
た
の
は
組
頭
の
教
唆
に
よ
る
も
の
」
と
い
う
一
節
が
必

ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
組
頭
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
季
節
労
働
者
の
生
活
の
一
切
を
管
理
す
る
こ
と
か
ら

く
る
「
搾
取
」
の
問
題
、
季
節
労
働
者
と
雇
用
者
を
結
ぶ
通
訳
者
と
し
て
の
立
場
を
利
用
し
た
詐
欺
、
そ
し
て
法
外
な
仲
介
料
な
ど
が

雇
用
主
側
か
ら
は
頻
繁
に
批
判
さ
れ
た
。

　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
外
国
人
農
業
労
働
者
政
策
は
、
直
接
的
に
は
こ
う
し
た
私
的
営
業
者
や
組
頭
の
仲
介
活
動
に
対
す
る
規
制
を
挺
子

に
形
成
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
点
で
、
組
頭
の
問
題
は
重
要
で
あ
る
が
、
今
、
こ
の
過
程
自
体
の
詳
細
な
分
析
を
行
う
材
料
は
な
い
。
た

だ
、
国
家
の
規
制
の
あ
り
方
が
、
組
頭
排
除
の
方
向
で
は
な
く
あ
く
ま
で
彼
ら
の
仲
介
活
動
の
規
制
の
方
向
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
、
彼

ら
を
新
た
な
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
契
約
破
棄
」
を
抑
え
る
方
向
に
置
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
指
摘
し
て
お
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き
た
い
。
ド
イ
ツ
農
村
に
お
い
て
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
者
」
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
形
態
を
と
る
周
辺
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
し
て
形
成

さ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
に
「
家
父
長
制
」
の
直
接
支
配
の
外
側
に
集
団
的
形
態
を
と
る
こ
と
が
条
件
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
第
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
0
）

章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
中
間
雇
用
主
と
し
て
の
組
頭
の
役
割
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
組
頭
に
つ
い
て
興
味
深
い
の
は
、
彼
ら
の
民
族
的
な
境
界
人
と
し
て
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
ら
が
ド
イ
ツ
人

の
場
合
、
も
と
も
と
国
内
季
節
労
働
者
で
あ
っ
た
も
の
が
そ
の
後
組
頭
へ
と
転
化
し
て
い
る
事
例
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
一
八
七
〇
年

代
か
ら
八
○
年
代
に
か
け
て
、
初
期
の
ド
イ
ツ
人
・
ザ
ク
セ
ン
ゲ
ン
ガ
ー
供
給
地
と
し
て
著
名
な
の
は
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
の
ラ
ン
ズ

ベ
ル
ク
の
人
々
で
あ
る
が
、
そ
の
彼
ら
の
行
く
末
に
つ
い
て
一
九
〇
〇
年
代
半
ば
に
は
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ヴ
ァ
ル
テ
・
ネ
ッ
ツ
ブ
ル
ッ
フ
零
畏
ぼ
・
9
α
寄
駐
ε
3
の
流
出
者
は
、
本
来
の
ザ
ク
セ
ン
ゲ
ン
ガ
ー
で
は
な
い
。
ほ
と
ん
ど

は
組
頭
や
監
督
者
＞
鼠
・
・
3
R
に
な
っ
た
人
々
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
人
労
働
者
を
引
き
連
れ
る
ド
イ
ツ
人
組
頭
と
い
う
形
は
減
少
し
て

い
る
。
…
：
そ
の
最
盛
期
は
一
八
九
〇
年
か
ら
一
八
九
八
年
頃
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
ロ
シ
ア
人
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
、
ガ
リ
チ
ア
人

を
国
境
沿
い
で
募
集
し
、
彼
ら
と
一
緒
に
グ
ー
ツ
に
入
り
、
同
時
に
電
報
で
示
し
合
わ
せ
て
自
分
の
家
族
と
そ
こ
で
合
流
す
る
の

で
あ
る
。
・

　
い
わ
ゆ
る
ザ
ク
セ
ン
ゲ
ン
ガ
ー
の
他
に
約
三
〇
〇
人
の
組
頭
が
「
刈
り
」
に
出
か
け
る
。
彼
ら
は
通
常
そ
の
他
の
季
節
労
働
者

の
賄
い
を
引
き
受
け
て
お
り
、
一
種
の
社
員
食
堂
を
経
営
し
て
い
る
。
彼
ら
は
時
に
最
高
五
〇
〇
〇
マ
ル
ク
も
稼
ぐ
。
「
刈
り
」
の

期
間
は
、
こ
の
お
金
を
友
人
を
通
じ
て
貯
蓄
金
庫
に
預
金
す
る
。
そ
し
て
移
動
労
働
期
間
終
了
時
に
は
生
活
す
る
に
は
十
分
な
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

を
持
っ
て
帰
る
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
事
例
は
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
東
部
国
境
地
域
の
ポ
ー
ゼ
ン
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

住
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
が
、
外
国
人
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
季
節
労
働
者
を
管
理
す
る
組
頭
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
語

は
も
と
よ
り
ド
イ
ツ
語
に
も
不
自
由
し
な
か
っ
た
。
組
頭
と
季
節
労
働
者
は
民
族
的
に
は
同
一
集
団
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
国
籍
の

違
い
に
よ
っ
て
雇
用
関
係
に
お
け
る
重
層
性
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
組
頭
の
出
自
に
み
る
特
徴
は
、
季
節
労
働
者
の
労

働
市
場
が
国
内
季
節
労
働
者
か
ら
外
国
人
季
節
労
働
者
へ
と
東
に
拡
大
し
た
こ
と
に
対
応
し
た
変
化
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
そ
の
意
昧
で
も
組
頭
は
ド
イ
ツ
人
と
外
国
人
の
間
に
た
つ
境
界
人
で
あ
っ
た
。

4

「
契
約
破
棄
」
の
全
体
像
と
処
分
の
実
態

　
最
後
に
外
国
人
季
節
労
働
者
の
「
契
約
破
棄
」
の
全
体
像
を
、
土
着
の
奉
公
人
層
や
常
雇
労
働
者
層
と
比
較
し
つ
つ
統
計
的
に
確
か

め
て
お
こ
う
。

　
表
3
－
6
は
シ
ュ
ト
エ
ン
チ
ン
が
「
契
約
破
棄
」
に
つ
い
て
ポ
ム
メ
ル
ン
の
雇
用
者
に
対
し
て
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
も
と
に
、

外
国
人
季
節
労
働
者
（
主
要
に
は
ロ
シ
ア
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
）
に
よ
る
「
契
約
破
棄
」
の
発
生
率
、
雇
用
主
に
よ
る
申
告
率
、
処
罰
率
を
示

　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ポ
ム
メ
ル
ン
の
三
県
の
う
ち
、
先
の
「
契
約
破
棄
」
の
主
要
な
舞
台
と
な
っ
た
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
に
隣

接
し
て
い
る
シ
ュ
テ
チ
ン
県
と
シ
ュ
ト
ラ
ー
ル
ズ
ン
ド
県
の
フ
ォ
ア
・
ポ
ム
メ
ル
ン
地
域
を
中
心
に
み
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
発
生
率
か
ら
み
て
い
こ
う
。
こ
の
表
か
ら
は
外
国
人
季
節
労
働
者
の
発
生
率
は
ほ
ぼ
一
五
％
、
こ
れ
に
対
し
土
着
奉
公
人
の

発
生
率
は
四
・
七
％
、
グ
ー
ツ
の
常
雇
労
働
者
は
一
％
で
あ
る
。
ま
た
、
参
考
ま
で
に
、
H
・
ス
ツ
ァ
ー
グ
ン
に
よ
る
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
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表3－6　ポムメルン州における農業労働者の「契約破棄」の状況

地域 外国人季節労働者 独身ゲジンデ 常雇労働者 自由日雇い

標本数（a）
1906年　1907年 1906年　1907年 1906年　190フ年 19Q6年　1907年

シュトラールズンド県 従事者数 4595　　4487 1502　　　1518 1919　　　1972 B51　　1391

外国人179 契約破棄数 665　　　676 99　　　110 25　　　　38 61　　　王08

土着　155（ア6） 申告数 275　　　248 43　　　44 5　　　　6 1　　　　4

処罰数 92　　　　13 29　　　　26 1　　　　6 1　　　　　2

発生率伊θ 14．5　　　15．1 6，6　　　　7，2 1．3　　　1．9 4．5　　　　7．8

申告率（知 41，4　　　36．ア 43．4　　40．0 20，0　　　15．8 1．6　　　　3．7

処罰率（1燗 33．5　　　　5．2 67．4　　　59，1 20，0　　　100． 100．0　　　50．0

処罰率（2陶 13．8　　　L9 29．3　　23．6 4，0　　　15，8 L6　　　1．9

シュテチン県 従事者数 2179　　2262 1927　　ig97 5628　　5730 1855　　2009

外国入　110 契約破棄数 229　　　341 81　　　　85 58　　　　7S 67　　　　99

土着　　2男（go） 申告数 87　　　142 23　　　　24 25　　　　19 ア　　　　　4

処罰数 29　　　　23 18　　　　20 13　　　　16 5　　　　　2

発生率（知 10．5　　　15．1 4．2　　　4，3 玉．O　　　　L4 う．6　　　　4．9

申告率（鮒 38．0　　　41．6 28．4　　　28，2 43．1　　　24．4 10．4　　　　4．0

処罰率（1X知 33．3　　　16．2 78．3　　　83，3 52，0　　　94．2 71、4　　　50．0

処罰率（2㈱ 12．7　　　　6．7 22．2　　　23．5 22．4　　　20．5 7，5　　　　2．0

ケスリン県 従事者数 1490　　1659 1621　　1710 7726　　7960 1068　　1163

外国人126 契約破棄数 340　　　356 49　　　　53 67　　　　58 54　　　　32

土着　　255（88〉 申告数 lO9　　　173 23　　　　20 11　　　　16 2　　　　4

処罰数 0　　　　18 13　　　　8 2　　　　6 0　　　　　1

発生率（％ 22．8　　　21．5 3．0　　　　3，1 0．9　　　0．7 5．1　　　　2．8

申告率（賜 32．1　　　48．6 46．9　　37．7 16．4　　　27．6 3．7　　　12．5

処罰率（1脚 0，0　　　10，4 56，5　　　40，0 18．2　　　37．5 0，0　　　25．0

処罰率（2脚 0．0　　　　5、1 26．5　　　15，1 3，0　　　10．3 0．0　　　　3．1

ポムメルン州計 従事者数 8264　　　8408 5050　　　5225 め273　　15662 4274　　4563

外国人　415 契約破棄数 1234　　　1373 229　　　248 150　　　王74 182　　　239

土着　　663（2鋤 申告数 471　　　563 89　　　　88 41　　　　41 1〔｝　　　　12

処罰数 121　　　　54 60　　　　54 16　　　　28 6　　　　　5

発生率（知 14．9　　16．3 4．5　　　4，7 1，0　　　　1．1 4．3　　　　5．2

申告率¢θ 38．2　　　4LO 38．9　　　35．5 27．3　　　23．6 5．5　　　　5．0

処罰率（1脚 25，7　　　　g．6 67．4　　61．4 39，0　　　68，3 60．0　　41．7

処罰率（2陶 9．8　　　　3．9 26．2　　　2L8 10．7　　　16，1 3．3　　　　2，1

注　：（a〉農場所有者アンケートによる．

　　　外国人について：回答総数700件のうち外国人雇用をしているのは計415人．
　　　土着について1括弧内は標本農場雇用者（計663人）のうち「契約破棄」を通告した雇用者数（計

　　2M人）．
　　発生率：従事者数に対する契約破棄発生数の比率
　　申告率：契約破棄発生数に対する申告数の比率
　　処罰率（1）；申告数に対する処罰数の比率

　　処罰率（2）：契約破棄件数に対する処罰数
出典：StQjentln，DerVertragbruch　derlandwirts⊂hafdichen　Arbeiterin　Pommem，in；Zeitschri‘亡価Agaエpolitik，VII．

　　」9．Nr．4，Berlin1909，S，180－194より作成．
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ル
ク
に
関
す
る
報
告
を
み
る
と
、
季
節
労
働
者
の
発
生
率
は
も
っ
と
低
く
、
一
九
〇
二
年
、
一
九
〇
三
年
、
一
九
〇
四
年
に
つ
い
て
、

国
内
季
節
労
働
者
が
順
に
二
・
二
％
、
こ
・
二
％
、
二
・
六
％
、
外
国
人
季
節
労
働
者
が
順
に
七
・
八
％
、
八
・
四
％
、
一
〇
・
九
％

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
契
約
労
働
者
」
（
H
奉
公
人
が
中
心
）
の
発
生
率
は
、
順
に
五
・
七
％
、
五
・
O
％
、
七
・
O
％
で
あ
り
、
フ
ォ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

ア
・
ポ
ム
メ
ル
ン
と
ほ
ぼ
同
じ
水
準
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
外
国
人
季
節
労
働
者
発
生
率
は
一
割
強
で
あ
り
、
ま
た
土
着
奉
公
人
に
対

し
て
ほ
ぼ
倍
の
発
生
率
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
他
方
で
こ
れ
と
は
相
当
異
な
る
数
字
も
あ
る
。
ポ
ー
ゼ
ン
の
新
聞
『
ポ
ズ
ナ
ニ
毎
日
閤
ロ
q
。
る
o
N
塁
9
菖
に
よ
れ
ば
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

九
〇
八
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
「
契
約
破
棄
」
の
件
数
は
外
国
人
季
節
労
働
者
の
二
四
％
に
上
る
」
と
さ
れ
て
い
る
し
、
極
端
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

と
こ
ろ
で
は
「
移
動
労
働
者
の
半
数
は
「
契
約
破
棄
」
者
だ
と
見
な
し
た
方
が
よ
い
」
、
「
各
経
営
の
季
節
労
働
者
は
平
均
し
て
二
～
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

回
の
逃
散
経
験
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
」
、
さ
ら
に
「
オ
ス
ト
プ
ロ
イ
セ
ン
農
業
会
議
所
の
ま
と
め
で
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
8
）

を
除
く
全
移
動
労
働
者
の
八
一
％
が
「
契
約
破
棄
」
者
で
あ
っ
た
」
、
と
い
う
声
ま
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
土
着
の
人
々
よ
り
高
い
に
は

違
い
な
い
が
、
明
ら
か
に
過
剰
評
価
で
あ
る
。
雇
用
主
た
ち
の
「
契
約
破
棄
」
に
対
す
る
過
剰
反
応
ぶ
り
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
次
に
、
申
告
率
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
、
発
生
し
た
「
契
約
破
棄
」
に
つ
い
て
ど
れ
だ
け
雇
用
主
が
警
察
に
申
告
し
た
か
を
表
す
も
の

で
あ
る
。
約
四
割
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
個
別
の
報
告
で
は
「
「
契
約
破
棄
」
は
非
常
に
増
大
し
て
い
る
が
申
告
さ
れ
る

こ
と
は
ま
ず
な
い
」
と
か
、
「
外
国
人
労
働
者
の
破
棄
は
頻
繁
だ
が
、
追
跡
は
面
倒
く
さ
い
上
に
お
金
が
か
か
る
か
ら
申
告
す
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
9
）

な
い
」
、
さ
ら
に
「
季
節
労
働
者
の
側
か
ら
の
「
契
約
破
棄
」
の
実
数
は
公
式
の
数
字
の
三
倍
」
と
か
い
わ
れ
て
い
る
割
に
は
、
申
告
率

自
体
は
意
外
に
高
い
感
じ
が
す
る
。
こ
の
数
字
は
約
三
割
強
の
奉
公
人
よ
り
も
高
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
一
般
の
自
由
旦
雇
い

の
場
合
は
、
ほ
と
ん
ど
申
告
さ
れ
な
い
。
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第
三
に
処
罰
率
に
つ
い
て
。
雇
用
主
の
立
場
か
ら
み
て
告
訴
が
ど
の
程
度
の
効
果
を
も
っ
た
の
か
を
表
す
数
字
が
処
罰
率
－
で
あ
り
、

逆
に
労
働
者
の
立
場
か
ら
み
て
「
契
約
破
棄
」
の
実
行
が
ど
の
程
度
の
検
挙
リ
ス
ク
を
も
っ
た
の
か
を
表
し
た
も
の
が
処
罰
率
2
で
あ

る
。
処
罰
率
に
つ
い
て
は
サ
ン
プ
ル
の
関
係
だ
ろ
う
か
、
一
、
九
〇
六
年
と
一
九
〇
七
年
の
間
の
落
差
が
大
き
く
確
か
な
こ
と
は
い
え
な

い
が
、
処
罰
率
－
は
ほ
ぼ
二
割
程
度
、
逆
に
処
罰
率
2
、
つ
ま
り
行
動
を
起
こ
し
て
失
敗
に
終
わ
る
確
率
は
一
割
程
度
で
あ
る
。
季
節

労
働
者
た
ち
は
高
リ
ス
ク
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
よ
り
高
い
賃
金
を
求
め
て
逃
散
を
繰
り
返
し
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
奉
公
人
に
比
べ

る
と
、
処
罰
率
、
リ
ス
ク
が
相
対
的
に
は
低
い
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
両
者
の
差
は
、
明
ら
か
に
支
配
の
あ
り
よ
う
の
差
と

い
え
る
。
土
着
労
働
者
の
な
か
で
は
、
奉
公
人
は
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
流
動
性
の
高
ま
り
を
受
け
て
家
父
長
の
生
活
支
配
か
ら
の

脱
却
を
志
向
し
つ
つ
あ
り
、
デ
プ
タ
ン
ト
な
ど
に
比
べ
て
明
ら
か
に
流
動
性
も
「
契
約
破
棄
」
の
発
生
率
も
高
く
、
一
番
「
フ
レ
ム
ト

的
」
な
存
在
だ
っ
た
。
だ
が
、
外
国
人
季
節
労
働
者
と
の
比
較
で
は
全
く
逆
の
面
が
、
つ
ま
り
土
着
の
「
家
父
長
的
」
雇
用
関
係
の
な

か
に
い
た
常
雇
労
働
者
と
し
て
の
奉
公
人
の
面
が
鮮
や
か
に
照
射
さ
れ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
農
場
雇
用
か
ら
の
分
離
を
志
向
す
る
農
民

村
落
定
住
の
農
業
自
由
日
雇
い
は
、
そ
も
そ
も
家
的
な
雇
用
観
に
基
づ
く
こ
の
種
の
紛
争
自
体
が
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
ほ
ど
外
国
人

季
節
労
働
者
よ
り
さ
ら
に
「
自
由
」
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
彼
ら
が
背
負
っ
た
リ
ス
ク
の
具
体
的
な
内
容
を
み
る
た
め
に
、
ザ
ク
セ
ン
州
の
警
察
の
「
契
約
破
棄
」
の
処
理
の
内
訳
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
7
0
）

示
し
た
表
3
－
7
を
み
て
み
よ
う
。
む
ろ
ん
、
通
告
の
あ
っ
た
「
契
約
破
棄
」
に
つ
い
て
の
も
の
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い

る
項
目
の
う
ち
、
告
訴
取
り
下
げ
、
不
起
訴
、
時
効
、
無
罪
、
行
方
不
明
は
逃
散
が
成
功
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
、
そ
し
て
処
罰
、

国
外
追
放
、
連
れ
戻
し
が
逃
散
の
失
敗
を
示
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
自
分
で
戻
る
」
と
い
う
の
は
具
体
的
状
況
次
第
で
成

功
か
失
敗
か
の
評
価
は
異
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
は
ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
こ
と
に
す
る
。
そ
う
す
る
と
全
体
と
し
て
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　　　　　　表3－7　ザクセン州の農業における「契約破棄」の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（地区警察当局に対するアンケートから）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1907年　　　　1908年

　　　件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，979（100．0）　　3，497（100，0）

　　　国内人　　　　　　　　　　　　　　　　1，585（53，2）　　1，584（45．3）

　　　外国人　　　　　　　　　　　　　　　　　1，394（46，8）　　1，g13（54，7）

　　　　内訳　ロシア・ポーランド人　　　　　　1，046（35・1）　　1，329（38・0）

　　　　　　ガリチア・ポーランド人　　　　　298（10・0）　　455（13・0）

　　　　　　　ウクライナ人ほか　　　　　　　　　51　（1，7〉　　129　（3，7）

　　　＜処置の結果内訳〉

　　　処罰BeStrafung　　　　　　　　　　　　　158　（5－3）　　157　（45〉

　　　国外追放Ausweisung　　　　　　　　　　　107　（3，6）　　357（10．2）

　　　連れ戻しZufuhrung　　　　　　　　　　　98　（3，3）　　　84　（2，4〉

　　　自分で戻るfrdwilhge蹄ckkehr　　　　　　　143　（4，8）　　　98　（2．8）

　　　告訴取り下げ　　　　　　　　　　　　　　　　86　（2・9）　　　147　（4，2）

　　　告訴事由不十分　　　　　　　　　　　　　　　33　（L1）　　　21　（0．6）

　　　無罪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12　（0・4）　　　24　（0・7）

　　　時効　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12　（0・4）　　　10　（0・3）

　　　和解Vergleich　　　　　　　　　　　　　　206　（69）　　374（10・7）

　　　行方不明　　　　　　　　　　　　　　　　1，701（57・1）　　1，783（5LO）

　　　結果分からずAusgang　unbekam〔　　　　　　414（13．9）　　381（109）

　　　未決着　　　　　　　　　　　　　　　　　　　g　（0．3）　　　刃　（L7）

出典：Die　Vermittelung　aus1註ndlscher　A・bεiter　fUr　Landwirtschaft，inl　Reichs且rbeiτesblart，VII・」9・Nr・11，1909，S・

　827．

成
功
率
は
ほ
ぼ
八
割
、
失
敗
が
一
五
％
程
度
で
あ
る
。
ま
た
、

成
功
例
の
う
ち
最
も
多
い
の
は
「
行
方
不
明
」
で
全
体
の
六

割
を
占
め
、
結
局
の
と
こ
ろ
逃
散
に
成
功
す
る
こ
と
は
文
字

ど
お
り
姿
を
消
す
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
他
方
、

「
失
敗
」
の
う
ち
、
連
れ
戻
し
は
実
際
に
は
連
れ
戻
し
後
の

労
働
意
欲
の
極
端
な
減
退
の
問
題
が
あ
り
、
雇
用
主
も
積
極

的
に
要
求
す
る
こ
と
は
な
い
。
「
処
罰
」
は
一
般
に
は
罰
金
か

禁
鋼
刑
で
あ
る
。
こ
の
表
は
ド
イ
ツ
国
籍
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
季

節
労
働
者
を
含
む
統
計
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
項
目
に
あ
て
は

ま
る
の
は
国
外
追
放
処
分
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
国
内
季
節
労

働
者
が
主
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
点
を
念
頭
に
置

く
と
、
外
国
人
季
節
労
働
者
の
処
分
の
基
本
は
国
外
追
放
で

あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
は
一
文
無
し
で
故
郷
に
帰
る
と
い
う
意

味
で
、
出
稼
ぎ
の
失
敗
と
考
え
ら
れ
、
季
節
労
働
者
に
は
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

は
り
き
つ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
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第
三
節
　
「
営
舎
」

と

「
外
国
人
労
働
者
」
の
形
成

　
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
焦
点
を
当
て
て
農
村
に
お
け
る
新
た
な
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
外
国
人
労
働
者
の
形
成
を
論
じ
よ
う
と
す

る
と
き
、
注
目
し
た
い
の
は
彼
ら
の
住
生
活
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
季
節
労
働
者
に
関
わ
る
問
題
は
、
雇
用
主
か

ら
み
れ
ば
労
働
力
の
調
達
問
題
で
あ
り
、
ま
た
労
働
力
支
配
の
問
題
で
あ
っ
た
が
、
他
方
に
お
い
て
、
こ
れ
を
批
判
す
る
世
論
の
側
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

な
に
よ
り
も
季
節
労
働
者
の
住
生
活
に
強
い
関
心
を
示
し
て
い
た
。
第
二
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
季
節
労
働
者
の
「
住
」
の
具
体
的
な

　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

場
は
「
営
舎
」
で
あ
る
。
「
営
舎
」
は
当
初
は
家
畜
小
屋
な
ど
が
転
用
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
や
が
て
外
国
人
季
節
労
働
者
の
導
入
が

恒
常
的
に
な
っ
て
い
く
と
資
金
力
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
専
用
の
「
営
舎
」
が
建
設
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
の
ソ
ル
デ
ィ
ン
郡
の
郡
医
ハ
ー
ゼ
は
、
郡
医
師
に
よ
る
「
営
舎
」
の
査
察
を
義
務
づ
け
た
一
八
九
八
年
の
行
政

規
制
に
よ
り
、
一
八
九
九
年
に
三
四
の
「
営
舎
」
に
つ
い
て
夏
と
秋
に
各
々
一
～
三
回
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
「
医
療
公
務
員
雑
誌
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

に
論
文
と
し
て
掲
載
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
こ
の
雑
誌
に
は
、
季
節
労
働
者
の
問
題
に
つ
い
て
の
同
時
代
の
報
告
・
論
文
が
い
く
つ

か
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
報
告
を
素
材
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
季
節
労
働
者
の
「
住
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
「
住
」
と
性
の

問
題
、
「
寝
」
の
実
態
、
「
住
」
と
病
の
順
に
み
て
い
き
た
い
。
な
お
、
以
下
の
叙
述
の
対
象
地
域
は
、
文
献
の
関
係
か
ら
「
北
ド
イ
ツ
」

地
域
で
は
な
く
、
「
中
東
部
ド
イ
ツ
」
一
般
で
あ
る
。
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－
　
「
住
」
と
性

　
さ
て
、
住
生
活
に
お
い
て
最
初
に
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
男
女
の
部
屋
割
り
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ー
ゼ
の
調
査
で

は
、
三
四
棟
中
一
七
棟
の
「
営
舎
」
で
寝
室
の
性
別
区
分
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
七
棟
の
「
営
舎
」
で
は
男
女
の
部
屋
の
う
ち
ど

ち
ら
か
が
他
方
の
部
屋
の
通
路
に
な
っ
て
お
り
（
し
た
が
っ
て
そ
こ
を
通
ら
な
い
と
自
室
に
入
れ
な
い
）
、
ま
た
三
四
棟
中
一
四
棟
で
両
者

の
部
屋
は
き
ち
ん
と
し
た
壁
で
仕
切
ら
れ
て
お
ら
ず
、
手
で
破
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
粗
末
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
部
屋
を
性
別

区
分
し
な
い
の
は
部
屋
不
足
と
暖
房
の
問
題
の
た
め
と
い
う
が
、
「
若
い
季
節
労
働
者
が
一
緒
に
過
ご
す
こ
と
の
方
を
選
ぶ
」
と
い
う
こ

と
を
あ
げ
た
雇
用
主
も
い
た
。
ハ
ー
ゼ
は
、
「
季
節
労
働
者
た
ち
は
お
互
い
に
見
ず
知
ら
ず
で
、
年
も
違
う
男
女
が
一
緒
に
眠
る
の
を
好

む
は
ず
は
な
い
」
と
批
判
し
つ
つ
、
他
方
で
「
こ
ん
な
状
態
だ
か
ら
、
秋
に
な
る
と
女
の
季
節
労
働
者
の
な
か
に
多
か
れ
少
な
か
れ
妊

娠
す
る
も
の
が
で
て
き
て
、
「
営
舎
」
が
農
村
の
女
郎
屋
と
な
る
の
だ
」
と
嘆
い
て
い
る
。

　
性
道
徳
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
ザ
ク
セ
ン
ゲ
ン
ガ
ー
運
動
の
は
じ
ま
り
と
と
も
に
語
ら
れ
つ
づ
け
ら
れ
る
ほ
ど
あ
り
ふ
れ
た
テ
ー
マ

　
　
（
7
5
）

で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
内
容
に
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
季
節
労
働
者
に
つ
い
て
の
語
ら
れ
方
の
特
徴
が
現
れ
て
い
る
。
三
点
だ
け
指
摘

し
て
お
こ
う
。

　
第
一
点
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
「
家
父
長
」
支
配
下
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
奉
公
人
の
場
合
と
異
な
り
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
季
節
労
働
者
の

場
合
は
、
彼
ら
の
問
の
「
営
舎
に
お
け
る
性
の
問
題
」
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
点
は
、
性
に
関
わ
る
問
題
を
「
ド
イ
ツ
社
会
」
は
性
道
徳
の
観
点
で
し
か
捉
え
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
季
節
労
働
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者
集
団
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
は
、
若
い
男
女
の
混
成
集
団
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
性
的
堕
落
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、

前
述
の
よ
う
に
、
作
業
単
位
が
男
女
の
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
を
基
本
に
編
成
さ
れ
、
さ
ら
に
は
「
営
舎
」
の
食
生
活
の
賄
い
関
係
を
結
ぶ
上

で
の
単
位
で
も
あ
っ
た
こ
と
な
ど
合
理
的
理
由
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
点
は
「
ド
イ
ツ
社
会
」
の
側
に
は
み
え
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

　
第
三
点
は
、
だ
が
、
こ
こ
で
批
判
さ
れ
る
性
別
区
分
の
曖
昧
さ
が
、
以
下
で
述
べ
る
こ
と
に
な
る
「
営
舎
」
と
い
う
「
民
族
区
分
」

の
明
白
さ
と
非
常
に
対
照
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
実
に
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
問
題
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
と
し
て
よ
り
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
問
題
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
明
瞭
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

2
　
「
寝
」
の
実
態

　
さ
て
、
「
営
舎
」
は
季
節
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
食
事
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
、
眠
り
の
場
で
あ
る
。
昼
間

の
労
働
が
き
つ
い
だ
け
に
、
彼
ら
に
と
っ
て
い
か
に
快
適
に
眠
る
か
は
切
実
な
問
題
で
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。
ハ
ー
ゼ
は
季
節
労
働
者
の

部
屋
の
床
面
積
と
空
間
を
実
際
に
計
測
し
、
彼
ら
の
「
寝
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。
（
な
お
報
告
内
容
は
適
宜
要
約
し
て

あ
る
。
）

　
　
（
床
面
積
に
つ
い
て
。
）
一
人
あ
た
り
の
床
面
積
は
、
一
・
一
八
、
一
ニ
ニ
○
、
一
・
一
四
、
二
・
九
五
、
三
・
一
七
、
五
・
四
五

　
平
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。
寝
室
の
一
部
は
食
事
を
と
る
部
屋
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
た
。
全
体
の
半
数
は
基
準
と
な
る
床
面
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積
二
平
方
メ
ー
ト
ル
を
満
た
し
て
い
な
か
っ
た
。
他
の
半
分
も
基
準
程
度
の
水
準
で
あ
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
で
は
床
が
と
て
も

　
　
　
　
　
　
　
に
し
ん

狭
い
の
で
、
人
々
は
練
の
よ
う
に
雑
魚
寝
を
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
一
人
あ
た
り
の
（
実
質
的
な
）
空
間
も
狭
す
ぎ
る
。
も
っ
と
も

屋
根
や
壁
の
す
き
ま
か
ら
風
が
入
っ
て
く
る
の
で
換
気
の
問
題
は
な
い
。
床
面
積
も
空
問
も
水
準
が
非
常
に
低
い
と
こ
ろ
で
は
、

人
々
は
壁
板
に
仕
切
ら
れ
た
空
間
の
な
か
に
押
し
込
ま
れ
て
い
る
状
態
だ
。

　
（
寝
床
一
茜
誤
鼠
需
に
つ
い
て
。
）
彼
ら
は
い
わ
ゆ
る
は
め
込
み
式
の
形
で
一
緒
に
眠
る
。
ふ
つ
う
は
水
平
に
交
互
に
眠
り
、
重
な
っ

て
眠
る
（
意
味
不
明
H
引
用
者
）
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
計
測
の
結
果
、
一
人
あ
た
り
で
み
る
と
、
縦
幅
は
丁
五
〇
、
一
・
五
五
、
丁

七
〇
、
一
・
七
五
、
一
ピ
七
八
、
一
・
八
O
、
一
・
八
五
、
一
・
九
〇
、
一
・
九
一
、
二
・
O
メ
ー
ト
ル
、
横
幅
は
O
・
四
〇
、

O
・
四
二
、
O
・
四
三
、
O
・
四
四
、
O
・
四
五
、
O
・
四
六
、
○
・
四
七
、
O
・
四
九
、
O
・
五
〇
、
O
・
五
二
、
O
・
五
三
、

O
・
五
四
、
○
・
五
五
、
O
・
五
九
、
O
・
六
〇
、
O
・
七
五
、
一
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。
横
幅
が
六
〇
セ
ン
チ
を
越
え

た
の
は
、
一
つ
の
ベ
ッ
ト
に
一
人
が
寝
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
四
〇
～
六
〇
セ
ン
チ
の
場
合
は
、
二
人
か
ら
八
人
が

寝
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
平
均
身
長
を
一
・
七
五
メ
ー
ト
ル
、
平
均
の
幅
を
四
〇
～
五
〇
セ
ン
チ
と
す
る
と
、
ベ
ッ
ト
の
大
き
さ

と
し
て
は
一
・
九
×
O
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
：
・

　
（
寝
具
に
つ
い
て
。
）
キ
ャ
ン
プ
用
の
簡
易
の
折
り
畳
み
式
の
寝
台
が
あ
っ
た
の
は
一
か
所
、
一
～
二
人
用
の
机
式
の
ベ
ッ
ト
が
あ

る
場
合
も
限
ら
れ
て
い
た
。
二
、
三
、
四
人
用
の
脚
付
き
寝
台
の
数
も
少
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
た
い
て
い
の
場
合
は
、
床
の
上

に
直
に
藁
袋
、
な
い
し
は
ば
ら
ば
ら
の
藁
を
そ
の
ま
ま
敷
く
。
仕
切
り
は
全
く
な
い
か
、
ま
た
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
板
切
れ
を
床

に
釘
で
打
ち
込
ん
で
、
枠
を
作
り
そ
の
な
か
に
敷
く
。
床
は
、
粘
土
か
煉
瓦
で
、
木
張
り
の
場
合
も
ち
ら
ほ
ら
存
在
す
る
。
・
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ふ
つ
う
藁
は
寝
具
の
中
か
あ
る
い
は
床
に
直
に
ば
ら
ば
ら
っ
と
敷
く
。
清
潔
さ
と
か
秩
序
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
。
特

に
藁
が
何
か
月
も
交
換
さ
れ
な
い
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
場
合
は
そ
う
で
あ
ろ
う
。
藁
の
上
に
布
を
広
げ
る
が
、
藁
の
枕
と
毛
布
が

み
ら
れ
る
の
は
一
部
だ
け
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
と
こ
ろ
で
は
、
人
々
は
自
分
の
服
を
毛
布
代
わ
り
や
枕
代
わ
り
に
し
て
い
た
。

暖
か
い
時
期
は
そ
れ
で
も
よ
い
が
、
寒
い
時
期
に
な
る
と
男
と
女
、
若
者
と
娘
は
お
互
い
に
温
ま
る
た
め
に
一
つ
の
ベ
ッ
ト
の
な

か
で
暖
め
あ
う
。
…

　
本
章
第
一
節
で
既
に
述
べ
た
よ
う
に
土
着
の
農
業
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
村
落
定
住
者
と
農
場
定
住
者
と
の
分
離
が
進
み
、

後
者
は
グ
ー
ツ
の
専
用
の
「
労
働
者
社
宅
」
に
住
む
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
た
い
て
い
は
寝
室
と
居
問
と
台
所
か
ら
な
る
2
D
K
な

い
し
3
D
K
の
間
取
り
で
あ
る
。
第
二
帝
政
期
の
農
業
労
働
者
は
子
沢
山
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
第
五
章
で
み
る
よ
う
に
土
着
の
労

働
者
に
と
っ
て
も
住
宅
問
題
が
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
に
い
た
る
ま
で
基
本
的
な
問
題
で
あ
り
つ
づ
け
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
も
少
な
く
と

も
一
つ
の
住
居
零
o
ぼ
9
q
q
に
は
一
つ
の
家
族
が
住
ん
で
い
た
。
農
場
に
雇
用
さ
れ
る
こ
と
は
家
族
と
住
む
こ
と
を
保
証
さ
れ
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
》

意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
右
の
叙
述
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
季
節
労
働
者
た
ち
は
縦
幅
一
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
、
横
幅
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

の
文
字
ど
お
り
の
一
人
分
の
「
床
面
積
」
が
よ
う
や
く
許
さ
れ
る
程
度
で
、
独
立
し
た
部
屋
は
お
ろ
か
ベ
ッ
ト
す
ら
保
証
さ
れ
て
い
な

い
状
況
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
、
比
較
的
大
き
な
一
つ
の
ベ
ッ
ト
に
何
人
か
が
「
鯨
の
よ
う
に
」
雑
魚
寝
を
し
て
い
た
か
、
即
席
の
木
枠

ベ
ッ
ト
で
寝
て
い
た
と
い
う
の
が
真
実
で
あ
ろ
う
。
一
つ
の
ベ
ッ
ト
で
数
人
が
眠
る
と
い
う
状
態
が
ど
れ
だ
け
苦
痛
か
に
つ
い
て
は
、

既
述
の
オ
ス
ト
プ
ロ
イ
セ
ン
の
季
節
労
働
者
M
が
、
と
て
も
四
人
用
の
ベ
ッ
ト
で
眠
れ
ず
、
結
局
、
床
に
藁
を
敷
い
て
寝
る
方
を
選
ん
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（
7
8
）

だ
、
と
述
べ
て
い
る
点
に
リ
ア
ル
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
住
宅
事
情
の
悪
さ
は
、
寝
具
だ
け
で
は
な
く
、
暖
房
H
気
密
性
、
採
光
、
壁
や
天
井
、
床
の
素
材
に
ま
で
及
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
で

は
煩
雑
に
な
る
の
で
省
略
し
よ
う
。
検
査
官
に
と
っ
て
は
、
目
に
み
え
る
の
は
労
働
や
賃
金
で
は
な
く
「
営
舎
」
の
生
活
の
方
で
あ
る
。

満
足
な
寝
場
所
す
ら
保
証
さ
れ
な
い
「
営
舎
」
の
季
節
労
働
者
た
ち
。
こ
れ
が
検
査
官
に
み
え
た
、
そ
し
て
ひ
ろ
く
一
般
に
知
ら
れ
た

季
節
労
働
者
の
姿
で
あ
っ
た
。

3
　
「
住
」
と
病

　
メ
ル
ゼ
ブ
ル
ク
近
郊
の
ク
ヴ
ァ
ー
フ
ェ
ゥ
ト
郡
寄
魯
ρ
斥
5
旨
の
郡
医
シ
リ
ン
グ
は
、
「
季
節
労
働
者
の
日
々
の
営
み
と
、
彼
ら
が
疾

病
を
規
則
的
に
繰
り
返
す
こ
と
は
結
び
付
い
て
い
る
」
と
し
、
実
際
に
季
節
労
働
者
た
ち
が
ど
ん
な
疾
病
を
患
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
重
労
働
に
よ
る
「
リ
ウ
マ
チ
」
、
慣
れ
な
い
食
事
に
よ
る
食
欲
不
振
、
全
身
の
だ
る
さ
と
貧
血
を
訴
え
、
娘

た
ち
は
生
理
が
止
ま
る
。
収
穫
期
に
な
る
と
人
々
の
顔
、
耳
、
唇
、
腕
、
足
に
湿
疹
が
現
れ
、
「
あ
か
ぎ
れ
」
や
様
々
な
切
り
傷
が
絶
え

な
い
。
さ
ら
に
は
、
脱
穀
機
に
巻
き
込
ま
れ
る
よ
う
な
大
き
な
労
災
の
危
険
。
「
話
し
て
い
る
と
す
ぐ
に
歯
が
悪
い
こ
と
が
わ
か
り
」
「
悪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

い
歯
は
す
ぐ
に
抜
歯
し
て
し
ま
う
」
。
休
養
す
る
は
ず
の
日
曜
日
に
は
教
会
ま
で
の
何
時
間
も
の
道
の
り
を
徒
歩
で
往
復
す
る
。

　
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
季
節
労
働
者
の
身
体
に
関
わ
る
問
題
は
、
単
に
住
生
活
の
み
な
ら
ず
労
働
環
境
や
食
事
の
環
境
と
も

深
く
関
わ
る
複
合
的
な
現
象
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
季
節
労
働
者
の
病
気
が
問
題
と
さ
れ
た
の
は
季
節
労
働
者
が
伝

染
病
の
媒
介
者
と
見
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
彼
ら
の
生
活
の
あ
り
よ
う
が
問
題
と
さ
れ
た
の
も
そ
の
視
線
か
ら
で
あ
っ
た
。
東
部
か
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ら
の
伝
染
病
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
腸
チ
フ
ス
、
天
然
痘
、
狸
紅
熱
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
ト
ラ
ホ
ー
ム
で
あ
っ
た
。
ト
ラ
ホ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
）

ム
は
当
初
は
「
穀
物
病
囚
α
旨
ぎ
き
囹
酵
9
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
ザ
ク
セ
ン
ゲ
ン
ガ
ー
に
よ
く
み
ら
れ
る
病
で
あ
っ
た
。
以
下
、
ト
ラ
ホ
ー

ム
感
染
の
実
態
、
感
染
経
路
、
そ
し
て
対
策
に
関
わ
る
郡
医
た
ち
の
議
論
を
通
し
て
、
外
国
人
季
節
労
働
者
の
社
会
的
イ
メ
ー
ジ
の
形

成
の
一
端
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

罹
病
率

　
ま
ず
、
季
節
労
働
者
は
ど
れ
ほ
ど
ト
ラ
ホ
ー
ム
に
か
か
っ
て
い
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
ハ
ー
ゼ
の
一
八
九
七
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

ソ
ル
デ
ィ
ン
郡
の
外
か
ら
導
入
さ
れ
た
夏
季
季
節
労
働
者
一
八
九
人
の
う
ち
四
六
人
が
ト
ラ
ホ
ー
ム
に
か
か
っ
て
い
た
。
罹
病
率
は
二

三
・
四
％
で
あ
る
。
ま
た
、
外
国
人
季
節
労
働
者
（
ロ
シ
ア
と
ガ
リ
チ
ア
出
身
）
一
五
二
人
の
う
ち
罹
病
者
は
三
五
人
、
二
三
・
〇
三
％
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
　
バ
　

あ
っ
た
の
に
対
し
、
国
内
の
季
節
労
働
者
（
上
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
出
身
）
三
七
人
の
う
ち
、
罹
病
者
は
一
一
人
で
、
罹
病
率
は
二
九
・
七

三
％
で
あ
り
、
性
別
で
み
る
と
女
一
〇
七
人
、
男
八
二
人
の
う
ち
、
罹
病
者
は
女
二
六
人
（
一
西
・
二
％
）
、
男
二
〇
人
（
二
四
・
三
九
％
）

　
　
　
　
　
　
〔
8
1
）

で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
ベ
ル
ガ
ル
ト
郡
寄
霧
ω
岳
舞
の
郡
医
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
一
八
九
八
年
に
四
三
人
の
オ
ス
ト
プ
ロ
イ
セ
ン
出
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

の
ザ
ク
セ
ン
ゲ
ン
ガ
ー
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
ト
ラ
ホ
ー
ム
に
か
か
っ
て
い
る
の
は
一
六
人
で
、
罹
病
率
三
七
％
で
あ
っ
た
。
全
体
と
し

て
東
部
出
身
の
季
節
労
働
者
の
罹
病
率
は
ド
イ
ツ
国
籍
か
そ
う
で
な
い
か
を
問
わ
ず
、
ま
た
性
別
に
関
わ
り
な
く
二
割
か
ら
三
割
台
と

非
常
に
高
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
ト
ラ
ホ
ー
ム
が
特
に
農
村
労
働
者
の
病
気
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
シ
ュ

ミ
ッ
ト
は
、
オ
ス
ト
プ
ロ
イ
セ
ン
の
学
校
に
お
け
る
ト
ラ
ホ
ー
ム
調
査
を
あ
げ
、
感
染
率
を
み
る
と
最
も
高
い
の
が
村
の
小
学
校
、
次
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（
聾

に
高
い
の
が
都
市
の
学
校
で
あ
る
が
、
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
で
は
観
察
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
、
ト
ラ
ホ
ー
ム
と
い
う
伝
染
病
は
感
染
地
域
出
身
の
季
節
労
働
者
が
非
感
染
地
域
の
「
我
々
の
と
こ
ろ
」
へ
持
ち
込
ん
で

く
る
も
の
と
い
う
認
識
が
、
少
な
く
と
も
地
方
の
医
療
関
係
者
の
問
で
は
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
受
け
入
れ
側
に
お
い
て
「
営

舎
」
こ
そ
は
感
染
源
で
あ
っ
た
。
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
単
に
「
営
舎
」
と
い
う
建
物
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
「
営
舎
」
に
お

け
る
季
節
労
働
者
の
住
生
活
の
あ
り
よ
う
が
ト
ラ
ホ
ー
ム
の
感
染
と
結
び
付
け
ら
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

感
染
経
路

　
季
節
労
働
者
住
生
活
と
「
感
染
」

ト
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

を
結
び
付
け
る
議
論
は
、
感
染
経
路
に
つ
い
て
の
議
論
に
鮮
明
に
出
て
く
る
。
例
え
ば
シ
ュ
ミ
ッ

　
一
次
感
染
の
可
能
性
は
無
数
に
あ
る
。
学
校
で
の
感
染
や
、
さ
ら
に
ほ
こ
り
っ
ぽ
い
経
営
で
は
洗
顔
用
具
《
§
轟
①
堅
。
の
共
同

利
用
を
通
じ
て
の
接
触
感
染
な
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
で
は
人
々
は
仕
事
が
終
わ
っ
た
後
、
顔
や
手
を
洗
う
か
ら
で
あ
る
。

：
…
最
も
懸
念
さ
れ
る
の
は
ザ
ク
セ
ン
ゲ
ン
ガ
ー
の
場
合
で
あ
る
。
彼
ら
は
し
ば
し
ば
性
別
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
共
同
部

屋
で
暮
ら
し
て
お
り
、
一
緒
の
寝
具
で
頭
と
頭
を
突
き
合
わ
せ
て
寝
て
お
り
、
洗
顔
用
具
の
利
用
も
共
同
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状

態
で
暮
ら
す
人
々
が
ト
ラ
ホ
ー
ム
に
か
か
れ
ば
ト
ラ
ホ
ー
ム
菌
の
拡
大
は
避
け
ら
れ
な
い
。
最
初
は
労
働
者
だ
け
に
感
染
す
る
だ

ろ
う
が
、
や
が
て
そ
の
他
の
人
々
に
も
感
染
す
る
で
あ
ろ
う
。
一
緒
に
仕
事
を
し
た
り
余
暇
を
と
も
に
過
ご
せ
ば
、
そ
の
菌
は
通

常
の
人
々
の
中
心
に
ま
で
及
ん
で
く
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
非
感
染
地
域
で
の
ト
ラ
ホ
ー
ム
菌
の
拡
散
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
ザ
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（
8
4
）

ク
セ
ン
ゲ
ン
ガ
i
制
度
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
「
ザ
ク
セ
ン
ゲ
ン
ガ
ー
制
度
」
そ
の
も
の
が
感
染
拡
大
の
原
因
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
の
内

容
は
、
共
同
部
屋
で
の
暮
ら
し
、
共
同
寝
具
、
洗
顔
用
具
の
共
同
利
用
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
先
に
述
べ
た
季
節
労
働

者
の
「
劣
悪
」
で
「
不
潔
」
な
住
生
活
の
実
態
に
関
す
る
認
識
が
背
景
に
置
か
れ
て
い
る
。

　
同
様
の
認
識
は
、
先
述
の
ハ
ー
ゼ
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。
感
染
経
路
と
し
て
、
ハ
ー
ゼ
は
、
国
境
越
え
の
と
き
の
鉄
道
車
両
や
待

合
室
、
農
場
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ク
、
馬
の
手
綱
な
ど
の
農
具
の
共
用
、
「
営
舎
」
で
の
共
同
生
活
、
ド
ア
の
ノ
ブ
、
共
同
の
洗
面
具
、
共

同
の
食
事
、
コ
ッ
プ
、
汚
れ
た
下
着
で
の
仕
事
、
そ
し
て
人
々
の
互
い
の
交
友
な
ど
、
要
す
る
に
季
節
労
働
者
の
生
活
に
関
わ
る
こ
と

の
す
べ
て
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
も
、
「
こ
れ
ら
の
人
々
は
清
潔
さ
の
点
で
不
十
分
な
だ
け
に
な
お
さ
ら
」
危
険
で
あ
り
、
「
仕
事
後
の

地
元
の
人
々
と
の
交
流
、
つ
ま
り
娯
楽
、
住
居
の
訪
問
、
村
や
近
隣
の
町
で
の
買
い
物
、
な
ど
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
感
染
の
可
能
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）

を
提
供
す
る
」
の
で
あ
る
。
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「
劣
悪
な
住
生
活
と
感
染
病
」
と
い
う
観
点
か
ら
の
外
国
人
季
節
労
働
者
問
題
の
自
覚
化
は
、
こ
の
問
題
の
処
理
の
方
向
と
し
て
、
季

節
労
働
者
の
隔
離
、
消
毒
、
感
染
し
た
季
節
労
働
者
の
国
境
で
の
排
除
を
提
案
す
る
方
向
に
進
む
。
順
に
み
て
い
こ
う
。

　
感
染
が
季
節
労
働
者
を
媒
介
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
対
す
る
対
応
と
し
て
第
↓
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
彼
ら
と
の
交
流
を
断
つ
こ

と
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
一
般
化
の
危
険
は
流
入
者
と
地
元
民
と
の
交
友
や
人
々
の
強
い
混
合
に
あ
る
の
で
あ



る
。
学
校
、
寝
具
の
あ
り
よ
う
、
工
房
で
の
労
働
者
の
共
同
作
業
、
バ
ラ
ッ
ク
で
群
れ
る
こ
と
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
感
染
機
会
で
あ
る
。

地
元
民
と
の
交
流
に
よ
る
ト
ラ
ホ
ー
ム
の
症
例
は
さ
ら
に
拡
大
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
十
分
な
監
視
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
駈
）

染
防
止
の
た
め
に
警
察
が
動
員
さ
れ
る
の
も
当
然
で
あ
る
、
と
す
る
。
さ
ら
に
、
ハ
ー
ゼ
は
「
健
常
者
か
ら
病
人
を
分
け
る
」
だ
け
で

は
安
全
は
保
証
さ
れ
ず
、
よ
り
重
い
ト
ラ
ホ
ー
ム
患
者
は
即
刻
強
制
的
に
故
郷
か
国
境
ま
で
送
還
す
べ
き
で
あ
る
、
と
国
外
追
放
処
分

　
　
　
　
（
8
7
）

を
主
張
す
る
。

　
地
元
民
と
の
交
流
の
断
絶
、
「
営
舎
」
で
の
地
元
民
と
の
隔
離
が
難
し
け
れ
ば
、
も
う
一
つ
の
方
法
は
国
境
で
の
外
国
人
季
節
労
働
者

の
管
理
と
感
染
者
の
排
除
で
あ
る
。
郡
医
モ
ー
ア
は
、
「
天
然
痘
感
染
と
そ
の
対
策
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
報
告
で
次
の
よ
う
に
述
べ

（
8
8
〉

る
。

　
国
境
地
域
は
ロ
シ
ア
か
ら
来
る
人
々
、
つ
ま
り
労
働
者
、
帰
還
者
、
移
民
な
ど
に
関
わ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
プ
ロ
ス
ケ
ン
に

は
、
移
民
の
た
め
の
管
理
局
、
季
節
労
働
者
の
た
め
の
ド
イ
ツ
農
村
労
働
者
中
央
斡
旋
所
、
そ
し
て
ロ
シ
ア
か
ら
の
ド
イ
ツ
系
帰

還
者
の
た
め
の
扶
助
機
関
が
あ
る
。
移
民
管
理
局
は
衛
生
的
に
は
問
題
は
な
い
。
…
…
こ
れ
に
対
し
て
ド
イ
ツ
農
村
労
働
者
中
央

斡
旋
所
の
国
境
機
関
は
問
題
が
多
い
。
宿
泊
施
設
は
、
厩
舎
の
よ
う
な
建
物
に
あ
る
三
つ
の
小
さ
な
部
屋
と
、
所
長
の
住
居
の
地

下
室
三
部
屋
だ
け
で
あ
る
。
時
期
的
に
は
一
〇
〇
人
か
ら
一
五
〇
人
が
一
～
二
日
滞
在
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
空
間
が
絶
対
的
に

不
足
し
て
い
る
。
シ
ャ
ワ
ー
室
は
な
く
、
部
屋
は
性
的
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。

　
医
療
管
理
も
季
節
労
働
者
に
つ
い
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
医
者
の
診
察
は
雇
用
者
か
ら
の
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
に
の
み
行
わ
れ

る
が
、
ふ
つ
う
は
そ
ん
な
依
頼
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
四
〇
～
八
O
人
も
の
人
々
か
ら
な
る
集
団
が
、
医
者
の
診
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察
を
受
け
る
こ
と
も
な
く
国
境
を
超
え
、
国
内
深
く
入
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ゆ
ゆ
し
き
事
態
で
あ
る
。
・

　
一
九
一
二
年
に
は
プ
ロ
ス
ケ
ン
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
者
家
族
に
お
い
て
二
人
の
天
然
痘
患
者
が
確
認
さ
れ
た
。
し
か
も
、
彼

ら
は
既
に
国
境
を
超
え
て
い
た
。
一
文
無
し
の
こ
の
家
族
は
、
ロ
シ
ア
政
府
か
ら
感
染
が
確
認
さ
れ
て
追
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
何
ら
か
の
強
力
な
衛
生
政
策
上
の
措
置
が
必
要
で
あ
る
。

　
衛
生
上
の
観
点
か
ら
い
え
ば
国
境
で
の
管
理
が
と
て
も
重
要
で
あ
る
の
に
、
季
節
労
働
者
に
つ
い
て
は
移
民
や
帰
還
者
に
比
べ
、
そ

の
管
理
が
不
十
分
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
感
染
を
ま
す
ま
す
拡
大
し
て
い
る
で
は
な
い
か
、
そ
う
モ
ー
ア
は
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
感

染
と
季
節
労
働
者
を
結
び
付
け
る
が
ゆ
え
の
汚
染
さ
れ
た
労
働
者
の
国
家
に
よ
る
排
除
。
そ
の
視
線
に
変
化
は
な
い
。

　
最
後
に
消
毒
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
季
節
労
働
者
の
住
生
活
の
不
潔
さ
と
直
接
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
「
ガ
リ
チ
ア
労
働
者
に
対
す
る
健

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

康
の
危
機
と
こ
れ
に
対
す
る
戦
い
」
と
題
す
る
会
議
で
の
報
告
と
議
論
で
、
報
告
者
の
郡
医
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
チ
フ
ス
、
脳
膜
炎
に
よ
る
頭
部
硬
直
の
感
染
ネ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
る
細
菌
保
持
者
や
持
続
排
菌
者
は
、
予
防
的
な
消
毒
だ
け
で

は
効
果
は
薄
い
。
こ
れ
ら
の
細
菌
運
搬
者
は
厳
し
い
収
容
、
お
よ
び
そ
の
宿
泊
の
衛
生
政
策
的
な
管
理
、
す
な
わ
ち
、
ト
イ
レ
を

清
潔
に
保
ち
「
営
舎
」
の
周
り
に
排
便
す
る
こ
と
を
厳
し
く
禁
じ
、
…
…
飲
料
水
を
管
理
す
る
こ
と
で
対
応
す
べ
き
で
あ
る
。
重

要
な
の
は
、
ガ
リ
チ
ア
人
が
帰
っ
た
後
は
、
寝
具
用
の
毛
布
を
蒸
気
で
殺
菌
す
る
こ
と
で
あ
る
。
蒸
気
殺
菌
設
備
の
な
い
と
こ
ろ

で
は
、
最
低
で
も
規
則
的
な
洗
濯
、
日
干
し
、
換
気
な
ど
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
宿
泊
し
て
い
た
部
屋
は
毎
年
新
し
く
白

く
塗
り
直
す
べ
き
で
あ
る
。

　
も
し
我
々
が
す
べ
て
の
ト
ラ
ホ
ー
ム
患
者
を
送
還
し
て
し
ま
え
ば
、
我
々
は
も
は
や
外
国
人
労
働
者
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
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な
く
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
々
は
こ
こ
で
働
き
、
医
者
に
か
か
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
9
0
）

同
じ
く
、
リ
ー
グ
ニ
ッ
ツ
一
凶
茜
鼻
N
の
郡
医
レ
ス
ケ
一
。
し
・
滞
の
発
言
。

こ
こ
に
い
る
こ
と
は
可
能
だ
。

　
国
境
で
の
検
疫
所
は
、
人
々
が
「
帰
郷
期
間
欝
器
目
N
魯
」
の
一
四
日
間
を
そ
こ
で
過
ご
す
と
い
う
場
合
に
は
合
理
的
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
に
は
大
変
な
コ
ス
ト
が
か
か
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
れ
を
可
能
に
す
る
政
策
が
必
要
で
あ
る
。
報
告
者
の
話
に

よ
れ
ば
、
天
然
痘
に
お
い
て
は
予
防
的
な
消
毒
が
有
効
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
。
天
然
痘
患
者
は
既
に
潜
伏
期
の
問
に
他
人
に
病
気

を
う
つ
し
て
い
る
。
持
ち
物
の
消
毒
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
私
の
と
こ
ろ
の
天
然
痘
患
者
は
他
の
病
気
で
既
に
一
八
日
間

入
院
し
て
い
た
。
…
…
報
告
者
は
、
農
場
の
特
別
な
建
物
に
住
む
「
他
所
者
」
の
人
々
は
危
険
を
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
で
き
る
だ

け
隔
離
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
。
し
か
し
私
は
こ
れ
に
は
賛
同
で
き
な
い
。
人
々
は
土
着
の
労
働
者
と
一
緒
の
家
に
暮

ら
し
た
り
、
仕
事
後
や
日
曜
日
に
と
も
に
過
ご
す
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
私
は
、
（
隔
離
よ
り
）
消
毒
が
有
効
だ
と
思

う
。

　
季
節
労
働
者
を
媒
介
と
す
る
ト
ラ
ホ
ー
ム
を
は
じ
め
と
す
る
伝
染
病
の
感
染
に
つ
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
体
系
的
な
政
策
が
実
施
さ
れ
た

の
か
は
、
現
在
の
私
の
手
許
に
あ
る
史
料
・
文
献
で
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
私
が
い
い
た
い
こ
と
、
そ
れ
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
人
奉
公
人
の
よ
う
な
「
埋
め
込
み
」
と
は
異
な
っ
て
、
集
団
的
形
態
で
導
入
さ
れ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
季
節
労
働
者
た
ち
は
、
村
の
日

常
空
問
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
「
営
舎
」
と
い
う
場
に
お
い
て
新
た
な
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
「
可
視
化
」
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、

そ
れ
こ
そ
が
ド
イ
ツ
農
村
社
会
に
お
け
る
「
外
国
人
労
働
者
」
の
形
成
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
営
舎
」
は
、
第
一
に
ド
イ
ツ
人
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な
ら
保
証
さ
れ
る
家
族
の
生
活
が
保
証
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
ベ
ッ
ト
を
保
証
さ
れ
る
程
度
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
第
二

に
、
そ
れ
ば
か
り
か
そ
う
し
た
生
活
の
あ
り
よ
う
は
ト
ラ
ホ
ー
ム
に
代
表
さ
れ
る
伝
染
病
の
感
染
す
る
空
間
で
も
あ
っ
た
。
土
着
の
人
々

に
と
っ
て
可
視
的
な
「
営
舎
」
へ
の
季
節
労
働
者
の
隔
離
は
、
地
元
民
と
季
節
労
働
者
を
明
確
に
仕
切
る
輪
郭
線
の
形
成
を
語
る
も
の

　
　
　
ハ
　
　

で
あ
っ
た
。

　
オ
ス
ト
プ
ロ
イ
セ
ン
の
季
節
労
働
者
M
は
、
は
る
ば
る
故
郷
か
ら
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
の
農
場
に
到
着
し
た
と
き
、
「
ま
た
、
ポ
ラ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
）

ケ
ン
ぽ
盲
ぎ
口
が
き
た
」
と
さ
さ
や
く
村
人
の
態
度
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
と
い
う
。
ポ
ラ
ッ
ケ
ン
と
い
う
の
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）

す
る
蔑
称
で
あ
る
。
ま
た
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
季
節
労
働
者
に
つ
い
て
「
外
国
人
の
な
ら
ず
者
」
「
半
ノ
マ
ド
」
「
汚
い
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
」
と

規
定
す
る
仕
方
が
当
時
の
文
献
に
は
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
グ
ー
ツ
の
日
常
世
界
の
な
か
で
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
へ
の
差
別
視
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
9
6
）

季
節
労
働
者
の
実
態
と
強
く
結
び
付
け
ら
れ
て
観
念
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
だ
が
、
対
他
規
定
は
同
時
に
自
己
規
定
で
も
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

る
。
差
別
の
視
線
は
、
「
土
着
の
労
働
者
を
確
保
す
る
に
は
良
質
の
住
宅
を
建
て
る
こ
と
が
必
要
だ
」
と
い
う
言
葉
に
み
ら
れ
る
よ
う
な

土
着
労
働
者
の
自
己
規
定
と
し
て
も
作
用
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
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お
わ
り
に

　
「
北
ド
イ
ツ
」
農
村
あ
る
い
は
「
中
東
部
ド
イ
ツ
」
農
村
に
お
い
て
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
農
業
労
働
者
」
は
い
か
に
し
て
新
し
い
社
会
的

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
。
以
上
の
叙
述
は
、
全
体
と
し
て
こ
の
問
い
に
解
答
を
与
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。



甜
菜
作
を
起
爆
剤
と
す
る
ド
イ
ツ
の
農
業
労
働
力
需
要
の
増
大
、
東
欧
を
単
位
と
す
る
複
合
的
な
農
業
労
働
市
場
の
展
開
、
そ
し
て
農

村
の
雇
用
関
係
の
重
層
化
。
こ
れ
ら
の
多
様
な
局
面
に
重
な
り
な
が
ら
季
節
労
働
者
は
登
場
し
た
。
だ
が
、
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
る
季

節
労
働
者
と
土
着
労
働
者
の
間
に
引
か
れ
た
線
は
、
同
時
に
農
村
に
お
け
る
「
ド
イ
ツ
人
」
と
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
」
を
分
け
る
仕
切
線

に
な
っ
た
。
「
民
族
的
な
も
の
」
は
そ
れ
だ
け
で
は
何
の
表
象
も
作
り
え
な
い
。
そ
れ
は
日
常
世
界
の
具
体
的
な
経
験
に
即
し
て
は
じ
め

て
作
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
見
る
と
き
、
季
節
労
働
者
の
「
営
舎
」
の
表
象
が
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
」
の
表
象
に

重
な
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
補
論
で
み
た
「
家
父
長
制
の
空
白
に
埋
め
込
ま
れ
た
」
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
奉
公
人
の
後
退
過
程

は
、
ド
イ
ツ
農
村
に
お
け
る
社
会
次
元
の
外
国
人
労
働
者
が
「
営
舎
に
周
辺
化
さ
れ
た
季
節
労
働
者
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
」
と
し
て
は
じ
め

て
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
裏
側
か
ら
語
る
も
の
だ
と
も
い
え
る
。
だ
が
、
土
着
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
同
時
に
否
定
形
で
語
ら
れ

た
、
つ
ま
り
は
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
で
は
な
い
存
在
」
と
し
て
の
「
ド
イ
ツ
人
」
の
自
己
規
定
で
も
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
農
村
社
会
に
お
け
る
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
」
の
形
成
は
、
国
家
の
労
働
政
策
と
し
て
の
「
外
国
人
労
働
者
」
の

制
度
化
に
い
か
に
し
て
結
実
す
る
の
か
。

　
第
二
帝
政
期
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
外
国
人
農
業
労
働
者
政
策
は
、
主
要
に
は
一
九
〇
七
年
法
に
よ
っ
て
一
つ
の
形
を
整
え
る
。

ド
イ
ツ
農
村
労
働
者
中
央
斡
旋
所
（
F
A
Z
）
に
よ
る
国
境
の
移
動
の
管
理
、
そ
の
た
め
の
「
国
内
身
分
証
」
制
度
、
そ
し
て
強
制
帰
還

制
度
ζ
器
自
N
魯
、
こ
の
三
つ
が
初
期
の
外
国
人
農
業
労
働
者
政
策
を
構
成
す
る
基
本
要
素
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
身
分
証
制
度
は
、
パ

ス
ポ
ー
ト
制
に
代
わ
っ
て
ド
イ
ツ
政
府
自
ら
が
外
国
人
に
対
し
て
発
行
す
る
労
働
許
可
書
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
名
前
・

出
身
地
⊥
雇
用
先
・
職
名
（
奉
公
人
か
労
働
者
か
）
・
受
け
入
れ
期
間
、
さ
ら
に
年
齢
・
性
・
宗
教
・
国
籍
・
民
族
・
家
族
（
独
身
か
既
婚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
8
）

か
）
、
そ
し
て
様
々
な
身
体
的
特
徴
、
つ
ま
り
身
長
、
顔
の
形
、
目
の
色
、
髪
の
色
ま
で
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
身
体
的
特
徴
は
現
代
の
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表3－8　ドイツ農村労働者中央斡旋所（FAZ）による外国人移動労働者の仲介数の実態

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1911年　1912年（1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAZによる仲介数　　13，482　12，651

　　ザクセン州およびアンハルト邦国　　外国人労働者総数　　55，219　54，6M

　　　　　　　　　　　　　　　　　　掌握率　　　　　　　　24％　　　23％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAZによる仲介数　　4，929　　4，661
　　シュレスヴィッヒ・ホルシュタイ
　　　　　　　　　　　　．　　　　　外国人労働者総数　　26，897　28，446
　　ン州，およびメクレンフルク邦国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　掌握率　　　　　　　　18％　　　16％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAZによる仲介数　　　5，806　　5，304

　　ブランデンブルク州　　　　　　　　外国人労働者総数　　42，264　43，403

　　　　　　　　　　　　　　　　　　掌握率　　　　　　　　14％　　　12％

注　：（1）1912年は1月から11月まで．なお，季節的には仲介業務は3，4月に集中する．
出典：Reichsarbeiterblatt，1911－1912の月刊報告より作成．

写
真
の
代
用
と
も
い
え
る
が
、
同
時
に
「
民
族
」
を
「
身
体
的
特
徴
」
と
い
う
人
間
の

「
自
然
」
を
基
準
に
し
て
規
定
し
よ
う
と
し
た
発
想
の
原
点
を
そ
こ
に
み
る
こ
と
も
で

き
る
。
そ
の
身
分
証
携
帯
の
義
務
化
が
外
国
人
労
働
者
の
管
理
を
目
的
と
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
な
お
、
強
制
帰
還
制
度
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
定
住
化
を

阻
止
す
る
た
め
、
冬
の
一
定
期
間
を
ド
イ
ツ
で
滞
在
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
制
度
で
あ

る
。
も
っ
と
も
そ
の
期
間
は
ど
ん
ど
ん
短
く
な
っ
て
い
き
、
事
実
上
ク
リ
ス
マ
ス
休
暇

の
里
帰
り
程
度
の
意
味
し
か
も
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
。

　
こ
う
し
た
外
国
人
労
働
者
政
策
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
従

来
の
研
究
で
よ
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
わ
が
国
に
お
い
て
も
飯

田
収
治
の
研
究
が
あ
り
、
今
、
こ
こ
で
新
た
に
私
が
付
け
加
え
る
こ
と
は
何
も
な
い
。

た
だ
、
以
下
の
章
に
お
け
る
叙
述
と
の
関
わ
り
で
、
次
の
三
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
第
一
点
は
、
繰
り
返
す
が
、
こ
う
し
た
政
策
が
、
経
済
的
、
社
会
的
な
「
外
国
人
労

働
者
」
観
念
の
形
成
の
上
に
あ
る
と
い
う
こ
と
。

　
第
二
点
は
、
し
か
し
、
同
時
に
こ
う
し
た
目
に
み
え
る
形
の
「
外
国
人
」
は
、
「
民
族

性
」
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
国
籍
の
有
無
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
た
め
に
、
同
じ
ポ
ー

ラ
ン
ド
人
で
も
ド
イ
ツ
国
籍
と
そ
う
で
な
い
者
の
間
に
明
確
な
権
利
上
の
差
を
生
み
出

す
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
。
こ
れ
は
、
制
度
化
が
単
な
る
経
済
や
社
会
の
次
元
の
反
映
で
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は
な
く
、
固
有
の
意
義
も
強
く
も
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
居
住
区
で
あ
っ
た
ポ
ー
ゼ
ン
に
お
い
て
は
、

土
着
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
外
国
籍
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
季
節
労
働
者
の
間
に
は
「
数
年
前
ま
で
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
と
ポ
ー
ゼ
ン
の
国
境

を
挟
ん
で
親
戚
同
士
の
交
流
が
あ
っ
た
」
の
に
、
今
は
両
者
の
問
の
交
流
は
な
く
、
「
地
元
の
人
間
は
ロ
シ
ア
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
も
ガ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
9
）

チ
ア
人
も
も
っ
ぱ
ら
グ
ー
ツ
の
季
節
労
働
の
た
め
に
や
っ
て
く
る
労
働
力
と
し
て
し
か
」
み
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
制
度
化
が

新
た
に
生
み
出
す
重
層
化
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
第
二
帝
政
期
の
「
外
国
人
」
政
策
は
制
度
化
の
開
始
を
意
味
し
て
も
そ
の
完
成
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
。
第
二
帝
政
期
に
は
、
中
央
斡
旋
所
に
よ
る
身
分
証
制
度
は
プ
ロ
イ
セ
ン
を
越
え
て
全
ド
イ
ツ
国
家
の
制
度
に
は
な
ら
ず
、
国
境

管
理
は
し
て
も
そ
れ
は
外
国
人
季
節
労
働
者
総
量
の
規
制
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
し
て
政
策
目
的
で
あ
っ
た
私
的
仲
介
業
者

の
管
理
や
「
契
約
破
棄
」
防
止
な
ど
の
雇
用
安
定
化
の
効
果
は
必
ず
し
も
高
く
評
価
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
表
3
－
8
は
ド
イ
ツ

農
村
労
働
者
中
央
斡
旋
所
に
よ
る
外
国
人
労
働
者
の
仲
介
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
掌
握
率
は
一
割
か
ら
二
割
強
に
す
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。
「
ド
イ
ツ
労
働
者
の
保
護
随
雇
用
の
国
民
化
」
と
し
て
の
外
国
人
の
外
部
固
定
化
は
、
ド
イ
ツ
人
失
業
問
題
を
中
心
テ
ー
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

と
す
る
ワ
イ
マ
ー
ル
社
会
国
家
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
確
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
第
一
章
か
ら
第
三
章
で
は
、
農
村
下
層
民
で
あ
る
土
着
の
奉
公
人
、
土
着
の
日
雇
い
層
、
農
村
放
浪
者
、
外
国
人
奉
公
人
、

外
国
人
季
節
労
働
者
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
こ
う
し
た
第
二
帝
政
時
代
の
農
村
・
農
業
構
造
の
変
化
は
、
第
一
次
大
戦
を
経
て
ワ
イ

マ
ー
ル
時
代
に
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
第
二
部
の
第
四
章
と
第
五
章
の
課
題
と
な
る
。
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文
も
従
来
の
枠
組
み
を
↓
歩
も
出
て
い
な

　
い
。
田
喜
o
年
戸
欝
＆
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ロ
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目
浮
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幕
弓
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Φ
島
警
ぎ
p
9
員
o
碁
N
窪
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募
這
云
）
」
眞
N
ト
》
ン
｝
α
q
■
鳶
（
も
R
y
類
」
，
な
お
、
日
本

　
に
お
け
る
ド
イ
ツ
外
国
人
農
業
労
働
者
問
題
に
つ
い
て
は
飯
田
収
治
の
↓
連
の
研
究
、
お
よ
び
柴
田
英
樹
の
研
究
が
あ
る
。
飯
田
収
治
「
帝
政
ド
イ
ツ
に
お
け
る

　
外
国
人
農
業
労
働
者
と
そ
の
受
け
入
れ
の
構
造
ー
ド
イ
ツ
農
業
労
働
者
中
央
斡
旋
所
を
中
心
に
ー
」
『
人
文
研
究
』
（
大
阪
市
立
大
学
文
学
部
）
第
三
九
巻
第

　
コ
分
冊
、
一
九
八
七
年
、
同
「
帝
制
期
ド
イ
ツ
の
外
国
人
労
働
者
統
計
資
料
に
つ
い
て
」
『
人
文
研
究
』
第
四
｝
巻
第
一
〇
分
冊
、
↓
九
八
九
年
、
同
「
『
プ
ロ

　
イ
セ
ン
渡
り
』
の
季
節
労
働
者
に
つ
い
て
ー
二
〇
世
紀
初
め
、
東
欧
か
ら
ド
イ
ツ
農
業
に
出
稼
ぎ
を
し
た
人
々
1
（
上
）
」
『
人
文
研
究
』
第
四
三
巻
第
七
分

　
冊
、
］
九
九
一
年
、
同
（
下
）
第
四
四
巻
第
一
二
分
冊
、
一
九
九
二
年
。
柴
田
英
樹
「
プ
ロ
イ
セ
ン
領
ザ
ク
セ
ン
州
の
製
糖
業
に
お
け
る
農
業
労
働
者
の
存
在
形

　
態
－
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
「
ザ
ク
セ
ン
渡
り
」
季
節
労
働
者
を
中
心
に
ー
（
上
）
（
下
V
」
『
経
済
学
論
墓
』
（
中
央
大
学
）
第
三
六
巻
第
三
号
、

　
一
九
九
五
年
、
第
三
七
巻
第
丁
二
合
併
号
、
一
九
九
六
年
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
農
業
労
働
者
の
実
態
を
は
じ
め

　
て
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
意
味
で
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
私
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
や
は
り
ド
イ
ツ
農
村
社
会
史
に
お
い
て
「
社
会
的
カ
テ
ゴ

　
リ
ー
と
し
て
外
国
人
労
働
者
の
形
成
」
に
つ
い
て
い
か
に
論
じ
る
べ
き
か
と
い
う
方
法
的
反
省
が
な
お
不
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
な
お
、
本
章
は
他
の
章
と
は
違
い
、
特
に
新
た
な
史
料
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
既
存
文
献
に
基
づ
く
叙
述
で
あ
る
。

（
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叙
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ザ
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・
マ
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ブ
ル
ク
農
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に
つ
い
て
の
叙
述
は
以
下
の
東
独
の
歴
史
民
族
学
グ
ル
ー
プ
の
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
地
域
史
研
究
に
よ
っ
て
い
る
。
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以
下
こ
の
文
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に
関
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て
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肩
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σ
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ぼ
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馨
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ρ
ω
R
浮
ぢ
刈
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壽
な
お
こ
の
研
究
に
つ
い
て
は
本
書
序
章
第
m
節
2
を
参
照
の
こ
と
。

（
9
）
シ
ド
ニ
ー
・
W
・
ミ
ン
ツ
（
川
北
稔
・
和
田
光
弘
訳
）
『
甘
さ
と
権
カ
ー
砂
糖
が
語
る
近
代
史
ー
』
（
平
凡
社
）
］
九
八
八
年
。

（
1
0
）
ζ
R
拝
潜
卜
○
も
■
逼
心
（
9
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噛
爵
N
）
・
ふ
。
。
・
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
と
同
じ
水
準
と
さ
れ
る
。
な
お
、
α
・
M
・
メ
ル
キ
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、

　
砂
糖
の
消
費
は
農
村
部
で
少
な
く
都
市
部
で
は
多
か
っ
た
い
う
が
（
写
窪
費
。
。
」
。
D
Ψ
F
ひ
ご
、
第
二
帝
政
期
の
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
農
場
奉
公
人
の
砂
糖
消
費
量

　
は
一
五
・
七
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
実
際
に
は
も
っ
と
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
（
本
書
第
五
章
表
5
－
8
参
照
。
）

　
　
メ
ル
キ
の
著
作
は
、
ド
イ
ツ
を
中
心
と
す
る
大
陸
で
の
砂
糖
消
費
の
増
大
阿
基
礎
食
品
化
に
つ
い
て
、
製
糖
業
と
国
家
の
農
業
・
租
税
政
策
と
の
つ
な
が
り
に

　
着
目
し
つ
つ
分
析
し
た
も
の
で
、
一
九
〇
二
年
の
砂
糖
協
定
に
よ
る
国
際
市
場
か
ら
の
後
退
を
背
景
に
し
た
国
内
市
場
の
「
再
発
見
」
の
要
請
と
、
お
よ
び
こ
れ

　
を
確
保
す
る
た
め
の
、
下
層
民
の
安
価
な
砂
糖
で
あ
っ
た
人
工
甘
味
料
目
サ
ッ
カ
リ
ン
の
政
策
的
排
除
が
、
砂
糖
の
需
要
拡
大
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
を
主
張
し
て

　
い
る
。

（
U
）
閃
げ
①
＆
p
。
。
■
一
。
。
。
ー

（
1
2
）
ζ
段
ζ
ド
鉾
○
‘
q
。
」
o
o
。
”
ロ
、
一
〇
P

（
1
3
）
9
Φ
監
』
，
m
O
」
Q
。
」
以
（
O
欝
菩
涛
刈
）
■

（
M
）
蜜
霞
9
F
N
霞
O
裟
げ
酵
器
壼
α
守
留
震
琶
α
q
母
寄
σ
9
目
爵
a
＆
舅
審
嘗
α
R
男
δ
昔
島
碧
豪
・
冒
這
智
ぼ
『
・
区
葺
葺
瀬
三
る
、
霞
逼
。

鐸
冒
始

　
一
P

（
1
5
）
甜
菜
糖
の
中
心
地
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
に
お
け
る
大
農
の
富
裕
化
は
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
の
大
農
の
そ
れ
を
か
な
り
凌
ぐ
ほ
ど
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
婦
人
や
娘
た

　
ち
は
高
価
な
レ
ー
ス
や
真
珠
を
身
に
つ
け
、
農
民
の
家
に
は
大
き
な
食
堂
が
必
ず
あ
り
、
美
し
く
改
装
さ
れ
、
人
々
は
こ
れ
を
「
甜
菜
の
お
城
」
と
ま
で
呼
ん
だ

　
と
い
う
。
逗
き
押
一
彗
身
ぴ
魯
巴
。
『
8
る
」
8
ム
鼠
■

（
1
6
）
野
の
巨
5
鴨
♪
帥
■
簿
■
○
こ
。
∩
ー
二
星
（
↓
筈
W
－
p
）
ー

（
1
7
）
表
3

2
で
見
る
限
り
、
国
内
季
節
労
働
者
と
外
国
人
季
節
労
働
者
を
同
時
に
雇
用
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
こ
れ
は
相
互
対
立
の
問
題
と
い
う
よ
り
、
集
団

　
雇
用
を
前
提
と
す
る
た
め
複
数
の
労
働
隊
を
雇
用
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（
1
8
）
O
耳
ざ
究
拝
型
留
巳
3
＜
段
竃
凱
馨
牙
乙
窪
警
プ
窪
冨
巳
£
§
3
鉢
・
目
・
巨
。
罫
＆
三
塞
3
鉢
5
α
。
h
霞
巳
Φ
扇
巴
ぼ
G
。
刈
逼
一
β
二
獣
た
だ
し
同
じ
半
日

　
就
労
と
い
っ
て
も
、
常
雇
妻
の
場
合
、
村
の
女
た
ち
ほ
ど
に
「
自
由
な
」
自
ら
の
労
働
力
処
分
権
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
グ
ー
ツ
の
雇
用
者
は
、
常
雇

　
労
働
者
の
家
族
を
必
要
に
応
じ
て
調
達
で
き
る
グ
ー
ツ
の
潜
在
的
な
労
働
力
と
見
な
す
観
念
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
書
の
第
五
章
を
参

　
照
の
こ
と
。

（
1
9
）
本
章
後
掲
注
（
5
3
）
参
照
。
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（
2
0
）
キ
リ
ス
ト
昇
天
祭
匡
冒
目
。
雨
ぼ
T
9
身
一
は
復
活
祭
か
ら
四
〇
日
目
。
復
活
祭
後
の
五
番
目
の
日
曜
日
に
続
く
木
曜
日
と
さ
れ
る
。
（
前
掲
、
図
説
ド
イ
ツ
民

　
族
学
小
事
典
よ
り
。
）

（
2
1
）
三
聾
一
レ
帥
＆
讐
σ
魯
亀
3
。
P
。
り
」
d
－
一
d
■

（
2
2
）
ω
倉
邑
黛
。
っ
‘
U
富
壌
p
巳
Φ
婁
び
。
一
け
段
ぎ
α
。
P
彗
牙
一
塗
∩
諏
＆
。
る
δ
善
N
。
。
民
訂
窪
雪
色
ぼ
①
望
尋
弾
蒔
唇
α
p
冒
》
ぎ
む
一
ρ
浮
一
一
Φ
ら
F
q
っ
，
＄
。
。
N
－
。
。
憎
田
一
鼠
∩
F

　
O
レ
3
。
ま
（
昌
・
9
巳
囚
巳
ε
h
α
段
す
ロ
巳
目
鴇
＆
警
ぎ
O
一
磐
α
昌
請
∩
訂
塗
一
魯
窪
Q
り
鉱
。
噂
O
雷
3
魯
R
〈
9
創
騨
鼠
ぼ
①
匹
霧
ら
，
富
ぼ
冨
＆
。
霧
匡
q
・
ぢ
お
」
P
d
①
出
戸
O
。
」
全
、

　
こ
れ
に
よ
る
と
男
子
の
日
給
は
、
土
着
労
働
者
と
季
節
労
働
者
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

（
2
3
）
ζ
。
醇
－
囚
幕
魯
ξ
α
p
一
＝
■
』
β
ロ
・
塁
ぽ
の
一
冨
亀
階
日
冨
＆
，
N
巽
q
っ
一
一
轟
n
｛
9
暮
『
ぎ
α
q
市
び
霧
3
瑞
一
〇
。
n
R
午
き
窪
冒
菊
き
日
閏
”
目
o
〈
R
一
2
P
国
①
一
亀
。
匡
ご
鴇
■

（
2
4
）
典
型
的
な
事
例
を
］
つ
だ
け
あ
げ
て
お
こ
う
。
た
だ
し
内
容
は
適
宜
要
約
し
た
。

　
E
B
は
】
九
〇
三
年
ヘ
ッ
セ
ン
生
ま
れ
。
卒
業
後
は
家
事
奉
公
人
。
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
の
場
で
、
建
設
労
働
者
だ
っ
た
夫
と
知
り
合
い
一
九
二
二
年
結
婚
、

夫
の
住
む
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
ブ
ル
ク
ド
ル
フ
に
移
り
住
む
。
当
初
は
嫁
ぎ
先
に
溶
け
込
め
な
か
っ
た
。
彼
女
は
村
の
女
た
ち
が
気
が
強
く
気
位
が
高
い
と
感

じ
た
し
、
夫
の
家
族
は
彼
女
の
ヘ
ッ
セ
ン
な
ま
り
を
批
判
し
た
。
一
九
二
三
年
か
ら
地
元
の
缶
詰
工
場
で
働
く
。
一
九
二
四
年
と
一
九
二
七
年
に
出
産
す
る

が
、
姑
が
子
供
の
面
倒
を
み
た
た
め
仕
事
は
続
け
る
。
し
か
し
姑
が
一
九
二
九
年
に
死
亡
。
子
供
を
幼
稚
園
に
預
け
た
が
、
二
歳
の
長
男
は
幼
稚
園
に
な
じ

め
ず
、
結
局
工
場
で
の
仕
事
を
辞
め
女
子
農
業
労
働
者
と
な
る
。
午
前
中
は
家
に
い
て
、
午
後
は
仕
事
に
出
か
け
た
。
こ
の
間
子
供
は
児
童
の
子
守
。
。
号
巳
宰

日
注
3
窪
に
預
け
た
。
農
業
日
雇
い
の
稼
ぎ
は
週
七
・
五
マ
ル
ク
、
せ
い
ぜ
い
家
賃
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
。
恐
慌
期
は
夫
が
失
業
。
］
九
三
三
年
以
降
、
子

供
が
学
校
に
通
い
だ
し
、
再
び
工
場
に
行
け
る
よ
う
に
な
っ
て
状
況
は
改
善
し
た
。
夫
は
ナ
チ
覚
と
突
撃
隊
に
入
っ
て
ま
も
な
く
仕
事
を
得
た
。
住
宅
事
情

も
、
小
さ
な
貸
間
を
出
て
、
国
家
補
助
で
建
て
た
「
入
植
住
宅
。
。
巨
一
巨
q
p
訂
9
」
に
移
っ
て
改
善
さ
れ
た
。
毎
月
三
五
マ
ル
ク
の
ロ
ー
ン
は
重
く
は
な
か
っ

た
。
彼
女
が
「
ヒ
ト
ラ
ー
は
多
く
の
恵
み
を
与
え
て
く
れ
た
」
と
確
信
し
て
い
る
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。
浮
9
貴
。
。
る
ご
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な
お
、
土
着
農
村
婦
人
と
ナ
チ
ズ
ム
の
関
連
に
つ
い
て
は
本
書
の
補
説
（
三
〇
九
頁
以
下
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
2
5
）
穿
登
p
鼻
■
○
‘
Q
。
’
9
n
O
9
ざ
。
∩
拝
ρ
曾
○
‘
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。
」
0
8
〕
℃
『
巳
｝
鍔
＆
鴇
げ
魯
包
魯
。
P
。
り
」
一
ド

（
2
6
）
ω
婁
緊
P
F
討
巳
げ
①
＜
穿
撃
轟
昌
山
p
α
q
讐
§
ぎ
容
ざ
ま
R
。
う
6
ぼ
誉
言
ζ
㊦
＆
S
芝
お
。
り
ε
簿
ぐ
ξ
O
窪
ぴ
酵
β
臣
，
ご
望
h
浮
（
o
）
G
。
。
甲
逼
一
遣
－
ま
ド

（
即
）
藤
瀬
浩
司
前
掲
書
三
五
七
～
三
六
】
頁
、
小
沢
脩
前
掲
書
二
〇
六
～
二
二
三
頁
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
2
8
）
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
一
八
七
一
年
の
手
脱
穀
の
脱
穀
歩
合
は
一
七
分
の
一
、
同
じ
く
機
械
脱
穀
歩
合
は
二
五
分
の
一
と
、
当
然
な
が
ら
明
白
な
差
が

　
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
機
械
脱
穀
歩
合
も
］
八
八
四
年
が
二
五
分
の
一
、
］
九
〇
〇
年
が
二
五
分
の
一
か
ら
三
〇
分
の
』
、
一
九
コ
ニ
年
が
二
〇
分
の
一
か
ら
五
〇

　
分
の
　
と
、
世
紀
交
代
期
を
画
期
に
し
て
］
層
の
低
下
と
ば
ら
つ
き
の
拡
大
が
み
ら
れ
る
。
（
ば
ら
つ
き
の
拡
大
傾
向
は
単
に
サ
ン
プ
ル
数
の
拡
大
に
よ
る
も
の

　
か
も
し
れ
な
い
が
Q
葛
の
日
浮
P
q
‘
望
。
日
角
に
雪
げ
仁
西
。
・
3
雪
∪
§
3
R
ロ
巳
α
ぼ
国
p
蜜
『
笙
梶
α
9
属
塁
3
一
需
民
弱
3
の
β
ぼ
O
S
警
腎
こ
曽
ぼ
冒
3
密
『
〈
o
一
冨
ざ
民
。

　
一
ρ
這
α
♪
o
っ
，
m
ど
目
ぎ
o
一
一
①
ゆ
，



（
2
9
）
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
に
お
い
て
も
賃
脱
穀
業
者
に
よ
る
脱
穀
が
み
ら
れ
た
。
た
だ
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
の
際
に
請
負
業
者
は
脱
穀
歩
合
に
応
じ
て
報
酬
を
受
け

　
取
っ
て
お
り
、
こ
の
点
に
脱
穀
歩
合
制
の
残
津
を
垣
聞
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
巨
忌
彗
魯
ぴ
魯
包
Φ
σ
①
P
q
。
」
嵐
占
タ

（
3
0
）
ち
な
み
に
、
一
八
八
丁
八
二
年
の
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
に
お
け
る
一
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
経
営
で
の
蒸
気
脱
穀
機
の
利
用
率
は
五
五
・
八
％
、
そ
の
他
の
脱
穀

　
機
の
利
用
率
は
四
〇
二
％
、
同
じ
く
刈
り
取
り
機
の
利
用
率
は
三
二
％
で
あ
る
。
匹
p
拝
匿
‘
9
琶
簿
鴨
階
島
p
奪
一
邑
9
α
p
象
岳
。
N
邑
鮮
0
8
日
警
げ
①
口
く
醇
巴
良
馨

　
ぼ
α
R
鼠
p
覧
。
σ
g
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q
臼
ω
α
風
。
雪
艮
α
g
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岳
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g
α
R
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g
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N
き
α
q
ロ
＆
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浮
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①
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巨
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日
g
α
q
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匡
8
囚
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昇
毒
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N
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一
p
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畜
凝
∩
訂
戸

　
一
員
日
Φ
一
＝
｝
一
■
＝
び
、
o
。
，
旨
O
■

（
3
1
）
9
0
ゆ
日
目
P
蜀
■
』
■
曽
■
○
ご
し
。
ー
A
。
。
評
＝
匿
一
一
U
目
留
号
魯
。
牙
σ
。
P
q
。
’
一
一
q

（
3
2
V
℃
一
p
無
富
巳
菩
魯
巴
。
幕
ロ
る
』
お
昏
葺
陣
・
鉾
ρ
る
・
曾
こ
の
過
程
は
、
特
に
一
八
六
〇
年
以
降
、
大
農
や
大
甜
菜
経
営
が
労
働
者
社
宅
を
新
築
す
る
と
い

　
う
形
で
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
一
八
六
〇
年
以
前
の
農
場
の
労
働
者
住
居
と
い
う
の
は
、
新
築
で
は
な
く
、
主
に
小
農
民
、
農
業
労
働
者
、
職
人
の
家
や
、
分
割
さ

　
れ
た
農
民
家
屋
を
農
場
が
買
い
取
る
形
が
主
流
で
あ
っ
た
。
巴
巨
り
一
p
巳
聾
魯
亀
魯
。
P
。
。
』
命
界
寄
葺
p
レ
ρ
G
∩
・
ま
F
。
。
ゾ
労
働
者
住
居
の
新
築
が
糖
業
の

　
本
格
的
展
開
と
並
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
私
は
こ
れ
を
土
着
の
熟
練
労
働
者
の
意
義
の
増
大
の
現
れ
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
な
お
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
タ
に
お
い

　
て
も
こ
の
点
は
同
じ
で
、
「
社
宅
」
へ
の
移
行
に
伴
い
建
設
資
材
や
か
ま
ど
の
改
善
が
進
ん
だ
と
い
う
。
ω
。
R
緊
P
¢
■
》
一
き
会
。
邑
ぎ
旨
お
琶
α
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艮
け
Φ
量
勢
3
段

　
閏
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∩
『
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R
ε
家
角
匡
g
σ
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中
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。
■
厭
℃
－
ま
ご
F
ミ
刈
－
嵩
。
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，

（
3
3
）
「
借
地
料
が
土
地
を
借
り
よ
う
と
す
る
人
々
の
無
意
味
な
情
熱
の
た
め
往
々
に
し
て
不
釣
り
合
い
に
高
く
な
る
」
、
「
人
々
は
借
地
に
よ
り
自
己
経
営
を
取
得
し

　
よ
う
と
し
て
お
り
、
こ
れ
が
労
働
者
が
い
っ
こ
う
に
増
え
ず
、
む
し
ろ
減
少
す
る
こ
と
の
根
本
的
な
理
由
で
あ
る
」
と
。
9
＆
B
彗
P
卸
騨
」
・
ρ
』
訟
S
F

　
呂
P
村
落
定
住
者
の
家
の
所
有
へ
の
志
向
は
、
も
っ
と
明
確
で
あ
る
。
一
九
世
紀
後
半
、
農
業
日
雇
い
、
農
村
手
工
業
者
、
自
営
業
者
、
農
村
労
働
者
の
家
の
数

　
が
著
し
く
増
大
し
、
特
に
旧
来
の
集
落
の
外
側
に
、
道
路
に
沿
う
形
で
彼
ら
の
新
し
い
家
が
建
ち
並
ん
だ
と
い
う
。
寄
∩
ザ
』
・
曽
P
る
あ
累
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク

　
に
つ
い
て
も
、
農
民
的
な
小
所
有
は
農
業
労
働
者
た
ち
の
夢
で
あ
っ
た
と
い
う
。
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巳
舞
。
養
。
＝
の
・
衆
〉
Z
民
罫
。
芭
・
α
q
9
〈
匹
R
薯
5
一
9
・
∩
『
霧
ζ
＆
聾
9
げ
Φ
＆
雪
〉
浮
α
p
器
。
q
レ
σ
訂
p
α
Q
目
α
罪
奮
匙
R

　
琵
誰
＆
再
『
8
＞
ぴ
魯
R
冒
零
2
穿
3
9
。
り
［
轟
日
〈
ぢ
。
？
這
界
貫
≧
＆
ぽ
鐸
。
。
o
N
芭
α
q
§
痔
げ
β
毘
■
図
屡
ざ
ぢ
。
。
み
な
お
、
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
前
掲
飯

　
田
収
治
「
帝
制
期
ド
イ
ツ
の
外
国
人
労
働
者
統
計
資
料
に
つ
い
て
」
が
参
考
に
な
る
。

（
3
6
）
＞
9
匹
窪
爵
α
p
①
『
∩
ぼ
一
翁
。
∩
陣
∩
羅
謁
ぎ
α
q
。
暴
9
α
R
浮
一
α
p
Z
彗
き
藍
号
ヨ
お
8
①
言
9
出
穿
。
尋
。
。
粋
∩
膏
謁
ぎ
α
q
。
毫
。
こ
。
訂
9
9
区
静
一
竃
島
。
一
耳
く
R
吾
ρ

　
一
ぎ
窪
課
巳
p
ぢ
罫
。
。
」
。
。

迄
声
遂
拝
な
お
、
こ
の
文
献
が
ど
う
い
う
経
過
で
出
版
さ
れ
た
の
か
は
今
の
と
こ
ろ
全
く
不
明
で
あ
る
。
レ
ー
バ
イ
ン
の
自
叙

　
伝
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。

（
列
車
は
ベ
ル
リ
ン
に
着
い
た
。
）
車
掌
が
叫
ぶ
、
「
ベ
ル
リ
ン
ー
シ
ュ
レ
｝
ジ
エ
ン
駅
」
。
「
ベ
ル
リ
ン
ー
ポ
ー
ラ
ン
ド
駅
だ
」
そ
ん
な
ち
ゃ
か
し
た
言
葉
が
合
問
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に
聞
こ
え
て
き
た
。
…
…
通
行
人
が
半
分
は
好
奇
心
で
、
半
分
は
同
情
心
か
ら
我
々
を
み
て
い
た
。
「
ま
た
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
］
群
だ
」
そ
う
い
わ
れ
た
。

…
－
ホ
～
ム
に
移
動
す
る
間
に
も
、
見
物
人
か
ら
「
バ
カ
な
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
た
ち
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
私
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
な
ん
て
全
く
話
せ
な

い
の
に
、
こ
こ
で
は
私
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
…
…
故
郷
で
は
西
部
諸
州
は
す
べ
て
ザ
ク
セ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
す
べ

て
の
ザ
タ
セ
ン
ゲ
ン
ガ
ー
が
、
簡
単
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
寄
浮
晋
』
レ
ρ
る
■
欝
－
α
。
。
、

（
3
7
）
表
3
－
4
の
出
典
を
参
照
せ
よ
。

（
3
8
）
評
善
暫
㊥
界
F
欝
U
騨
〆
。
⇒
量
ぎ
げ
日
3
皐
訂
巳
聾
魯
R
酵
9
誤
B
歯
警
げ
§
巨
α
q
レ
p
且
与
魯
巨
α
囚
蛋
3
a
R
け
F
票
腕
浮
ぢ
自
外
国
人
農
業
労

　
働
者
の
「
契
約
破
棄
」
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
↓
次
史
料
は
現
在
の
と
こ
ろ
発
見
で
き
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
各
種
文
献
に
掲
載
し
て
あ
る
事
例
を
カ
ー
ド

　
化
し
て
収
集
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
が
、
結
局
こ
こ
で
は
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
の
こ
の
調
査
報
告
に
大
幅
に
依
拠
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
本
節
の

　
　
「
契
約
破
棄
」
に
関
す
る
分
析
は
外
国
人
比
率
の
最
も
高
か
っ
た
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
地
方
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
3
9
）
お
そ
ら
く
ロ
シ
ア
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
こ
と
で
あ
る
。

（
4
0
）
票
h
9
げ
R
q
q
』
』
■
○
■
も
」
い
、

（
4
1
）
国
σ
・
民
欝
o
。
■
芯
■

（
4
2
）
団
σ
。
且
p
り
し
っ
、
雛
区
、

（
4
3
）
「
農
業
労
働
者
の
契
約
は
決
し
て
任
意
の
契
約
で
は
な
く
、
農
業
労
働
共
同
体
、
し
た
が
っ
て
農
業
と
民
族
の
扶
養
が
そ
こ
に
基
礎
を
置
く
と
こ
ろ
の
契
約
で

　
あ
る
」
国
ぼ
。
p
σ
缶
歯
犀
｝
国
Φ
冒
讐
窓
騨
岸
一
肉
8
8
穿
ら
8
払
9
賦
■

（
4
4
）
具
体
的
に
い
う
と
、
一
週
あ
た
り
の
「
完
全
デ
プ
タ
ー
ト
」
の
現
物
支
給
内
容
は
、
パ
ン
］
O
ポ
ン
ド
、
大
麦
ミ
ー
ル
ま
た
は
ラ
イ
ス
一
〇
ポ
ン
ド
、
豆
　
ポ

　
ン
ド
、
穀
粉
一
ポ
ン
ド
、
豚
の
脂
身
一
ポ
ン
ド
、
肉
一
ポ
ン
ド
、
じ
ゃ
が
い
も
二
五
ポ
ン
ド
、
脱
脂
乳
七
リ
ッ
ト
ル
、
完
全
乳
三
・
五
リ
ッ
ト
ル
、
塩
○
・
五
ポ

　
ン
ド
。
こ
れ
に
対
し
て
「
半
デ
プ
タ
ー
ト
」
の
内
容
は
、
じ
ゃ
が
い
も
二
五
ポ
ン
ド
、
脱
脂
乳
七
リ
ッ
ト
ル
ま
た
は
完
全
乳
三
・
五
リ
ッ
ト
ル
、
お
よ
び
穀
粉
一

　
ポ
ン
ド
で
あ
る
Q
ζ
異
ぎ
且
R
＞
ご
ト
巨
剛
え
禽
ぼ
零
磐
象
貫
訂
箒
二
p
廷
段
号
葺
・
り
3
呂
ζ
巳
呈
霧
3
鮮
堕
唱
9
雪
這
鳳
ひ
、
＝
一
A
惹
■

（
4
5
V
早
N
∩
爵
貫
p
p
■
○
‘
φ
。
。
α
■

（
4
6
）
団
σ
。
民
斜
し
っ
■
3
ー

（
4
7
）
む
ろ
ん
、
そ
の
背
景
に
労
働
市
場
に
お
け
る
季
節
労
働
者
不
足
の
も
と
で
彼
ら
の
取
引
力
が
増
大
す
る
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
私
が
み
た
行

　
政
文
書
史
料
の
な
か
に
、
た
ま
た
ま
一
九
〇
七
年
八
月
一
七
日
付
、
つ
ま
り
穀
物
収
穫
期
に
お
け
る
『
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
新
聞
鼠
Φ
＆
9
ど
お
R
詔
3
旨
馨
9
』

　
と
い
う
名
の
地
方
新
聞
の
記
事
の
切
り
抜
き
が
あ
り
、
そ
の
裏
に
求
人
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
た
っ
た
一
日
だ
け
な
の
に
七
件
も
の
求
人
募
集
が

　
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
四
件
は
明
確
に
組
頭
を
頭
と
す
る
集
団
の
季
節
労
働
者
の
募
集
で
あ
り
、
他
の
場
合
も
明
記
は
し
て
な
い
が
内
容
か
ら
外
国
人
季

　
節
労
働
者
の
集
団
募
集
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
客
R
浮
昏
葭
躊
3
。
冨
巳
①
Q
・
訂
看
婁
＆
＜
。
。
n
冒
a
P
竃
昌
黄
ぼ
日
牙
二
目
§
。
っ
∩
牙
包
P
冬
」
ま
。
。
一
あ
」
＆
・
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（
4
8
）
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
は
、
従
来
は
「
対
ス
ラ
ブ
人
の
民
族
政
策
の
名
の
も
と
に
定
住
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
」
「
ユ
ン
カ
i
利
害
と
国
家

　
の
対
ス
ラ
ブ
民
族
政
策
の
妥
協
の
産
物
」
と
い
う
観
点
で
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
そ
の
前
史
と
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
奉
公
人
を
め
ぐ
る
問
題

　
の
処
理
の
経
験
が
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
飯
田
収
治
前
掲
論
文
「
帝
政
ド
イ
ツ
に
お
け
る
外
国
人
農
業
労
働
者
と
そ
の
受
け
入
れ
の
構
造
」
六
六

　
～
七
五
、
八
O
頁
。
ω
＆
p
内
‘
＜
○
ヨ
＞
島
≦
雪
α
R
呂
α
Q
9
・
狂
区
讐
β
≧
訂
富
＆
p
診
ぼ
『
巳
る
・
き
u
塁

（
4
9
）
既
述
の
オ
ス
ト
プ
ロ
イ
セ
ン
出
の
季
節
労
働
者
M
に
よ
れ
ば
、
彼
の
参
加
し
た
ド
イ
ツ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
を
中
心
と
す
る
集
団
は
、
既
婚
の
男
た
ち
が
四
人
（
彼

　
ら
は
妻
を
連
れ
て
い
な
い
）
、
一
七
才
か
ら
二
七
才
の
若
い
独
身
の
男
が
八
人
、
そ
し
て
娘
た
ち
が
一
三
人
の
計
二
五
人
か
ら
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
組
頭
の
家

　
族
（
妻
と
子
供
）
が
加
わ
っ
た
と
い
う
。
＞
畠
留
B
醤
q
q
。
冨
3
昌
9
。
っ
簿
∩
ぼ
①
諮
ぎ
o
q
誤
る
・
ご
－
鼠
・

（
5
0
）
「
契
約
破
棄
を
す
る
の
は
男
子
が
主
で
あ
り
、
特
に
独
身
男
子
が
主
要
な
部
分
を
な
し
て
い
る
」
。
9
鴇
ざ
旦
∩
N
も
」
・
○
‘
。
り
」
累
具
体
的
な
事
例
と
し
て
、

　
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ブ
ル
ク
地
区
か
ら
の
事
例
を
あ
げ
て
お
く
。

農
地
面
積
は
二
七
〇
〇
モ
ル
ゲ
ン
（
阿
六
七
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
で
、
う
ち
三
五
モ
ル
ゲ
ン
に
、
人
参
、
カ
ブ
カ
ン
ラ
ン
（
1
1
飼
料
カ
ブ
の
］
種
）
、
甜
菜
な
ど
の

根
菜
類
を
、
さ
ら
に
｝
五
〇
モ
ル
ゲ
ン
に
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
作
付
け
し
て
い
る
。
私
の
農
場
労
働
者
は
、
｝
二
人
の
日
雇
い
（
ホ
ー
フ
ゲ
ン
ガ
ー
付
き
）
、
｝
こ

人
の
デ
プ
タ
ン
ト
、
一
］
人
の
独
身
奉
公
人
、
若
干
名
の
隠
居
人
、
そ
し
て
五
人
の
い
わ
ゆ
る
「
他
所
者
」
（
”
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
ホ
イ
ス
ラ
ー
で
、
冬
に

農
場
の
林
業
に
従
事
す
る
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
、
昨
年
（
一
九
〇
六
年
）
三
月
一
五
日
に
一
五
～
一
八
人
の
西
プ
ロ
イ
セ
ン
の
季
節
労
働
者
（
娘
と
青
年
）
が

加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
成
人
男
子
は
い
ろ
い
ろ
と
不
満
を
も
ち
契
約
破
棄
に
走
り
や
す
い
の
で
雇
用
し
な
か
っ
た
。
…
…
だ
が
、
翌
月
に
は
既
に
三
人
の
青

年
が
姿
を
消
し
て
い
た
。
警
察
は
彼
ら
に
罪
あ
り
と
し
た
が
、
行
方
が
確
認
で
き
ず
、
こ
の
た
め
罰
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
三
週
間
後
、
他
の
三
人
の
青
年
が

い
な
く
な
っ
た
が
、
罪
あ
り
と
さ
れ
て
罰
せ
ら
れ
た
。
］
人
は
四
〇
マ
ル
ク
の
費
用
で
連
れ
戻
さ
れ
た
。
満
腹
に
な
る
ま
で
こ
こ
に
い
た
が
、
ま
た
す
ぐ
に

い
な
く
な
り
、
再
び
罰
せ
ら
れ
た
が
連
れ
戻
さ
れ
な
か
っ
た
。
じ
ゃ
が
い
も
収
穫
が
は
じ
ま
る
頃
に
な
る
と
、
ま
だ
残
っ
て
い
た
こ
人
の
娘
が
全
員
や
っ

て
き
て
、
契
約
に
よ
る
請
負
賃
金
で
は
こ
れ
以
上
働
く
気
は
し
な
い
と
言
っ
た
。
私
は
彼
女
ら
に
次
の
昼
食
時
ま
で
に
こ
こ
か
ら
出
て
い
く
よ
う
に
命
令
し

た
。
む
ろ
ん
一
人
あ
た
り
四
五
マ
ル
ク
の
保
証
金
の
払
い
戻
し
は
せ
ず
に
で
あ
る
。
す
る
と
彼
女
た
ち
は
め
そ
め
そ
泣
い
た
り
が
た
が
た
震
え
は
じ
め
た
。

全
員
が
泣
き
顔
で
や
っ
て
き
て
、
雇
用
を
継
続
す
る
よ
う
に
頼
ん
で
き
た
。
娘
た
ち
は
よ
く
働
い
た
か
ら
私
は
こ
の
頼
み
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。
こ

れ
で
よ
う
や
く
彼
女
た
ち
は
静
ま
り
、
最
後
ま
で
満
足
し
て
働
い
た
。
後
に
な
っ
て
私
の
管
理
人
の
聞
き
知
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
あ
る
見
知
ら
ぬ
組
頭
が
、

彼
女
た
ち
を
甜
菜
収
穫
の
た
め
に
獲
得
し
よ
う
と
し
た
が
、
今
回
は
成
功
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
撃
器
号
R
q
q
・
囚
呂
冨
ぎ
耳
丙
F
。
り
」
N
ム
轡

（
5
1
）
「
女
は
そ
う
い
う
段
階
を
踏
む
こ
と
を
躊
躇
し
た
。
荷
物
を
抱
え
て
俊
敏
に
動
け
る
だ
け
の
体
力
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
」
ζ
農
9
蜜
曹
目
〔
零
○
蒔
誤
も
・

　
o
。
α
ー
o
o
刈
い
頃
鉱
e
一
∩
F
p
，
m
■
○
ご
o
。
■
ご
S

（
5
2
）
女
子
固
有
の
契
約
破
棄
の
事
例
と
し
て
は
、
た
っ
た
一
例
だ
け
、
雇
用
者
が
彼
女
た
ち
の
「
営
舎
」
の
掃
除
を
命
じ
た
と
こ
ろ
、
自
分
た
ち
は
農
業
労
働
に
雇

　
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
「
そ
ん
な
仕
事
を
す
る
く
ら
い
な
ら
町
で
女
中
の
仕
事
を
選
ん
で
い
た
さ
」
と
激
高
し
て
命
令
に
従
う
こ
と
を
拒
否
し
、
娘
た
ち
の
連
れ
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合
い
と
も
ど
も
農
場
を
出
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
事
例
が
あ
る
。
常
N
募
・
ζ
‘
浮
嘗
器
受
R
牙
蕊
禽
ぼ
。
品
餌
諮
段
ぼ
ω
舞
＆
8
汀
茜
頴
9
・
9
彦
匹
q
。
隻
a
Φ
P

　
乞
帥
ロ
臨
簿
B
ヨ
ぢ
吊
一
〇
〇
、
一
〇
軌

（
5
3
）
例
え
ば
、
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
か
ら
季
節
労
働
者
を
五
人
雇
用
し
て
い
る
表
3
－
2
の
5
番
の
七
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
農
場
の
請
負
労
働
の
賃
金
率
は
、
一
ヘ
ク
タ
ー

　
ル
あ
た
り
で
冬
穀
収
穫
一
八
マ
ル
ク
、
夏
穀
収
穫
一
六
マ
ル
ク
、
ク
ロ
ー
バ
～
刈
り
八
マ
ル
ク
、
甜
菜
収
穫
四
〇
マ
ル
ク
（
山
積
み
な
し
）
ま
た
は
五
ニ
マ
ル
ク

　
（
↓
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
た
り
八
山
、
』
五
セ
ン
チ
の
土
か
け
）
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
ロ
シ
ア
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
を
二
八
人
雇
用
し
て
い
る
1
2
番
の
一
八
○
ヘ
ク
タ
ー

　
ル
農
場
は
、
穀
物
中
耕
八
～
↓
○
マ
ル
衆
冬
穀
収
穫
が
一
四
マ
ル
ク
、
ク
ロ
ー
バ
i
刈
り
六
マ
ル
ク
、
甜
菜
収
穫
四
八
～
六
〇
マ
ル
ク
（
山
積
み
・
土
か
け
あ

　
り
）
と
な
っ
て
い
る
。
0
9
ぼ
角
芹
簿
』
■
P
」
戸
訟
跨
℃
〔
門
目
α
乞
Φ
σ
9
“
q
σ
R
旨
ぼ
。
P
噂
ぴ
。
凱
n
ぼ
U
ー

（
5
4
）
頃
。
5
涛
F
p
鉾
○
‘
q
。
」
瓜
ρ
一
台

一
命
、

（
5
5
）
「
収
穫
の
際
に
は
ペ
ア
評
・
・
3
が
協
力
し
て
働
く
。
男
は
刈
り
人
と
し
て
、
女
は
結
束
人
と
し
て
。
賃
金
は
た
い
て
い
ペ
ア
で
払
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
募
集
の
際

　
に
も
ペ
ア
で
の
契
約
が
結
ば
れ
る
。
」
ぽ
N
富
》
鈴
■
○
こ
G
。
ふ
。
（
ぎ
日
」
）
ま
た
、
大
経
営
に
お
い
て
は
、
季
節
労
働
者
へ
の
夏
場
の
雇
用
創
出
へ
の
配
慮
か
ら
、

　
経
営
規
模
の
割
に
刈
取
機
の
導
入
が
少
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
＞
∩
臣
一
β
壽
婁
ζ
冥
巴
一
9
う
B
霧
＆
q
｝
堕
畳
＆
三
身
p
浮
B
β
p
曾
・
ρ
届
し
冨
占
婁

（
5
6
）
の
日
ぎ
R
亘
p
』
・
○
■
届
」
昼
も
っ
と
も
、
甜
菜
収
穫
過
程
に
機
械
が
導
入
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
請
負
の
あ
り
方
に
変
化
が
生
じ
た
こ
と
は
当
然
予
想
さ
れ

　
る
。
表
3
－
2
の
2
0
番
農
場
は
カ
ブ
堀
り
機
蓉
び
9
ぼ
腎
h
を
導
入
し
て
い
る
。

（
5
7
）
卜
9
階
旨
日
品
Φ
ど
3
魯
9
。
。
碧
げ
・
・
。
謁
ぎ
α
q
撃
逼
。
。
9
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
の
「
共
同
台
所
」
も
、
こ
れ
と
類
似
し
た
内
容
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
＝
Φ
耳
穿
逼
p
・
ρ
｝

　
G
っ
，
区
丼

（
5
8
）
＞
9
号
5
月
茜
の
ど
畠
の
げ
藷
o
。
騨
3
器
謁
ぎ
o
q
の
〔
の
》
o
。
ー
o
。
脚
■

（
5
9
）
「
規
則
の
上
で
は
、
家
族
の
入
国
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
…
…
し
か
し
、
現
実
に
は
移
動
労
働
者
の
多
く
は
夫
婦
で
あ
る
。
夫
に
し
て
み
れ
ば
妻
が
い
る
方
が

　
確
実
だ
し
、
両
者
で
力
を
合
わ
せ
て
働
け
ば
貯
蓄
も
倍
に
な
る
。
請
負
仕
事
は
た
い
て
い
の
場
合
二
人
の
ペ
ア
で
の
仕
事
か
ら
な
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
夫
婦
入

　
国
に
関
わ
る
管
理
は
全
く
行
わ
れ
て
い
な
い
。
兄
弟
姉
妹
や
親
類
も
同
じ
姓
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
目
扇
一
厨
葬
四
』
■
○
‘
G
。
」
8

（
6
0
V
な
お
、
組
頭
と
「
契
約
破
棄
」
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
飯
田
が
特
に
「
プ
ロ
イ
セ
ン
渡
り
」
の
集
団
性
を
強
調
す
る
文
脈
で
、
「
季
節
労
働
者
を
搾
取
し
、

　
契
約
破
棄
を
そ
そ
の
か
す
組
頭
」
像
を
批
判
し
、
彼
ら
の
一
体
性
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
季
節
労
働
者
に
つ
い
て
も
、
出
身
村
落
の
地
縁
的
結
合
の
強
固
さ

　
を
、
出
稼
ぎ
リ
ス
ク
を
小
さ
く
さ
せ
る
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
飯
田
収
治
前
掲
論
文
「
『
プ
ロ
イ
セ
ン
渡
り
』
の
季
節
労
働
者
に
つ
い
て
（
上
）
」
四
四

　
頁
、
四
七
～
四
九
頁
、
五
四
頁
。

（
6
1
）
一
Φ
N
身
』
鼻
9
る
㍉
9
全
く
同
様
の
こ
と
は
フ
リ
ー
デ
ベ
ル
ク
田
巴
菩
Φ
歯
（
Z
窪
§
琶
に
つ
い
て
も
い
わ
れ
て
い
る
。
浮
。
民
簿
届
㍉
。
耳

（
6
2
）
団
ぴ
自
魯
》
“
。
。
ら
、

（
6
3
）
。
。
旦
。
盆
P
U
段
く
臼
欝
噸
び
ε
3
α
。
二
嘗
α
旦
暴
3
駄
葛
号
自
》
ぴ
魯
R
ぼ
℃
o
B
日
R
P
旦
N
。
厨
∩
ぼ
一
噛
題
鐸
＞
噌
碧
℃
o
一
置
F
≦
一
」
α
Q
，
Z
け
心
博
切
Φ
岳
p
ご
o
P

（
6
4
）
。
り
N
品
き
P
F
望
巴
陣
＆
£
塞
∩
訂
窪
∩
『
8
≧
σ
。
一
§
－
＜
。
ま
一
B
寓
。
ぎ
匹
Φ
『
汐
o
ξ
N
野
p
民
。
＆
旨
α
q
ぼ
㌃
ぼ
①
ぢ
。
沖
ω
m
旨
臣
も
一
ρ
。
り
■
m
凱
h
F
一
ま
ご
℃
■
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（
6
5
）
鼠
憎
ぎ
三
∩
N
』
■
陣
■
○
‘
。
。
」
墨

（
6
6
）
ご
N
§
量
》
ρ
鉾
ρ
。
。
■
。
。
m
■

（
6
7
）
零
8
∩
虜
霞
P
頃
こ
冒
＆
£
翁
3
鉢
一
｛
3
Φ
《
p
巳
の
門
讐
σ
魯
R
ぼ
鼠
R
ζ
8
び
9
q
q
Ψ
ぢ
8
き
α
這
。
ρ
賞
N
Φ
富
∩
匿
坤
穿
＞
噌
”
壱
o
一
試
F
写
」
ど
ら
o
ρ
。
。
■
台
。
。
，

（
6
8
）
厚
N
∩
一
酵
ξ
p
p
ρ
。
。
，
。
。
u
ー

（
6
9
）
Q
。
［
o
一
。
9
P
p
』
、
○
‘
。
。
」
o
。
糟

（
7
0
）
U
一
。
＜
Φ
§
一
篇
一
目
α
q
p
島
憲
巳
一
9
【
3
段
》
ぴ
Φ
一
§
惣
h
罫
＆
a
誤
∩
訂
F
貫
寄
一
∩
厨
鶏
げ
。
一
暮
聾
ρ
≦
H
」
α
q
■
Z
戸
＝
し
8
P
し
っ
■
。
。
N
刈
，

（
7
1
）
］
九
一
三
～
一
九
］
四
年
の
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
に
お
け
る
外
国
人
国
外
追
放
処
分
の
文
書
を
み
る
と
、
乞
食
、
窃
盗
、
放
浪
な
ど
の

　
軽
犯
罪
者
、
売
春
婦
な
ど
に
混
じ
っ
て
、
季
節
労
働
者
が
「
契
約
破
棄
」
を
理
由
に
国
外
追
放
処
分
さ
れ
て
い
る
。
鼠
巳
馨
需
耳
Q
。
色
窃
註
α
q
寄
，
脚
8
－
旨
8
y

（
7
2
）
「
移
動
労
働
者
に
対
し
て
批
判
が
高
い
の
は
、
ふ
つ
う
は
そ
の
住
環
境
の
せ
い
で
あ
る
。
」
岸
量
欝
軍
p
』
・
○
・
る
』
・
3

（
7
3
）
例
え
ば
、
第
一
章
表
－
と
②
の
農
場
で
は
、
一
八
八
三
年
に
は
じ
め
て
ザ
ク
セ
ン
ゲ
ン
ガ
ー
を
導
入
し
た
際
、
羊
小
屋
が
住
居
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　
菊
魯
σ
鉱
P
p
p
O
‘
し
。
■
旨
O
「

（
7
4
）
＝
器
捧
望
①
。
っ
3
嘗
§
≦
o
『
p
巨
q
q
9
首
率
の
幕
。
。
o
姦
P
旦
N
。
富
∩
ぼ
部
穿
家
巴
巨
量
ヲ
留
日
日
（
以
下
、
N
ト
客
中
と
略
記
）
、
鼻
嗣
v
冬
ー
ρ
ぢ
8
る
」
。
。
u

　
－
G
。
。
・
こ
の
行
政
規
制
や
調
査
は
ト
ラ
ホ
ー
ム
、
チ
フ
ス
、
ジ
フ
テ
リ
ア
な
ど
の
伝
染
病
の
存
在
を
契
機
に
着
手
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。
以
下
、
住
居
に
関
す
る

　
叙
述
の
う
ち
、
ハ
ー
ゼ
の
こ
の
論
文
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
い
ち
い
ち
典
拠
を
示
さ
な
い
。

（
7
5
）
く
α
q
ピ
○
一
匿
∩
F
墨
（
黄
y
Q
・
。
N
等
。
旨
ぼ
〈
9
旨
。
ぎ
属
浮
Q
n
。
江
Φ
ご
。
。
α
α
ー
孚
。
＆
①
蓼
＆
。
層
σ
景
び
の
冒
霊
σ
9
彗
訂
：
巳
一
え
9
浮
∩
ざ
婁
穿
。
＆
R
ぎ
ξ
N

　
。
。
弐
訂
。
P
穿
岳
⇒
ぢ
・
。
p
逼
這
。
・
こ
の
」
・
ヘ
ゼ
キ
ー
ル
の
一
八
六
六
年
報
告
が
、
管
見
の
限
り
最
も
古
い
ザ
ク
セ
ン
ゲ
ン
ガ
ー
に
関
す
る
報
告
で
あ
る
。

（
7
6
）
「
労
働
者
が
土
着
の
労
働
者
と
分
離
さ
れ
る
の
は
民
族
政
策
の
次
元
の
問
題
な
の
だ
。
性
の
区
別
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
「
営
舎
」
に
お
い
て
も
で
あ
る
。
」
卓
N
∩
ぴ

　
。
コ
匡
】
p
p
O
¢
o
o
■
℃
◎

（
7
7
）
（
ポ
ー
ゼ
ン
に
つ
い
て
）
「
労
働
力
不
足
の
な
か
で
、
人
々
は
良
質
の
住
宅
の
提
供
に
よ
っ
て
デ
プ
タ
ン
ト
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
」
霧
魯
實
。
。
ら
沖

（
7
8
V
》
島
留
日
日
お
。
冒
3
魯
9
し
。
帥
∩
訂
①
謁
9
α
q
塞
》
δ
評
「
（
ア
ー
レ
ン
ス
ハ
ー
ゲ
ン
＞
ぼ
。
霧
訂
α
q
9
の
農
場
の
ロ
シ
ア
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
た
ち
に
お
い
て
は
）
一
つ

　
の
部
屋
に
二
人
の
若
い
労
働
者
が
一
緒
に
寝
起
き
す
る
。
む
ろ
ん
ベ
ッ
ト
は
一
つ
で
あ
る
。
」
一
①
N
霧
』
』
・
○
‘
。
。
」
8
・

（
7
9
）
Q
。
∩
臣
ぎ
堕
p
p
■
○
‘
。
っ
ー
。
。
山
“
■

（
8
0
）
国
器
・
り
ρ
≦
§
浮
署
自
α
q
α
R
9
毘
9
。
（
厨
α
旨
Φ
蓉
旨
園
嘗
魯
）
3
旨
3
。
っ
6
ぼ
嘗
P
葺
N
5
ヌ
國
・
払
一
・
嗣
寄
』
N
」
。
。
℃
。
。
あ
＄
℃
・
ち
な
み
に
戦
前
の
日
本
農
村

　
に
お
け
る
ト
ラ
ホ
ー
ム
の
罹
患
率
は
も
っ
と
高
い
。
大
鎌
邦
雄
『
行
政
村
の
執
行
体
制
と
集
落
』
（
日
本
経
済
評
論
社
）
一
九
九
四
年
、
一
三
二
～
一
三
八
頁
。

（
8
1
）
閏
σ
。
巳
斜
9
っ
、
刈
0
9

（
寵
）
　
q
っ
∩
ぴ
B
匡
ρ
辱
『
o
『
岳
①
O
o
厨
プ
旨
o
ε
騨
＜
R
。
っ
∩
江
o
℃
℃
ロ
P
q
p
臨
角
の
β
巳
9
①
α
ロ
R
げ
a
o
＞
ぴ
㊦
一
［
醗
匹
段
α
。
。
ユ
一
∩
『
①
P
勺
旨
O
≦
P
N
O
O
聞
器
眉
ゆ
o
ロ
Q
。
Ψ
一
員
N
，
（
ζ
、
ゆ
ず
一
ド
旨
中
一
2
戸
N
ρ

　
一
〇
〇
℃
o
o
”
o
o
、
α
2
’
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（
8
3
）
田
σ
。
巳
欝
q
っ
’
＄
塁

（
8
4
）
団
σ
Φ
且
m
る
，
＄
鴇

（
8
5
）
頃
p
器
ρ
＜
R
旨
匡
。
署
量
鵬
α
。
旨
9
き
一
〇
9
・
。
（
囚
0
5
R
ζ
p
嘗
。
菩
魯
）
』
■
刈
o
。
n

（
8
6
）
Q
。
3
B
こ
5
粋
■
鉾
○
ー
Ψ
Q
。
マ
＄
令
α
3
，

（
8
7
）
頃
器
9
・
①
》
＜
ω
§
匡
。
旧
目
q
q
α
R
9
着
一
〇
・
n
Φ
（
囚
α
5
。
捧
門
彗
訂
9
魯
y
q
。
，
刈
o
一
■

（
8
8
）
寄
ダ
段
R
。
。
亀
鋒
唇
創
勺
。
∩
ぼ
巳
⇒
9
Φ
蓼
。
N
罫
β
買
N
h
鐸
ω
『
る
y
嗣
。
。
■
ま

m
刈
■

（
8
9
）
《
謎
p
P
O
Φ
旨
口
き
。
自
9
。
○
亀
p
ぼ
8
穿
R
『
α
p
葛
N
警
ぼ
＞
ぴ
。
片
q
ロ
巳
一
ぼ
。
守
ζ
日
風
琶
α
q
㌃
員
N
ト
客
劇
↓
ま
」
q
q
」
℃
一
貸
。
。
」
醤
『

（
9
0
）
国
σ
9
身
｝
・
。
■
一
曝
■

（
9
1
）
「
常
雇
の
人
々
と
他
所
者
の
人
々
と
の
紛
争
を
避
け
る
に
は
、
経
営
的
に
許
さ
れ
る
限
り
だ
が
、
別
々
に
仕
事
を
さ
せ
る
こ
と
を
勧
め
る
。
」
鶏
窪
量
窓
β
p
p
9
逼
命
脚
・

（
9
2
V
き
。
・
留
B
爵
α
q
。
野
3
晋
禽
q
。
簿
∩
訂
。
詣
ぎ
α
q
。
β
。
。
旨
？
コ
■

（
9
3
）
一
。
N
霧
w
p
p
，
○
‘
。
。
臼
＝
ソ
県
N
∩
一
欝
ζ
讐
鉾
簿
■
○
；
。
。
」
一
一
■

（
9
4
）
甲
N
∩
野
尊
p
・
p
ρ
Q
。
」
一
一
・
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
者
を
雇
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
）
我
々
は
自
ら
天
然
痘
や
ト
ラ

　
ホ
ー
ム
が
我
々
の
地
域
で
流
行
す
る
こ
と
を
容
易
に
し
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
入
移
動
労
働
者
が
犯
罪
を
犯
し
や
す
い
た
め
に
裁
判
所
に
過
大
な
負
担
を
か
け
、
我
が
農

　
村
民
の
肉
体
的
精
神
的
な
純
粋
さ
を
ひ
ど
く
傷
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
卑
器
号
Φ
㊥
浮
冒
国
6
良
葵
届
」
ド

（
9
5
）
「
不
潔
な
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
」
「
だ
ら
し
な
い
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
」
と
い
う
類
の
言
説
は
頻
繁
で
あ
る
。
冨
N
訂
》
髄
・
○
‘
。
。
」
。
図
＞
臣
牙
目
↓
お
。
ξ
3
晋
9
Q
。
p
∩
ぼ
撃

　
q
Q
四
謁
。
β
G
っ
」
P
特
に
「
不
潔
」
と
い
う
観
念
は
「
営
舎
」
の
衛
生
状
態
、
と
り
わ
け
ト
イ
レ
な
ど
の
現
実
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
連
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
く
q
q
一
，
属
器
臼
・
ρ
望
Φ
。
。
∩
『
一
R
。
暑
o
『
目
謁
①
p
。
。
」
潔
－
一
R
■

（
9
6
）
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
に
つ
い
て
の
報
告
。
「
土
着
の
労
働
者
た
ち
は
彼
ら
（

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
者
）
を
軽
蔑
し
、
価
値
の
な
い
者
と
見
な
し
て
い
る
。
誰
も
彼

　
ら
と
交
流
を
も
と
う
と
し
な
い
。
…
…
彼
ら
は
男
も
女
も
厩
舎
の
な
か
に
い
る
乳
牛
の
よ
う
だ
。
違
い
は
牛
は
つ
な
が
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
。
」
甲
Φ
巨
寧

　
鴨
旨
る
』
・
ρ
あ
」
a
占
象
・
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
「
厩
舎
の
よ
う
な
営
舎
」
の
あ
り
よ
う
が
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
」
へ
の
差
別
的
視
線
と
重
な
っ
て
い
る
。

（
9
7
）
早
N
∩
一
誹
買
。
っ
■
3

（
9
8
）
「
身
分
証
」
は
多
く
の
文
献
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
の
文
書
館
で
み
た
サ
ン
プ
ル
を
参
照
と
し
た
。
家
①
＆
窪
ど
喧
鴇
ぼ

　
冨
且
g
ぎ
看
蟹
旨
∩
獣
く
o
り
3
薯
a
p
Z
旨
」
ま
o
。
o
』
」
誌
’

（
9
9
）
早
量
訟
蔦
陣
卜
○
・
逼
一
一
。
た
だ
し
、
身
分
証
が
民
族
別
に
色
分
け
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
期
に
お
い
て
は
、
国
籍
以
上
に
「
民
族
」
自
体
が

　
国
家
の
区
別
の
基
準
と
し
て
大
い
に
働
い
て
い
た
こ
と
は
十
分
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
は
こ
の
民
族
別
の
色
分
け
は
な
く
な
る
。
そ
の
代
わ

　
り
に
、
産
業
別
に
色
分
け
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
珊
）
本
書
第
五
章
参
照
。
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第
H
部

ワ
イ
マ
ー
ル

ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
村
社
会
と
農
業
労
働
者



第
四
章

北
西
ド
イ
ツ
の
農
業
労
働
者
と
農
村
ナ
チ
ズ
ム
形
成

　
　
　
ー
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
一
九
二
五
年
～
一
九
三
三
年
ー



は
じ
め
に

　
図
4
｛
は
］
九
三
二
年
七
月
の
国
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
郡
単
位
の
ナ
チ
ス
得
票
率
の
全
国
的
な
分
布
を
表
し
た
地
図
で
あ
る
。
全

体
と
し
て
、
北
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
得
票
率
が
最
も
高
い
こ
と
、
ま
た
、
東
部
地
域
の
ナ
チ
ス
ヘ
の
支
持
が
西
部
ド
イ
ツ
や
南
部
ド
イ

ツ
に
比
べ
て
相
対
的
に
高
い
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

　
一
体
、
な
ぜ
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
の
末
期
に
お
い
て
農
村
が
ナ
チ
ズ
ム
を
支
持
し
た
の
か
。
ど
う
し
て
農
村
が
ナ
チ
ズ
ム
の
社
会

的
基
盤
と
な
っ
た
の
か
。
序
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
．
わ
が
国
に
お
い
て
も
旧
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
従
来
の
近
代
ド
イ
ツ
農
村
史
研

究
の
中
心
軸
を
な
し
て
き
た
の
は
こ
の
問
題
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
従
来
の
研
究
に
対
す
る
私
の
立
場
を
再
度
示
せ
ば
次
の
三
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
点
は
、
そ
れ
が
「
近
代
化
・
市
場

化
に
適
合
で
き
な
い
農
民
像
」
を
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
。
し
か
し
、
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
の
枠
組
み
そ
の
も
の
の
社

会
史
的
意
味
の
方
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
な
ぜ
ナ
チ
ズ
ム
が
虚
構
の
「
単
一
の
ド
イ
ツ
農
民
層
」
を
設
定
し
た
の
か
と
い
う
問
題
で

あ
る
こ
と
。
第
二
点
は
、
「
農
村
H
単
一
の
農
民
層
」
の
設
定
の
結
果
と
し
て
農
村
の
他
の
社
会
グ
ル
ー
プ
の
存
在
が
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
固
有
の
編
成
を
も
つ
農
村
の
日
常
空
問
が
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

と
い
う
問
題
と
も
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
。
最
後
に
、
第
三
点
と
し
て
、
西
南
部
地
域
に
比
べ
相
対
的
に
よ
く
ナ
チ

ス
を
受
容
し
た
東
部
グ
ー
ツ
経
営
地
域
の
民
衆
世
界
の
実
態
が
従
来
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
印
象
的
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　　　　　　ホノレシュタイン　　　　メクレンブノレク　　

ディトマノ…地方曇識　　　　、．覇選

　　＼躾難’。　　　1謹

　野馨雛。》編　　　
一＿＿

羅
□
□

ナチスの得票率が

　　50％以上

30 50％

30％以下

鐸
設4

図4－L　l932年7月国会選挙におけるナチ党の得票の地域分布

出典：トッド『新ヨーロッパ大全II』（藤原書店）1993年，18頁より作成．オリジナ

　　　ルはMllatz，A．，W五hler　und　Wahlen　in　der　Weimarer　Republlk，Bonn　lg65，Karte

　　　13．

な
言
い
方
が
許
さ
れ
る
の
な
ら
、
ワ
イ
マ
ー

ル
期
の
「
東
エ
ル
ベ
」
型
農
村
は
、
激
動
の

世
界
史
を
生
き
る
都
市
や
西
部
農
村
の
世
界

と
は
対
照
的
に
、
ナ
チ
ズ
ム
運
動
に
お
い
て

も
歴
史
か
ら
見
捨
て
ら
れ
、
静
寂
と
伝
統
の

な
か
に
仔
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
す
ら
あ
る

の
だ
。

　
以
上
の
点
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
以
下
第

1
1
部
に
お
い
て
は
、
第
こ
帝
政
期
に
お
け
る

農
業
構
造
の
転
換
の
あ
り
よ
う
を
雇
用
関
係

の
変
化
を
中
心
に
論
じ
て
き
た
第
－
部
の
叙

述
を
受
け
、
特
に
多
様
な
「
他
所
者
」
問
題

の
意
義
に
絡
め
て
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
農
村

社
会
編
成
の
あ
り
よ
う
と
農
村
ナ
チ
ズ
ム
の

形
成
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を

狙
い
と
す
る
。
あ
る
い
は
、
農
村
の
社
会
編

成
の
あ
り
方
を
問
題
に
す
る
視
角
を
通
じ
て
、
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農
業
労
働
者
問
題
と
農
村
ナ
チ
ズ
ム
形
成
の
問
題
の
接
点
を
具
体
的
な
日
常
世
界
の
場
に
探
る
試
み
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
う
ち
第
四
章
で
は
、
特
に
第
二
章
を
受
け
て
、
大
農
村
落
で
あ
る
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
方
を
対
象
に
「
農
業
労
働
者
視
点
か
ら

み
た
も
う
一
つ
の
農
村
ナ
チ
化
」
論
を
展
開
し
た
い
。
具
体
的
に
は
、
移
動
労
働
者
モ
ナ
ー
ヘ
ン
に
焦
点
を
あ
て
つ
つ
、
こ
の
時
期
の

農
業
雇
用
関
係
の
実
態
と
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
中
心
と
す
る
労
働
紛
争
の
処
理
の
仕
方
を
踏
ま
え
た
上
で
、
政
治
衝
突
を
通
し
て
ナ
チ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

が
農
村
の
土
着
民
の
支
持
を
得
て
い
く
過
程
を
可
能
な
限
り
具
体
的
に
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
節
農
業
労
働
者
の
実
態
と
「
開
か
れ
た
」
季
節
労
働
市
場

　
第
一
章
で
み
た
よ
う
に
、
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
方
は
、
四
〇
～
六
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
規
模
の
大
農
経
営
が
支
配
的
な
と
こ
ろ
で
、
既

に
前
世
紀
末
よ
り
肉
牛
肥
育
、
キ
ャ
ベ
ツ
、
小
麦
作
を
中
心
と
し
た
商
業
的
農
業
が
発
達
し
て
い
た
地
域
で
あ
る
。
表
4

－
は
当
該
地

域
の
農
業
規
模
別
階
層
構
成
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
帝
政
期
に
比
べ
（
四
］
頁
表
－
i
ω
参
照
）
畜
産
を
主
体
と
す
る
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
中
農
層
の
躍
進
が
目
立
つ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
大
農
層
の
占
め
る
農
地
面
積
は
全
体
の
農
地
面
積
の
六
割
の
水
準
を
維
持

　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

し
て
い
る
。
農
民
た
ち
の
経
営
ぶ
り
を
み
て
も
、
土
地
投
資
お
よ
び
経
営
投
資
へ
の
意
欲
は
驚
く
ほ
ど
活
発
で
あ
る
。

　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
大
農
経
営
の
雇
用
労
働
力
は
、
男
女
の
奉
公
人
層
、
土
着
の
旦
雇
い
層
、
そ
し
て
季
節
労
働
者
よ
り
構
成
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の
農
業
労
働
者
の
動
向
は
、
一
般
に
季
節
労
働
者
の
激
減
、
常
雇
労
働
者
の
増
大
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
）

奉
公
人
層
の
引
き
続
く
減
少
を
特
徴
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
変
化
の
要
因
は
多
様
で
あ
る
が
、
特
に
こ
の
時
期
の
も
の
と
し
て
は
、
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　　　　　表4－1ディトマルシェン2郡の農業規模別階層構成とその変化

　　経営規模　　　　　　経営数（単位：戸）　　　　　　　農地面積（単位：㌶）

　　　　　　　　　　1925年　　　　1933年　　　　1925年　　　　1933年

　　零細経営　　　　　7，335　　　　　13，630　　　　　2，102　　　　　2，213

　小農　2－5ha　　1，533（25，1）　　1，375（2L4）　　5，011（4・9）　　4，125（3，6）

　中農　 20　　2，856（469）　　2，987（46・6）　　30，166（29・8）　　31，051（27．4）

　大農　一100　　　1，687（27，7）　　　1，993（3L1〉　　63，267（625〉　　70，488（62．3〉

　大経営100－　　　　20（0．3）　　　　56（Og）　　　2，7gg（2．8）　　ア，458（6．6）

　　　総計　　　　6，096（100）　　　6，411（100〉　　101，243（100〉　　113，122（100）

注　：括弧内はパーセント．0・5ha以下は，ほとんどがいわゆるKleingarten．2ha以下層の経営数が異常に

　　多いのはこのためである．このため経営数と農地面積の比率の算出には，零細経営を省いている．
出典二Sratistik　des　deutschen　Reichs　Bd・412，459より作成．

政
策
の
変
更
に
よ
る
外
国
人
労
働
者
の
減
少
と
農
業
の
合
理
化
・
機
械
化
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
方
に
お
い
て
も
、
帝
国
統
計
に
よ
れ
ば
、
農
業
従
事
者

中
に
占
め
る
農
業
労
働
者
比
率
は
、
第
二
帝
政
期
の
五
〇
％
に
対
し
、
一
九
二
五
年
に
約
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

O
％
、
一
九
三
三
年
に
は
約
二
五
％
と
減
少
傾
向
を
示
し
て
お
り
、
減
少
の
主
要
部
分
は
や

は
り
季
節
労
働
者
層
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
地
方
に
お
い
て
も
活
発
な
経
営
資
本

投
資
の
結
果
と
し
て
機
械
化
の
進
展
は
著
し
く
、
そ
れ
に
伴
い
経
営
者
自
身
や
男
子
奉
公
人

の
機
械
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
能
力
へ
の
要
請
が
徐
々
に
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と

も
、
基
本
的
に
は
機
械
化
は
「
馬
＋
各
種
作
業
機
」
段
階
で
、
そ
れ
も
、
例
え
ば
、
穀
物
が

倒
伏
す
れ
ば
昔
な
が
ら
の
手
刈
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
、
な
お
手
労
働
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

雇
用
労
働
力
を
駆
逐
し
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
表
4
杢
は
大
農
ト
ム
ゼ
ン
家
（
本
章
の
注
（
1
）
を
参
照
）
に
雇
用
さ
れ
た
労
働
者
の
名
前

の
数
を
、
雇
用
期
間
を
無
視
し
て
数
え
上
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
数
は
年
間
の
べ
一
五

～
四
〇
人
近
く
に
も
上
っ
て
い
る
。
旦
雇
い
の
う
ち
に
は
、
事
実
上
の
常
雇
と
い
え
る
も
の

や
、
毎
年
収
穫
期
に
な
る
と
必
ず
雇
用
さ
れ
る
者
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
表
に

は
、
キ
ャ
ベ
ツ
の
作
付
け
に
従
事
す
る
女
や
子
供
、
そ
し
て
後
述
の
脱
穀
移
動
労
働
者
は
数

え
ら
れ
て
い
な
い
。
農
業
経
営
統
計
に
み
る
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
七
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
7
）

大
農
層
の
雇
用
労
働
力
数
三
・
四
人
（
一
九
二
五
年
）
、
二
・
四
人
（
一
九
三
三
年
V
か
ら
想
像
さ
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　　　　　表4－2　トムゼン家経営における雇用労働力の推移（単位1人）

　　　　　　　　　　　独身奉公人　　　　　　　　　　　　　農業日雇い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数年にまた　単年度のみ　　　一

　　年男女計がる者の者ω計
　　1929　　　　2　　　　　2　　　　　4　　　　　3　　　　　8　　　　11

　　1930　　　　6　1　　　3　　　　　9　　　　　7　　　　　8　　　　15
　　1931　　　　　　　　9　　　　　　　　　8　　　　　　　　17　　　　　　　　 11　　　　　　　　 15　　　　　　　　26

　　1932　　　　8　　　　4　　　　12　　　　　5　　　　　5　　　　10
　　1933　　　　10　　　　　5　　　　　15　　　　　4　　　　　1　　　　　5

　　19345　611　4　4　8　　1935　　　　8　　　　6　　　　14　　　　4　　　　3　　　　7
　　1936　　　　8　　　　5　　　13　　　　5　　　　1　　　　6
　　1937　　　　　　　　6　　　　　　　　　5　　　　　　　　11　　　　　　　　　3　　　　　　　　　1　　　　　　　　　4

　　1938　　　　6　　　　4　　　　10　　　　2　　　　3　　　　5
注　＝（1）は名前の記載のない者を含む．1931年は倒伏で刈り取り機が使用できず．なお，この他にキャベツ

　　と根菜類のみに名前がでてくるもの，そして賃脱穀屋に雇用される脱穀労働者がいる．
出典＝トムゼン家所有の賃金帳から作成。

れ
る
以
上
に
、
実
態
と
し
て
の
雇
用
労
働
者
の
意
義
は
大
き
か
っ
た
と
い
わ
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ウ
ス

ば
な
ら
な
い
。
大
農
の
「
家
」
は
、
単
な
る
経
営
単
位
と
い
う
以
上
に
農
村
の

日
常
世
界
の
結
節
点
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
雇
用
労
働
力
の
う
ち
基
幹
を
な
す
の
は
独
身
の
住
み
込
み
労
働
者
で

あ
る
奉
公
人
で
あ
る
。
表
4
－
3
は
、
先
に
あ
げ
た
表
4
－
2
に
示
さ
れ
た
ト
ム

ゼ
ン
家
に
雇
用
さ
れ
た
奉
公
人
た
ち
の
名
前
と
雇
用
期
間
を
示
し
た
も
の
だ
が
、

そ
の
一
人
一
人
に
つ
い
て
、
特
に
雇
用
期
間
に
着
目
し
な
が
ら
詳
し
く
み
て
い

く
と
、
実
は
、
彼
ら
の
な
か
に
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
の
一
つ
は
、
兄
弟
姉
妹
に
よ
り
継
起
的
に
雇
用
さ
れ
、
雇
用
期
問
も

相
対
的
に
長
い
な
ど
、
明
ら
か
に
地
元
の
農
業
労
働
者
家
族
と
の
つ
な
が
り
の

な
か
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
例
え
ば
男
子
に
つ
い
て
い

え
ば
、
一
九
三
〇
～
一
九
三
七
年
に
い
た
る
ま
で
、
＝
醤
。
・
・
累
ロ
巳
ρ
浮
酵
写

冒
9
8
浮
露
家
琶
倉
閏
旨
9
・
丹
ζ
琶
会
O
舅
奨
ζ
毒
祭
と
い
う
ム
ン
ト
姓
を
名

の
る
五
人
が
順
に
雇
用
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
女
子
に
つ
い
て
は
、
内
鉱
・
ζ
養
巨
？

・・

P
＞
召
簿
ζ
畏
ぴ
一
窪
窪
と
い
う
マ
テ
ィ
ー
セ
ン
姓
を
名
の
る
二
名
が
断
続
的

に
雇
用
さ
れ
て
い
る
。
　
（
し
か
も
、
こ
こ
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
女
ら
の
両

親
は
一
九
三
〇
年
前
後
に
旦
雇
い
と
し
て
こ
の
経
営
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
。
）
そ
の
他
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II＝女子奉公人

名　前 雇用期間 （カ月）契約賃金（M） 備　　考
M飢【hiessen，Kat、

Ro皿nau，Aa聡

Muhlt，Anna

Heng，Mem

Dammano，E皿i

D［escher，Dom

Becker，Ka由e

La旦geohah亘，Else

Zulleqer，Annemar

F血le，Annemari

Dressen，Antje

Mat出iessen，Annユ

Ma［［，Ao照

Antje

Ma就ha

Rosemadεn

Anne旺ese，Reime

Emma
Inge

An正ta

EUa

Knogge，Ami

Me［a

Miina，Ergs

KQむn，Fr昌u

Krohn，H艮n旦e

Magda

He【［a

「
『　1929，4β一11／1　　　　　　　　　　　　7

　　3L，4／1 4β0　　　　　　　　　　　　1
　　32，3／15 U／1　　　　　　　　　　　　8
　　3う，4／1－10β1　　　　　　　　　　　　7
　　36，5／1－7／1　　　　　　　　　　　　2
　1929，5／1－1930，2／1ア　　85

　1930，11〆1 12／16　　　L5
　1930，11／4－1931，1〆6　　2

　1931，4／1－11／3　　　　7

　1931，5／1 1ψ　　　　　　6

　1931，5β 9／2

　1931，1／9－1／16

　1931，5／4 10／31

◎1931，11β一1933，4／6φ

◎＋1932，1／ 12＋

　1932，5／3 U／1

　1932－8／＊一11／1

◎＋1933 1936，12／29

　1933，1V1 2／29

　1933，10 1934，う

　1934，4／13－11／1

◎1934，3／31 1937＋＋

Olg34，う／2－8β

　1935，3／ 5β1

　1935，6／1－10／1

　1935，ア／15 10／31

　1935，4／24－7／15

01936，5／1－1937，5／1

　1936，7／2 10／31

◎1937，1／4－1938，11／5＋

　1937，9／7 工0〆22

　1937，11／2－2／1

1938，3／1 6／20

（15）

25　und　K婿se

15

35

（30）

25uqdf【ε重

35und丘ei

25　und　丘ei

50und丘ei

4　　　　40und　frei

O，2　　　35uロd　K邸sε

6　　　　30　und　frd

24甘　30undK葡se

12什　（20）

20rein，

20M十
48　　　　13－15M

4　　　　　20　u、丘e藍

5　　10u．frei

7　　　　20u，f［el

郵十

6
3

4　
4
　
　
2

12　
4

23十

2

3

3

30－40

12u、丘ei

10

12u、行ei

15　u、frei

正5　u，f［ei

25u．Kasse

30u．Kasse

30 50u．f【el

30u．frεi

30

50u．fヒei

11／1の離職日に65M。

5／141子豚2匹で15M．7／23：衣服10M．

ほぽ月末に15M支払い．

病気の乳牛の搾乳への手当として＋2DM．

6／L2父に10M，8／23に母に10M．

給与はきちんと月末に支払われている．

5月は支給額が15M．7，9，1D月は来ず．

1929，10／10，11，15にSassのところのR【じleが来

て35Mを得たとある．

7月来ず，正確に20M。1931，12／1にも20M支払

い．

下記A両e（1男3－36〉と同一人物か．

6βに1恥de【の藁の支給．

34年9月にbMから13Mに弓1き下げ．

正確な支払い．

実際は＋5M．

ばらつきあり。

正確．

正確．

1935年以降は月30Mで安定，

賃金は次第に上昇．

賃金は雇用期日により正確に計算，

病気にて途中解約．賃金は5月中旬分まで，

注　：採用時順に並べた．◎○は一年以上雇用されていた者．また太字は，兄弟だったり，また父親が事実
　　　上の常雇日雇いだったりと出身の家などとの関連が強いと推定される者．雇用期問が飛び飛びで現れ
　　　る者は，数年を得た場合でもひとまとめにして表した。（ヵ月）の欄は雇用期間の長さ．

　　　雇用期間について＋の印はその前後も雇用されていた可能性があることを示す。契約賃金にっいて括
　　　弧がある数値は契約賃金が記載されていない場合で，実際に支払われた賃金を示したもの・
　　　（1）は雇用者が殴打したらしく，その代償として数マルクを労働者に支払っている．この件のせいか，

　　　この長期の奉公人はその後まもなく雇用を停止している．
　　　M：マルク　　frei：住み込み賄いっき　　rein；現金賃金のみで住み込みではない　　Kasse二保険
　　　料雇用者負担　　Zt＝ツェントナー（1Zt＝50kg）　1Fuder：1フーダー（荷車1杯分）

　　　oh．Abzug　l天引きなし

出典：トムゼン家所有の賃金表，および家計簿から作成。
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　　　表4－3　大農トムゼン家経営における奉公人労働力の構成

1：男子奉公人

（1928－1938年）

名　前 雇用期間 （カ月）契約賃金（M） 備　　　考

K6ha

Wilhelm

Eom己s，Wilhelm

K照e㏄，He皿am

Behre麗，W皿li

Hamεr，Marしhe

Hans

Nordmann，0［tO

Mundt，Hanes

SeU，0ζしo

Jurgem，F【iじz

Peτeてs，Claudius

Mooler，KMs［ia

Kurし5，Hans

Peしers，Wamer

Mundt，Heinrich

Mundt，Helne

Oτt，（通称Kerl）

Dolhng，Getrend

Blohm，AnneKehe

Desler，A【tU［

Hermam

LQfenzeq，WILh

Schief，Wa曲

Zefse，Or亡o

Mundt，Er皿st

Karl

Knobbe，Heiqz

Wendt，Heiorlch

Alwin

Hagge，Paul

Maπonseロ，Alfred

Amje，Weae【

Jrmgarten

Kfogeπ，Fri［z

MundもGUStav

Schr6der，Bmno

Bemhand

Link匪Hermann
W皿Li，

KaUi（K訂1），L・hm

　1928，4／3－10／8　　　6

　1928，9／25－12／7　　　25

　1928，12／＊一1929，2／9　　2

01929，11β 1930，11／1　　12

　／930，2／17 11／1　　　85
01930，4／エ 1931，4／1　　12

　19うo，4／7－10／26　　　7

　1930，4／189／22　　　6

㌃　1930β／H932，10／15　　　　　　　　　　　　26
　1935，11／1 1937，2／28　　　　　　　　　　　　28
　1930，11／2－1931，6／1　　7

　／931，3β 9／～　　　　6＊

　　　　　　　　　　　　l4　1931，8／＊一／932，10／9

　1934，＋12一溺5，4／30

　1937，3／1 7／10

　1931，9β一11β，　　　2
◎　1931，11／2 1934，5／1　　　30

　上931，U／1－9／1　　　　9

　1932，4／15－8／25　　　4

◎1932，9／＊ 1935，9／28　　36

　1932，1／／H933，8／4」　　8

　1932，11／H955，3／20　　4

　1933，4／11－10β1　　　65

鰍　1933，11／3 lg34，10／31　　　　　　　　　　　　12
　1936，11β一／937，4μ　　　　　　　　　　　　5
　1933，3／27－4／1

　1953，8／7 10／　　　　3
　／933，3〆15－10／1　　　7

0　1934，11〆4－193ラ，H　　　　12

虻　19め，5〆1 10が　　　　　　　　　　　　6
　　　　　　　　　　　　6　1936，5／6－1／／1

　1935，1／／1 珍36，4／　　　ラ

　1935，11／Hg36，4β0　　6

　1935，3／20－5／1　　　　L3

　　1936，3／－4／30　　　　　2

　　1936，6／2 11ノエ　　　　6

　1936，4β一5β1　　　　2

　1937，6／1 10／2　　　　4
　／957，6／1－9／1　　　　3

　1937，U／1　　　　　0
　　1937，12／1 2／28　　　3
◎1937．3／19－1939，4＋　　25

　　1958，3μ4β0　　　　2
　　193s，4／D－9／19＋　　　4＋

　1938β／1－4／28　　　　2

　／938，6／1 1939，4／3　　11＋

（2G－30〉

（70）

（40）

90und　Kasse

55　und　仕ei

20und丘ei

70uud　Kasse

30コ

（40）＋収穫

30－50－60M

Z5，

20，

温
鑑
諮
…
㎞
血
識
磁
嗣
紫
…
㈱
湘
器
“
“
翻
轟

狙
7
0
知
”
1
0
一
2
0
σ
D
5
一
b
1
5
刃
努
わ
一
寒
二
め
妨
狛
夘
7
0
一
兄
菊
鋤
㎜
沁
如
”
鋤
一
釦
蜀
刃
4
0

　9／18日の2Mは契約金か，10／20に10Mの前借

　り。

．．簑童幸墾些τ！唖型．璽二．聖坦％、蓼㌧．．

　実際はまとまった額での支給．2回の決算日．

　ほぼ契約どうりの支払い．

　「6月分と5月の残り計90MSchleswigへ送る」．

　ほぽ正確に月30Mが支払われている，

　時を重ねるほど支給回数が多くなる．4回前借り．

　最初の4カ月が20M，後の3カ月が30M．

　天引きなしの20Mの契約．

　収穫労働者から継続か．3Z年夏の5，6，8月は来

　ず．

支給は必要に応じてと月末．途中から妻への支払

（少額〉．党費支払も，雇用者殴打で支払〔1）

ア月は来ず．Peζe［s，Wal鰹と同一と判断．

支給額にばらつき．後釜兄弟のHeine，M．

支給額にばらっき．11月より15M・

「Kedは5 7月は25M・その後の3カ月も
25M，」。

学童？

9／1支給分に，港での手伝いの手当として5M．

2月まで契約通り，夏季わMから40Mと上昇，

8月のみ40M・

契約通りの正確な支払い．

契約期問は半年，契約賃金は月ごとに異なる，

8月50M，9月33M．

正確．

契約継続の意志があった（45M，9月145M）が破

棄に．

契約継続の意志があったか．

賃金支給は少額で回数多い．

賃金支払は8月中旬まで．

結局来ず．

1938年賃金は50M　u耐6Zt穀物給．

賃金に100Zt穀物給．

WiUi　Behfe皿s，或いはL・【εaz　Williと同一人物かP
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に
収
穫
期
に
な
る
と
い
な
く
な
る
者
が
若
干
名
存
在
す
る
が
、
彼
ら
も
生
家
の
農
繁
期
労
働
力
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高

い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
表
で
は
、
一
九
二
八
年
か
ら
一
九
三
三
年
に
お
い
て
雇
用
期
間
一
年
を
越
え
る
も
の
は
、
雇
用
さ
れ
た
者
四

〇
人
の
う
ち
一
一
人
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
少
数
派
と
す
る
と
、
他
の
多
数
派
は
、
雇
用
期
問
が
相
対
的
に
短
く
、
一
度
し
か
名
前
が
で
て
こ
な
い
単
独
者
で
あ
る
。
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
の
移
動
性
は
も
と
も
と
高
い
と
は
い
え
、
こ
の
時
期
の
彼
ら
の
雇
用
期
間
は
半
年
を
切
る
よ
う
な
短
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明

ら
か
に
奉
公
人
条
例
の
廃
止
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
、
家
父
長
的
権
威
の
も
と
に
服
す
る
存
在
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
家
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

土
地
、
雇
用
、
そ
し
て
組
合
へ
の
つ
な
が
り
が
相
対
的
に
希
薄
で
、
組
合
に
組
織
化
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
傾
向
を
も
ち
、
む
し
ろ

後
述
す
る
よ
う
に
移
動
労
働
者
モ
ナ
ー
ヘ
ン
ら
と
暴
力
的
周
辺
的
心
性
を
共
有
す
る
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。
当
時
の
奉
公
人
に
関
し

て
は
、
一
方
で
、
飲
み
屋
に
通
い
、
バ
イ
ク
を
自
慢
し
、
ボ
ク
シ
ン
グ
を
鑑
賞
す
る
が
、
時
に
は
女
を
め
ぐ
っ
て
殴
り
合
い
の
喧
嘩
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
o
）

辞
さ
な
か
っ
た
奉
公
人
と
い
う
叙
述
と
、
他
方
で
奉
公
人
に
な
る
よ
り
は
設
立
さ
れ
た
地
元
の
搾
乳
学
校
に
通
っ
て
専
門
資
格
を
取
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
）

方
を
志
向
す
る
農
村
の
若
者
と
い
う
叙
述
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
存
在
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
と
田
心
う
。

　
奉
公
人
と
並
び
、
も
う
一
つ
の
主
要
な
雇
用
労
働
者
で
あ
る
自
由
旦
雇
い
は
、
非
常
に
多
様
な
形
態
を
示
し
て
い
る
。
農
業
雇
用
を

主
業
と
し
年
間
を
通
じ
て
特
定
経
営
に
現
れ
る
も
の
、
近
隣
村
落
や
地
方
小
都
市
に
在
住
し
て
い
て
収
穫
期
に
だ
け
雇
用
さ
れ
る
も
の
、

脱
穀
作
業
の
未
熟
練
労
働
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
「
家
な
し
」
の
移
動
労
働
者
モ
ナ
ー
ヘ
ン
、
そ
し
て
、
外
国
人
労
働
者
の
減
少
と
と

も
に
意
義
を
増
し
た
キ
ャ
ベ
ツ
や
根
菜
類
の
臨
時
仕
事
に
雇
用
さ
れ
る
土
着
の
女
性
・
児
童
労
働
者
な
ど
、
以
前
に
も
増
し
て
お
び
た

だ
し
い
多
様
性
・
重
層
性
を
呈
し
て
い
た
。
経
営
へ
の
包
摂
度
か
ら
い
え
ば
第
一
に
あ
げ
た
「
事
実
上
の
常
雇
」
と
い
え
る
農
業
旦
雇
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金1925年

　　1926年

1927年

25000
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20000

15000

10000
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　　0
　　1　　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　　10　　11　　12（月）

図4－2　シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州の農村部失業者の推移
出典：Boyens，W，F．，Bedeutung　und　Stand　der　iaPeren　Kolonisation　in　Schleswig

　　HQlstein，Halle1929，S・112より作成．

い
が
重
要
だ
が
、
人
数
か
ら
い
え
ば
ト
ム
ゼ
ン
家
経
営
で
み
た
よ
う
に

収
穫
労
働
者
の
問
題
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
主
力
を
な
す
の
は
、

移
動
労
働
者
と
土
着
収
穫
労
働
者
で
あ
る
。
後
者
は
、
主
に
、
農
業
雇

用
以
外
に
は
北
海
の
干
拓
工
事
に
従
事
す
る
土
木
労
働
者
で
あ
る
が
、

彼
ら
こ
そ
は
、
第
二
章
で
み
た
「
半
プ
ロ
的
自
立
化
」
を
志
向
し
て
い

た
土
着
の
自
由
日
雇
い
た
ち
の
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
後
継
者
た
ち
で

あ
っ
た
ろ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
農
業
労
働
者
組
合
の
運
動
を
主
要

に
担
う
の
は
、
彼
ら
土
着
の
収
穫
労
働
者
で
あ
っ
た
。

　
自
由
日
雇
い
の
形
態
の
多
様
性
は
、
同
時
に
農
業
労
働
力
需
要
の
季

節
性
の
幅
の
大
き
さ
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
図
4
－
2
に
お
い
て

一
九
二
五
～
一
九
二
七
年
に
か
け
て
の
シ
ュ
レ
ス
ヴ
イ
ッ
ヒ
・
ホ
ル

シ
ュ
タ
イ
ン
州
の
夏
と
冬
の
間
の
農
村
失
業
者
数
を
み
る
と
、
そ
の
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

は
著
し
く
、
冬
の
失
業
者
数
は
夏
の
そ
れ
の
約
四
倍
に
も
達
し
て
い
る
。

だ
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
非
常
に
特
徴
的
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
同
じ

く
夏
の
農
繁
期
で
あ
っ
て
も
、
雇
用
期
間
が
短
期
で
、
ち
ょ
っ
と
し
た

経
営
上
の
事
情
に
よ
っ
て
雇
用
と
解
雇
が
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
頻
度
は
す
さ
ま
じ
く
、
職
安
の
夏
の
毎
週
の
雇
用
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表4－4　ハイデ職安管区の夏の求職者数（単位＝人）
年
2
8
1
9

旬
旬
旬
…
旬
旬
旬
一
旬
旬
旬
…
上
中
下
…
上
中
下
｝
上
中
下
…
　
　
　
胃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

7
月
　
　
8
月
　
　
9
月
　
…
1
0
月

一
　
　
　
　
　
一
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

註：（仲）の印は仲介数を示す．
出典：Dlth∬La仁schen　BQten，Dkh【na£schen　L且皿des　Zeituqgより作成．

情
勢
報
告
に
は
、
例
え
ば
、
「
収
穫
作
業
が
順
調
す
ぎ
て
予
定
よ
り
早
く
終
わ
れ
ば

解
雇
さ
れ
る
」
「
雨
の
せ
い
で
収
穫
作
業
が
妨
げ
ら
れ
れ
ば
短
期
雇
用
の
労
働
力

は
解
雇
さ
れ
て
再
度
「
市
場
」
に
戻
っ
て
く
る
」
と
か
、
逆
に
「
雨
に
よ
り
穀
物

が
倒
伏
し
て
刈
取
機
が
使
え
な
く
な
れ
ば
安
い
刈
り
人
を
求
め
る
求
人
数
が
急
速

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
3
）

に
増
え
る
」
な
ど
の
記
事
が
頻
繁
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
過
剰
労
働
力
は
経
営

内
に
抱
え
込
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
失
業
者
と
し
て
地
域
に
常
に
顕
在
化
す
る
構

造
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
構
造
が
も
た
ら
す
一
つ
の
重
要
な
帰
結
は
、
収
穫
雇
用
機
会
が
地
域

内
の
他
産
業
従
事
者
に
、
さ
ら
に
は
、
よ
り
一
層
、
地
域
外
の
人
々
に
も
広
く
開

か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
自
体
は
、
第
一
章
、
お

よ
び
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
は
じ
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

一
九
世
紀
後
半
期
に
農
業
労
働
市
場
の
内
外
へ
の
拡
大
を
伴
う
農
業
構
造
の
転
換

と
と
も
に
本
格
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
ワ
イ
マ
ー
ル

末
期
の
恐
慌
期
に
お
い
て
は
多
数
の
内
外
失
業
者
・
流
入
者
を
農
業
部
門
に
呼
び

込
む
結
果
を
招
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
表
4
－
4
は
ハ
イ
デ
職
安
の
雇
用
情
勢
報
告
か
ら
作
成
し
た
収
穫
期
の
求
職
者

数
を
示
し
た
も
の
だ
が
、
恐
慌
と
と
も
に
そ
れ
が
著
し
く
増
大
し
て
い
る
こ
と
が
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わ
か
る
。
例
え
ば
、
収
穫
期
の
ピ
ー
ク
時
で
あ
る
九
月
上
旬
の
求
職
者
数
は
、
一
九
二
九
年
か
ら
一
九
一
三
年
に
か
け
て
二
四
五
人
、

九
七
九
人
、
二
五
五
〇
人
と
急
上
昇
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
同
じ
雇
用
情
勢
報
告
に
は
、
脱
穀
の
時
期
に
向
け
て
「
他
所
者
」
の
労
働

者
の
流
入
が
非
常
に
強
く
な
っ
て
い
る
（
一
九
二
八
年
）
、
穀
物
の
収
穫
に
は
都
市
の
未
熟
練
労
働
者
も
求
め
ら
れ
て
い
る
、
職
安
の
求
職

者
の
三
分
の
二
は
農
業
旦
雇
い
と
未
熟
練
移
動
労
働
者
か
ら
成
っ
て
い
る
、
収
穫
が
終
わ
り
そ
う
だ
と
い
う
の
に
な
お
多
く
の
収
穫
労

働
者
が
フ
ェ
ー
マ
ル
ン
か
ら
流
入
し
て
き
て
い
る
（
以
上
、
一
九
二
九
年
）
、
「
他
所
者
」
移
動
労
働
者
は
低
い
賃
金
で
仕
事
を
引
き
受
け

て
土
着
農
業
労
働
者
の
就
業
を
難
し
く
す
る
た
め
そ
の
流
入
は
職
安
の
足
か
せ
に
な
っ
て
い
る
（
一
九
三
〇
年
）
、
な
ど
恐
慌
の
深
化
に

伴
う
「
他
所
者
」
の
移
動
労
働
者
増
大
と
他
方
で
の
土
着
の
失
業
者
の
農
業
部
面
へ
の
一
層
の
流
入
の
事
実
を
示
唆
す
る
記
事
が
み
ら

　
　
　
　
　
ハ
き

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
こ
そ
が
、
後
述
す
る
脱
穀
労
働
者
ス
ト
ラ
イ
キ
に
お
け
る
内
部
対
立
の
伏
線
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
農
業
労
働
者
制
度
－
協
約
体
制
の
部
分
的
成
立
と
国
家
の
労
働
市
場
管
理

　
周
知
の
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
一
般
市
民
法
と
は
別
の
法
体
系
の
も
と
に
置
か
れ
「
帝
国
社
会
構
造
の
最
底
辺
に
置
か
れ
て
い
た
」
農

　
　
　
　
（
b
）

業
労
働
者
は
、
ド
イ
ツ
革
命
に
よ
る
奉
公
人
条
例
の
廃
止
と
団
結
権
・
ス
ト
権
の
容
認
に
よ
り
、
法
的
に
は
他
の
労
働
者
と
同
じ
く
一

般
の
労
働
法
の
も
と
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
政
治
的
解
放
」
の
も
と
、
ワ
イ
マ
ー
ル
初
期
に
お
い
て
は
一
方

で
組
合
へ
の
農
業
労
働
者
の
組
織
化
が
爆
発
的
に
進
み
、
各
地
で
賃
金
協
約
証
無
諾
旨
謎
が
締
結
さ
れ
る
。
し
か
し
、
一
般
に
、
イ
ン

フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
頻
発
、
さ
ら
に
は
組
合
員
の
指
導
部
離
れ
と
、
他
方
で
の
農
村
同
盟
な
ど
右
派
農
業
翼
へ
の
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農
業
労
働
者
の
組
織
化
の
成
功
な
ど
に
よ
り
、
社
会
民
主
主
義
の
農
業
労
働
者
統
合
戦
略
で
あ
る
同
権
的
雇
用
制
度
は
、
様
々
な
形
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
本
節
で
は
、
こ
の
集
団
的
労
働
制
度
と
農
業
労
働
者
統
合
の
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ

ン
地
方
に
お
け
る
実
態
を
、
先
の
労
働
市
場
構
造
（
開
放
的
か
つ
重
層
的
な
雇
用
構
造
）
に
関
わ
ら
せ
な
が
ら
、
土
着
の
収
穫
労
働
者
を
中

心
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
さ
て
、
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
方
は
、
革
命
後
の
時
期
は
、
社
会
民
主
党
系
の
ド
イ
ツ
農
業
労
働
者
同
盟
∪
窪
§
ぼ
目
匿
且
善
魯
窪

く
き
彗
良
以
下
、
D
L
V
と
略
記
）
へ
の
農
業
労
働
者
の
組
織
化
率
が
非
常
に
高
く
、
こ
れ
を
背
景
と
し
て
奉
公
人
と
女
子
を
含
む
す
べ

て
の
農
業
労
働
者
を
対
象
に
し
た
包
括
的
な
農
業
賃
金
協
約
が
成
立
し
て
い
た
。
し
か
し
、
複
雑
な
雇
用
慣
行
と
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

の
た
め
に
、
こ
の
農
業
賃
金
協
約
は
非
常
に
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
。
移
動
労
働
者
が
多
い
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
の
D
L
V
地
区

委
員
会
は
、
高
賃
金
要
求
、
ス
ト
ラ
イ
キ
ヘ
の
傾
斜
な
ど
、
キ
ー
ル
の
ガ
ウ
指
導
部
と
は
異
な
り
急
進
的
傾
向
が
強
く
、
一
九
二
一
年

四
月
の
協
約
更
改
時
に
は
労
使
の
調
停
が
成
功
せ
ず
、
八
月
二
日
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
経
て
、
よ
う
や
く
同
月
一
二
日
に
収
拾
さ
れ
協
約

体
制
が
か
ろ
う
じ
て
維
持
さ
れ
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
が
、
そ
れ
も
束
の
問
の
こ
と
で
、
結
局
、
そ
の
後
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
レ
〉

の
進
行
の
な
か
で
協
約
体
制
は
事
実
上
解
体
し
、
D
L
v
の
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
区
組
織
も
壊
滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
一
九
こ

O
年
代
後
半
は
協
約
が
な
い
状
態
が
続
き
、
コ
雇
用
者
た
ち
は
農
村
・
農
民
同
盟
に
結
集
し
て
勝
手
に
賃
金
率
を
決
め
て
お
り
、
労
働
者

た
ち
も
分
裂
し
て
雇
用
関
係
に
影
響
力
を
も
て
な
い
。
要
求
の
法
的
基
礎
に
賃
金
協
約
を
お
く
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
農
業
労
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

者
の
訴
え
は
労
働
裁
判
所
に
よ
っ
て
棄
却
さ
れ
、
失
業
保
険
や
職
業
斡
旋
の
点
で
不
利
に
な
っ
て
い
た
」
と
い
わ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
。

　
州
レ
ベ
ル
で
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
初
期
の
時
代
に
お
い
て
こ
そ
、
一
九
二
一
年
の
広
範
囲
に
わ
た
る
ス
ト
の
発
生
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
に
協
約
体
制
は
不
安
定
さ
を
免
れ
な
か
っ
た
が
、
イ
ン
フ
レ
終
息
後
、
早
く
も
一
九
二
五
年
に
は
D
L
V
ガ
ウ
指
導
部
は
東
部
ホ
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ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
グ
ー
ツ
経
営
地
域
を
基
盤
に
組
織
活
動
を
再
開
し
、
賃
金
協
約
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

以
降
、
ナ
チ
に
よ
る
組
織
の
強
制
解
散
に
い
た
る
ま
で
賃
金
協
約
が
州
の
農
業
雇
用
関
係
を
規
制
し
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
な
か
、
キ
ー
ル
の
ガ
ウ
指
導
部
は
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
方
の
組
織
再
建
の
手
始
め
の
た
め
に
、
一
九
二
八
年
夏
、
農
民

同
盟
と
の
問
で
脱
穀
労
働
を
対
象
に
し
た
賃
金
協
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
。
ガ
ウ
指
導
部
は
、
時
給
六
〇
ペ
ニ
ヒ
を
掲
げ
て
首
脳
同

士
の
協
議
に
臨
み
、
結
局
、
時
給
五
〇
ペ
ニ
ヒ
で
の
賃
金
協
約
締
結
が
合
意
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
合
意
は
、
新
聞
報
道
に
よ
れ
ば

労
使
双
方
の
各
組
合
集
会
で
の
拒
否
に
よ
り
、
D
L
V
指
導
部
の
言
い
分
で
は
組
合
活
動
家
集
会
で
の
受
け
入
れ
の
同
意
に
も
拘
ら
ず

共
産
党
グ
ル
ー
プ
の
「
妄
動
」
の
せ
い
で
、
結
局
ご
破
算
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
D
L
V
指
導
部
は
、
共
産
党
グ
ル
ー
プ
は
組

合
活
動
家
集
会
の
翌
日
に
自
分
た
ち
だ
け
で
勝
手
に
集
会
を
開
催
し
、
そ
こ
で
実
際
に
は
や
る
気
の
な
い
ス
ト
ラ
イ
キ
を
決
議
し
て
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

働
者
の
合
意
受
け
入
れ
拒
否
を
演
出
す
る
こ
と
で
協
約
を
潰
し
た
と
非
難
し
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
脱
穀
協
約
の
失
敗
は
直
ち
に
D
L
V
の
農
業
労
働
者
の
組
織
化
の
失
敗
を
意
味
し
は
し
な
い
。
ま
ず
、
D
L
V
は
、
デ
ィ
ト

マ
ル
シ
ェ
ン
地
方
の
農
業
労
働
者
の
う
ち
、
干
拓
堤
防
事
業
に
従
事
す
る
土
木
労
働
者
（
前
述
の
よ
う
に
、
彼
ら
は
土
着
の
収
穫
労
働
者
で

あ
る
）
の
組
織
化
に
成
功
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
北
海
沿
岸
で
は
元
来
よ
り
干
拓
に
よ
る
農
地
拡
大
と
入
植
が
営
ま
れ
て
お
り
、
ワ
イ

マ
ー
ル
期
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
国
家
の
公
共
事
業
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
（
表
4
i
に
お
け
る
総
農
地
面
積
の
顕
著
な
伸
び
を
み
よ
。
）

一
九
二
〇
年
代
末
に
も
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
方
の
み
な
ら
ず
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ラ
ン
ド
と
フ
ー
ズ
ム
に
干
拓
の
事
業
所
が
置
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
戦
後
の
経
済
危
機
の
な
か
で
は
こ
の
事
業
の
雇
用
創
出
に
お
け
る
意
義
は
ま
す
ま
す
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
D
L
V
は

組
合
内
に
堤
防
労
働
者
の
専
門
部
会
を
置
く
な
ど
し
て
、
一
九
二
〇
年
代
末
に
は
ほ
ぼ
す
べ
て
の
堤
防
労
働
者
を
組
織
す
る
こ
と
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雛
）

り
、
こ
れ
を
根
拠
に
雇
用
者
で
あ
る
国
家
と
の
問
で
賃
金
協
約
を
結
ぶ
こ
と
に
成
功
し
た
。
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組
合
に
よ
る
統
合
が
安
定
化
す
る
条
件
は
、
第
一
に
は
賃
金
な
ど
の
労
働
条
件
の
改
善
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
そ

れ
を
支
え
る
だ
け
の
労
働
者
の
日
常
空
間
に
お
け
る
組
合
生
活
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
機
関
誌
の
各
地
区
か
ら
の
活
動
報

告
で
み
る
限
り
、
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
方
を
含
め
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
域
全
体
に
お
い
て
、
あ
る
程
度
の
活
発
な
組
合
生
活
が
存
在

し
た
様
子
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
D
L
V
ガ
ウ
指
導
部
は
州
を
七
地
区
に
分
け
、
各
地
区
に
専
従
者
を
配

置
し
た
が
、
彼
ら
を
中
心
に
地
区
レ
ベ
ル
で
の
小
集
会
が
頻
繁
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
小
集
会
は
た
い
て
い
晩
に
設
定
さ
れ
、

専
従
者
に
よ
る
組
合
の
州
や
郡
で
の
活
動
報
告
を
軸
と
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
討
論
と
指
導
、
そ
し
て
自
分
た
ち
の
労
働
条
件
な
ど
に

つ
い
て
の
談
話
が
行
わ
れ
る
。
時
に
は
「
農
業
労
働
者
の
今
と
昔
」
と
題
す
る
よ
う
な
ス
ラ
イ
ド
撮
影
会
が
催
さ
れ
、
ま
た
、
職
安
関

係
者
の
保
険
事
業
に
関
す
る
説
明
や
、
役
人
に
よ
る
健
康
・
衛
生
問
題
の
講
演
な
ど
も
行
わ
れ
て
お
り
、
組
合
集
会
が
公
的
に
す
ら
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
祝
祭
的
な
色
彩
を
も
つ
旗
揚
げ
式
や
各
種
催
し
も
の
の
企
画
が
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

さ
ら
に
、
銀
婚
式
に
エ
ー
ベ
ル
ト
の
肖
像
を
贈
る
な
ど
個
人
的
行
事
に
ま
で
介
入
し
て
い
る
。
機
関
誌
の
記
事
だ
か
ら
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

的
な
要
素
が
あ
る
こ
と
は
免
れ
ず
、
そ
の
分
は
割
り
引
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
組
織
化
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
地
方

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
文
化
」
と
も
い
う
べ
き
組
合
生
活
が
あ
る
程
度
存
在
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
限
定
的

と
は
い
え
、
土
着
の
収
穫
労
働
者
に
つ
い
て
は
集
団
的
協
約
体
制
の
成
立
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
表
4
－
5
は
各
種
農
業
旦
雇
い
賃
金
と
、
右
に
触
れ
た
干
拓
労
働
賃
金
を
簡
単
に
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
収
穫
賃
金

は
、
日
給
も
珍
し
く
は
な
い
が
基
本
的
に
は
請
負
賃
金
を
主
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
脱
穀
賃
金
（
非
熟
練
）
は
時
問
給
で
あ
り
、
両
者

の
正
確
な
比
較
は
難
し
い
が
、
お
お
む
ね
前
者
は
日
給
約
四
マ
ル
ク
、
後
者
は
時
給
四
五
ペ
ニ
ヒ
前
後
で
あ
る
。
収
穫
労
働
の
労
働
時

間
を
一
日
一
〇
時
問
労
働
と
想
定
す
る
と
、
ほ
ぼ
両
者
の
時
給
は
同
水
準
と
な
る
か
ら
、
両
者
の
問
に
賃
金
格
差
と
い
え
る
ほ
ど
の
も
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　　　　　　　表4－5　ディトマルシェン農業日雇いの農繁期賃金水準

　　　　　　　　収穫労賃　　　　春・秋賃金　　　　脱穀賃金　　　　干拓労働賃金
　　年
　　　　　　　　　（日給〉　　　　　　（日給）　　　　　　（時給）　　　　　　（時給）

　　1928　　　　　（3－4RM）　　　　　　　　　　　　　　　40－50Rpf　　　　　85－87Rpf

　　1929　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40 50Rpf

　　1930　　　5－6RM　　　　　　　　　　　50Rpf
　　1931　　　　5RM　　　冬1－2，秋3RM
　　lg32　　　　　（3 6RM）　　　　　（2 3RM）

注：収穫労賃・春秋賃金についてはトムゼン家経営の賃金帳から，脱穀賃金と干拓労働賃金にっいては肱nd－
　p・St紙から作成．

　　収穫労賃・春・秋賃金について括弧があるものは実際に支払われた賃金から逆算したもの，そうでな
　　いものは契約賃金として記載されているもの．収穫労賃は出来高給のため労働者間によりばらつきがあ
　　る．脱穀賃金は未熟練労働者賃金．干拓労働賃金は協約賃金．RM：ライヒスマルク，Rpf＝ライヒスペ

　　ニヒ

の
は
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
干
拓
の

協
約
賃
金
は
工
業
賃
金
に
準
じ
て
約
八
O
ペ
ニ
ヒ
で
あ
る
か
ら
、
農
繁
期
の
農
業
旦
雇
い

と
の
間
に
は
明
白
な
差
が
認
め
ら
れ
る
。

　
こ
の
農
工
間
の
賃
金
格
差
の
存
在
が
、
こ
の
地
域
の
当
局
の
労
働
市
場
管
理
の
あ
り
方

に
も
深
く
影
を
落
と
す
こ
と
に
な
っ
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
方

で
は
農
業
収
穫
期
に
な
る
と
国
家
は
、
堤
防
工
事
の
事
業
規
模
を
縮
小
な
い
し
停
止
し
は

じ
め
、
従
業
員
を
解
雇
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
組
合
の
交
渉
の
主

な
も
の
は
賃
金
よ
り
も
雇
用
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
際
に
、
組
合
側

は
解
雇
自
体
を
不
当
と
す
る
の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
そ
の
時
期
を
問
題
に

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
地
区
で
は
一
九
二
八
年
七
月
二

七
日
よ
り
毎
週
全
就
業
者
の
五
％
を
解
雇
し
は
じ
め
る
旨
の
指
示
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に

対
し
経
営
レ
ー
テ
は
こ
の
解
雇
が
や
む
を
え
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
解
雇
は
少
な
く
と
も

収
穫
作
業
が
本
格
化
す
る
八
月
一
五
日
以
降
に
す
べ
き
だ
と
提
案
し
、
ま
た
組
合
集
会
で

も
一
五
日
ま
で
は
お
互
い
に
残
業
を
す
る
こ
と
を
や
め
て
解
雇
を
防
ご
う
と
い
う
決
議
が

な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
組
合
側
は
こ
の
早
期
の
解
雇
の
理
由
と
し
て
、
農
業
の
側
か

ら
当
局
に
対
し
収
穫
期
間
中
に
十
分
な
労
働
力
を
確
保
で
き
な
い
と
い
う
苦
情
が
寄
せ
ら

れ
た
か
ら
で
あ
る
と
非
難
し
て
い
る
。
農
民
た
ち
が
、
で
き
る
だ
け
早
く
当
局
に
労
働
者
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を
解
雇
さ
せ
、
彼
ら
を
職
安
に
農
業
求
職
者
と
し
て
登
録
さ
せ
る
こ
と
で
低
賃
金
で
の
収
穫
作
業
へ
の
斡
旋
・
雇
用
を
企
て
た
と
い
う

　
　
　
ゑ
　

の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
当
局
は
、
賃
金
水
準
へ
の
何
ら
か
の
規
制
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
雇
用
総
量
の
調
整
に
よ
り
労
働
市
場
へ
の
介
入
・
規

制
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
上
の
対
応
か
ら
み
て
、
組
合
の
側
も
こ
う
し
た
国
家
の
労
働
市
場
へ
の
介
入
を
是
認
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
関
係
の
背
後
に
、
先
に
述
べ
た
雇
用
関
係
の
二
重
性
や
季
節
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
さ
て
、
国
家
の
雇
用
関
係
規
制
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
社
会
保
険
立
法
の
運
用
に
関
わ
る
農
業
労
働
争
議
の
あ
り
方
に
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
一
九
二
七
年
以
降
の
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
方
で
の
農
業
労
働
争
議
の
内
訳
を
他
地
域
と
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
雇
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

構
造
を
反
映
し
て
、
社
会
保
険
関
連
の
紛
争
が
相
対
的
に
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
主
要
な
形
態
の
一
つ
は
、
農
業
労
働
者
と
認
め

ら
れ
る
者
が
賃
金
や
労
働
権
に
関
わ
る
事
柄
に
対
す
る
不
満
か
ら
斡
旋
さ
れ
た
雇
用
を
拒
否
し
た
場
合
、
彼
に
失
業
者
扶
助
の
資
格
は

認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
農
業
労
働
者
」
は
、
斡
旋
さ
れ
た
年
間
雇
用
の
農
業
奉
公
人
の
口
を
、
後
で
も
っ

と
賃
金
の
良
い
干
拓
で
の
仕
事
に
つ
き
た
い
か
ら
週
雇
い
の
仕
事
が
欲
し
い
と
い
う
理
由
で
拒
否
し
た
と
こ
ろ
、
裁
判
所
は
彼
が
以
前

に
あ
る
農
業
者
の
も
と
で
奉
公
人
と
し
て
働
い
た
実
績
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
彼
に
は
失
業
保
険
を
得
る
資
格
が
な
い
と
の
判
断
を

　
　
〔
鴉
）

示
し
た
。
ま
た
、
通
年
雇
用
を
受
け
入
れ
る
と
保
険
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
失
業
者
扶
助
の
請
求
権
も
も
て
な
く
な
る
か
ら
と
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

拒
否
し
た
四
名
の
当
地
の
農
業
労
働
者
に
対
し
て
も
、
失
業
者
扶
助
の
給
付
が
カ
ッ
ト
さ
れ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
農
場
主
の
時
給
四
〇

ペ
ニ
ヒ
で
の
就
業
を
不
服
と
し
五
〇
ペ
ニ
ヒ
を
要
求
し
て
仕
事
を
拒
否
し
た
脱
穀
労
働
者
ら
が
、
こ
れ
を
理
由
に
失
業
者
扶
助
を
拒
否

さ
れ
た
た
め
裁
判
に
訴
え
た
が
、
こ
の
訴
え
は
棄
却
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
な
っ
た
の
は
、
賃
金
協
約
の
存
在
し
な
い
当
地
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

い
て
基
準
と
な
る
賃
金
は
］
般
的
な
七
〇
ペ
ニ
ヒ
で
は
な
く
慣
行
的
脱
穀
賃
金
四
〇
ペ
ニ
ヒ
で
あ
る
と
い
う
認
定
で
あ
っ
た
。
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こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
干
拓
労
働
と
農
業
・
脱
穀
労
働
の
賃
金
格
差
や
、
さ
ら
に
常
雇
と
旦
雇
い
の
差
、
す
な
わ
ち

農
業
労
働
者
と
認
定
さ
れ
る
常
雇
労
働
者
が
保
険
受
給
資
格
の
上
で
な
お
不
利
な
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
様
々
な
読
み
方
が
可
能

だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
特
に
、
ど
の
場
合
も
結
果
的
に
み
れ
ば
失
業
者
扶
助
制
度
の
運
用
が
国
家
の
労
働
者
に
対
す
る
雇
用
強
制
の
装

置
と
し
て
機
能
す
る
一
面
の
方
に
着
目
し
た
い
。
社
会
保
険
制
度
と
い
う
も
の
は
、
も
と
も
と
反
面
で
勤
労
強
制
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
D
L
V
の
方
も
、
右
の
問
題
を
賃
金
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
形
で
議
論
し
、
慣
行
的
農
業

賃
金
で
は
な
く
工
業
賃
金
を
基
準
賃
金
と
す
べ
き
だ
と
は
主
張
す
る
も
の
の
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
、
な
に
よ
り
組
織
力
の
不
足
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
〉

協
約
賃
金
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
労
働
側
の
弱
さ
の
原
因
を
求
め
、
事
実
上
こ
れ
を
是
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
D
L
V

の
集
団
的
雇
用
関
係
へ
の
統
合
志
向
は
、
右
の
よ
う
な
福
祉
国
家
の
権
力
に
よ
る
雇
用
の
強
制
を
受
け
入
れ
て
し
ま
う
も
の
だ
っ
た
。

こ
れ
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
、
一
般
に
「
労
働
忌
避
者
≧
匿
毯
魯
曾
旦
と
い
う
視
線
の
な
か
に
あ
っ
た
「
移
動
脱
穀
労
働
者
目

モ
ナ
ー
ヘ
ン
」
の
権
力
的
「
排
除
」
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
D
L
v
は
土
着
の
干
拓
・
収
穫
労
働
者
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
組
織
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
干
拓
部
門
に
お
け
る
賃
金

協
約
の
成
立
臼
高
賃
金
保
証
を
実
現
し
、
文
化
的
に
も
多
彩
な
組
合
生
活
を
確
立
さ
せ
た
が
、
し
か
し
、
反
面
で
は
、
そ
れ
は
国
家
の

雇
用
量
調
整
を
通
し
て
の
農
業
労
働
市
場
管
理
や
、
社
会
立
法
の
運
用
に
よ
る
勤
労
強
制
を
容
認
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
部
分
的
統
合
の
外
側
に
、
こ
れ
を
常
に
脅
か
す
移
動
脱
穀
労
働
者
モ
ナ
ー
ヘ
ン
の
存
在
と
、
同
じ
く
様
々
な
呼
び
か
け
に
も

か
か
わ
ら
ず
組
合
運
動
に
参
加
し
よ
う
と
し
な
い
男
女
の
奉
公
人
層
、
そ
し
て
女
た
ち
が
い
た
の
で
あ
る
。
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第
三
節
　
脱
穀
移
動
労
働
者
と
ス
ト
ラ
イ
キ

1

農
村
放
浪
者
と
し
て
の
移
動
脱
穀
労
働
者
モ
ナ
ー
ヘ
ン

　
一
般
に
北
西
ド
イ
ツ
地
域
に
お
い
て
は
、
一
九
世
紀
後
半
期
に
は
じ
ま
る
農
業
に
お
け
る
蒸
気
脱
穀
機
の
普
及
は
、
専
門
の
移
動
賃

脱
穀
企
業
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
。
彼
ら
は
収
穫
期
に
な
る
と
脱
穀
を
請
け
負
っ
て
農
場
か
ら
農
場
へ
と
回
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
ワ

イ
マ
ー
ル
期
に
な
る
と
、
単
収
増
大
に
よ
る
穀
物
量
の
増
大
、
蒸
気
脱
穀
機
の
小
型
化
、
自
走
化
な
ど
で
そ
の
活
動
は
一
層
活
発
と
な
っ

（
2
9
）た

。
賃
脱
穀
企
業
者
は
、
脱
穀
ユ
ニ
ッ
ト
（
脱
穀
機
と
蒸
気
動
力
機
）
の
所
有
者
、
な
い
し
そ
の
委
託
を
受
け
た
機
械
親
方
と
専
門
技
術
者

か
ら
な
る
が
、
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
方
の
場
合
、
さ
ら
に
、
親
方
が
脱
穀
労
働
者
を
も
雇
用
す
る
形
を

　
　
　
　
　
　
ル
ン
プ
ロ

と
り
、
こ
れ
に
浮
浪
者
的
性
格
を
帯
び
た
移
動
労
働
者
モ
ナ
ー
ヘ
ン
が
雇
用
さ
れ
た
の
が
特
徴
で
あ
っ
た
。
第
一
次
大
戦
を
経
て
ワ
イ

マ
ー
ル
期
に
い
た
り
彼
ら
の
数
は
最
盛
期
に
比
べ
れ
ば
減
少
し
た
こ
と
、
ま
た
職
安
に
よ
る
公
的
な
職
業
紹
介
の
制
度
化
に
よ
り
「
人

間
市
家
。
§
ぼ
旨
碁
畠
の
意
義
も
低
下
し
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
彼
ら
の
状
況
に
も
変
化
が
生
じ
た
と
は
思
わ
れ
る
が
、
農
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

の
ル
ン
プ
ロ
的
労
働
者
と
し
て
の
実
態
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
特
に
当
該
期
に
彼
ら
が
農
村
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
観
念
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
、
主
に
地
元
新
聞
の
記
事
を
素
材
に
み
て
み
た
い
と
思
う
。

　
さ
て
、
彼
ら
の
第
一
の
特
徴
は
そ
の
浮
浪
者
的
、
あ
る
い
は
反
秩
序
的
性
格
で
あ
る
。
こ
の
点
に
対
す
る
不
安
と
不
満
の
感
情
は
、
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彼
ら
の
流
入
が
増
大
す
る
に
伴
い
、
農
業
不
況
の
深
化
も
あ
い
ま
っ
て
、
収
穫
期
の
農
村
民
の
間
で
特
に
強
く
な
っ
て
い
く
。
例
え
ば
、

新
聞
で
は
、
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
生
活
財
を
全
く
欠
い
て
お
り
、
物
乞
い
に
頼
る
し
か
な
く
、
寝
る
と
こ
ろ
は
乾
燥
し
た
「
麦
む
ろ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

や
畑
に
あ
る
家
畜
小
屋
で
あ
る
、
そ
し
て
最
近
増
加
し
て
い
る
畑
泥
棒
は
主
に
彼
ら
に
よ
る
も
の
だ
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
犯

罪
や
災
い
ご
と
と
彼
ら
を
結
び
付
け
る
の
は
、
特
に
火
災
発
生
へ
の
不
安
で
あ
っ
た
。
近
接
の
エ
ル
プ
マ
ル
シ
ェ
ン
の
あ
る
農
民
の
日

誌
か
ら
は
、
第
一
次
大
戦
前
や
ナ
チ
ス
統
治
の
時
期
に
比
ベ
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
は
火
災
が
よ
く
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
に
読
み
取

（
3
2
）れ

、
ま
た
、
特
に
数
え
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
時
期
の
新
聞
を
一
瞥
し
て
い
る
と
、
原
因
は
と
も
か
く
火
災
の
記
事
が
や
け
に
目

に
つ
く
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
火
災
発
生
が
主
に
モ
ナ
ー
ヘ
ン
と
結
び
付
け
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
ほ
ぼ
毎
年
の
よ
う
に
、
収
穫
期
に
は

以
下
の
よ
う
な
火
災
防
止
警
告
と
も
い
う
べ
き
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
先
週
数
か
所
で
、
納
屋
と
厩
舎
の
火
災
が
発
生
し
、
国
民
経
済
の
上
で
も
大
き
な
損
害
が
出
た
が
、
こ
れ
ら
は
、
「
ホ
ー
ム
レ
ス

簿
○
区
碧
匡
o
鴇
」
や
「
遍
歴
青
年
簿
零
曽
且
R
ビ
§
訂
三
た
ち
に
よ
る
軽
率
な
火
の
取
扱
い
が
も
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
も

し
、
こ
う
し
た
人
々
が
い
る
か
ど
う
か
を
調
べ
に
毎
晩
納
屋
へ
行
っ
た
り
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
場
所
を
「
他
所
者
」
の
不
法
侵
入

・
者
に
対
し
て
内
か
ら
も
外
か
ら
も
確
実
に
封
鎖
す
る
と
い
う
ち
ょ
っ
と
し
た
気
遣
い
が
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
火
事
は
防
げ
る
は
ず

で
あ
る
。
人
々
は
（
宿
泊
を
）
懇
願
さ
れ
る
と
、
宿
泊
の
件
な
ら
警
察
に
い
け
と
い
う
か
、
あ
る
い
は
そ
の
地
区
か
、
な
い
し
は
近

く
の
簡
易
宿
泊
所
を
教
え
て
や
る
程
度
で
あ
る
。
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
の
政
府
長
官
は
、
「
ホ
ー
ム
レ
ス
」
を
納
屋
な
ど
の
火
災
の

発
生
し
や
す
い
と
こ
ろ
に
泊
め
る
こ
と
を
行
っ
て
い
る
す
べ
て
の
役
所
に
対
し
、
「
ホ
ー
ム
レ
ス
」
の
入
室
の
前
に
、
マ
ッ
チ
、
火
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器
類
、
煙
草
な
ど
の
所
持
に
つ
い
て
の
検
査
を
行
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

そ
れ
ら
を
翌
日
ま
で
保
管
す
べ
し
と
の
指
示
を
出
し
た
。

　
ま
た
、
放
火
の
嫌
疑
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
は
実
際
に
住
民
に
対
し
て
「
暴
力
性
」
を
も
演
出
し
た
。
例
え
ば
、
一
九
三
一
年
八
月
末
、

南
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
の
マ
ル
ネ
で
は
、
ほ
ろ
酔
い
気
分
で
物
乞
い
し
て
い
た
二
人
組
が
、
こ
れ
を
断
っ
た
住
民
K
氏
を
テ
ー
ブ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

ナ
イ
フ
で
脅
迫
、
こ
れ
が
も
と
で
近
所
の
人
を
巻
き
添
え
に
し
た
傷
害
事
件
が
起
き
て
い
る
。
住
民
か
ら
み
れ
ば
物
乞
い
を
さ
れ
て
こ

れ
を
玄
関
先
で
断
る
の
は
「
危
険
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
モ
ナ
ー
ヘ
ン
同
士
の
喧
嘩
・
詐
欺
の
記
事
に
も
事
欠
か
な
い
。
一
九
三
〇
年
九
月
六
日
付
け
に
は
、
「
簡
易
宿
泊
所
の
殴
り
合
い
で
、

頭
か
ら
血
を
出
し
た
脱
穀
労
働
者
が
病
院
に
運
ば
れ
た
。
ま
た
別
の
一
人
は
、
酩
酊
状
態
で
簡
易
宿
泊
所
の
窓
を
叩
き
割
っ
た
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
5
）

の
際
に
動
脈
と
筋
を
切
っ
て
腕
が
き
か
な
く
な
っ
た
。
男
は
病
院
に
運
ば
れ
る
と
き
荒
れ
狂
っ
た
」
と
の
記
事
が
あ
り
、
九
月
二
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

の
記
事
に
も
、
モ
ナ
ー
ヘ
ン
同
士
の
喧
嘩
に
よ
る
傷
害
事
件
の
記
事
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
文
字
ど
お
り
の
犯
罪
者
と
結
び
付
け
ら
れ
る

者
と
し
て
は
、
九
月
六
日
付
に
、
一
九
二
六
年
に
数
か
月
間
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
の
簡
易
宿
泊
所
を
転
々
と
し
た
あ
げ
く
に
近
く
の

郵
便
局
員
の
と
こ
ろ
に
強
盗
に
入
っ
て
逮
捕
さ
れ
、
そ
の
後
脱
獄
し
た
理
髪
師
H
が
、
キ
ー
ル
で
よ
う
や
く
逮
捕
さ
れ
た
と
の
記
事
が

　
（
3
7
）

あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
経
済
状
況
の
悪
化
に
伴
い
増
大
す
る
「
他
所
者
」
の
移
動
労
働
者
は
、
土
着
の
農
村
民
（
農
民
＋
土
着
労
働
者
）
に
お
い
て

は
、
失
業
、
犯
罪
、
放
火
、
ア
ル
中
、
暴
力
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
に
対
す
る
苦
情
や
反
発
感
情
が

高
ま
っ
て
い
く
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
例
え
ば
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
の
市
財
政
局
が
、
物
乞
い
対
策
と
し
て
福
祉
ク
ー
ポ
ン
券
を
発

　
　
　
（
3
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

行
し
た
り
、
警
察
に
よ
っ
て
簡
易
宿
泊
所
や
「
お
ん
ぼ
ろ
小
屋
」
の
手
入
れ
が
行
わ
れ
た
り
し
た
。
だ
が
、
問
題
の
構
造
は
脱
穀
労
働
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者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
と
い
う
緊
張
し
た
情
勢
の
な
か
に
、

る
こ
と
に
し
よ
う
。

な
に
よ
り
も
鮮
明
に
現
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ

2

脱
穀
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ

　
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
方
で
は
、
失
業
者
の
流
入
が
増
加
す
る
な
か
、
一
九
三
〇
年
七
月
と
一
九
一
三
年
八
月
に
脱
穀
労
働
者
を
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

体
と
し
た
ス
ト
ラ
イ
キ
が
発
生
し
た
。
一
九
三
〇
年
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
南
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
マ
ル
ネ
地
区
を
中
心
と
し
、
一
九
三

一
年
は
北
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
地
区
を
中
心
と
し
て
い
た
。
ど
ち
ら
も
穀
作
を
中
心
と
す
る
大
農
地
域
で
、

農
業
労
働
者
と
モ
ナ
ー
ヘ
ン
の
中
心
地
で
あ
る
。
二
つ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
似
た
よ
う
な
経
過
を
辿
る
か
ら
、
以
下
で
は
、
ま
ず
、
よ
り

規
模
の
大
き
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
一
九
三
一
年
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
中
心
に
、
当
局
の
報
告
を
も
と
に
し
つ
つ
、
そ
の
経
過
と
特
徴
を
み

　
　
　
　
　
　
（
包

る
こ
と
に
し
た
い
。

経
過

　
収
穫
と
脱
穀
が
開
始
さ
れ
た
八
月
一
七
日
、
脱
穀
労
働
者
を
中
心
と
す
る
約
七
〇
人
の
労
働
者
に
よ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
が
発
生
し

た
。
ス
ト
発
生
に
い
た
る
経
過
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
八
月
八
日
に
開
催
さ
れ
た
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
の
共
産
党
の
集
会
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
2
）

ス
ト
ラ
イ
キ
宣
伝
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
要
求
は
賃
上
げ
で
あ
る
。
脱
穀
労
働
者
た
ち
は
、
自
ら
労
働
を
停
止
す
る
の
み
な

ら
ず
、
運
転
中
の
脱
穀
作
業
を
停
止
す
べ
く
、
ま
ず
は
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
か
ら
ヘ
デ
ヴ
ィ
ー
ゲ
ン
ク
ー
ク
に
向
か
っ
た
。
危
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険
を
感
じ
た
賃
脱
穀
企
業
者
た
ち
は
同
業
者
組
合
委
員
会
を
召
集
し
、
警
察
の
保
護
を
要
請
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
こ
れ
に
応
え

た
の
で
あ
ろ
う
、
当
局
は
十
分
な
数
の
巡
査
官
た
ち
を
派
遣
し
、
「
働
き
好
き
の
者
た
ち
》
ぴ
卑
旨
一
一
壽
旦
へ
の
妨
害
行
為
を
阻
止

し
た
。
そ
の
後
、
い
わ
ゆ
る
共
産
党
系
の
団
体
で
あ
る
「
赤
い
農
林
業
労
働
者
同
盟
」
が
様
々
な
地
域
で
ス
ト
ラ
イ
キ
決
議
を
あ

げ
た
。
土
着
の
農
業
労
働
者
た
ち
は
こ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
は
参
加
し
て
お
ら
ず
、
土
着
の
失
業
者
の
求
職
申
請
者
だ
け
で
も
脱
穀

作
業
を
行
う
に
は
十
分
な
数
で
あ
っ
た
か
ら
、
脱
穀
作
業
は
ど
こ
で
も
続
行
さ
れ
た
。
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
た
ち
は
、
「
他
所
者
の
失
業

者
た
ち
に
唆
さ
れ
て
三
〇
人
か
ら
四
〇
人
、
さ
ら
に
は
六
〇
人
ぐ
ら
い
の
グ
ル
ー
プ
で
全
郡
を
回
り
、
「
働
き
好
き
の
者
た
ち
」
に

恐
怖
感
を
与
え
よ
う
と
し
た
。
警
察
は
こ
の
間
に
も
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
か
ら
の
保
安
警
察
部
隊
の
派
遣
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
、

い
つ
何
時
で
も
投
入
で
き
る
体
制
に
あ
っ
た
か
ら
、
若
干
の
「
働
き
好
き
の
者
た
ち
」
が
襲
わ
れ
た
こ
と
を
除
け
ば
、
衝
突
は
防

止
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
最
初
の
一
週
問
は
、
各
脱
穀
ユ
ニ
ッ
ト
に
二
人
の
武
装
し
た
警
官
が
あ
て
ら
れ
て
、
昼
夜
に
わ
た
り
監

視
し
た
。

　
当
局
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
た
ち
は
歩
哨
勤
務
を
首
尾
よ
く
組
織
し
た
。
彼
ら
は
仕
事
柄
、
い
つ
も
脱
穀
の
時
間

と
場
所
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
各
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
た
ち
は
自
転
車
や
モ
ー
タ
ー
バ
イ
ク
を
利
用
し
て
情
報
活

動
も
行
っ
た
。

　
こ
う
し
た
情
勢
に
農
業
関
係
者
た
ち
は
強
い
不
安
感
を
抱
い
た
。
畑
地
で
の
脱
穀
作
業
妨
害
の
防
止
の
た
め
、
夜
間
に
お
け
る

警
察
力
の
維
持
の
他
に
、
各
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
畑
番
人
を
雇
用
し
た
。
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
教
区
の
村
落
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
い
て

は
、
農
地
お
よ
び
森
林
警
察
法
第
六
〇
条
に
よ
り
、
農
地
監
視
人
が
選
ば
れ
、
郡
長
が
こ
れ
を
確
認
し
た
。

　
同
年
八
月
二
四
日
に
は
、
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
た
ち
は
郡
都
ハ
イ
デ
の
近
郊
の
ル
イ
ス
ド
ル
フ
で
脱
穀
機
を
止
め
る
こ
と
に
成
功
し
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た
。
こ
れ
は
警
察
へ
の
連
絡
が
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
日
に
は
、
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
の
ダ
イ

ヒ
ハ
ウ
ゼ
ン
地
区
の
農
場
主
ナ
ー
ゲ
ル
氏
の
と
こ
ろ
で
、
五
〇
人
ほ
ど
の
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
が
脱
穀
機
を
停
止
さ
せ
よ
う
と
し
、
最

初
、
少
し
だ
け
交
渉
が
な
さ
れ
た
が
、
結
局
、
「
働
き
好
き
の
者
た
ち
」
と
の
間
で
ひ
ど
い
殴
り
合
い
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の

喧
嘩
で
は
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
の
方
が
負
け
た
。
多
く
の
者
が
医
者
の
治
療
を
受
け
、
特
別
機
動
部
隊
が
到
着
し
た
と
き
に
は
喧
嘩
は

も
う
終
わ
っ
て
い
た
。
首
謀
者
と
目
さ
れ
る
多
く
の
者
が
逮
捕
さ
れ
、
ハ
イ
デ
の
裁
判
所
の
留
置
所
に
送
ら
れ
た
。

　
八
月
の
末
に
は
ス
ト
ラ
イ
キ
は
南
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
に
も
波
及
し
た
。
当
地
で
も
十
分
な
数
の
「
働
き
好
き
の
者
た
ち
」

が
い
た
が
、
当
初
は
彼
ら
は
仕
事
場
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
、
道
路
を
占
領
す
る
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
た

ち
に
よ
っ
て
阻
止
さ
せ
ら
れ
、
そ
し
て
引
き
戻
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
即
座
に
巡
査
官
が
地
元
の
警
察
官
と
一
緒
に
な
っ
て
秩
序

を
回
復
さ
せ
た
。
南
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
に
も
当
地
の
警
察
力
の
強
化
の
た
め
保
安
警
察
部
隊
が
、
奇
襲
や
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
を

防
止
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
。
こ
の
間
に
、
北
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
で
二
つ
の
農
場
が
、
そ
し
て
シ
ュ
タ
イ
ン
ブ
ル
グ
郡
の

グ
ル
ッ
ク
シ
ュ
タ
ッ
ト
に
お
い
て
一
つ
の
農
場
が
炎
上
し
た
と
い
う
。
結
局
、
ス
ト
ラ
イ
キ
は
、
警
察
の
簡
易
宿
泊
所
の
手
入
れ

を
契
機
に
腰
砕
け
と
な
り
、
九
月
二
日
、
ス
ト
中
止
の
決
議
が
出
さ
れ
、
労
働
側
の
敗
北
で
終
わ
っ
た
。

　
以
上
が
経
過
の
概
要
で
あ
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
を
め
ぐ
る
攻
防
が
、
モ
ナ
ー
ヘ
ン
H
移
動
脱
穀
労
働
者
を
主
体
と
す
る
ス
ト
ラ
イ
カ
ー

の
集
団
的
な
脱
穀
作
業
妨
害
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
は
賛
同
せ
ず
脱
穀
作
業
を
行
お
う
と
す
る
土
着
の
労
働
者
・
失
業
者
、
そ
し
て
脱
穀
作

業
の
妨
害
行
動
を
阻
止
し
、
最
後
に
は
ス
ト
ラ
イ
キ
を
力
ず
く
で
抑
え
込
も
う
と
す
る
当
局
と
い
う
三
者
の
関
係
を
中
心
に
、
こ
れ
に

自
衛
に
走
る
農
民
層
を
加
え
て
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
こ
の
経
過
か
ら
何
が
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
モ
ナ
ー
ヘ
ン
、
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農
民
層
を
中
心
と
す
る
住
民
、
そ
し
て
国
家
当
局
の
行
動
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
中
心
と
な
る
移
動
労
働
者
モ
ナ
ー
ヘ
ン
の
行
動
に
は
、
前
述
の
彼
ら
の
社
会
的
な
周
辺
的
な
位
置
の
あ
り
よ

う
が
こ
こ
に
も
明
確
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
は
、
第
一
に
ス
ト
ラ
イ
キ
の
担
い
手
が
モ
ナ
ー
ヘ
ン
に
限
定
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
彼
ら
と
土
着
の
労
働
者
と
の
根
深
い
対
立
が
存
在
す
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
し
、
第
二
に
、
ス
ト
ラ
イ
キ

の
部
分
的
性
格
の
た
め
に
こ
れ
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
実
力
を
行
使
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
こ
と
が
、
ま
さ
に
彼

ら
が
日
常
的
に
外
側
か
ら
刻
印
さ
れ
た
「
暴
力
性
」
や
「
犯
罪
性
」
を
逆
に
手
段
と
し
て
利
用
し
「
実
証
」
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

た
こ
と
に
読
み
取
れ
よ
う
。
ス
ト
ラ
イ
キ
が
腰
砕
け
に
な
っ
た
後
も
、
脱
穀
機
に
砂
を
入
れ
た
り
鉄
を
入
れ
た
り
し
て
そ
の
運
転
を
妨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
〉

害
す
る
ゲ
リ
ラ
的
行
為
が
続
き
、
ま
た
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
と
思
わ
れ
る
脱
穀
労
働
者
同
士
の
喧
嘩
が
発
生
し
た
と
い
う
が
、
こ
れ

ら
も
先
の
モ
ナ
ー
ヘ
ン
の
行
動
様
式
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
移
動
労
働
者
と
共
産
党
の
関
係
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
共
産
党
は
な
に
よ
り
も
ス
ト
ラ
イ
カ
ー

た
る
モ
ナ
ー
ヘ
ン
の
社
会
的
諸
特
徴
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
農
村
民
に
観
念
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ま
た
、
実
際
に
共
産
党
と
モ

ナ
ー
ヘ
ン
は
人
格
的
に
も
一
部
重
な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
典
型
的
に
は
、
一
九
三
〇
年
の
マ
ル
ネ
地
区
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
お
い
て
、

脱
穀
作
業
妨
害
に
現
れ
た
失
業
者
の
ス
ト
部
隊
の
メ
ン
バ
ー
の
身
元
は
マ
ル
ネ
と
そ
の
近
郊
の
者
で
あ
り
、
そ
の
指
導
者
は
シ
ュ

ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
出
身
で
マ
ル
ネ
の
簡
易
宿
泊
所
に
住
む
失
業
中
の
金
銀
細
工
師
ア
ド
ル
フ
・
バ
ウ
ア
ー
で
、
彼
は
共
産
党
の
マ
ル
ネ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

地
区
グ
ル
ー
プ
の
指
導
者
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
簡
易
宿
泊
所
に
住
む
「
他
所
者
」
の
遍
歴
職
人
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
モ
ナ
ー
ヘ
ン

の
典
型
的
な
「
履
歴
」
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
同
時
に
他
方
で
、
一
見
モ
ナ
ー
ヘ
ン
の
「
放
浪
性
」
の
観
念
と
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
な
非
常
に
組
織
的
な
動
き
を
ス
ト
ラ
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イ
カ
ー
た
ち
は
し
て
い
る
。
一
九
三
〇
年
の
ス
ト
ラ
イ
キ
で
は
こ
の
組
織
性
は
も
っ
と
明
確
に
現
れ
て
い
て
、
「
失
業
者
た
ち
は
マ
ル
ネ

と
そ
の
近
郊
か
ら
自
転
車
で
や
っ
て
き
て
、
ど
こ
で
脱
穀
機
が
運
転
さ
れ
て
い
る
か
、
機
械
の
所
有
者
は
誰
か
、
そ
し
て
運
転
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

い
る
と
こ
ろ
で
人
々
が
ど
う
い
っ
て
い
る
か
を
調
べ
、
年
か
さ
の
子
供
た
ち
に
ま
で
尋
ね
て
い
た
」
と
い
う
し
、
ま
た
、
ス
ト
ラ
イ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

中
は
「
他
所
者
の
労
働
者
た
ち
は
マ
ル
ネ
の
ス
ト
指
導
部
か
ら
毎
日
昼
食
の
供
給
を
受
け
て
い
た
」
と
い
う
。
史
料
が
乏
し
い
か
ら
確

定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
こ
こ
で
は
共
産
党
グ
ル
ー
プ
は
移
動
労
働
者
と
心
性
を
共
有
し
つ
つ
も
、
一
応
独
自
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ

た
と
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
他
方
、
農
民
層
は
こ
の
件
で
ま
す
ま
す
反
移
動
労
働
者
感
情
を
高
め
た
と
い
え
る
。
畑
番
人
の
雇
用
に
よ
る
農
民
層
の
自
衛
は
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

二
〇
年
代
前
半
イ
ン
フ
レ
期
の
対
野
盗
対
策
と
同
じ
で
、
こ
う
し
た
点
か
ら
も
彼
ら
の
「
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
6
モ
ナ
ー
ヘ
ン
u
犯
罪
者
」

観
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
象
徴
的
な
の
は
、
こ
の
時
期
に
発
生
し
た
農
場
の
火
災
に
対
す
る
彼
ら
の
反
応
の
あ
り
方
で
あ
る
。

右
記
の
八
月
末
の
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
方
の
二
つ
の
農
場
の
火
災
の
う
ち
、
一
つ
は
ヤ
ー
ル
ン
ヴ
ィ
ッ
シ
ュ
の
農
場
主
v
氏
の
農
場

の
火
災
を
指
す
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
警
察
は
、
V
氏
が
負
債
を
た
く
さ
ん
か
か
え
て
い
た
と
い
う
奉
公
人
の
証
言
を
も
と
に
、
農

場
主
の
保
険
金
目
当
て
の
放
火
と
み
て
彼
を
逮
捕
す
る
。
が
、
こ
れ
に
対
し
て
「
人
々
は
最
初
か
ら
放
火
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

り
、
犯
人
は
ス
ト
ラ
イ
キ
中
の
収
穫
労
働
者
の
な
か
か
ら
見
つ
か
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
」
と
報
道
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
最
も
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
こ
う
し
た
農
民
層
の
声
を
背
景
に
、
国
家
・
当
局
が
ど
う
い
う
対
応
を
し
た
の
か
を
み
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
に
、
建
て
前
と
し
て
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
行
っ
て
い
る
者
が
一
部
の
者
に
限
定
さ
れ
て
お
り
労
働
者
の
総
意
に
よ
る
も
の
と
は

認
め
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
国
家
は
労
働
権
を
含
む
「
所
有
」
の
擁
護
の
た
め
に
、
そ
し
て
む
ろ
ん
農
場
の
経
営
の
擁
護
の
た
め
に
、
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こ
れ
を
侵
害
す
る
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
た
ち
の
暴
力
行
為
を
防
ぐ
べ
く
警
察
力
を
動
員
・
投
入
す
る
。
農
業
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

る
こ
う
し
た
「
所
有
権
」
擁
護
、
「
経
営
」
の
擁
護
は
ワ
イ
マ
ー
ル
期
を
通
じ
て
の
国
家
の
介
入
の
大
き
な
特
徴
と
も
い
え
る
。
こ
の
事

例
で
も
、
脱
穀
作
業
の
保
安
の
た
め
の
機
動
部
隊
の
配
置
と
そ
の
迅
速
な
行
動
、
さ
ら
に
郡
の
警
察
力
の
不
十
分
さ
を
埋
め
、
ま
た
機

動
性
を
増
す
た
め
に
、
州
か
ら
の
機
動
部
隊
投
入
と
ト
ラ
ッ
ク
の
導
入
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
並
々
な
ら
ぬ
決
意
す
ら
感
じ
さ
せ
る
。

　
第
二
に
着
目
し
た
い
の
は
、
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
へ
の
失
業
保
険
給
付
の
停
止
で
あ
る
。
九
月
一
日
、
こ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
関
連
し
て
、

失
業
者
扶
助
の
支
払
日
に
、
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
市
議
会
は
、
雇
用
機
会
が
十
分
あ
る
の
に
労
働
を
拒
否
し
て
い
る
と
い
う
理
由
か

ら
、
ス
ト
ラ
イ
キ
中
の
脱
穀
労
働
者
に
対
し
て
は
福
祉
補
助
の
支
払
い
を
拒
否
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
。
こ
の
た
め
教
会
前
広
場
は
暴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

動
と
な
り
、
保
安
警
察
が
二
度
に
わ
た
っ
て
介
入
し
広
場
を
「
き
れ
い
に
」
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
、
先
に
述
べ
た
よ
う

に
福
祉
政
策
の
も
つ
雇
用
強
制
の
機
能
を
ス
ト
ヲ
イ
キ
防
止
手
段
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
意
図
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
第
三
に
、
最
も
注
目
し
た
い
こ
と
だ
が
、
こ
の
ス
ト
を
決
定
的
に
粉
砕
し
た
の
は
、
ス
ト
の
「
温
床
」
で
あ
り
、
ま
た
移

動
労
働
者
た
ち
の
世
界
の
中
心
で
あ
っ
た
簡
易
宿
泊
所
に
対
す
る
警
察
の
手
入
れ
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
八
月
二
五
日
の
火
曜
日
の

午
前
に
は
、
「
他
所
者
の
人
々
の
流
入
が
み
ら
れ
る
た
め
」
巡
査
に
よ
っ
て
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
の
簡
易
宿
泊
所
に
対
す
る
第
一
回
目

の
手
入
れ
が
行
わ
れ
、
逮
捕
者
が
ハ
イ
デ
の
行
政
裁
判
所
に
連
行
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
九
丹
一
日
に
は
、
当
局
に
よ
る
第
二
回
目
の
簡

易
宿
泊
所
の
手
入
れ
が
行
わ
れ
、
そ
の
さ
い
「
多
く
の
他
所
者
で
宿
が
あ
ふ
れ
て
い
た
」
た
め
、
こ
れ
を
是
正
す
る
指
令
が
簡
易
宿
泊

所
に
対
し
て
出
さ
れ
、
こ
の
結
果
、
最
終
的
に
「
脱
穀
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
展
望
の
な
い
ま
ま
に
腰
砕
け
と
な
っ
た
」
の
で
あ
っ

〔
5
2
）た

。
こ
の
こ
と
は
、
ス
ト
が
モ
ナ
ー
ヘ
ン
と
強
い
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
語
る
と
と
も
に
、
農
民
の
反
移
動
労
働
者
感
情
を
背

景
に
、
問
題
が
移
動
労
働
者
の
世
界
へ
の
直
接
介
入
と
い
う
力
に
よ
る
排
除
・
解
体
の
方
向
で
「
解
決
」
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
物
語
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ろ
う
。
「
土
着
の
働
き
好
き
の
者
」
の
た
め
の
「
他
所
者
の
放
浪
者
・
労
働
忌
避
者
」
の
強
制
排
除
と
い
う
論
理
。
こ
の
論
理
こ
そ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
3
）

や
が
て
、
ナ
チ
の
政
権
掌
握
後
に
な
さ
れ
る
、
移
動
労
働
者
と
奉
公
人
の
雇
用
関
係
を
象
徴
し
た
「
人
問
市
」
の
廃
棄
、
そ
し
て
、
多

く
の
モ
ナ
ー
ヘ
ン
た
ち
の
「
労
働
忌
避
者
」
と
し
て
の
強
制
収
容
所
送
り
と
い
う
最
終
的
な
社
会
的
排
除
の
過
程
に
つ
な
が
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
四
節
　
脱
穀
労
働
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
ー
農
村
ナ
チ
化
の
も
う
5
の
局
面

　
さ
て
、
以
上
に
み
た
移
動
労
働
者
の
「
周
辺
的
」
な
社
会
的
あ
り
方
は
、
政
治
過
程
に
お
け
る
こ
の
地
方
の
農
民
層
の
早
期
の
ナ
チ

化
と
い
っ
た
い
ど
う
結
び
付
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
、
一
九
二
九
年
三
月
に
北
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
ヴ
ェ
ー

ル
デ
ン
で
起
き
た
共
産
党
グ
ル
ー
プ
と
ナ
チ
党
員
の
衝
突
事
件
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州

に
お
い
て
は
、
恐
慌
期
に
、
そ
の
ナ
チ
突
撃
隊
の
特
異
な
戦
術
戦
略
も
あ
っ
て
、
各
地
で
ナ
チ
絡
み
の
政
治
的
な
衝
突
が
頻
繁
に
起
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

こ
の
た
め
州
知
事
や
帝
国
政
府
が
し
ば
し
ば
集
会
禁
止
令
を
出
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
が
、
そ
の
な
か
で
も
ヴ
ェ
ー
ル
デ
ン
の
衝
突

事
件
は
、
そ
の
発
生
が
早
期
で
あ
る
こ
と
、
三
名
に
上
る
死
亡
者
を
出
し
た
こ
と
、
そ
し
て
ヒ
ト
ラ
ー
の
葬
儀
訪
問
な
ど
の
演
出
に
よ

り
ナ
チ
の
「
殉
教
者
神
話
」
形
成
と
宣
伝
に
大
き
な
意
義
を
も
っ
た
こ
と
な
ど
の
点
で
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州

の
な
か
で
は
特
に
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
写
真
4
i
を
参
照
。
）
と
も
あ
れ
、
ま
ず
事
件
の
経
過
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ

（
5
6
）
．

う
。
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織

写真4－1ヴェールデンの衝突事件のナチ側犠牲者の葬儀に参列するヒトラーと他のナ

　　　　チ幹部たち

　　　　ナチスはこの葬儀を政治的に最大限に演出した．1929年3月13日，南ディト

　　　　マルシェン・アルバースドルフ．
出典：Th・msen，」・W・Landleben　in　der　Weimarer　Republik，S．123．

　
事
件
は
、
一
九
二
九
年
三
月
、
ハ
イ
デ
の
ナ
チ
ス
地

区
グ
ル
ー
プ
が
、
同
七
日
に
ヴ
ェ
ー
ル
デ
ン
の
ヤ
ー
ン

氏
経
営
の
ホ
テ
ル
で
突
撃
隊
指
導
者
を
招
い
て
の
公
開

集
会
を
企
画
し
た
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
し
か
し
、
一

九
二
八
年
の
一
〇
月
に
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
の
ナ
チ

の
集
会
で
大
き
な
殴
り
合
い
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
二
月

一
八
日
に
は
同
じ
く
ヤ
ー
ン
氏
の
ホ
テ
ル
に
お
い
て
開

催
さ
れ
た
ラ
ン
ト
フ
ォ
ル
ク
運
動
の
集
会
で
、
共
産
党

と
ナ
チ
党
の
殴
り
合
い
事
件
が
発
生
し
多
数
の
傷
害
者

を
出
し
て
い
た
た
め
、
当
局
は
こ
の
集
会
を
禁
止
措
置

に
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
理
由
は
不
明
だ
が
）
、
当

日
、
二
〇
〇
人
を
越
す
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
地
区
の
ナ

チ
の
突
撃
隊
員
と
『
般
党
員
が
ヴ
ェ
ー
ル
デ
ン
に
集

ま
っ
た
。
当
局
は
集
会
所
に
予
定
し
て
い
た
ホ
テ
ル
を

封
鎖
し
た
た
め
、
ナ
チ
ス
は
党
員
集
会
に
切
り
替
え
て

二
か
所
で
集
ま
り
を
も
っ
た
。
外
で
は
突
撃
隊
員
が
防

衛
に
あ
た
っ
た
。
（
突
撃
隊
員
た
ち
は
、
主
に
ハ
イ
デ
、
ア
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ル
バ
ー
ス
ド
ル
フ
、
ル
ン
デ
ン
の
組
織
に
属
す
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
）
他
方
、
同
じ
日
の
夕
刻
に
共
産
党
側
の
グ
ル
ー
プ
も
ヴ
ェ
ッ
セ
ル

ブ
ー
レ
ン
に
集
合
し
、
ヴ
ェ
ー
ル
デ
ン
に
向
け
て
行
進
を
開
始
し
、
夜
に
は
村
に
到
着
、
す
ぐ
さ
ま
村
の
な
か
を
デ
モ
行
進
し
た
。
（
ナ

チ
側
の
言
い
分
で
は
）
彼
ら
は
武
装
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
夜
一
〇
～
一
一
時
頃
に
ヴ
ェ
ー
ル
デ
ン
の
集
落
の
街
頭
の
暗
闇
の
な

か
で
両
者
が
衝
突
し
、
死
亡
者
三
名
（
共
産
党
側
一
人
、
ナ
チ
側
二
人
）
、
重
傷
者
八
人
、
軽
傷
者
多
数
を
出
す
惨
事
と
な
っ
た
。

　
事
件
の
処
理
は
、
主
に
こ
の
衝
突
が
ど
う
し
て
生
じ
た
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
当
局
の
連
絡
ミ
ス
か
、
そ
れ
と
も
ナ
チ
の
側
が
集
会

禁
止
を
承
知
の
上
で
意
図
的
に
集
会
を
も
と
う
と
し
た
の
か
、
ど
ち
ら
が
先
に
手
を
下
し
た
の
か
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
検
察
官
が
翌
八
日
に
ヴ
ェ
ー
ル
デ
ン
に
入
っ
て
捜
査
を
開
始
し
、
そ
の
日
の
う
ち
に
共
産
党
グ
ル
ー
プ
の
指
導
者
ホ
イ
ク
と
ク

ラ
ー
ベ
ザ
ッ
ク
を
主
犯
と
し
て
逮
捕
し
た
。
一
九
三
〇
年
メ
ル
ド
ル
フ
で
行
わ
れ
た
裁
判
に
は
二
三
〇
人
が
証
言
し
、
一
般
に
も
大
き

な
関
心
を
呼
ん
だ
が
、
結
局
、
判
決
は
、
事
件
は
ナ
チ
突
撃
隊
の
デ
モ
ヘ
の
共
産
党
側
の
奇
襲
に
よ
っ
た
と
の
立
場
を
と
る
も
の
で
、

共
産
党
指
導
者
ホ
イ
ク
に
対
し
一
年
、
そ
の
他
の
共
産
党
被
告
二
一
人
に
対
し
五
か
月
か
ら
六
か
月
の
懲
役
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

対
し
（
た
だ
し
三
人
は
無
罪
）
、
ナ
チ
側
に
は
た
っ
た
一
名
だ
け
に
二
か
月
の
懲
役
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
以
上
が
事
件
の
概
略
で
あ
る
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
事
件
の
真
相
解
明
は
さ
し
あ
た
っ
て
は
こ
こ
で
は
副
次
的
な
問
題
で
あ
る
。

以
下
、
判
決
が
結
局
ナ
チ
側
に
有
利
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
事
件
の
報
告
か
ぢ
垣
間
み
え
て
く
る
共
産

党
グ
ル
ー
プ
の
特
徴
、
そ
し
て
ナ
チ
と
農
民
層
の
反
応
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
の
事
件
の
も
っ
た
社
会
的
意
味
に
つ

い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
さ
て
、
ま
ず
、
共
産
党
側
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
で
あ
る
。
表
4
－
6
は
、
警
察
が
こ
の
事
件
の
調
査
に
関
連
し
て
作
成
し
た
と
思
わ
れ

る
北
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
の
マ
ル
シ
ュ
地
方
（
図
4
－
3
参
照
）
を
中
心
と
す
る
両
グ
ル
ー
プ
の
事
件
関
与
者
リ
ス
ト
（
捜
査
途
中
の
報
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表4－6北ディトマルシェン・マルシェの住民で衝突事件に関与した者のリスト

コミュニスト側 ナチス側（Matthiessenによる）

名前（イニシアル） 住所地など 名前（イニシアル）など 住所地

Krawczak

F．K．

P．K
F．R．

F．W．

O．W．

E．W．

0．W．

G．T．

F．F

A．Sch，sen．

A．Sch，jun．

W．Sch．

W．W．
A．L．

」，K．

G．H，

K．T．

H．H．

被告．18％年生．（無罪）H・D．

被告．Wesselburen　　W、W．
　　　　　　　　　　　　○．N．

　　　　　　　　　　　　A．M．b．Voss

被告　　　　　　　型幽
　　　　　　　　　　　　H．B．b，L瓶hr

　　　　　　　　　　　　C．M．b．HoI
　　　　　　　　　　　　R・W．（Hofbesitzer＊）

　　　　　　　　　　　　F．W．
出
・被

Zuckeτfablik

被告．Wesselburen
被告
Knecht Hillgroven

Heringsand

He五de

その他に・多数の当地の簡易宿泊所の人（モ

　
　
　
　
　
　
　
＊
．

　
　
　
　
　
　
　
n
　
　
l

　
　
　
　
　
　
　
e
　
　
　
e

　
　
　
　
　
　
　
㎞
　
恥

　
R
．
　
　
r
．
r
．
　
往

　
　
　
　
・
」
・
〕
　
　
a
　
h

旦
W
亀
L
，
砥
職
B
．
M
K
．
M

G
跡
J
E
L
α
E
M
K
R

ナーヘン）とヴェッセルブーレン農村部のコ
ミュニストたち．

＜上記以外の被告たち＞

Heuck　　　　　　　共産党指導者．
A．

H．

Kr．

L．

　　　　　　　　　　定
O．　L．　　　　　　　　　　　　NQrddeich

S．　　　　　　　　　　　　　　　　W6hrden

W．W．　　　　　　F．W．と兄弟．
H．

R．　　　　　　　無罪

当地生

　
　
　
　
0
6

　
　
　
　
V

　
　
　
　
＆

　
　
　
　
b

M
E
K
鼠
E

G
E
照
E
R
W．M．

F．D．

A．W，

H．H．

W．G．

妻殺しで拘置中．精神鑑R・w．

H．S．b．Diene

Norddeich

Norddeich

Nordde亘ch
Norddeich

Wesselburenk・Qg
Norddeich

田1groven
田lgr・ven

Wesselburenk・・9
Wesselburen

Wesselburen

Wesselburen

Wesselburen

Wesselburen

Wesselburen

Wesselburen

Wesselburen

Wesselburen

Wesselburen

H皿lgr・ven

Wesselburen

Wesselburen

Reinsb廿tteI

Hassenb壮ttel
SchUIP

Sch廿lp

SchUlp

T6dlenwisch

Jarrenwisch

Blankenmoor

罪無 　
　
　
　
　
＊

L
・
K
，
瓦
Z
，
B
，
A
聡
W

E
α
W
K
K
W
R
O
．

H
艮

瓢
G

SchUIP

Reinsb口ttel

Reinsb亘〔tel

Wesselburen

Hillgr・ven

Hlllgr・ven

Reinsb廿ttel

Sロderde壺ch

Wesselburen

Wesselburen

Wesselburen

Hillgr・ven

　注＝コミュニスト側の欄で，＜上記以外の被告たち＞というのは・捜査途中のリストに掲載されていない
　　　が，後に裁判で被告として登場しているもの．（被告人とされた者はほぽ共産党員．）場所の記述のな
　　　い者の多くは，ヴェッセルブーレンの都市部の住民だと思われる．
　　　ナチス側の欄で・下線をひいたものは男子の奉公人と思われるものである．例えば・A．M．b，VQss
　　　（No【ddeich）は，N・rddeichのVoss家経営のところで雇用されているAMという名の奉公人という意味
　　　である．また＊の印は，裁判でナチス側の証人として登場していることが確認される者．
　　　このリストはMatthiessenに対する刑事の聞き取Pによるものなので，北ディトマルシェン・マルシュ
　　　地域住人を主としている．このため他の地域のナチス支持者で衝突に加わった者は含まれていない。
出典：LAS309－22875，およびOstholsteinisches　Tagebla肛，Feb．一M盃rz1930（裁判記事〉より作成．
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Zennhusen

Wesselbu【enkoo9

Sch丘lp

Neuenkirchen

田lgr・ven

Tiebensee

　　　Heide

　Nordde三ch　　　Jarrenwisch

　O

　　　　O　Wesselburen

　　O
Sロderdeich

W6hrden

O

ReinsbUtte1

0
　　　　　Wesselburene

　　　　　兀）eichhausen

Hedewigenk・・9

図4弓　北ディトマルシェン郡マルシェ地方の地図（筆者作成）

告
書
で
あ
る
か
ら
完
全
な
も
の
で
は
な
い
）
、

お
よ
び
こ
れ
に
メ
ル
ド
ル
フ
の
裁
判
で
共

産
党
側
被
告
と
し
て
登
場
す
る
者
を
加
え

て
作
成
し
た
一
覧
表
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ

ス
ト
側
の
欄
に
お
い
て
、
名
前
が
判
明
す

る
二
九
名
は
党
員
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

グ
ル
ー
プ
だ
か
、
そ
の
内
訳
は
被
告
が
一

六
名
（
ほ
ぽ
共
産
党
員
）
、
被
告
で
な
い
者

の
う
ち
住
所
不
明
九
名
、
都
市
部
　
名
、

農
村
部
三
名
で
あ
る
。
（
さ
ら
に
、
親
子
・
縁

者
と
思
わ
れ
る
の
が
三
組
、
農
業
奉
公
人
は

一
人
で
あ
る
。
V
住
所
地
の
記
載
の
な
い
者

の
多
く
は
、
農
村
部
の
者
に
つ
い
て
は
記

載
が
あ
る
こ
と
か
ら
逆
に
考
え
て
、

ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
レ
ー
ン
都
市
部
住
民
の
労

働
者
た
ち
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
党
員
グ
ル
ー

プ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
側
の
核
で
あ
っ
た
こ
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と
は
聞
違
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

　
ホ
イ
ク
の
証
言
に
よ
れ
ば
共
産
党
側
の
デ
モ
参
加
者
は
最
終
的
に
九
三
名
で
あ
っ
た
。
で
は
残
り
の
六
四
名
は
ど
う
い
う
人
々
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
に
は
多
数
の
簡
易
宿
泊
所
の
モ
ナ
ー
ヘ
ン
た
ち
（
み
ら
れ
る
よ
う
に
名
前
は
記
さ
れ
て
い
な
い
）
と
「
農
村
部
の
コ

ミ
ュ
ニ
ス
ト
」
（
こ
れ
が
ど
う
い
う
人
々
か
わ
か
ら
な
い
）
が
加
わ
っ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
が
数
の
上
で
は
主
力
部
分
を
構
成

し
て
い
た
。
つ
い
で
に
言
え
ば
共
産
党
側
の
死
亡
者
S
は
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
出
身
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
彼
も
流
れ
者
で
あ
っ
た
可
能

　
　
　
（
5
9
）

性
が
高
い
。

　
警
察
の
調
べ
で
は
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
た
ち
は
三
月
六
日
正
午
に
行
わ
れ
た
ハ
イ
デ
で
の
失
業
者
デ
モ
の
際
に
、
翌
七
日
に
ヴ
ェ
ー
ル

デ
ン
に
行
く
よ
う
求
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
七
日
に
は
、
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
の
職
安
で
、
そ
の
日
の
晩
に
甜
菜
工
場
の
横
に
集
合
す

る
よ
う
に
呼
び
か
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
晩
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
か
ら
五
〇
人
ほ
ど
が
姿
を
消
し
た
。
ほ
ぼ
．
す
べ
て
の
も
の
が

武
装
し
て
い
た
」
、
ま
た
、
「
こ
れ
ま
で
の
証
言
に
よ
る
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
た
ち
は
失
業
者
扶
助
の
受
給
の
際
に
ヴ
ェ
ー
ル
デ
ン
ヘ
行

く
約
束
を
し
た
と
い
う
。
未
参
加
者
た
ち
の
弁
で
は
、
武
器
、
特
に
キ
ャ
ベ
ツ
用
ナ
イ
フ
囚
・
匡
B
婁
R
の
所
持
を
約
束
し
て
い
た
」
と

い
う
。
失
業
扶
助
受
給
時
が
約
束
の
場
で
あ
り
、
ま
た
、
労
働
用
具
で
も
あ
る
キ
ャ
ベ
ツ
用
ナ
イ
フ
を
武
器
と
し
て
所
持
を
訴
え
て
い

る
点
か
ら
も
、
共
産
党
側
グ
ル
ー
プ
が
モ
ナ
ー
ヘ
ン
を
主
体
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
「
テ
ィ
ー
ベ
ン
ゼ
ー
の
二
人

の
奉
公
人
が
共
産
党
員
か
ら
、
三
月
七
日
に
長
靴
を
履
き
キ
ャ
ベ
ツ
ナ
イ
フ
を
も
っ
て
ヴ
ェ
ー
ル
デ
ン
に
き
て
ほ
し
い
と
い
わ
れ
て
い

た
」
こ
と
は
、
共
産
党
と
一
部
の
奉
公
人
の
問
に
一
定
度
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
も
移
動
労
働
者
モ
ナ
ー
ヘ
ン
は
呼
び
か
け
ら
れ
る
対
象
で
あ
っ
て
、
共
産
党
の
活
動
家
と
は
区
別
さ
れ
る
よ
う
で

あ
る
。
で
は
、
こ
こ
で
い
う
共
産
党
の
活
動
家
と
は
ど
う
い
う
人
々
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
情
報
は
残
念
な
が
ら
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多
く
は
な
い
。
た
だ
、
共
産
党
員
は
そ
の
信
条
の
た
め
に
多
く
の
農
民
か
ら
雇
用
を
拒
否
さ
れ
て
お
り
、
せ
い
ぜ
い
夏
の
労
働
力
不
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

の
と
き
に
キ
ャ
ベ
ツ
作
労
働
者
と
し
て
、
党
の
リ
ー
ダ
ー
を
労
働
頭
と
し
て
集
団
的
に
雇
用
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
（
一
般
に

は
、
キ
ャ
ベ
ツ
作
付
け
は
、
外
国
人
労
働
者
が
来
な
く
な
っ
た
後
は
、
主
要
に
女
・
子
供
の
仕
事
で
あ
る
）
、
ま
た
、
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
の

共
産
党
員
た
ち
が
住
む
主
要
な
ア
パ
ー
ト
が
テ
ィ
ー
ベ
ン
ゼ
ー
工
場
の
道
路
沿
い
に
あ
り
、
そ
こ
に
二
一
一
家
族
が
住
ん
で
い
る
と
の
報

告
か
ら
、
彼
ら
は
職
業
的
に
は
い
わ
ゆ
る
モ
ナ
ー
ヘ
ン
で
は
な
い
が
、
し
か
し
土
着
の
農
業
旦
雇
い
で
あ
っ
た
と
し
て
も
明
ら
か
に
農

村
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
た
生
活
形
態
を
送
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
移
動
労
働
者
モ
ナ
ー
ヘ
ン
も
共
産
党
員
も
、
ど
ち
ら
も
農
村
社

会
の
「
外
側
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
点
で
同
等
で
あ
り
、
彼
ら
の
関
係
は
そ
う
し
た
「
周
辺
者
た
ち
」
の
世
界
で
の
政
治
的
ヘ
ゲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

モ
ニ
ー
関
係
だ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
次
に
ナ
チ
ス
の
側
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
上
に
述
べ
た
参
加
者
の
リ
ス
ト
に
は
、
ナ
チ
側
の
参
加
者
と
し
て
四
二
名
の
名
が
示
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
住
所
地
か
ら
判
断
し
て
農
村
部
に
住
む
農
民
層
で
、
彼
ら
が
ナ
チ
側
の
主
力
で
あ
る
こ
と
は
問
違
い

な
い
。
し
か
し
、
他
に
ジ
ュ
ニ
ア
と
記
さ
れ
た
農
民
の
息
子
た
ち
が
三
名
、
そ
し
て
奉
公
人
（
す
べ
て
男
子
）
が
八
名
い
る
こ
と
が
注
目

　
　
（
6
2
）

さ
れ
る
。
奉
公
人
が
共
産
党
側
と
ナ
チ
の
側
の
双
方
に
関
与
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
根
拠
が
薄
弱
で
あ
る
が
、
先
に
述
べ
た
奉
公

人
の
二
類
型
に
こ
れ
を
仮
説
的
に
対
応
さ
せ
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
土
着
の
生
家
と
の
絆
の
な
か
に
あ
る
奉
公
人
層
た
ち
（
少
数
を
）

ナ
チ
ス
の
側
に
、
単
独
者
で
流
動
性
の
高
い
奉
公
人
層
（
多
数
）
は
む
し
ろ
モ
ナ
ー
ヘ
ン
や
共
産
党
側
に
、
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
最
も
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
事
件
に
対
し
て
一
般
農
民
た
ち
は
明
ら
か
に
ナ
チ
の
方
を
支
持
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
（
つ
い
で
に
い
え
ば
裁
判
を
伝
え
る
新
聞
報
道
も
明
ら
か
に
ナ
チ
ス
に
対
し
て
同
情
的
で
あ
る
。
）
さ
ら
に
、
ナ
チ
ス
は
こ
の
件
に
関
し

て
当
局
の
対
応
の
ま
ず
さ
を
あ
げ
て
郡
長
を
も
強
く
非
難
し
た
が
、
そ
の
際
に
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
彼
ら
は
巡
査
官
た
ち
を
「
モ
ナ
ー
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ヘ
ン
と
奉
公
人
鼠
o
霞
3
雪
頭
且
区
p
。
身
」
呼
ば
わ
り
し
た
と
い
う
。
明
ら
か
に
共
産
党
グ
ル
ー
プ
は
、
こ
の
場
合
農
村
社
会
の
「
外

側
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
者
た
ち
へ
の
社
会
的
な
視
線
へ
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
こ
の
事
件
は
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン

農
村
の
ナ
チ
ス
ヘ
の
支
持
を
決
定
的
に
推
し
進
め
た
の
で
あ
る
。
事
件
の
後
、
ナ
チ
の
各
地
区
グ
ル
ー
プ
に
は
七
〇
名
か
ら
一
〇
〇
名

ほ
ど
の
入
党
者
が
殺
到
し
、
ナ
チ
の
牙
城
で
あ
る
ア
ル
バ
ー
ス
ド
ル
フ
の
地
区
グ
ル
ー
プ
は
、
事
件
前
の
党
員
数
二
二
〇
名
が
事
件
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

に
は
一
三
〇
名
に
も
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
一
方
で
既
に
ラ
ン
ト
フ
ォ
ル
ク
運
動
に
お
い
て
共
和
制
へ
の
離
反
を
強
め
、
他
方
で
反
「
移
動
労
働
者
モ
ナ
ー
ヘ
ン
巨
共
産
党
」
感

情
を
日
常
的
に
蓄
積
し
て
い
た
農
民
層
に
あ
っ
て
は
、
「
反
モ
ナ
ー
ヘ
ン
・
奉
公
人
H
ナ
チ
ス
」
の
言
説
は
受
け
入
れ
や
す
か
っ
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
反
共
の
論
理
と
は
、
「
他
所
者
」
の
「
労
働
忌
避
者
」
で
あ
る
移
動
労
働
者
へ
の
反
発
感
情
で
あ
る
。
本
書
の
序

章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
農
村
の
ナ
チ
化
の
問
題
は
、
一
方
で
農
民
経
営
の
危
機
の
問
題
や
、
さ
ら
に
は
社
会
過
程
と
は
審
級
を
異
に
す

る
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
と
は
し
て
も
、
同
時
に
他
方
で
も
う
一
つ
の
面
と
し
て
、
以
上
の
よ
う
な

論
理
に
基
づ
く
移
動
労
働
者
モ
ナ
ー
ヘ
ン
の
下
か
ら
の
社
会
的
排
除
と
い
う
農
村
社
会
編
成
上
の
再
編
過
程
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
を
見

逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

本
章
の
狙
い
は
、
従
来
の
農
民
層
の
経
済
的
・
政
治
的
行
動
の
み
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
異
な
り
、
農
村
の
社
会
編



成
の
具
体
的
あ
り
方
を
問
題
に
す
る
視
角
か
ら
、
農
村
の
ナ
チ
化
の
も
う
一
つ
の
局
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

結
論
的
に
い
え
ば
、
第
『
に
、
『
九
世
紀
末
に
形
成
さ
れ
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
も
あ
る
程
度
ま
で
維
持
さ
れ
た
大
農
経
営
の
蓄
積
基
盤

と
し
て
の
「
開
か
れ
た
重
層
的
労
働
市
場
」
の
存
在
が
、
農
業
不
況
の
深
化
に
伴
う
こ
の
地
方
の
新
た
な
政
治
的
社
会
的
方
向
づ
け
に

深
い
影
を
落
と
し
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
、
従
来
注
目
さ
れ
て
き
た
農
民
層
の
ナ
チ
ヘ
の
統
合
の
過
程
が
、
実
は
同
時
に
、
限
定
的
な

が
ら
土
着
の
半
プ
ロ
的
自
由
旦
雇
い
層
の
社
会
統
合
の
過
程
（
賃
金
協
約
体
制
、
公
共
事
業
と
特
異
な
労
働
市
場
介
入
、
勤
労
強
制
と
し
て
の

社
会
政
策
、
組
合
生
活
）
、
お
よ
び
移
動
労
働
者
モ
ナ
ー
ヘ
ン
の
社
会
的
排
除
の
過
程
と
平
行
し
て
進
行
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
第
三

に
、
そ
の
際
重
要
な
役
割
を
果
た
す
農
村
住
民
の
「
反
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
感
情
」
が
、
「
他
所
者
」
や
「
労
働
忌
避
者
」
と
し
て
観
念
さ
れ

た
移
動
労
働
者
へ
の
反
発
感
情
と
し
て
、
日
常
的
な
経
験
世
界
に
お
い
て
形
成
・
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
、
以
上
の
三
点
と
し
て
整

理
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
ワ
イ
マ
ー
ル
末
期
の
北
西
ド
イ
ツ
の
大
農
型
村
落
に
お
け
る
農
村
ナ
チ
化
の
あ
り
よ
う
は
、
そ
の
後
の
ナ
チ
ス
統
治
下
の

農
業
政
策
の
あ
り
よ
う
と
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
と
の
関
わ
り
で
興
味
を
引
く
の
は
、
北
海
干
拓

事
業
に
よ
っ
て
造
成
さ
れ
た
新
開
地
へ
の
入
植
事
業
が
あ
げ
ら
れ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
国
家
の
事
業
と
し
て
開

始
さ
れ
た
北
海
干
拓
は
、
ナ
チ
の
時
代
に
は
大
幅
に
拡
張
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
南
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
の
マ
ル
ネ
の
近
く
に
は
ア
ド

ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
の
名
を
、
ア
イ
ダ
ー
シ
ュ
テ
ッ
ト
郡
に
は
ヘ
ル
マ
ン
・
ゲ
ー
リ
ン
グ
の
名
を
そ
れ
ぞ
れ
冠
し
た
干
拓
地
が
造
成
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

そ
こ
へ
の
入
植
が
は
か
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
際
、
興
味
深
い
の
は
、
第
一
に
、
入
植
に
あ
た
っ
て
農
民
入
植
地
と
農
業
労
働
者
の
入
植
地
を
空
澗
的
に
分
離
す
る
従
来
の
方

式
を
廃
棄
し
、
「
単
一
の
共
同
体
の
形
成
」
と
い
う
考
え
に
基
づ
き
農
民
・
農
業
労
働
者
・
職
人
が
相
互
に
近
接
し
て
混
住
す
る
方
法
が
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（
6
6
）

と
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ナ
チ
ズ
ム
の
農
民
化
戦
略
の
基
軸
で
あ
っ
た
「
入
植
政
策
」
が
、
同
時
に
農
村
の
重
層
的

雇
用
関
係
の
解
消
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
農
業
労
働
者
の
自
己
所
有
の
住
宅
や
土
地
へ
の
願
望
の
強
さ
が
そ
の
背

景
に
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
し
て
、
第
二
に
は
、
例
え
ば
コ
ー
ヒ
ー
の
飲
み
す
ぎ
や
ア
ル
中
は
農
民
資
格
剥
奪
H
入
植
地
追
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

の
格
好
の
口
実
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
入
植
に
あ
た
っ
て
は
必
ず
「
土
着
の
勤
勉
な
」
農
民
で
あ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
の
「
勤
勉
な
ド
イ
ツ
農
民
」
創
出
の
過
程
は
、
「
労
働
忌
避
的
」
モ
ナ
ー
ヘ
ン
排
除
の
過
程
で
あ
る
こ
と
の

裏
返
し
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
も
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
統
合
の
論
理
は
い
つ
も
排
除
の
論
理
の
裏
返
し
な
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
「
小
農
化
路
線
」
自
体
は
、
ナ
チ
時
代
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
第
二
帝
政
期
の
内
地
植

民
政
策
に
ま
で
遡
及
し
う
る
長
期
の
歴
史
を
背
景
に
も
っ
て
い
た
。
問
題
は
、
こ
の
「
農
業
労
働
者
に
土
地
を
！
」
と
い
う
戦
略
は
、
い
つ

の
時
代
も
各
種
の
移
動
労
働
者
の
排
除
と
抱
き
合
わ
せ
に
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
帝
国
レ
ベ

ル
で
は
、
対
象
と
な
る
移
動
労
働
者
は
モ
ナ
ー
ヘ
ン
の
よ
う
な
放
浪
者
的
な
移
動
労
働
者
で
は
な
く
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
代
表
さ
れ
る

外
国
人
労
働
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
熱
心
で
な
か
っ
た
と
は
い
え
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
に
大
農
場
解
体
を
進
め
た
D
L
V
は
、
同
時
に

外
国
人
労
働
力
の
導
入
に
は
国
内
労
働
者
優
先
の
立
場
か
ら
常
に
批
判
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
自
立
自
存
の
生
活
を
掲
げ
東
部
入
植
運

動
を
主
体
的
に
担
お
う
と
し
た
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
特
異
な
青
年
運
動
で
あ
る
ア
ル
タ
マ
ー
ネ
ン
運
動
は
、
失
業
問
題
緩
和
、
都
市
青

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

年
の
農
村
回
帰
、
食
糧
自
給
の
向
上
と
と
も
に
、
外
国
人
労
働
者
流
入
の
防
止
を
運
動
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ナ
チ
ズ
ム
の
統
合
の
論
理
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
本
章
が
「
移
動
労
働
者
」
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
た
の
は
「
勤
労
」
と
「
土
着
」

の
論
理
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
外
国
人
労
働
者
の
問
題
の
分
析
は
、
本
章
で
は
扱
え
な
か
っ
た
ナ
チ
の
統
合
の
原
理
で
あ
る
「
民

族
性
」
の
論
理
の
民
衆
レ
ベ
ル
で
の
「
現
実
態
」
を
明
ら
か
に
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
こ
で
、
次
章
で
は
、
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グ
ー
ツ
の
労
働
者
の
世
界
に
舞
台
を
移
す
こ
と
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

註
（
1
）
本
章
は
主
に
以
下
の
史
料
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
①
ド
イ
ツ
農
業
労
働
者
同
盟
U
2
警
σ
u
目
母
蓬
馨
義
訂
＆
の
ガ
ウ
（
大
管
区
）
組
合
機
関
誌
で
あ
る
Q
。
∩
『
騨
蔑
叩
国
爵
a
身
∩
訂
一
目
身
貫
（
以
下
、
b
呂
昔
婁

　
　
と
略
記
）
。
利
用
し
た
の
は
］
九
二
八
年
か
ら
一
九
三
〇
年
夏
ま
で
の
二
年
半
分
で
あ
る
。

　
②
地
元
新
聞
二
紙
。
O
浮
暴
韓
腎
野
雪
（
零
窪
。
一
『
善
γ
O
菩
暴
§
訂
一
p
＆
欝
魯
昌
α
q
（
鼠
Φ
一
3
5
・
以
下
、
各
々
U
ω
お
よ
び
∪
園
と
略
記
。

　
③
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
文
書
館
所
蔵
の
行
政
関
連
文
書
一
”
且
の
・
・
§
耳
。
。
隻
8
且
q
q
（
以
下
一
濫
と
略
記
ζ
9
占
禽
。
D
お
よ
び
ざ
マ
。
。
象
二
以
上
は
主
に
賃
金
協
約

　
　
争
議
、
ス
ト
ラ
イ
キ
関
連
）
、
暴
。
。
さ
？
旨
。
。
d
（
ヴ
ェ
ー
ル
デ
ン
《
3
＆
8
で
の
衝
突
事
件
関
連
文
書
）
。
他
に
メ
ル
ゼ
ブ
ル
ク
の
連
邦
文
書
館
所
蔵
の
帝
国

　
　
農
務
省
関
連
史
料
、
ポ
ヅ
ダ
ム
の
連
邦
文
書
館
所
蔵
の
帝
国
労
働
省
関
連
史
料
も
一
部
利
用
し
た
。

　
④
個
別
史
料
と
し
て
、
ト
ム
ゼ
ン
家
経
営
の
賃
金
帳
（
一
九
二
九
～
一
九
三
九
年
）
お
よ
び
家
計
簿
の
一
部
（
一
九
三
二
年
～
）
。
こ
の
経
営
は
北
デ
イ
ト
マ
ル

　
　
シ
ェ
ン
郡
の
北
ヴ
ェ
ー
ル
デ
ン
2
曾
量
窪
巳
①
D
に
あ
り
、
当
時
の
『
農
場
名
簿
』
に
よ
れ
ば
牛
四
五
頭
を
飼
う
四
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
大
農
経
営
で
あ
っ
た
。
な

　
　
お
、
賃
金
帳
は
雇
用
者
た
る
農
夫
が
つ
け
た
も
の
、
家
計
簿
は
農
婦
が
つ
け
て
い
た
も
の
だ
が
Y
家
計
簿
に
は
賃
金
支
払
い
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
げ
帥
＆
a
凄
3
鉢
一
一
3
9
＞
昏
＆
ど
3
階
円
O
q
［
R
巨
匹
α
q
δ
守
腕
窪
＝
無
。
α
R
牢
O
＜
ら
号
一
9
旦
O
q
出
O
一
弩
芦
冨
言
蒔
ら
N
刈
る
」
罰

（
2
）
。
∩
」
」
9
菊
‘
臣
」
旨
鐸
合
。
、

（
3
）
＜
α
q
一
9
望
㊤
①
σ
§
r
－
艮
彗
q
9
。
q
。
：
。
・
9
韓
窪
一
。
島
Q
。
∩
ぼ
＆
の
二
℃
8
－
ぢ
罫
ぼ
α
p
匂
り
■
一
。
§
N
の
呂
∩
ぎ
｛
α
♪
囚
『
一
喜
”
≧
∩
耳
穿
＞
q
q
舜
旨
o
q
窪
ザ
一
身
江
Φ
跨
o
一
旨
一
p
一
・
り
3
窪

　
国
σ
B
誤
3
8
（
以
下
≧
＞
と
略
記
）
ふ
茜
ら
。
。
瓜
あ
」
－
ぴ

（
4
）
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
に
お
け
る
奉
公
人
と
常
雇
労
働
者
と
季
節
労
働
者
の
構
成
比
は
、
大
ざ
っ
ぱ
に
み
れ
ば
一
九
〇
七
年
が
、
そ
れ
ぞ
れ

　
五
割
、
一
割
五
分
、
三
割
五
分
、
一
九
二
五
年
と
一
九
三
三
年
が
そ
れ
ぞ
れ
五
割
、
二
割
、
二
割
で
あ
る
。
Q
。
」
己
・
戸
田
・
占
。
F
臣
」
α
一
・

（
5
）
。
。
」
己
，
男
‘
臣
」
。
合
F
田
ー
＆
。
■

（
6
）
。
。
∩
冒
一
β
因
‘
鼠
＆
善
魯
。
こ
巳
9
。
藷
旨
＆
げ
a
日
言
α
R
薙
9
暴
韓
寄
勺
琶
涛
p
B
守
菩
剛
。
乙
9
≧
〔
穿
一
q
n
9
国
鼻
弩
穿
α
ρ
一
p
い
U
の
B
。
す
琶
Q
り
3
。
O
窪
『
酵
〔
ρ

　
一
牌
げ
腕
び
ロ
n
げ
N
ロ
旨
＞
旨
げ
o
評
R
σ
の
胡
o
σ
ロ
P
閃
ロ
p
匹
O
の
日
o
『
揖
鉱
O
一
ロ
Q
o
∩
匡
鵠
≦
茜
－
＝
○
一
q
n
お
一
P
一
℃
o
o
ρ
o
o
、
一
α
博
9
帥
R
ぼ
岳
。
。
o
P
ζ
己
閏
狐
p
p
R
昌
⇒
頓
o
P
鼠
Φ
匡
o
欺
一
り
o
o
ρ
o
っ
■
U
o
o
，
　
「
シ
ュ
レ

　
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
他
の
地
区
と
同
じ
く
、
エ
ル
プ
マ
ル
シ
ェ
ン
に
お
い
て
も
労
働
力
問
題
の
切
り
札
で
あ
る
機
械
化
と
動
力
化
が
本
格
化
す
る

　
の
は
一
九
五
〇
年
代
以
降
で
あ
る
。
確
か
に
ラ
ン
ツ
社
製
の
ブ
ル
ド
ッ
ク
と
い
う
名
の
耕
転
機
≧
ぼ
§
幕
唱
臼
は
一
九
二
七
～
］
九
二
八
年
に
ク
レ
ン
パ
i
・

　
マ
ル
シ
ュ
地
域
に
入
っ
て
き
て
い
る
が
、
ト
ラ
ク
タ
ー
は
一
九
五
〇
年
代
末
に
よ
う
や
く
購
入
さ
れ
、
普
及
し
た
の
で
あ
る
。
」
零
旨
窪
器
呂
3
巳
登
内
弘
博
＜
9
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日
お
象
言
9
田
＆
琶
茜
R
⇒
仁
＆
9
葺
訂
ぎ
P
貫
U
自
o
ζ
＆
鴇
ぼ
O
§
罫
ぼ
p
ぢ
。
。
P
q
。
」
雪
一
九
二
〇
年
代
の
農
業
機
械
の
普
及
に
と
っ
て
ネ
ッ
ク
で
あ
っ
た

　
の
は
故
障
の
際
の
修
理
の
能
力
と
コ
ス
ト
、
そ
し
て
部
品
の
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
↓
『
魯
p
閃
・
』
』
・
9
逼
一
a
－
ま
p

（
7
）
。
。
■
α
」
勇
こ
臣
，
全
。
F
臣
■
象
ド

（
8
）
本
書
第
一
章
第
二
節
を
参
照
の
こ
と
。

（
9
）
農
村
青
年
労
働
者
の
組
織
化
が
困
難
な
こ
と
に
つ
い
て
は
、
罫
・
昔
婁
五
窪
串
。
α
」
爲
。
。
」
窪
。
y
。
刈
」
£
。
。
』
」
窪
。
w
」
一
」
£
。
。
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
1
0
）
ζ
ア
卸
竃
Φ
幕
≧
琶
a
一
担
ぼ
の
ぼ
鐘
罫
＆
且
講
3
弾
N
嵐
喜
8
ぢ
8
昌
α
這
貿
貫
≧
〉
G
。
。
ψ
る
臼
。
。
℃
も
9

（
n
）
ζ
欝
し
忌
曽
巳
聾
魯
Φ
a
＆
琶
o
q
『
。
。
琶
g
丑
鵬
出
o
一
馨
一
旨
ぐ
8
ぢ
ぢ
募
一
3
P
鼠
ン
ぢ
。
。
ご
〈
一
。
押
。
n
ふ
P

（
1
2
）
守
器
β
零
』
・
』
巴
2
【
琶
α
p
9
匹
。
。
善
α
牙
二
雪
露
p
内
o
一
〇
巳
。
・
鉱
呂
5
。
。
〔
『
醇
£
α
p
出
爵
a
P
U
鍔
評
萱
ら
β
。
。
・
娼
・
・
＝
ド
ま
た
、
一
九
三
三
年
の
州
農

　
業
労
働
者
の
失
業
者
は
、
農
業
自
由
旦
雇
い
層
に
集
中
し
、
そ
の
比
率
は
小
土
地
経
営
を
営
む
旦
雇
い
層
で
三
〇
・
八
％
、
土
地
経
営
し
な
い
旦
雇
い
層
で
三
七
・

　
六
％
と
他
産
業
労
働
者
な
み
で
あ
る
。
。
。
」
」
・
戸
臣
・
合
ゾ
＝
・
鼻

（
B
）
U
P
α
O
p
一
野
O
や
一
〇
N
頴
自
O
ロ
N
ド
O
o
o
■
一
珍
甲
P
F
色
O
p
O
O
■
O
P
一
℃
甲
ご
U
H
N
亀
o
p
N
N
O
Q
o
■
一
℃
W
一
）
F
匹
Φ
昌
O
P
O
o
o
，
一
℃
脚
一
，

（
1
4
）
U
ω
五
臼
一
ド
o
o
。
」
℃
N
。
。
五
8
。
m
■
o
。
。
」
旨
℃
五
2
一
刈
■
o
。
。
’
一
旨
℃
』
窪
ド
o
P
一
旨
P
F
α
窪
o
P
o
P
一
濃
ρ
U
一
N
』
9
一
α
■
o
。
D
■
這
ご
属
■
α
。
p
o
P
o
P
一
8
0
■

（
1
5
）
匹
o
B
注
茜
、
富
巳
三
誤
3
麟
塗
一
3
の
一
筥
o
塞
。
り
9
β
＆
U
。
日
o
ぼ
＆
Φ
｝
ω
，
置
、

（
1
6
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
「
初
期
ワ
イ
マ
ー
ル
・
東
部
ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
業
労
働
者
の
社
会
統
合
問
題
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
1
7
）
目
＞
。
り
甲
o
℃
－
。
。
象
一
も
o
一
ふ
鳶
。
。
｝
ざ
O
－
一
〇
嵐
n

（
1
8
）
富
注
℃
o
。
・
丹
五
2
N
一
，
。
心
」
℃
N
。
。
■

（
珀
）
＜
u
p
卜
。
。
蟹
欝
目
窯
く
鼠
¢
需
ぴ
巽
α
p
w
男
β
。
。
刈
P
ご
門
一
噺
く
。
葺
品
。
嘗
匹
q
国
巳
£
R
ω
3
鉢
ぢ
一
。
。
－
ぢ
声
律
9
旨
（
。
。
∩
＝
。
。
・
嵐
α
q
山
o
一
9
・
a
口
Y

（
2
0
）
ご
＆
℃
舅
五
呂
一
ハ
■
9
■
一
£
。
。
ム
。
p
一
。
。
、
o
。
。
」
£
。
。
」
9
0
一
■
3
■
一
£
。
。
五
窪
。
。
。
臼
o
P
一
£
。
。
，

（
2
1
）
国
げ
9
實
α
2
N
。
。
・
9
」
旨
。
。
知
・
α
9
賞
。
α
」
旨
。
。
・
一
九
二
八
年
九
月
か
ら
翌
三
月
ま
で
の
協
約
基
準
賃
金
は
時
給
八
五
ペ
ニ
ヒ
で
更
改
さ
れ
た
と
い
う
。

　
聞
σ
。
巳
斜
α
窪
O
α
」
O
」
℃
N
o
D
■

（
2
2
）
ス
ラ
イ
ド
に
つ
い
て
は
｝
九
二
八
年
春
か
ら
夏
に
か
け
て
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。
職
安
関
係
の
講
演
会
に
つ
い
て
は
一
目
ε
婁
五
窪
鼻
。
p
ぢ
N
。
、
健
康

　
問
題
に
つ
い
て
は
団
σ
Φ
＆
p
己
2
鼻
寅
G
N
。
。
、
銀
婚
式
に
つ
い
て
は
国
ぴ
㊦
＆
ρ
五
睾
N
一
」
ド
ご
ご
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
式
に
つ
い
て
浮
Φ
＆
曽
」
魯
墨
F
一
旨
Q
。
・

　
な
お
、
こ
う
し
た
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
組
合
活
動
に
つ
い
て
は
本
書
第
五
章
第
三
節
を
参
照
の
こ
と
。

（
2
3
）
浮
。
＆
固
」
窪
ゆ
0
9
0
α
」
旨
。
。
五
Φ
p
一
ρ
o
。
。
、
ぢ
N
Q
D
レ
ー
匹
呂
嵩
。
Q
。
」
£
P
F
肋
、
≦
■

（
2
4
）
田
。
＆
F
階
p
撃
鼠
ぢ
努
F
脅
p
。
。
。
■
串
一
8
9
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
九
年
に
お
け
る
レ
ン
ズ
ブ
ル
ク
“
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
（
寄
盆
号
旨
叩

　
U
穿
日
昏
3
2
）
郡
組
合
グ
ル
ー
プ
の
関
与
し
た
紛
争
四
一
件
の
内
訳
は
、
賃
金
関
連
一
九
件
、
社
会
立
法
関
連
一
八
件
、
住
居
関
連
三
件
で
あ
る
。

（
2
5
）
団
げ
・
＆
頼
瓦
9
0
一
■
o
℃
■
G
N
。
。
■
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（
2
6
）
閏
び
2
身
一
匹
窪
N
o
」
o
’
ぢ
N
o
。
■

（
2
7
）
国
σ
。
＆
帥
》
」
9
0
N
9
」
£
o
。
，

（
2
8
）
国
σ
。
巳
辞
匹
窒
曽
，
鼠
」
£
o
。
植
ロ
ー
α
8
＝
’
o
U
」
旨
や

（
2
9
）
＜
α
q
一
』
＜
o
α
q
。
島
謁
｝
菊
‘
ぎ
げ
且
暴
∩
等
。
巳
。
ぴ
。
目
α
鼠
還
臣
8
。
＆
旨
ω
∩
『
匡
需
＜
o
一
認
犀
琶
島
3
。
O
葺
。
韓
n
『
梶
目
『
ζ
。
∩
訂
身
一
段
5
q
q
の
幕
二
昌
牙
爵
3
臥
江
一
∩
び
窪

　
≧
び
魯
冒
窺
婁
建
目
一
。
。
u
。
－
ぢ
β
鼠
ゆ
昌
角
G
。
。
P
本
書
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
お
そ
ら
く
唯
］
の
本
格
的
な
賃
脱
穀
機
制
度
の
研
究
書
で
あ
る
。

（
3
0
）
当
該
期
の
モ
ナ
ー
ヘ
ン
の
人
数
に
つ
い
て
は
管
見
の
史
料
・
文
献
の
限
り
で
は
正
確
な
把
握
は
困
難
で
あ
る
。
一
般
に
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
前
半

　
に
か
け
て
が
彼
ら
の
最
盛
期
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
（
こ
の
時
期
の
数
字
に
つ
い
て
は
第
一
章
第
一
節
参
照
の
こ
と
。
）
一
九
二
〇
年
代
以
降
は
土
着
の
労
働
者
も
脱

　
穀
作
業
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
、
脱
穀
労
働
者
に
占
め
る
モ
ナ
ー
ヘ
ン
の
割
合
は
半
分
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
彼
ら
の
人
数
が
あ

　
る
程
度
減
少
し
た
の
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
亭
。
§
。
P
旨
・
類
‘
∪
虜
∩
ぼ
p
巨
乙
弩
b
鐘
需
n
．
混
2
望
号
暴
警
ぽ
P
＝
・
朗
む
〉
。
。
・
畢
ま
た
、
か
つ
て

　
と
違
い
、
労
働
者
た
ち
は
夜
は
自
転
車
で
自
分
の
住
ま
い
や
ま
た
は
簡
易
宿
泊
所
に
帰
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
。
っ
琶
8
F
鶏
曽
＆
。
§
σ
魯
R
す
U
婆
B
婁
n
訂
P

　
の
知
P
な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
モ
ナ
ー
ヘ
ン
」
が
、
移
動
労
働
者
、
農
村
放
浪
者
、
流
入
す
る
「
他
所
者
」
の
失
業
者
と
実
態
と
し
て
ど
の
程
度
ま
で
重
な
っ
て

　
い
る
の
か
と
い
う
厄
介
な
問
題
が
あ
る
の
だ
が
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
以
下
で
は
お
お
む
ね
同
じ
集
団
を
指
す
も
の
と
理
解
し
て
叙
述
す
る
こ
と

　
と
す
る
。

（
3
1
）
U
P
山
窪
二
ー
O
o
o
」
£
D
p
，

（
3
2
）
エ
ル
プ
マ
ル
シ
ェ
ン
の
農
民
E
の
日
誌
か
ら
彼
が
記
し
て
い
る
火
災
件
数
を
調
べ
る
と
、
第
二
帝
政
期
が
一
九
八
三
年
か
ら
一
九
〇
〇
年
が
三
件
、
一
九
〇
〇

　
年
か
ら
一
九
一
〇
年
が
］
］
件
、
一
九
一
一
年
か
ら
一
九
一
八
年
が
八
件
な
の
に
対
し
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
は
、
一
九
二
一
年
か
ら
一
九
二
七
年
が
一
三
件
、
本
章

　
が
対
象
と
す
る
一
九
二
八
年
か
ら
一
九
三
二
年
は
二
五
件
と
異
常
と
も
い
え
る
ほ
ど
に
増
大
し
て
い
る
。
ナ
チ
時
代
の
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
三
九
年
ま
で
は
六

　
件
で
あ
る
。
望
9
馨
＆
R
窪
竃
R
ぎ
茜
窪
霧
号
B
ぎ
恥
∩
ぼ
。
酵
評
3
号
9
9
雲
①
美
名
R
切
建
R
P
一
。
。
呂
－
一
翼
ρ
且
粛
。
a
h
2
8
ぎ
n
g
N
串
。
。
3
昆
登
内
も
一
欝
無
＞
皆

　
第
『
ぢ
。
。
轡
ま
た
、
か
つ
て
農
場
で
働
い
て
い
た
労
働
者
で
、
や
が
て
零
落
し
た
者
が
家
畜
泥
棒
や
放
火
を
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
も
ま
ま
み
ら
れ
る
。
鼠
舞
幕
・

　
。
5
自
n
。
p
団
臨
g
。
置
お
。
p
。
。
■
δ
る
∩
ぼ
窪
p
帥
■
鉾
○
¢
9
。
」
ゾ

（
3
3
）
U
一
N
り
α
9
一
N
o
o
。
」
潔
ρ
F
に
窪
〇
一
、
o
P
一
3
一
■

（
誕
）
閏
ぴ
①
巳
F
象
p
ま
■
o
o
。
■
一
3
一
，

（
3
5
）
U
姻
畠
9
0
α
■
o
P
一
3
0
■

（
3
6
）
団
σ
o
＆
欝
号
p
ご
■
8
」
蕊
9

（
3
7
）
国
σ
。
巳
欝
α
の
p
o
ひ
’
o
P
一
3
0
■

（
3
8
）
〇
一
N
五
窪
鼻
。
Q
。
」
3
ド
こ
れ
は
物
乞
い
さ
れ
た
住
民
が
、
現
金
の
代
わ
り
に
こ
の
ク
ー
ポ
ン
券
を
与
え
、
乞
食
は
こ
の
ク
ー
ポ
ン
券
で
指
定
の
店
で
食
料

　
を
買
う
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
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（
3
9
）
国
じ
・
且
斜
幕
p
o
N
o
。
。
」
3
0
■

（
4
0
）
］
九
三
〇
年
七
月
か
ら
八
月
の
マ
ル
ネ
鼠
p
馨
を
中
心
と
す
る
ス
ト
ラ
イ
キ
は
、
行
政
文
書
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
郡
長
の
文
書
二
本
と
巡
査
の
報
告
一
本
を
引
用
し
て
お
く
。
（
出
典
は
一
＞
。
・
ざ
一

鼠
湯
）

以
下
、
若
干
長
く
な
る
が
、

①
　
郡
長
か
ら
キ
ー
ル
州
知
事
あ
て
。
メ
ル
ド
ル
フ
発
、
一
九
三
〇
年
七
月
二
四
日

　
一
九
三
〇
年
七
月
≡
二
日
、
｝
群
の
移
動
脱
穀
労
働
者
た
ち
が
、
マ
ル
ネ
の
カ
ト
レ
ッ
ペ
ル
地
区
で
の
二
農
場
、
お
よ
び
ブ
ル
ン
ス
ビ
ュ
ッ
テ
ル
の
デ
イ
ー

ク
ス
ヘ
ル
ン
地
区
に
お
い
て
、
当
地
で
は
じ
ま
っ
た
ば
か
り
の
脱
穀
作
業
を
停
止
し
よ
う
と
し
た
。
行
政
区
長
は
事
態
が
暴
力
行
為
に
発
展
す
る
こ
と
を
恐

れ
、
早
急
に
十
分
な
数
の
巡
査
官
を
派
遣
す
る
よ
う
求
め
た
。
（
以
下
は
、
巡
査
長
の
報
告
に
よ
る
）

　
毎
年
当
地
に
は
収
穫
の
た
め
に
収
穫
労
働
者
が
集
ま
っ
て
く
る
。
彼
ら
は
い
わ
ゆ
る
モ
ナ
ー
ヘ
ン
で
あ
り
、
簡
易
宿
泊
所
に
滞
在
し
て
い
る
。
そ
の
彼
ら

が
二
、
三
日
前
に
時
給
七
〇
ペ
ニ
ヒ
以
下
で
は
働
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
決
議
し
た
。
他
の
失
業
労
働
者
は
こ
の
決
議
に
従
う
意
思
は
な
く
、
も
っ
と
低
い

が
平
常
と
思
わ
れ
る
賃
金
で
上
記
の
農
場
で
脱
穀
作
業
に
従
事
し
た
か
ら
、
脱
穀
ユ
ニ
ッ
ト
は
停
止
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
。
こ
の
た
め
昨
日
の
朝
、
約

三
〇
人
の
モ
ナ
ー
ヘ
ン
た
ち
が
、
「
労
働
意
欲
者
た
ち
」
を
仕
事
場
か
ら
遠
ざ
け
る
た
め
に
道
を
防
い
だ
の
で
あ
る
。
暴
力
が
行
使
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む

し
ろ
若
干
の
労
働
者
は
モ
ナ
ー
ヘ
ン
が
い
る
こ
と
を
み
て
仕
事
場
に
行
く
の
を
恐
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
他
の
「
労
働
意
欲
者
た
ち
」
は
作
業
を
続
行
し
、

こ
の
た
め
脱
穀
ユ
ニ
ッ
ト
が
停
止
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
・

②
　
郡
長
か
ら
キ
ー
ル
州
知
事
あ
て
。
メ
ル
ド
ル
フ
発
、
』
九
三
〇
年
七
月
三
〇
日

　
…
…
あ
ら
ゆ
る
妨
害
行
動
は
移
動
労
働
者
モ
ナ
ー
ヘ
ン
の
み
な
ら
ず
共
産
党
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の

は
共
産
党
に
よ
る
計
画
的
な
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
農
業
労
働
者
の
扇
動
で
あ
る
。
こ
の
運
動
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、
七
月
二
〇
日
の
日
曜
日
に
マ
ル
ネ
で
行

わ
れ
た
い
わ
ゆ
る
農
業
労
働
者
会
議
か
ら
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
最
初
の
妨
害
行
為
は
七
月
壬
二
日
に
二
か
所
で
行
わ
れ
た
が
、
し
か
し
こ
の
と
き
に

は
脱
穀
労
働
を
停
止
さ
せ
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
の
に
、
昨
日
は
五
か
所
で
妨
害
行
動
が
な
さ
れ
す
べ
て
の
作
業
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
四
か
所
で
は
、
労
働
意
欲
者
た
ち
は
ス
ト
ラ
イ
キ
に
連
帯
し
た
の
で
は
な
く
、
虐
待
さ
れ
た
く
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
一
か
所

に
お
い
て
は
、
巡
査
官
の
到
着
の
後
、
労
働
が
再
開
さ
れ
た
。
た
だ
し
］
か
所
で
は
労
働
者
た
ち
は
作
業
妨
害
者
た
ち
に
連
帯
を
表
明
し
、
ビ
ラ
に
よ
っ
て

示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
要
求
を
掲
げ
た
。

　
運
動
は
全
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
に
拡
大
す
る
見
込
み
だ
か
ら
、
私
は
ハ
イ
デ
の
郡
長
に
電
話
で
連
絡
を
入
れ
た
。
ハ
イ
デ
で
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
労
働

妨
害
は
起
き
て
い
な
い
が
、
す
べ
て
の
巡
査
官
た
ち
に
、
予
想
さ
れ
る
事
態
に
備
え
る
よ
う
に
と
い
う
指
示
が
出
さ
れ
た
。
…
…
だ
が
、
脱
穀
機
は
様
々
な

と
こ
ろ
で
運
転
さ
れ
て
い
る
か
ら
全
面
的
に
保
護
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
作
業
妨
害
者
た
ち
は
様
々
な
グ
ル
ー
プ
で
様
々
な
作
業
場
に
同
時
に
現

れ
る
た
め
、
あ
る
と
こ
ろ
で
作
業
保
安
の
任
に
あ
た
っ
て
い
る
巡
査
官
た
ち
は
、
他
の
作
業
場
に
直
ち
に
駆
け
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
…

（
最
も
合
理
的
な
の
は
小
型
パ
ト
カ
ー
を
マ
ル
ネ
に
停
車
し
て
お
く
こ
と
。
ま
た
マ
ル
ネ
に
巡
査
官
部
隊
を
駐
留
さ
せ
ト
ラ
ッ
ク
を
利
用
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
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こ
と
で
あ
る
。
Y

③
　
巡
査
長
か
ら
メ
ル
ド
ル
フ
の
郡
長
宛
文
書
。
一
九
三
〇
年
七
月
三
〇
日

　
マ
ル
ネ
近
郊
で
失
業
者
た
ち
が
繰
り
返
し
脱
穀
労
働
者
た
ち
を
以
下
の
よ
う
な
方
法
で
仕
事
か
ら
引
き
離
そ
う
と
し
て
い
る
。

①
フ
ァ
ー
ル
シ
ュ
テ
ッ
ト
・
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ダ
イ
ヒ
の
ヨ
ハ
ン
セ
ン
氏
住
居
の
近
く
の
路
上
で
七
月
二
九
日
の
朝
、
五
〇
～
六
〇
人
の
失
業
者
の
部
隊
が
現
れ

　
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
は
、
「
労
働
意
欲
者
た
ち
」
が
後
で
虐
待
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
仕
事
に
い
け
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
機
械
は
運
転
さ
れ

　
な
か
っ
た
。

②
ノ
イ
フ
ェ
ル
ダ
ー
タ
ー
ク
の
農
業
者
ザ
ッ
ハ
ウ
氏
の
と
こ
ろ
で
も
、
二
九
日
午
前
、
①
と
同
様
の
方
法
が
と
ら
れ
た
。
こ
こ
に
は
約
三
〇
人
の
失
業
者
が
．

　
現
れ
た
。

③
マ
ル
ネ
・
ノ
イ
エ
ン
ク
ー
ク
ダ
イ
ヒ
の
農
業
者
グ
ロ
ー
ト
の
と
こ
ろ
で
も
、
同
様
の
こ
と
が
二
九
日
午
前
に
起
き
て
い
る
。
こ
こ
で
も
約
三
〇
人
の
失
業

　
者
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
機
械
に
携
わ
る
労
働
者
た
ち
は
グ
ロ
ー
ト
に
対
し
時
間
給
七
〇
ペ
ニ
ヒ
を
支
払
う
よ
う
要
求
し
た
。
こ
の
要
求
は
拒
否
さ

　
れ
た
か
ら
作
業
は
停
止
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
巡
査
官
が
直
ち
に
現
場
に
赴
い
た
。
暴
力
行
為
は
起
き
な
か
っ
た
。
事
例
①
の
部
隊
が
二
手
に
別

　
れ
、
そ
の
後
、
事
例
②
と
③
の
現
場
に
現
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

④
バ
ル
タ
・
ア
ル
テ
ン
ダ
イ
ヒ
の
未
亡
人
ハ
ン
ゼ
ン
氏
。
こ
こ
で
は
約
二
五
人
の
グ
ル
ー
プ
が
一
〇
時
頃
農
場
に
現
れ
、
機
械
の
運
転
に
携
わ
る
労
働
者
た

　
ち
の
仕
事
を
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
圧
力
を
か
け
た
。
さ
ら
に
機
械
運
転
に
従
事
し
て
い
た
若
干
名
の
労
働
者
が
グ
ル
ー
プ
に
加
わ
る
よ
う
強
要
さ
れ
た
。

⑤
ツ
レ
ン
ブ
ル
ト
の
干
拓
地
の
農
業
者
ト
ム
ゼ
ン
氏
。
こ
こ
で
も
す
べ
て
の
部
隊
が
農
場
に
現
れ
圧
力
を
か
け
て
仕
事
を
停
止
さ
せ
た
。
ハ
ン
ゼ
ン
氏
と
ト

　
ム
ゼ
ン
氏
の
農
場
は
隣
接
し
て
い
る
。
両
農
場
に
は
同
一
の
失
業
者
が
現
れ
た
。
ト
ム
ゼ
ン
氏
に
対
し
て
は
部
隊
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
ビ
ラ
が
手
渡
さ
れ
た
。

　
農
場
を
離
れ
る
よ
う
に
と
の
ト
ム
ゼ
ン
氏
の
要
望
に
よ
り
彼
ら
は
そ
の
場
か
ら
去
っ
た
。

　
事
例
④
と
⑤
で
は
部
隊
の
う
ち
何
入
か
の
メ
ン
バ
ー
の
身
元
が
判
明
し
て
い
る
。
彼
ら
は
お
お
む
ね
マ
ル
ネ
と
そ
の
近
郊
の
も
の
で
あ
る
。
入
手
し
た
身

許
調
査
書
に
よ
れ
ば
、
第
④
と
⑤
の
部
隊
の
指
導
者
は
失
業
中
の
金
銀
細
工
師
ア
ド
ル
了
バ
ウ
ア
i
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
出
身
、
二
六
才
、
マ
ル
ネ
・

ノ
ル
ダ
ー
通
り
三
番
地
（
簡
易
宿
泊
所
）
、
で
あ
る
。
彼
は
共
産
党
マ
ル
ネ
地
区
グ
ル
ー
プ
の
指
導
者
で
あ
る
。
…

　
事
例
④
と
⑤
に
お
い
て
は
、
巡
査
官
は
、
到
着
し
た
と
き
に
は
部
隊
（
彼
ら
は
自
転
車
を
も
っ
て
い
る
）
と
は
も
は
や
接
触
で
き
な
か
っ
た
。
…
…
作
業
が

再
開
さ
れ
て
い
る
問
、
道
路
で
四
人
の
男
た
ち
が
自
転
車
に
乗
っ
て
立
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
巡
査
官
が
い
る
こ
と
に
気
づ
く
と
逃
げ
る
よ
う
に
し
て
立
ち
去
っ

て
い
っ
た
。
労
働
者
た
ち
を
連
れ
戻
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
上
記
の
失
業
者
部
隊
に
よ
っ
て
啓
発
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
失
業
者
た
ち
は
マ
ル
ネ

と
そ
の
近
郊
か
ら
自
転
車
で
や
っ
て
き
て
、
ど
こ
で
脱
穀
機
が
運
転
さ
れ
て
い
る
の
か
、
機
械
の
所
有
者
は
誰
か
、
そ
し
て
機
械
が
運
転
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
人
々
が
ど
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
の
か
を
照
会
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
年
か
さ
の
子
供
た
ち
に
も
尋
ね
て
い
た
。
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署
名
ジ
ェ
ー
ベ
ン
ス
（
上
級
巡
査
長
）

　
こ
の
後
の
郡
長
に
よ
る
文
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
八
月
八
日
に
ス
ト
指
導
部
が
ス
ト
ラ
イ
キ
の
中
止
を
宣
言
す
る
こ
と
で
収
束
し
た
模
様
だ
が
、
ど

う
収
束
し
た
か
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
郡
長
は
収
束
の
理
由
と
し
て
、
第
］
に
ス
ト
指
導
部
の
資
金
不
足
を
あ
げ
、
第
二
に
「
労
使
と
も
文
書
に
よ
る
協
定
を
行
わ

な
い
と
い
う
条
件
の
上
で
」
郡
長
の
斡
旋
案
を
労
使
双
方
が
受
け
入
れ
た
た
め
と
し
て
い
る
が
。

　
な
お
、
』
九
三
〇
年
と
↓
九
三
一
年
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
モ
ナ
ー
ヘ
ン
た
ち
が
集
ま
る
東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
フ
ェ
ー
マ
ル
ン
島
で
も
彼
ら
に
よ
る
ス
ト
ラ

イ
キ
が
起
き
て
い
る
。
（
一
九
三
〇
年
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
つ
い
て
は
∪
切
瓦
2
ミ
る
。
。
」
8
。
レ
窃
ざ
一
ふ
合
。
。
、
一
九
三
一
年
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

注
（
4
1
）
に
示
し
た
文
書
を
参
照
の
こ
と
。
）

（
4
1
）
。
。
§
盟
容
匡
ぐ
家
Φ
露
『
茜
・
寄
マ
。
。
昂
罫
・
瑠
P
＞
ぴ
魯
・
n
。
富
琶
庁
お
払
冨
一
貫
H
。
9
塾
号
。
2
0
量
箒
る
』
齢
（
ダ
イ
ヒ
ハ
ウ
ゼ
ン
の
衝
突
に
つ
い
て
は
∪
ゆ
五
窪

　
磐
。
。
。
」
3
ご
賃
脱
穀
企
業
者
の
対
応
に
つ
い
て
は
＞
爵
簿
ぎ
目
α
q
〈
8
匹
霧
〈
＆
（
。
ぎ
①
評
貫
日
）
か
ら
。

（
4
2
）
（
注
4
0
）
に
示
し
た
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
の
ス
ト
で
は
脱
穀
労
働
者
賃
金
五
〇
ペ
ニ
ヒ
を
七
〇
ペ
ニ
ヒ
に
す
る
よ
う
に
要
求
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
｝
九
三

　
　
一
年
の
場
合
も
同
じ
様
な
内
容
だ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
こ
の
水
準
は
工
業
労
働
者
並
の
賃
金
を
求
め
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
U
ゆ
」
窪
3
。
。
。
」
膿
9

（
4
3
）
一
九
三
〇
年
の
ス
ト
に
関
す
る
行
政
文
書
で
は
、
こ
の
点
は
も
っ
と
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
（
注
（
4
0
）
の
七
月
二
四
日
付
の
南
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
の

　
郡
長
の
報
告
文
書
を
参
照
。
）

（
4
4
）
U
ω
」
9
8
，
0
P
も
鴇
」
9
0
一
■
。
P
ぢ
雀
し
瓦
窪
o
。
。
■
8
，
G
い
押
O
［
N
α
9
0
ド
8
」
℃
世
」
磐
o
い
■
8
」
℃
累
」
窪
o
刈
■
8
■
一
蕊
ど
F
α
睾
一
9
0
P
一
3
ド

（
4
5
）
注
（
4
0
）
参
照
。
一
＞
。
∩
ざ
一
ふ
鳶
。
。
》
竃
。
a
自
惹
。
口
さ
o
y
G
さ

（
4
6
）
注
（
4
0
）
参
照
。
浮
8
3

（
4
7
）
∪
炉
匹
2
0
刈
’
o
。
。
■
も
8
■

（
4
8
）
蜜
葺
窯
o
。
・
器
P
卑
勘
自
。
葺
p
α
q
の
P
o
。
■
合
Ψ
F
い
N
■

（
4
9
）
∪
炉
α
2
一
ρ
o
P
ぢ
毘
、

（
5
0
）
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
で
は
、
］
九
二
〇
年
代
前
半
、
D
L
V
ガ
ウ
指
導
部
に
よ
ら
な
い
農
業
労
働
者
ス
ト
ラ
イ
キ
が
多
発
す
る
が
、
当
局

　
は
こ
れ
を
「
山
猫
ス
ト
零
ま
。
乙
幕
置
と
規
定
し
、
経
営
の
擁
護
と
公
共
経
済
の
観
点
を
前
面
に
立
て
て
、
「
技
術
緊
急
援
助
目
R
ぎ
誓
ぼ
乞
o
量
年
」
を
投
入

　
す
る
形
で
こ
れ
を
処
理
し
て
い
る
。
一
含
岩
一
ふ
鳶
。
。
・

（
5
1
）
〇
一
N
匹
e
o
ド
8
」
膿
一
，

（
5
2
）
U
炉
」
窪
鐸
■
o
。
。
」
3
一
」
魯
N
刈
■
。
。
。
」
3
ど
ロ
」
窪
9
，
8
■
一
3
ご
U
一
N
」
窪
o
N
■
o
P
ぢ
ゆ
ピ

（
5
3
）
「
人
間
市
は
一
九
三
四
年
ま
で
存
続
し
た
が
、
そ
の
後
廃
棄
さ
れ
た
。
ナ
チ
は
『
資
本
主
義
的
労
働
市
場
を
正
確
に
反
映
す
る
』
こ
の
種
の
職
業
斡
旋
を
容
認

　
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
5
器
自
9
－
。
。
3
包
無
界
↓
｝
＜
9
↓
茜
。
5
ぎ
9
＝
彗
紆
σ
一
お
。
β
…
匹
鼠
貧
訂
ぼ
p
5
u
Φ
日
○
す
鉱
鴇
ぽ
O
霧
∩
『
一
3
B
峯
野
這
。
。
P
　
「
人
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聞
市
」
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
本
書
第
二
章
第
三
節
を
参
照
。

（
駆
）
こ
の
点
は
ト
ム
ゼ
ン
｝
零
・
亭
o
§
9
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
た
だ
し
、
モ
ナ
ー
ヘ
ン
の
組
織
的
な
強
制
収
容
所
送
り
を
直
接
指
摘
す
る
文
献
は
発
見
で
き
て

　
い
な
い
。
し
か
し
、
第
一
に
↓
般
の
文
献
に
お
い
て
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
モ
ナ
ー
ヘ
ン
は
一
九
三
〇
年
以
降
に
ほ
ぽ
完
全
に
消
滅
し
た

　
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
《
。
チ
旨
彗
P
ζ
‘
ζ
o
塁
目
訂
P
葺
望
聾
日
p
§
ぼ
P
軍
訓
ご
＄
あ
」
ご
鶏
言
㎎
肖
臼
㌔
・
｝
∪
冨
ζ
o
富
h
3
魯
碧
臣
。
二
霧
。
曙
3
旨
四
B
」
2
田
ぎ
蓄
6

　
弩
＜
o
騨
・
琶
α
≧
§
2
暴
ざ
巳
①
」
8
。
逼
捧
仁
・
も
翠
）
、
ま
た
、
第
二
に
、
当
時
こ
の
地
方
の
有
力
な
賃
脱
穀
企
業
者
で
あ
っ
た
フ
ォ
ー
ス
氏
が
、
そ
の
講
演

　
草
稿
で
、
一
九
三
三
年
の
ナ
チ
の
政
権
掌
握
後
は
モ
ナ
ー
ヘ
ン
が
い
な
く
な
っ
た
た
め
そ
の
後
は
土
着
の
人
々
の
労
働
に
依
存
し
た
、
と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

　
（
＞
爵
の
喜
2
お
＜
8
匹
建
ω
＜
＆
五
窪
罫
2
」
S
心
」
p
寄
p
島
暫
芭
、
組
織
的
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
ア
ル
中
、
犯
罪
者
、
労
働
忌
避
者
、
共
産
党

　
員
な
ど
、
各
種
の
「
反
社
会
分
子
」
と
し
て
肉
体
的
に
抹
殺
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
と
推
測
さ
れ
、
十
分
信
頼
で
き
る
情
報
だ
と
判
断
し
た
。

（
5
5
）
＜
α
q
一
■
囚
。
冥
N
ω
∩
ダ
率
㌔
o
一
｛
丹
一
切
3
讐
O
Φ
翠
一
〔
§
巳
島
∩
評
も
・
且
q
q
出
。
一
馨
5
す
匹
。
島
＆
9
p
器
量
鍾
。
一
暴
『
の
る
。
昭
要
犀
Ψ
茸
＝
o
跨
日
目
P
団
‘
F
費
（
癖
y
蚕
3
き
9

　
紆
切
男
o
一
∩
F
Z
薯
B
O
g
門
R
一
り
o
o
貸
Q
。
，
ら
1
岩
■

（
5
6
）
以
下
、
こ
の
節
の
叙
述
は
、
ド
老
ざ
マ
目
。
。
d
お
よ
び
裁
判
経
過
に
つ
い
て
9
号
畠
a
爵
3
醗
日
謂
①
げ
一
葺
に
よ
っ
て
い
る
。
事
件
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
他

　
に
、
票
O
誤
。
P
旨
－
《
■
｝
一
国
＆
一
①
σ
窪
5
」
段
薙
α
暴
霞
寄
℃
邑
一
一
F
＝
＆
。
ぢ
。
。
P
。
。
」
鳳
－
一
N
⑨
空
の
［
N
一
の
“
界
∪
一
。
里
9
P
曽
3
＝
9
鶏
睾
巳
。
P
N
ロ
ヨ
鉱
O
巨
§
霞
－

　
ω
募
3
魯
ギ
o
窟
臆
巳
牌
留
H
O
。
壽
F
5
甘
9
昆
穿
O
窪
『
酵
β
属
」
・
一
ぢ
。
。
甲
る
」
－
刈
』
娠
。
。
［
を
参
照
の
こ
と
。

（
5
7
）
東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
新
聞
は
、
メ
ル
ド
ル
フ
の
こ
の
裁
判
に
関
す
る
記
事
を
、
期
間
中
の
一
九
三
〇
年
二
月
一
九
日
か
ら
三
月
三
〇
日
ま
で
毎
日
掲
載
し

　
つ
づ
け
て
い
る
。
ま
た
こ
の
新
聞
に
よ
れ
ば
、
三
月
二
日
臼
P
に
は
二
五
枚
の
傍
聴
券
に
対
し
、
三
〇
〇
人
の
傍
聴
希
望
者
が
あ
っ
た
と
い
う
。
9
号
畠
a
昌
3
g

　
月
お
畳
葺
」
窪
＄
。
甲
・
ご
田
o
上
般
の
関
心
の
高
さ
が
窺
え
よ
う
。

　
　
な
お
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
当
地
の
D
L
V
は
、
基
本
的
に
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
目
音
婁
」
9
買
鼻
6
鐸

（
5
8
）
○
・
・
号
爵
鼠
爵
野
自
q
お
・
σ
一
葺
」
9
N
。
、
。
N
」
3
。
，
な
お
R
・
リ
ー
ツ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
ナ
チ
側
支
持
者
約
三
〇
〇
人
、
共
産
党
支
持
者
一
〇
〇
名
と
な
っ
て
い

　
る
。
田
辞
N
ζ
』
』
■
ρ
届
ー
A
■

（
5
9
）
畢
o
暴
。
P
旨
■

薙
‘
ド
鉾
○
こ
Q
う
，
置
ρ

（
6
0
）
9
養
窯
窪
。
P
p
p
O
‘
o
っ
■
曾
■

（
6
1
）
ち
な
み
に
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
生
ま
れ
で
、
こ
の
事
件
で
共
産
党
グ
ル
ー
プ
の
行
動
を
指
揮
し
て
逮
捕
さ
れ
た
当
地
区
指
導
者
ホ
イ
ク
麟
2
穿
は
、
福
祉
課

　
の
調
書
に
よ
れ
ば
「
肩
関
節
の
左
腕
運
動
障
害
、
右
手
感
覚
麻
痺
」
で
、
「
戦
後
後
遺
症
と
し
て
の
病
理
的
発
作
を
も
つ
」
者
と
記
さ
れ
て
い
る
。
H
窃
さ
？
認
。
。
プ

　
ナ
チ
政
権
掌
握
後
、
彼
は
ノ
イ
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
で
逮
捕
さ
れ
処
刑
さ
れ
た
と
い
う
。

（
6
2
）
ナ
チ
の
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
地
区
グ
ル
ー
プ
の
指
導
者
マ
テ
ィ
ー
セ
ン
は
、
そ
の
回
想
録
の
な
か
で
、
一
九
二
八
年
の
ナ
チ
ス
の
当
該
地
区
グ
ル
ー
プ
の
設

　
立
時
期
に
お
け
る
党
員
構
成
に
つ
い
て
「
マ
ル
ク
ス
主
義
を
拒
否
し
国
家
社
会
主
義
や
ヒ
ト
ラ
ー
の
理
想
に
将
来
を
か
け
て
い
た
」
一
部
の
労
働
者
、
「
自
ら
と

　
そ
の
所
有
を
守
ろ
う
と
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
国
際
資
本
主
義
を
敵
と
見
な
し
て
い
た
」
若
い
農
民
や
農
民
子
弟
、
そ
し
て
そ
の
他
に
「
現
在
の
状
況
か
ら
抜
け
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道
を
見
い
だ
せ
な
い
」
小
職
人
や
自
営
業
者
を
あ
げ
て
い
る
。
家
弩
幕
裟
P
豊
目
窪
p
α
p
。
P
q
。
謁
◎

（
6
3
）
こ
の
事
件
が
農
民
の
ナ
チ
化
を
促
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
菱
。
巳
9
p
卜
ρ
届
・
お
・
お
よ
び
、
ゆ
薯
9
罫
巨
。
＞
α
q
§
窪
・
－
。
仁
え
園
民
ぎ
涛
ぴ
窒
の
Q
q
目
α
q
言
臨
8

　
》
ぼ
。
p
一
£
。
。
ム
3
ρ
具
≧
＞
し
弘
雷
甲
』
二
蕊
を
参
照
。
な
お
、
』
九
二
九
年
四
月
に
お
け
る
北
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
に
お
け
る
ナ
チ
ス
の
地
区
組
織
数

　
9
語
旨
唱
。
は
一
〇
』
グ
ル
ー
プ
、
党
員
数
は
九
八
五
名
、
南
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
郡
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
四
グ
ル
ー
プ
、
一
三
九
二
名
で
あ
る
。
ζ
韓
Φ
β
q
｝

　
∪
。
島
』
．
．
9
彗
匿
、
り
貫
N
。
富
3
陳
＆
R
需
・
弓
Φ
房
3
弾
訟
蕊
琶
霧
£
胸
山
o
算
晋
警
ぼ
O
裟
げ
一
舞
p
ぢ
・
。
y
。
。
』
罫
ま
た
、
選
挙
で
の
ナ
チ
ス
の
北
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ

　
ン
郡
マ
ル
シ
ュ
地
域
の
得
票
率
は
、
］
九
二
八
年
、
一
九
三
〇
年
、
】
九
三
二
年
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
二
・
九
％
、
五
三
・
○
％
、
六
七
・
二
％
で
あ
り
、

　
劇
的
と
も
い
う
べ
き
増
大
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
社
会
民
主
党
は
順
に
］
八
・
○
％
、
｝
五
・
三
％
、
二
丁
六
％
と
後
退
傾
向
を
示
し
、
共
産
党
は
一

　
一
・
二
％
か
ら
］
三
・
八
％
へ
と
増
加
し
た
後
、
］
九
三
二
年
に
は
九
・
九
％
へ
と
減
少
し
て
い
る
。
m
Φ
ぴ
巴
Φ
』
』
・
○
・
届
し
◎

（
6
4
）
農
民
た
ち
に
は
ナ
チ
の
側
の
死
亡
者
は
仲
間
の
死
と
感
じ
ら
れ
、
事
件
は
「
仕
事
嫌
い
の
虫
け
ら
の
よ
う
な
前
科
者
、
す
な
わ
ち
共
産
主
義
者
」
と
、
「
制
服

　
を
着
た
冷
静
で
上
品
な
農
民
の
息
子
た
ち
」
と
の
対
立
だ
と
見
な
さ
れ
た
と
い
う
。
菊
醇
N
一
9
p
鉾
○
■
q
っ
、
し
。
。
・
逆
に
、
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
の
S
・
S
は
、
一

　
九
二
九
年
二
月
一
八
日
の
ナ
チ
ス
と
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
の
衝
突
事
件
に
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
側
か
ら
参
加
し
た
動
機
と
し
て
、
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ブ
ー
レ
ン
の
H
・
V
が
失
業

　
者
と
「
赤
い
闘
争
同
盟
」
と
共
産
党
を
ひ
ど
く
攻
撃
し
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
○
聾
○
聾
号
警
訂
ω
H
茜
。
σ
聾
〔
五
き
罫
。
N
」
3
9

　
　
こ
う
し
た
視
角
か
ら
す
る
と
き
、
シ
ェ
ー
ン
ボ
ウ
ム
の
次
の
引
用
は
示
唆
的
で
あ
る
。
「
失
業
し
て
い
る
っ
て
こ
と
は
、
共
産
主
義
者
だ
っ
て
こ
と
ど
お
ん
な

　
じ
だ
。
」
シ
ェ
ー
ン
ボ
ウ
ム
（
大
島
か
お
り
他
訳
V
『
ヒ
ト
ッ
ラ
ー
の
社
会
革
命
』
（
而
立
書
房
）
］
九
七
八
年
、
三
三
頁
。

（
6
5
）
O
§
F
穴
‘
∪
霞
診
守
艶
騨
＞
α
o
篤
害
貯
一
R
大
。
o
α
q
’
ー
団
ぎ
切
。
菩
一
。
一
艮
δ
邑
的
o
N
㌶
一
呂
q
n
3
9
浮
き
3
窪
Q
。
庄
ぎ
α
q
。
・
σ
呂
。
誓
眞
コ
・
出
蛎
日
器
P
（
『
α
q
■
γ
p
■
p
g
v
。
。
■

　
さ
卑
一
九
三
五
年
八
月
二
九
日
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
自
ら
の
名
を
冠
す
こ
の
干
拓
地
の
完
成
式
の
た
め
当
地
を
訪
れ
て
い
る
。

（
6
6
）
団
σ
9
貸
。
。
■
鴇
刈
醤
。
旨
窪
N
窄
。
。
∩
ぎ
一
貸
囚
9
ト
目
牙
一
§
∩
言
菩
。
一
ε
ご
＆
匿
p
牙
爵
3
p
窪
∩
腎
穿
毫
莫
一
9
α
q
5
。
。
色
の
g
り
呈
。
p
出
。
耳
①
一
三
り
出
－
一
沢
ζ
P
踏
。
出
蓼
帥
嘗

　
（
轟
■
）
』
。
勲
9
る
』
2
、

（
6
7
）
9
0
登
”
ー
鉾
○
‘
。
。
■
鴇
。
■

（
6
8
）
＜
⑳
閂
あ
3
邑
α
∩
㌔
ご
望
。
≧
貯
§
き
。
P
u
彗
α
善
魯
9
α
。
。
一
。
』
目
α
p
げ
酵
爵
3
。
こ
巨
u
9
の
＆
ぼ
∪
2
〔
㎝
∩
匡
目
α
む
鼠
－
ぢ
歩
ω
毘
2
窪
馨
野
p
」
ー
G
。
塁
一
ρ
ぢ
。
。
切
廿
塁
。
っ
■

　
食
■
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第
五
章

後
期
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
グ
ー
ツ
の
世
界

　
　
　
－
消
費
と
「
自
立
」
と
「
国
民
化
」
と
ー



は
じ
め
に

　
第
四
章
で
は
、
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
農
民
村
落
に
お
け
る
ナ
チ
化
の
過
程
を
、
農
村
放
浪
者
「
モ
ナ
ー
ヘ
ン
」
に
関
わ
る
問
題
に
着

目
し
つ
つ
論
じ
た
。
だ
が
、
既
述
の
よ
う
に
、
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
農
業
史
研
究
に
つ
い
て
は
、
西
部
ド
イ
ツ
の
農
民
型
村
落
に
比
べ
、

い
わ
ゆ
る
東
エ
ル
ベ
地
域
の
グ
ー
ツ
型
村
落
に
お
け
る
ナ
チ
化
の
実
態
が
、
従
来
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
き
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
本
章
で
は
、
主
に
第
三
章
に
お
け
る
第
二
帝
政
期
の
農
村
構
造
の
転
換
に
つ
い
て
の
認
識
を
前
提
に
、
雇
用
関
係
が
な
お
農
村
社
会

編
成
の
基
軸
を
な
し
て
い
た
グ
ー
ツ
村
落
を
対
象
に
、
ワ
イ
マ
ー
ル
後
期
の
ド
イ
ツ
の
農
業
労
働
者
の
生
活
世
界
の
あ
り
よ
う
の
変
化

を
、
雇
用
紛
争
と
組
合
運
動
を
軸
に
し
な
が
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
農
業
労
働
者
組
合
の
機
関

紙
に
掲
載
さ
れ
た
雇
用
紛
争
事
例
な
ど
の
記
事
を
主
要
な
史
料
と
し
て
、
農
業
労
働
者
の
雇
用
関
係
と
家
族
・
住
宅
問
題
、
組
合
運
動
、

消
費
の
変
化
、
「
外
国
人
」
労
働
者
、
小
所
有
化
、
な
ど
の
小
テ
ー
マ
を
媒
介
に
し
な
が
ら
、
グ
ー
ツ
の
日
常
世
界
の
変
化
と
「
ナ
チ
ズ

ム
目
国
民
化
」
の
つ
な
が
り
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
な
お
、
こ
こ
で
主
に
対
象
と
す
る
地
域
は
、
「
北
ド
イ
ツ
」
地
域
、
す
な
わ
ち
第
一
に
、
バ
ル
ト
海
沿
岸
の
東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地

域
の
三
郡
（
プ
レ
ー
ン
郡
霞
昏
誤
p
、
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
郡
寄
畠
○
浮
魯
・
お
、
エ
ッ
ケ
ル
ン
フ
ェ
ル
デ
郡
寄
魯
野
ぎ
ヨ
穿
旦
、
第
二
に
メ

ク
レ
ン
ブ
ル
ク
u
シ
ュ
ベ
リ
ン
地
域
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
第
三
に
、
「
中
東
部
ド
イ
ツ
」
に
属
す
る
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
地
域
に
つ
い
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て
も
補
足
的
に
言
及
し
た
い
。
こ
の
限
定
は
、
主
要
に
は
依
拠
し
た
史
料
・
文
献
の
制
約
に
よ
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
ド
イ
ツ
農
業
労

働
者
同
盟
の
強
い
地
域
で
、
農
地
面
積
全
体
に
お
け
る
大
経
営
の
そ
れ
が
占
め
る
比
率
は
、
東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
五
割
、
メ
ク
レ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

ブ
ル
ク
六
割
、
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
三
割
程
度
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
大
経
営
が
優
勢
の
地
域
で
あ
る
。

第
一
節
グ
ー
ツ
の
労
働
編
成
と
雇
用
制
度
の
変
化

　
既
述
の
よ
う
に
東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
お
よ
び
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
地
方
の
「
東
エ
ル
ベ
型
」
村
落
は
、
北
西
ド
イ
ツ
の
大
農
型
村
落

と
は
異
な
り
、
グ
ー
ツ
村
落
と
農
民
村
落
の
混
在
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
本
論
に
入
る
前
に
、
第
一
部
第
三
章
の
叙
述
に
基
づ
き
、
第

二
帝
政
期
の
グ
ー
ツ
村
落
の
農
業
構
造
の
転
換
に
つ
い
て
、
雇
用
と
日
常
空
間
の
あ
り
よ
う
と
い
う
観
点
か
ら
再
整
理
し
て
お
こ
う
。

一
九
世
紀
末
、
農
業
構
造
転
換
の
起
爆
要
因
と
な
っ
た
の
は
、
甜
菜
と
脱
穀
機
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
農
業
の
集
約
化
と
機
械
化
、
お

よ
び
農
業
労
働
市
場
の
流
動
化
と
東
欧
圏
へ
の
拡
大
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
通
し
て
グ
ー
ツ
の
世
界
は
、
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な

三
つ
の
部
分
か
ら
な
る
重
層
的
構
成
を
と
る
に
い
た
っ
た
。
（
図
5
－
－
を
参
照
V

　
す
な
わ
ち
、
第
一
の
部
分
は
、
奉
公
人
と
既
婚
の
常
雇
労
働
者
家
族
た
ち
な
ど
、
グ
ー
ツ
農
場
O
μ
艮
無
に
直
接
に
関
係
す
る
人
々
の

世
界
で
あ
る
。
土
地
所
有
者
や
経
営
者
が
住
む
「
主
人
の
館
浮
馨
訂
童
、
付
属
の
大
厩
舎
、
大
き
な
納
屋
、
管
理
人
た
ち
の
住
宅
、
「
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ス
ト
ホ
ド
フ

働
者
社
宅
類
R
野
。
ご
琶
匹
、
教
会
、
小
学
校
、
宿
屋
、
こ
れ
ら
が
グ
ー
ツ
村
落
を
形
作
る
基
本
要
素
で
あ
る
。
常
雇
労
働
者
家
族

は
、
夫
の
職
能
に
応
じ
て
、
さ
ら
に
、
デ
プ
タ
ン
ト
、
既
婚
の
奉
公
人
、
専
門
的
な
労
働
者
、
グ
ー
ツ
専
属
の
職
人
な
ど
に
分
け
る
こ
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図
V
一

　「－

一

舳
m
腿
之
醐
S
卍
唖
』
マ
図

馬
刈
収
V
穐

熊
細
8
醤

　
贈
細
醤
無

　
　
鎌
蟻
＞

贈
撫
皿
旺
田
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・

鳶＞3雌卜←
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商
翠
雌
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註
建
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串
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享
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瞭
藤
疎

（「

涛．

」
「
穐
、
㌣
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」
）

目
　
野
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．
＼
瞠
オ
灘
S
申
虫
、
マ
図

洩
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眠
て
穐
（
黛
．
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》
黛
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園
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覚
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V

階
＞
3
黙
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研
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舳
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磯

贈
湘
e
鄭

　
羅
湘

　
　
＝

鎌
》
＞

皿
班
田
副
σ

［享
圖
＞
柳
窪
瞭
惑
藤
（
唾
吟
）

贈
オ
建
藩
雌
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隔．

」
「
瓢
、
で
r
」
V
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「
喬
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職
」

臨
”
純
口
向
眠
Σ
臼
魏
σ
ぺ
舜
嘆
囚
邑
・
・
e
ぴ
蟹
臼
「
命
嬉
図
卜
旦
の
σ
㊦
N
昇
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δ
善
O
測
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郎
S
洲
苺
賭
茸
馬
刈
眠
y
穐
雰
＆
α
q
巷
。
一
区
Φ
㏄
、
ー
覚
万
浄

　
　
》
樽
o
ロ
菖
の
N
一
涛
膨
銚
営
き
（
ぐ
レ
鈷
、
ー
マ
繭
瞬
S
ー
雲
》
叫
爵
ぴ
ぷ
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ド
v
尋
f
翠
訟
蒔
」
（
研
湘
魯
翠
針
誉
弓
舜
贈
σ
畑
賠
書
ヨ
甜
誉
）
ひ
吻

　
　
曳
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受
λ
事
、
マ
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嘩
灘
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叫
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鉾
G
N
刈
禽
δ
、
r
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》
率
、
マ
Σ
艸
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ド
錬
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頸
刈
ぺ
v
梅
冒
ー
針
爵
吸
き
鋭

　
　
で
μ
て
×
覚
へ
覚
κ
・
昏
》
㌣
粋
黛
眠
冥
㊦
凡
て
ー
て
製
藁
艸
一
3
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禽
脚
曲
㊦
鵡
舞
弓
墨
e
「
m
爆
図
」
誉
吻
魏
サ
き
ぺ
5
誉
襲
ゆ
噛
「
鵡
叩
偲

　
　
図
」
S
油
弓
猷
ぴ
「
m
爵
図
油
＞
目
〈
o
η
・
・
叶
魯
R
」
嘩
蜘
満
旨
落
蔚
叫
が
・
心
S
「
命
爵
図
蜘
」
O
露
面
謙
黙
嘩
》
が
∬
　
蹴
ー
で
翠
甜
熊
・
囎
曲
＞
・

　
　
露
蒔
＞
誘
后
ン
汁
購
ぎ
寄
9
ま
ン
邸
○
凄
δ
ぷ
＞
伴
吋
」
パ
ぐ
ぷ
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（
○
穿
9
邑
・
一
白
・
∩
汀
q
謂
隻
葺
留
p
ご
，
8
」
3
。
，
）
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と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
、
以
前
は
「
小
屋
住
み
」
だ
っ
た
の
だ
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
に
、
そ
の
多
く
が
農
場
の
「
労
働
者
社
宅
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
）

住
む
よ
う
に
な
っ
た
。
一
つ
の
「
社
宅
」
に
は
数
家
族
が
入
居
し
、
一
家
族
は
夫
婦
と
子
供
三
人
と
い
う
の
が
平
均
的
な
像
で
あ
る
。

ま
た
、
独
身
の
奉
公
人
た
ち
は
、
奉
公
人
部
屋
に
住
ん
で
い
た
。
こ
の
層
は
、
グ
ー
ツ
経
営
に
お
い
て
は
一
九
世
紀
末
か
ら
ワ
イ
マ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
　

ル
期
に
か
け
て
、
そ
の
比
重
を
急
速
に
低
下
さ
せ
て
い
く
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　
第
二
の
部
分
は
、
自
由
農
民
や
、
そ
の
も
と
で
働
く
自
由
旦
雇
い
1
彼
ら
は
ふ
つ
う
自
分
の
家
を
所
有
し
て
い
る
ホ
イ
ス
ラ
i
、

お
よ
び
間
借
り
人
ア
イ
ン
リ
ー
ガ
ー
な
ど
で
あ
る
ー
が
定
住
す
る
近
隣
村
落
の
世
界
、
そ
し
て
、
第
三
の
部
分
が
農
村
の
放
浪
者
や

東
欧
圏
の
外
国
人
季
節
労
働
者
が
一
時
的
に
夏
の
問
だ
け
滞
在
す
る
「
営
舎
」
の
世
界
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
場
合
、
第
一
と
第
二
の
世
界
の
人
々
が
「
土
着
の
農
村
民
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
部
分
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
第
二
の

人
々
は
強
い
「
自
立
志
向
」
を
示
し
、
グ
ー
ツ
経
営
が
集
約
化
に
伴
う
季
節
労
働
力
の
調
達
問
題
を
第
三
の
「
他
所
者
」
の
人
々
へ
と

労
働
力
基
盤
を
シ
フ
ト
す
る
こ
と
に
よ
り
「
解
決
」
し
た
こ
と
に
呼
応
し
て
、
グ
ー
ツ
経
営
と
の
雇
用
関
係
を
希
薄
化
し
て
い
く
。
ま

た
、
第
一
の
人
々
の
「
労
働
者
社
宅
」
住
ま
い
化
も
、
長
期
的
に
み
れ
ば
、
季
節
労
働
者
の
登
場
に
よ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
熟
練
労
働
者

と
し
て
の
意
味
が
高
ま
っ
た
結
果
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
第
二
の
グ
ル
ー
プ
の
解
体
と
第
一
の
グ
ル
ー
プ
の
人
々
の
形
成
こ
そ

が
、
従
来
い
わ
ゆ
る
「
デ
プ
タ
ン
ト
の
形
成
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
プ
ロ
イ
セ
ン
・

ド
イ
ツ
農
業
の
「
資
本
主
義
化
」
は
、
農
業
労
働
者
の
単
一
の
階
級
形
成
で
は
な
く
、
実
際
に
は
広
義
の
意
味
で
の
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
化
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

を
も
た
ら
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
主
張
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
さ
て
、
一
九
世
紀
後
半
期
に
形
成
さ
れ
た
こ
う
し
た
農
業
構
造
の
特
質
は
、
基
本
的
に
は
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
為
維
持
さ
れ
て
い
く
と

私
は
考
え
て
い
る
。
で
は
、
ド
イ
ツ
革
命
が
農
業
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
何
だ
っ
た
か
。
本
章
で
着
目
し
た
い
の
は
、
次
の
二
つ
の
制
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度
的
な
側
面
で
生
じ
た
変
化
で
あ
る
。

　
第
一
点
は
、
第
三
の
部
分
の
主
要
な
担
い
手
で
あ
っ
た
外
国
人
労
働
者
政
策
に
関
す
る
変
化
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
第
二
帝
政
期

に
お
い
て
も
、
外
国
人
農
業
労
働
者
政
策
が
開
始
さ
れ
て
い
た
が
ー
そ
し
て
そ
れ
は
「
外
国
人
労
働
者
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
制

度
化
の
開
始
で
あ
っ
た
が
ー
、
し
か
し
、
そ
の
有
効
性
に
は
限
界
が
あ
っ
た
。
（
本
書
二
〇
一
頁
参
照
。
）
と
こ
ろ
が
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に

な
っ
て
は
じ
め
て
、
外
国
人
労
働
者
の
流
入
が
ほ
ぼ
全
面
的
に
国
家
の
管
理
の
も
と
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
単
な
る

入
国
管
理
の
み
な
ら
ず
、
国
家
が
そ
の
年
度
の
必
要
労
働
者
数
を
決
定
し
、
そ
の
後
に
申
請
と
審
査
（
こ
れ
は
国
家
、
お
よ
び
労
使
そ
れ
ぞ

れ
の
代
表
か
ら
構
成
さ
れ
る
委
員
会
が
決
定
す
る
）
に
よ
り
、
ど
こ
の
経
営
に
何
人
を
許
可
す
る
と
い
う
「
許
可
制
」
へ
と
移
行
し
た
の
で

　
（
6
）

あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
農
業
労
働
力
市
場
に
お
け
る
「
内
部
」
と
「
外
部
」
の
区
分
け
が
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
い
た
っ
て
実
態
的
な
意
味

で
も
制
度
化
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
む
ろ
ん
、
こ
の
区
分
け
は
、
雇
用
の
国
民
化
、
外
国
人
労
働
者
利
用
の
政
策
的
抑
制
と
同
義
で
あ

る
。
外
国
人
農
業
季
節
労
働
者
の
数
は
、
実
数
は
と
も
か
く
、
公
的
に
把
握
さ
れ
た
数
字
で
は
、
約
一
五
万
人
ま
で
減
少
し
、
特
に
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

O
年
代
初
頭
の
恐
慌
期
に
は
ほ
ぽ
流
入
が
途
絶
え
る
。
こ
れ
は
、
戦
後
の
ド
イ
ツ
農
業
労
働
市
場
の
需
要
力
の
縮
小
に
帰
し
う
る
も
の

で
は
な
く
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
ド
イ
ツ
よ
り
経
済
的
に
好
転
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
相
変
わ
ら
ず
の
大
量
移
民
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
プ
ッ
シ
ュ

要
因
は
強
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
）
、
む
し
ろ
「
外
部
化
」
の
制
度
的
シ
ス
テ
ム
が
有
効
に
作
動
し
た
こ
と
の
証
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
農
業
構
造
の
転
換
の
な
い
ま
ま
で
の
外
国
人
労
働
者
抑
制
政
策
が
季
節
労
働
力
不
足
を
慢
性
化
さ
せ
た
こ
と
が
、
こ
の
こ
と
を
裏

書
き
し
て
い
る
。
雇
用
主
サ
イ
ド
か
ら
は
外
国
人
労
働
者
の
再
導
入
を
要
求
す
る
声
が
常
時
存
在
し
た
し
、
ま
た
他
方
で
妻
や
子
供
の

臨
時
労
働
力
と
し
て
の
需
要
も
高
ま
っ
た
。
家
族
労
働
力
を
め
ぐ
る
雇
用
紛
争
が
増
加
す
る
所
以
で
も
あ
る
。

　
も
う
一
つ
の
重
要
な
変
化
は
、
従
来
、
右
に
述
べ
た
第
一
の
人
々
、
つ
ま
り
グ
ー
ツ
農
場
の
定
住
者
で
あ
る
常
雇
労
働
者
の
雇
用
関

265第5章後期ワイマール時代のグーツの世界



係
を
規
制
し
て
い
た
「
奉
公
人
条
例
」
が
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
奉
公
人
条
例
」
は
、
第
一
章
で
み
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
末
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

降
、
か
な
り
の
程
度
形
骸
化
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
し
難
い
が
、
少
な
く
と
も
農
業
労
働
者
を
一
般
の
労
働
者
か
ら
切
り
離
し
て
「
無

権
利
状
態
」
に
置
き
つ
づ
け
、
農
業
雇
用
の
特
異
性
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
り
つ
づ
け
た
。
そ
の
「
奉
公
人
条
例
」
の
廃
棄
に
よ
っ
て
、

ワ
イ
マ
ー
ル
の
「
社
会
国
家
」
の
理
念
で
あ
る
集
団
的
雇
用
関
係
が
農
業
に
も
持
ち
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
初
期
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
、
そ
れ
を
背
景
と
す
る
山
猫
ス
ト
ラ
イ
キ
の
嵐
の
時
代
を
除
け
ば
（
本
書
で
は
便
宜
的
に
イ
ン
フ
レ
が
終
息
し
た
一

九
二
五
年
を
画
期
に
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
を
初
期
と
後
期
に
分
け
て
い
る
）
、
「
賃
金
協
約
制
度
ご
象
諾
藁
茜
」
と
い
わ
れ
た
シ
ス
テ
ム
が
農
業
の

雇
用
関
係
を
規
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
、
形
の
上
で
は
、
賃
金
や
労
働
条
件
が
対
象
地
域
内
で
標
準
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

さ
れ
、
ま
た
雇
用
紛
争
の
処
理
も
制
度
化
さ
れ
た
。
一
九
二
八
年
時
点
で
何
ら
か
の
賃
金
協
約
に
よ
っ
て
農
業
雇
用
関
係
が
規
制
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ

て
い
た
の
は
、
全
体
で
二
二
万
経
営
、
農
業
労
働
者
数
で
約
六
割
と
見
積
も
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
エ
リ
ア
で
、
ど
の

よ
う
な
担
い
手
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
賃
金
協
約
制
度
が
実
現
す
る
の
か
、
そ
れ
は
各
地
域
の
条
件
に
よ
っ
て
当
然
異
な
っ
て
こ
よ

う
。
本
章
の
対
象
と
す
る
地
域
は
、
総
じ
て
労
働
者
側
の
代
表
と
し
て
、
社
会
民
主
党
系
の
ド
イ
ツ
農
業
労
働
者
同
盟
（
以
下
、
前
章
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
〉

同
じ
く
D
L
V
と
記
す
）
に
よ
っ
て
、
賃
金
協
約
体
制
が
担
わ
れ
た
地
域
で
あ
る
。

　
以
上
の
制
度
上
の
二
点
の
変
化
1
そ
れ
は
決
し
て
別
々
の
も
の
で
は
な
く
「
家
父
長
制
」
の
解
体
傾
向
と
雇
用
の
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
」

化
・
国
民
化
の
同
時
進
行
と
い
う
文
脈
で
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
ー
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
以
下
で
は
ま
ず
、
そ
う
し
た
集

団
的
雇
用
制
度
の
も
と
で
生
じ
た
個
別
の
雇
用
紛
争
事
例
を
窓
口
に
、
雇
用
関
係
の
実
態
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
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第
二
節
　
雇
用
紛
争
分
析
ー
奉
公
人
的
雇
用
関
係
の
現
代
化

　
さ
て
、
こ
の
時
期
の
雇
用
紛
争
は
、
内
容
に
よ
っ
て
、
賃
金
支
払
い
、
社
会
保
険
料
、
解
雇
、
住
居
、
虐
待
、
侮
辱
な
ど
に
分
類
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
件
数
と
し
て
み
た
場
合
多
数
を
占
め
る
の
は
賃
金
・
保
険
料
の
支
払
い
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

深
刻
な
紛
争
と
受
け
と
め
ら
れ
、
機
関
紙
に
具
体
的
な
経
過
が
掲
載
さ
れ
る
も
の
は
、
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
が
契
機
と
な
っ
て
、
即
刻

解
雇
・
解
約
・
住
居
の
明
け
渡
し
要
求
へ
と
発
展
し
、
争
い
が
労
働
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
る
事
例
で
あ
る
。
ト
ラ
ブ
ル
の
火
種
は
多

様
で
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
こ
こ
で
論
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
家
族
と
雇
用
、
住
居
問
題
に
焦
点

を
絞
っ
て
、
紛
争
の
特
徴
を
み
て
み
た
い
と
思
う
。

－
　
家
族
と
雇
用

　
農
業
労
働
者
家
族
の
場
合
、
農
民
と
違
っ
て
「
家
産
」
と
結
び
付
く
「
い
え
」
の
束
縛
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、

家
族
の
生
活
が
グ
ー
ツ
の
雇
用
関
係
に
大
き
く
規
定
さ
れ
て
い
る
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。

　
例
え
ば
、
ポ
ツ
ダ
ム
の
あ
る
労
働
者
は
、
大
事
な
収
穫
期
に
た
ま
た
ま
夫
婦
喧
嘩
を
し
て
、
妻
が
実
家
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、

臨
時
労
働
力
を
農
場
側
に
提
供
で
き
な
く
な
っ
た
と
し
て
、
雇
用
主
か
ら
解
雇
通
告
を
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
件
で
は
、
夫
が
解
約
告
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知
期
間
分
の
賃
金
を
求
め
て
労
働
裁
判
所
に
訴
え
を
起
こ
す
の
だ
が
、
そ
の
審
議
の
な
か
で
、
所
有
者
の
代
理
人
は
、
雇
用
主
は
妻
の

労
働
力
に
対
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
夫
は
収
穫
中
に
妻
の
労
働
力
を
準
備
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
責
任
を
負
う
べ
き
だ

と
主
張
し
た
と
い
う
。
判
決
で
は
こ
の
言
い
分
は
認
め
ら
れ
ず
、
労
働
側
が
勝
利
す
る
の
だ
が
、
こ
の
雇
用
主
側
の
言
い
分
は
、
彼
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
を

雇
用
を
事
実
上
家
族
雇
用
と
し
て
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
表
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
同
じ
よ
う
な
性
格
の
紛
争
は
他
の
事
例
で
も
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
酪
農
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
は
、
妻
が
搾
乳
婦
と
し
て
従
事
す
る
こ
と
を
雇
用
契
約
の
条
件
と
し
て
求
め
た
り
、
逆
に
病
気
で
搾
乳
が
で
き
な
い
と
解
雇
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

り
と
い
う
事
例
は
頻
繁
で
あ
る
。
同
じ
理
由
か
ら
、
妊
娠
や
乳
幼
児
を
か
か
え
る
労
働
者
も
雇
用
主
が
嫌
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
三
人
目

を
妊
娠
し
て
組
頭
か
ら
解
雇
を
通
告
さ
れ
た
あ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
女
子
季
節
労
働
者
が
と
う
と
う
二
人
の
子
供
を
殺
し
て
し
ま
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

い
う
事
件
も
起
き
て
い
る
。
こ
の
女
子
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
子
持
ち
の
問
題
の
上
に
、
解
雇
に
よ
り
国
外
に
強
制
送
還
さ
れ
る
と
い

う
恐
怖
が
重
な
っ
て
の
行
為
で
あ
っ
た
。
常
に
利
用
可
能
な
状
態
で
家
族
労
働
力
を
確
保
し
て
お
く
こ
と
、
そ
れ
が
雇
用
主
の
示
す
ふ

る
ま
い
の
最
大
の
特
徴
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
こ
れ
に
対
し
、
労
働
者
の
側
は
「
妻
と
労
働
の
義
務
」
を
内
容
と
す
る
雇
用
契
約
に
は
強
い
反
発
の
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
。
男
の
立

場
か
ら
み
て
の
話
だ
が
、
妻
や
子
の
労
働
力
に
対
す
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
は
自
分
の
手
に
握
っ
て
お
き
た
い
と
い
う
志
向
を
彼
ら
は
強
く
保

持
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
農
業
労
働
者
の
場
合
、
結
婚
相
手
は
主
に
奉
公
人
時
代
の
農
場
で
の
仕
事
仲
間
と
い
わ
れ
、
彼
ら
は

結
婚
す
る
と
「
労
働
者
社
宅
」
に
入
っ
て
「
自
分
の
か
ま
ど
」
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
妻
は
ふ
つ
う
は
、
常
雇
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

と
を
や
め
て
、
家
事
と
庭
地
経
営
に
主
に
従
事
す
る
の
で
あ
る
。
庭
地
経
営
か
ら
の
収
益
の
意
義
が
大
き
い
こ
と
、
お
よ
び
後
に
み
る

よ
う
な
「
新
し
い
消
費
」
に
関
わ
る
家
事
労
働
の
内
容
の
変
化
が
、
こ
う
し
た
「
妻
の
労
働
義
務
」
を
嫌
う
夫
の
態
度
の
背
景
に
あ
る
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よ
う
に
思
わ
れ
る
。

2
　
住
宅
問
題

　
と
こ
ろ
で
、
雇
用
紛
争
の
な
か
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
住
宅
問
題
に
関
わ
る
紛
争
で
あ
る
。
当
時
の
農
業
労
働
者
の
不
満
は
、
な
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

よ
り
も
「
社
宅
」
に
こ
そ
向
け
ら
れ
て
い
た
。
組
合
の
集
ま
り
で
は
必
ず
住
宅
へ
の
不
満
が
で
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
機
関

紙
に
お
い
て
も
住
宅
の
劣
悪
さ
を
告
発
す
る
記
事
に
は
事
欠
か
な
い
。
一
例
を
あ
げ
よ
う
。

　
プ
ッ
チ
ュ
同
志
（
郡
指
導
者
）
は
ク
リ
ス
マ
ス
前
の
日
曜
日
に
ク
ヴ
ァ
ル
ン
ベ
ッ
ク
農
場
（
マ
ー
ス
氏
）
の
農
業
労
働
者
住
居
を

視
察
し
た
。
こ
の
住
居
は
、
寝
室
一
部
屋
と
小
さ
な
台
所
だ
け
か
ら
成
っ
て
い
る
。
寝
室
に
は
三
つ
の
ベ
ッ
ト
が
置
い
て
あ
り
、

七
人
が
利
用
す
る
。
子
供
は
五
人
で
す
べ
て
義
務
教
育
過
程
に
あ
る
児
童
で
あ
る
。
寝
室
の
壁
は
湿
っ
ぽ
く
て
、
指
で
壁
に
名
前

を
な
ぞ
っ
て
書
く
こ
と
が
で
き
る
く
ら
い
で
あ
る
。
床
も
湿
っ
て
い
て
腐
り
や
す
い
た
め
、
ベ
ッ
ト
の
足
元
に
石
を
置
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
湿
っ
た
床
か
ら
は
ネ
ズ
ミ
が
出
入
り
す
る
。
暖
炉
は
使
い
も
の
に
な
ら
な
い
。
台
所
の
だ
る
ま
ス
ト
ー
ブ
も
針
金
で
ぐ

る
ぐ
る
巻
き
に
し
て
使
用
し
て
い
る
。
寝
室
に
も
台
所
に
も
ド
ア
が
な
い
か
ら
、
玄
関
の
空
気
が
部
屋
中
に
流
れ
込
ん
で
く
る
。

台
所
と
玄
関
の
問
は
非
常
に
狭
く
、
当
の
農
業
労
働
者
は
わ
ず
か
な
属
具
を
し
ま
っ
て
お
く
た
め
に
こ
こ
に
角
材
を
一
本
つ
り
下

　
　
　
（
珀
〉

げ
て
い
る
。
・
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こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
部
屋
数
が
少
な
い
こ
と
、
湿
気
が
多
い
こ
と
、
建
て
付
け
が
悪
く
て
防
寒
機
能
に
乏
し
い
こ
と
と



い
え
よ
う
か
。
湿
気
が
高
い
の
は
、
単
に
床
が
腐
っ
て
抜
け
や
す
く
な
る
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
病
気
の
原
因
と
な
る
点
も
問

　
　
　
　
（
2
0
）

題
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
に
も
、
い
い
年
の
男
女
の
若
者
が
同
じ
ベ
ッ
ト
で
寝
る
（
こ
の
点
は
、
性
病
と
婚
外
出
生
児
問
題
に
も
絡
む
の
だ

が
）
、
水
道
設
備
が
な
い
、
専
用
ト
イ
レ
が
な
い
、
床
が
抜
け
る
、
天
井
が
抜
け
る
、
ネ
ズ
ミ
が
絶
え
な
い
な
ど
、
そ
の
内
容
は
多
岐
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肌
）

わ
た
っ
て
お
り
、
こ
の
点
で
の
彼
ら
の
不
満
が
非
常
に
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
後
に
み
る
よ
う
に
食
生
活

に
お
い
て
は
、
質
は
と
も
か
く
量
的
に
は
都
市
労
働
者
と
比
較
し
て
遜
色
が
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
分
だ
け
よ
け
い
に
住
宅
の
劣

悪
さ
が
自
分
た
ち
の
経
済
的
位
置
の
惨
め
さ
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
彼
ら
の
不
満
は
単
に
住
宅
の
物
理
的
な
質
に
対
し
て
だ
け
な
く
、
そ
れ
以
上
に
、
「
社
宅
」
に
象
徴
さ
れ
る
従
属
性
、
つ
ま

り
、
住
宅
が
雇
用
主
の
支
配
の
網
の
な
か
に
あ
り
、
生
活
の
自
立
性
が
保
証
さ
れ
な
い
こ
と
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、

現
実
に
は
、
解
雇
・
解
約
が
往
々
に
し
て
住
居
喪
失
や
劣
悪
な
住
宅
へ
の
移
転
強
制
に
つ
な
が
り
、
雇
用
紛
争
の
中
心
的
な
争
点
に
な
っ

て
い
る
点
に
最
も
よ
く
現
れ
て
い
よ
う
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
事
例
を
み
て
み
よ
う
。

　
ラ
ウ
エ
ン
ブ
ル
ク
の
あ
る
農
業
労
働
者
G
は
、
妻
が
第
三
子
を
妊
娠
し
、
体
調
が
す
ぐ
れ
な
い
た
め
重
労
働
が
で
き
ず
、
こ
の
た
め

に
二
年
前
か
ら
雇
用
主
B
か
ら
住
居
の
解
約
通
告
を
受
け
て
い
た
が
、
臨
月
近
く
に
な
っ
て
妻
が
全
く
仕
事
が
で
き
な
く
な
る
に
及
ん

で
、
雇
用
主
は
解
約
を
裁
判
所
に
申
請
し
た
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
こ
れ
を
棄
却
し
た
。
労
働
者
G
の
住
居
の
他
に
も
う
一
つ
労
働
者

住
居
が
空
い
て
い
た
か
ら
、
雇
用
主
B
は
、
さ
し
あ
た
り
別
の
労
働
者
家
族
を
こ
こ
に
入
れ
る
こ
と
で
必
要
な
労
働
力
を
確
保
し
た
。

し
か
し
、
B
の
G
に
対
す
る
憤
怒
は
収
ま
ら
な
い
。
B
は
G
の
ポ
ン
プ
を
止
め
、
G
の
妻
は
出
産
時
に
も
水
を
遠
く
か
ら
運
ん
で
こ
な

く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
あ
る
日
曜
日
、
G
の
妻
が
自
分
の
庭
地
で
耕
し
て
い
る
と
、
B
は
マ
ー
ク
ト
ニ
人
と
ク
ネ
ヒ

ト
一
人
を
連
れ
て
や
っ
て
き
て
、
彼
女
を
侮
辱
し
、
暴
力
を
ふ
る
い
、
庭
地
を
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
し
た
。
彼
女
は
よ
う
や
く
の
思
い
で
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（
2
2
）

村
の
警
察
の
と
こ
ろ
に
行
き
、
人
身
保
護
を
求
め
た
と
い
う
。

　
こ
の
事
例
に
は
、
妻
の
労
働
と
解
雇
と
住
居
問
題
が
連
動
し
て
い
る
こ
と
、
特
に
雇
用
主
に
と
っ
て
住
宅
の
確
保
は
新
し
い
「
有
能

な
」
労
働
者
家
族
の
確
保
の
た
め
の
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
住
宅
紛
争
の
処
理
の
過
程
で
注
目
し
た
い
の
は
、
国
家
の
側
の
対
応
で
あ
る
。
こ
の
事
例
は
紛
争
が
労
働
者
の
妻
へ
の
虐

待
に
発
展
し
た
ケ
ー
ス
だ
が
、
通
常
は
決
着
は
労
働
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
る
。
そ
の
際
、
国
家
は
借
家
権
保
護
の
立
場
か
ら
、
代
替

住
居
の
提
供
や
引
っ
越
し
費
用
の
補
償
を
命
じ
て
い
る
場
合
が
み
ら
れ
、
ま
た
、
こ
れ
に
対
応
し
て
で
あ
ろ
う
、
組
合
側
も
、
不
当
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

雇
で
な
い
限
り
は
交
渉
の
ポ
イ
ン
ト
を
解
雇
さ
れ
た
労
働
者
家
族
の
代
替
住
居
の
保
証
に
置
く
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
住
居

が
雇
用
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
他
方
で
雇
用
主
の
一
方
的
な
恣
意
は
貫
徹
し
て
お
ら
ず
、
土
着
の
住
民
と
し
て
の
生
存
権
保

証
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
代
替
住
居
と
し
て
雇
用
主
か
ら
提
供
さ
れ
る
の
は
、
劣
悪
な
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
小
屋
」
で
あ
り
、
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
羅

述
す
る
よ
う
に
労
働
者
は
こ
の
代
替
住
居
に
入
る
の
を
実
際
に
は
極
度
に
嫌
っ
て
い
た
。

3
　
虐
　
待

　
雇
用
紛
争
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
頻
繁
に
、
か
つ
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
虐
待
ζ
5
訂
且
ξ
轟
」
、
す

な
わ
ち
日
常
的
暴
力
の
問
題
で
あ
る
。
虐
待
の
理
由
は
、
命
令
に
対
す
る
不
服
従
、
言
葉
や
態
度
で
の
侮
辱
、
さ
ら
に
は
理
由
の
な
い

も
の
、
な
ど
様
々
で
あ
る
。
こ
の
種
の
紛
争
は
雇
用
関
係
の
奉
公
人
的
性
格
、
つ
ま
り
家
父
長
の
被
雇
用
者
に
対
す
る
人
格
支
配
の
性

格
に
深
く
関
わ
る
紛
争
で
あ
る
か
ら
、
虐
待
の
対
象
と
な
る
の
は
、
住
み
込
み
の
男
女
の
奉
公
人
で
あ
り
、
ま
た
紛
争
事
例
も
、
グ
ー
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ツ
経
営
よ
り
は
農
民
経
営
に
関
わ
る
も
の
が
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
グ
ー
ツ
経
営
の
場
合
、
加
害
者
は
ほ
と
ん
ど
が
農
場
の
管
理
人
・

職
員
層
（
H
暑
聾
9
や
く
㊦
毫
埠
3
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
、
虐
待
の
対
象
は
子
供
、
女
、
障
害
者
、
老
人
な
ど
、
文
字
ど
お
り
の
弱
者
で

　
（
2
5
）

あ
る
。

　
し
か
し
、
相
互
不
信
に
基
づ
く
些
細
な
口
論
や
不
和
は
相
変
わ
ら
ず
多
い
と
し
て
も
、
雇
用
主
の
日
常
的
な
暴
力
行
為
自
体
は
、
減

少
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
と
は
い
っ
て
も
数
量
的
な
確
認
は
難
し
い
の
だ
が
、
例
え
ば
、
エ
ッ
ケ
ル
ン
フ
ェ
ル
デ
郡
の
旧
グ
ー
ツ

労
働
者
の
回
想
で
は
、
親
父
の
時
代
に
は
棒
で
殴
打
さ
れ
る
の
が
頻
繁
だ
っ
た
が
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
で
は
そ
う
い
う
こ
と
は
な
く
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
6
）

て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
虐
待
の
実
数
よ
り
も
、
な
ぜ
虐
待
が
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
機
関
紙
上
に

取
り
上
げ
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
虐
待
が
他
の
職
と
は
異
な
る
農
業
雇
用
に
固
有
な
も
の
と
見

な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
虐
待
は
、
農
業
労
働
者
と
い
う
職
能
が
な
お
人
格
的
従
属
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
付
け
ら
れ
た
否
定

的
身
分
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
現
れ
な
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
農
場
管
理
人
・
職
員
層
は
、
東
部
グ
ー
ツ
村
落
地
域
に
お
け
る
右
翼
運
動
、
特
に
鉄
兜
団
。
。
β
巳
ぼ
『
の
主
要
な
担
い
手
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
、
そ
の
点
で
も
、
彼
ら
の
実
態
の
解
明
は
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
今
回
は
詳
び
ら
か
に
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
解
）

彼
ら
に
つ
い
て
、
第
一
に
、
一
九
二
〇
年
代
に
農
場
の
職
員
層
が
増
加
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
既
婚
の
農
場
管
理
人
・
職
員
の
職
は
非

常
に
少
な
い
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
裏
返
し
で
あ
る
が
、
独
身
の
農
場
管
理
人
・
職
員
は
結
婚
難
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
農
業
労
働
者
な

ど
に
比
べ
れ
ば
結
婚
年
齢
は
高
か
っ
た
こ
と
、
第
三
に
、
農
民
層
の
息
子
が
、
農
学
校
を
出
て
農
場
管
理
人
に
な
る
事
例
が
み
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
8
）

こ
と
か
ら
、
彼
ら
の
社
会
的
上
昇
の
一
つ
の
回
路
で
あ
っ
た
こ
と
、
以
上
三
点
を
指
摘
し
て
お
く
に
と
ど
め
た
い
。
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4

雇
用
紛
争
の
全
体
像

　
以
上
、
主
に
、
家
族
と
住
宅
問
題
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
雇
用
紛
争
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
最
後
に
紛
争
の
全
体
像
に
つ
い
て
触
れ

て
お
き
た
い
。
表
5
－
－
は
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
と
全
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
、
一
九
二
七
年
か
ら
一
九
二
九
年
に
か
け

て
D
L
v
が
関
与
し
た
雇
用
紛
争
の
内
訳
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
紛
争
件
数
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
の
時
期
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
れ
は
、
雇
用
紛
争
自
体
が
増
加
し
た
た
め
も

あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
組
合
の
紛
争
掌
握
力
が
高
ま
っ
た
た
め
と
考
え
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
増
加
し
た
と
は
い
え
、

紛
争
件
数
の
絶
対
数
の
水
準
が
そ
れ
ほ
ど
多
い
と
は
い
え
な
い
し
、
ま
た
、
一
般
に
農
業
の
雇
用
紛
争
が
社
会
問
題
化
し
て
い
た
と
は

い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
紛
争
の
種
類
で
は
、
賃
金
支
払
い
問
題
に
関
わ
る
も
の
が
多
く
、
こ
れ
に
上
述
し
て
き
た
解
雇
や
住
居
に
関
わ
る
紛
争
が
続

い
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
調
停
形
態
で
は
、
労
働
裁
判
所
で
処
理
さ
れ
る
も
の
が
多
い
が
、
同
時
に
個
人
調
停
、
つ
ま
り
組
合
の
専
従

者
と
雇
用
主
の
直
接
交
渉
が
多
く
の
割
合
を
占
め
て
い
る
点
が
目
に
つ
く
。
お
そ
ら
く
賃
金
支
払
い
問
題
な
ど
の
多
く
は
、
こ
う
し
た

直
接
交
渉
に
よ
っ
て
解
決
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
最
も
注
目
し
た
い
の
は
、
労
働
者
側
の
勝
利
が
八
割
と
圧
倒
的
に
高
い
点
で
あ
る
。
ま
た
、
表
5
－
－
に
は
記
し
て

い
な
い
が
、
誰
が
訴
え
た
の
か
に
関
す
る
比
率
に
お
い
て
も
、
ほ
ぽ
勝
率
に
対
応
し
て
労
働
側
の
比
率
が
高
い
の
で
あ
る
。
史
料
の
出

典
が
組
合
機
関
紙
で
あ
る
か
ら
組
合
の
評
価
が
高
く
で
る
の
は
当
然
と
は
い
え
、
組
合
の
専
従
に
よ
る
ほ
ぼ
ル
ー
テ
ィ
ン
化
し
た
「
権
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　　表5－1シュレスヴィッヒ・ホルシュタインにおける農業労働紛争件数の概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位＝件数）

　　　　　　　　シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州　　　　　全ドイツ

　　　　　　　　　1927年　　1928年　　1929年　　192ア年　　1928年　　1929年

紛争件数　　　　　　　126　　　241　　　249　　7，967　　9，430　　10，430
うち労働側勝利　　　　　106　　　202　　　210　　6，865　　8，2gア　　g，300
勝率　　　　　　　　84・1％　　　83，8％　　　843％　　　86．2％　　　88．0％　　　89．2％

関係労働者数　　　　　　250　　　605　　　497　　25，613　　27，801　　29，537
＜内訳＞

社会保険等　　　　　　　10　　　　29　　　　42　　　　733　　　935　　　1，262

賃金問題　　　　　　　　60　　　　101　　　　91　　　4，289　　　5，649　　　6，258

住居問題　　　　　　　　20　　　　45　　　　49　　　1，101　　1，275　　　907

解約・解雇　　　　　　　Z8　　　　42　　　　46　　　1，22g　　　g39　　　1，42g

経営レーテ解雇など　　　4　　　　3　　　　11　　　272　　　32ア

その他　　　　　　　　　　4　　　　11　　　　10　　　　343　　　　305
〈収拾形態＞

行政裁判所　　　　　　　18　　　　39　　　　　　　　1，882　　　952

労働裁判所　　　　　　　　47　　　　90　　　　　　　　　2，195　　　4，530

調停委員会　　　　　　　21　　　　28　　　　　　　　1，291　　　1，02g

上級保険機関　　　　　　　2　　　　　3　　　　　　　　　139　　　208

個人調停ほか　　　　　　38　　　　81　　　　　　　　2，460　　　2，711

注　二数字はすべて件数．ただし，DLVが関与したもののみ．
出典＝Landpost，d・1L　O2・1928，d・25・05・1929，d，08，03・1930，u・d，22・03・1930から作成．

利
擁
護
活
動
」
が
一
定
の
効
果
を
発
揮
し
た
と
見
な
し
て
よ

い
と
思
う
。

　
以
上
、
雇
用
紛
争
に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

第
一
に
、
家
族
の
運
命
が
グ
ー
ツ
の
雇
用
権
力
の
強
い
影
響

下
に
な
お
あ
っ
た
こ
と
。
第
二
に
、
不
満
の
中
心
は
住
宅
問

題
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
劣
悪
さ
と
グ
ー
ツ
ヘ
の
従
属
性
に

向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
。
ま
た
、
明
け
渡
し
に
関
し
て
は
代

替
住
居
の
提
供
を
雇
用
主
側
に
義
務
づ
け
て
い
た
こ
と
。
以

上
の
二
点
は
、
実
態
と
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、
同

時
に
農
業
労
働
者
「
身
分
」
の
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
が
「
従

属
性
」
に
強
く
彩
ら
れ
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
。
そ
し
て
、

第
三
に
、
組
合
の
登
場
に
よ
っ
て
、
「
包
括
的
雇
用
」
を
前
提

と
し
て
も
、
労
働
者
側
の
あ
る
程
度
の
「
権
利
の
擁
護
」
が

実
現
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
。
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第
三
節
　
農
業
労
働
者
の
日
常
生
活
の
あ
り
方
と
組
合
運
動

　
以
上
の
よ
う
な
雇
用
関
係
の
変
化
は
、
土
着
農
業
労
働
者
の
日
常
の
生
活
世
界
の
変
化
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
以
下
、
農
業
労
働
者
組
合
運
動
と
の
意
義
と
関
わ
ら
せ
な
が
ら
、
主
要
に
消
費
と
余
暇
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思

う
。

－
　
消
　
費

　
消
費
の
変
化
に
つ
い
て
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
消
費
財
そ
の
も
の
よ
り
、
消
費
財
の
調
達
の
仕
方
に
み
ら
れ
る
変
化
で
あ
る
。

食
生
活
は
、
絶
対
額
で
は
相
変
わ
ら
ず
家
計
に
お
い
て
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
現
物
給
（
穀
粒
と
ミ
ル
ク
）

と
自
己
経
営
か
ら
の
農
畜
産
物
（
じ
ゃ
が
い
も
、
卵
、
ソ
ー
セ
ー
ジ
な
ど
の
肉
類
）
に
よ
っ
て
自
給
す
る
と
い
う
性
格
に
お
い
て
、
特
に
変

　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
〉

化
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
衣
服
や
家
具
、
自
転
車
な
ど
の
、
い
わ
ば
「
新
し
い
消
費
財
」
の
調
達
に
お
い
て
注
目
す
べ
き

変
化
が
み
ら
れ
る
。

　
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
、
消
費
の
「
市
場
組
織
化
」
と
も
い
う
べ
き
変
化
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
消
費
意
識
の
あ
り
方
の
変
化

で
あ
る
。
例
え
ば
、
写
真
5
－
－
は
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
お
け
る
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
の
女
子
農
業
労
働
者
の
写
真
で
あ
る
が
、
彼
女
た
ち
の
晴
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写真5－1マクデブルクの18歳の女子
　　　　農業労働者（1927年）

Rach．H．」，u．a．（hg，），Das　Leben　der

Werkt江tigen　in　der　Magdeb皿ger　B6rde，

（TeilIV），Berlin（o）1987，TafelX

れ
着
が
随
分
と
ス
マ
ー
ト
に
、
モ
ダ
ン
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
特
に
独
身
女
子
労
働
者
の
場
合
に
流
行
に
対
す
る
意
識
が
明
確
に
形
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
彼
女
た
ち
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
組
合
機
関
紙
の
広
告
か
ら
組
合
系
列
の
割
安
な
衣
料
や
布
地

を
扱
う
店
の
情
報
を
得
た
り
、
ま
た
割
安
な
布
地
を
求
め
て
買
い
出
し
に
行
っ
た
。
そ
し
て
、
手
に
入
れ
た
布
地
を
彼
女
た
ち
は
自
分

の
手
で
流
行
に
合
う
よ
う
に
仕
立
て
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
、
「
勤
勉
と
節
約
の
証
と
し
て
の
『
流
行
の
衣
服
』
の
獲
得
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鉤
）

自
慢
で
あ
っ
た
」
と
ま
で
語
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
既
婚
女
性
が
家
族
の
た
め
に
服
を
仕
立
て
る
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

消
費
に
対
す
る
意
識
の
変
化
と
と
も
に
、
そ
れ
に
引
か
れ
る
形
で
妻
の
「
勤
勉
な
」
家
事
労
働
の
内
容
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
を
予
感

　
　
　
　
　
　
　
　
（
む

さ
せ
さ
え
す
る
も
の
だ
。
同
時
に
こ
こ
で
は
、
組
合
機
関
紙
の
広
告
が
彼
女
た
ち
の
消
費
行
動
の
情
報
を
提
供
し
て
い
た
こ
と
に
も
注

目
し
て
お
こ
う
。
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
組
合
機
関
紙
に
は
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
消
費
組
合
の
復
活
祭
や
ク
リ
ス
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（
3
2
〉

マ
ス
時
の
バ
ー
ゲ
ン
広
告
や
、
組
合
系
列
の
商
店
や
ホ
テ
ル
の
広
告
が
随
時
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
交
通
手
段
と
し
て
は
自
転
車
が
普
及
し
、
実
際
に
「
自
転
車
愛
好
労
働
者
ク
ラ
ブ
」
が
で
き
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
農
業
労

働
者
の
場
合
に
興
昧
深
い
の
は
、
自
転
車
が
、
通
勤
用
に
利
用
さ
れ
る
都
市
労
働
者
の
場
合
と
異
な
り
、
主
に
買
い
出
し
な
ど
の
消
費

活
動
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
汽
車
賃
な
ど
の
交
通
費
出
費
の
主
要
部
分
も
買
い
出
し
の
た
め
と
い
わ
れ

　
　
（
3
4
）

て
い
る
。
新
た
な
形
で
の
買
い
出
し
は
、
農
村
の
労
働
者
に
固
有
な
新
し
い
消
費
の
形
の
一
端
を
示
す
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
自
転
車
に
比
べ
、
バ
イ
ク
は
さ
す
が
に
一
般
化
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
が
、
バ
イ
ク
熱
は
確
実
に
村
の
若
者
に
も
取
り
懸
い
て
い

た
。
西
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
事
例
だ
が
、
あ
る
若
い
農
業
奉
公
人
は
バ
イ
ク
を
所
持
し
て
い
る
の
が
自
慢
の
種
で
あ
っ
た
と
い
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

（
彼
は
村
で
は
三
人
だ
け
だ
っ
た
と
い
っ
て
い
る
）
、
ま
た
、
こ
う
し
た
熱
を
広
め
る
か
の
よ
う
に
こ
の
時
期
に
は
自
動
車
レ
ー
ス
と
と
も
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

バ
イ
ク
の
レ
ー
ス
も
定
期
的
に
開
催
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
他
、
消
費
の
組
織
化
と
い
う
点
で
注
目
す
べ
き
は
、
月
賦
購
入
と
通
信
販
売
で
あ
る
。
自
転
車
、
家
具
、
衣
服
の
購
入
は
月
賦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

で
の
購
入
が
ふ
つ
う
だ
っ
た
。
通
信
販
売
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
よ
り
農
民
層
が
農
業
会
議
所
を
介
し
て
農
機
具
や
家
具
の
購
入
す
る
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
8
）

に
利
用
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
は
こ
の
購
入
形
態
が
労
働
者
の
消
費
財
分
野
に
も
及
ん
で
い
た
こ
と
が
窺
え

（
3
9
）

る
。　

農
業
労
働
者
家
族
の
収
入
は
全
体
と
し
て
も
二
〇
〇
〇
か
ら
二
五
〇
〇
マ
ル
ク
と
都
市
の
未
熟
練
労
働
者
並
の
家
計
で
、
し
か
も
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
）

族
成
員
の
多
就
業
に
よ
っ
て
再
生
産
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
現
金
収
入
も
多
く
は
な
い
。
し
か
し
、
や
や
一
般
的
な
言
い
方
に
な
っ
て

し
ま
う
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
い
う
条
件
下
で
も
、
広
告
情
報
、
ま
と
め
買
い
、
通
信
販
売
、
組
合
な
ど
に
よ
る
新
し
い
消
費
の
組
織
化

に
よ
っ
て
、
消
費
財
へ
の
意
識
の
変
化
と
家
事
労
働
の
変
化
が
、
特
に
本
章
が
対
象
と
し
て
い
る
よ
う
な
都
市
に
比
較
的
近
い
近
郊
農
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表5－2 既婚常雇農場労働者（デプタント）の現物賃金内訳の年次比較

（シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州，1910 30年）

年
東

n
南

ー
レ
0
　
ノ
）

1
一
σ

珍
キ
部

1920年の
協約賃金（2）

1920年中部ホ

ルシュタイン地

方のグーツ経
営（3〉

1926年㈲
シュレスヴィ

ヒ・ホルシュタ

ン州

1928年エッ1930年13
ケルンフェル　の農業労働

デ郡のグー　者家族（6）

ツ経営句

穀物　30Zt　30Zt
ミルク　　乳牛1頭　　　3尼／日

子　　豚　　　　　　　1頭（生後

　　　　　　　　　　6週）

燃料　　
〈雑木3フー

　　　　　　　　　　ダー＋3m木
　　　　　　　　　　材＞あるいは

　　　　　　　　　　〈雑木3フー
　　　　　　　　　　ダー＋ソーダ
　　　　　　　　　　泥炭1万個〉

庭地　15．6a20m2＋Ga卜
　　　　　　　　　　ten

住　　居 無料

30Zt

冤／日

1頭

］
2

フ
炭

3
泥
』

木
＋
ダ

　
一
一

雑
ダ
フ

80Ruten

（≒16．8a）

無料

30Zt

3君／日

30Zt 26．6Zt

冤／日　　2．4昭／日

1頭

25Zt　　雑木3フー　泥炭6b個
　　　　ダー＋3m木材　　石炭3．8Zt

　　　　　　　　　雑木13．4m3

19．9a

料無

121．5□R
（≒255a）

注

典出

Zt＝ツェントナー（1Zt⇒O　kg）．庭地のうち括弧内は1Ruten二21m2として計算した数値．a＝アール．

フーダー＝容積の単位．1フーダーは荷車一杯分．
（⇒および（4〉Umじr5uchungen茸bel　Landarbekc正sverh証tnis5c，Enquete＝Auss⊂huB，IL　　U｛1ter盆usschuB，Bd・7，

　Berlin　lg2g，S．210－211．

（2）Franck，H．，Landarbeiter丘age　in　Schleswig－Holstein　in　wirtscha価chen　und　poliτischen　Wechse1，Diss，

　Hambu【9，1921，S・244．

（3）Matthiessen，M，Erlnne・ungen，Meld・rf1980，S」o－51．

（5〉Schulτe，R，，L且nda［beiter　uud　GroBgrundbesitz　in　der　We血arer　Republik　am　Beispiel　des　Akkreises

　Eckernf6rde，inl　Demok【atische　Geschichte，1986，S．163．

（6）BemieちW・，Die　Lebenshaltung，Lohn二und　Arbeitsverh乞lmisse　von145deutschen　Landarbei亡erfami1正en，

　Sch雌en　des　Deutschen　Landarbeiter＝Verbandes　NL32，Berlin1931，S，52－53・これは家計費調査に基

　づく数字であるから実際の値である．

表5－3 シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州の農業労働者の協約賃金の推移

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：ペニヒ／時問）

1924年　1925 1926　　1927　　1928　　1929　　1930　　1931

常雇 ①現金

②現物

③総計

12．0

22．0

34．0

12．0

26．0

38．0

12．0　　　　　13．0

25．5　　　　28．1

37．0　　　　　41．1

15．0　　　　　17．0　　　　　17．0　　　　　16．0

30．2　　　　　27．8　　　　　25．6　　　　　26・2

45，2　　　　 44．8　　　　 42．6　　　　 42．2

自由日雇い 33．0　　　　　33．0 35．0　　　38．0 41・0　　　　　41．0　　　　　44．0　　　　　43．0

注；現物給は貨幣換算値．自由日雇い賃金は貨幣賃金。
出典：Die　Wand正ung　deτIandwi・tscha価⊂hen　Arbeitsve・fassungin　de・Industrlegese11scha丘，Schri飽n　der　Gesellsch鹸

　　fロr　Sozialen　Fortschritt　e．V，Bd．14，Be【1in王961，S．218，
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村
地
区
の
農
業
労
働
者
の
な
か
に
も
生
じ
て
き
て
い
る
こ
と
の
方
に
着
目
し
た
い
と
思
う
。
表
5
－
2
は
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
シ
ュ
レ
ス

ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
方
の
現
物
賃
金
内
容
の
変
化
を
、
表
5
－
3
は
同
じ
く
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
の

協
約
賃
金
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
住
宅
、
穀
物
、
燃
料
な
ど
基
礎
的
生
活
要
素
か
ら
な
る
現

物
給
の
水
準
は
、
一
九
二
〇
年
代
を
通
し
て
実
量
で
は
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
の
に
、
現
金
賃
金
は
賃
金
協
約
で
の
交
渉
を
通
じ
て
一

九
二
九
年
ま
で
は
上
昇
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
家
族
の
生
存
を
保
証
す
る
「
包
括
的
雇
用
関
係
」
を
基
盤
と
し
つ
つ
も
、
現
金
へ
の
欲

望
が
明
ら
か
に
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
、
こ
の
二
つ
の
表
は
語
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
い
え
ば
、
そ
う
し
た
都
市
化
と
重
な
る
消
費
欲
望

の
変
化
を
内
容
と
す
る
「
自
立
化
」
へ
の
志
向
が
、
「
包
括
的
雇
用
関
係
」
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
農
業
労
働
者
と
い
う
職
能
の
「
従
属

性
」
の
意
識
を
増
幅
さ
せ
た
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

2

社
会
的
交
わ
り
の
階
層
化
と
組
合
運
動
に
よ
る
「
鋳
な
お
し
」

　
一
般
に
我
々
は
農
村
の
人
々
の
社
会
的
結
合
と
い
う
と
隣
保
扶
助
な
ど
の
「
共
同
性
」
を
連
想
し
が
ち
で
あ
る
が
、
グ
ー
ツ
地
域
の

農
村
の
人
々
の
社
会
的
つ
き
あ
い
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
階
層
性
の
方
が
顕
著
な
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
象
徴
的
な
の
は
結
婚
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ス
ト
ホ
ヌ
フ

で
あ
る
。
↓
九
二
〇
年
頃
の
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
の
事
例
で
は
、
結
婚
式
の
祝
宴
は
、
小
中
農
た
ち
の
場
合
は
自
分
の
家
か
村
の
宿
屋
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ス
ト
ホ
　
フ

大
農
の
場
合
は
大
農
業
者
を
ま
ね
て
都
市
の
ホ
テ
ル
で
、
村
落
在
住
の
通
勤
工
業
労
働
者
の
場
合
は
宿
屋
で
行
わ
れ
た
の
に
対
し
、
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

業
労
働
者
た
ち
の
場
合
は
「
社
宅
」
の
数
家
族
分
の
住
居
の
居
問
を
解
放
し
て
催
さ
れ
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ス
ト
ホ
ド
フ

　
結
婚
式
は
い
わ
ば
非
日
常
的
な
営
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
日
常
の
村
の
社
交
生
活
と
い
え
ば
、
村
の
宿
屋
を
中
心
に
繰
り
広
げ
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ら
れ
る
つ
き
あ
い
だ
ろ
う
。
が
、
こ
こ
で
も
階
層
的
な
「
仕
切
り
」
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク

の
あ
る
グ
ー
ツ
村
落
で
は
、
借
地
農
や
グ
ー
ツ
の
館
に
住
む
「
上
流
の
人
々
」
は
午
前
か
午
後
の
早
い
時
間
に
、
自
由
農
民
は
そ
の
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ス
ト
ホ
ヌ
フ

の
時
間
に
、
そ
し
て
農
業
労
働
者
た
ち
は
、
晩
の
遅
く
、
要
す
る
に
仕
事
が
終
わ
っ
た
後
の
時
間
に
、
宿
屋
を
利
用
し
た
と
い
う
。
一

　
　
　
　
ガ
ス
ト
ホ
ー
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

軒
し
か
な
い
宿
屋
に
つ
い
て
、
そ
の
利
用
時
間
帯
が
階
層
別
に
決
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
な
ど
の
様
々
な
娯
楽

イ
ベ
ン
ト
も
、
た
い
て
い
イ
ベ
ン
ト
主
催
者
の
階
層
に
応
じ
て
開
か
れ
た
。
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
で
は
労
働
者
の
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
は

二
週
間
お
き
だ
と
さ
れ
、
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
・
ベ
ル
デ
で
は
年
に
五
、
六
回
、
こ
れ
に
加
え
て
、
酪
農
場
で
の
ダ
ン
ス
が
年
一
回
、
自
転

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
3
）

車
愛
好
家
の
ダ
ン
ス
が
年
二
回
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
当
時
、
人
々
が
労
働
者
た
ち
の
「
ニ
グ
ロ
・
ダ
ン
ス
」
に
目
を
し
か
め
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
製
）

た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
踊
る
ス
タ
イ
ル
が
階
層
間
で
若
干
異
な
っ
て
い
た
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
日
常
空
間
の
階
層
化
自
体
は
、
そ
の
度
合
い
は
と
も
か
く
、
第
一
章
で
論
じ
た
よ
う
に
一
九
世
紀
の
後
半
に
お
い
て
も
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

在
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
事
柄
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
な
る
と
、
組
合
生
活
が
こ
う
し
た
空
間
を
「
鋳
直
し
て
」

い
き
、
結
果
と
し
て
余
暇
の
多
様
化
と
「
政
治
化
」
を
引
き
起
こ
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
特
徴
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
表
5
－
4
は
一
九
二
八
年
の
一
年
問
に
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
組
合
機
関
紙
に
掲

載
さ
れ
た
D
L
V
主
催
の
祝
祭
的
な
性
格
の
行
事
記
事
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
郡
名
な
ど
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
お
お
む
ね
こ

れ
ら
の
催
し
も
の
は
東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
域
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
見
し
て
、
収
穫
祭
、
旗
揚
げ
式
、
秋
・
冬
・
ク
リ
ス
マ

ス
の
催
し
物
な
ど
、
組
合
主
催
の
余
暇
の
組
織
化
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
こ
れ
ら
の
行
事
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
収
穫
祭
団
B
錬
興
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
次
の
事
例

は
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
の
ロ
ス
ト
ク
近
く
の
収
穫
祭
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。

第II部　ワイマール・ドイツにおける農村社会と農業労働者　280



　　表5－4　DLVの組合活動のうち祝祭的性格をもつものの一覧表（1928－29年）

　年月日　　地　区　名　　郡　　名　　　　　内　　　容　　　　　　　備　　　考

　1928，2／4　Grebin　　　　　　　　　　仮装大会（夜8時から〉

　4／8　　Giegau　　　P且6n　　　地区グループ創立祭（復活祭　集会の後，夕方から

　　　　　　　　　　　　　　　　　第1日目），行進→演説→国歌ダンス

　　　　　　　　　　　　　　　　　→ダンス　　　　　　　　　近隣からも．48本の旗

　7／8　　Eutin　　　　　　　　　　　　旗揚げ式（AHg・Schweizerbund）

　7／15　S且rgau　　　　Segeberg　　旗揚げ式　　　　　　　　　　400人の労働者が参加

　8／25　Tensfeld　　　Segeberg　　旗揚げ式（行進→除幕式→ス　近隣郡からも参加

　　　　　　　　　　　　　　　　　ポーツ→ダンス〉

　8／26　Marienwohlde　Lau早nbu【g　旗揚げ式

　9／9　　　　　　　　　　　P16n　　　　一郡収穫祭（組合集会との調整を！）　　約600人，近隣郡からも

　9／9　　Dersau　　　　　　　　　郡収穫祭（Aschberg駅に集合）　駅から行進

　黛／16　Hansahn　　　　　　　　Reichsbanner創立祭　　　　　午後7時よりダンス

　9／22　GaSt　　　　Eckemf6rde　農業労働者の収穫ダンス

　10／20　Rundhof　　　　　　　　秋のお楽しみ　　　　　　　夜の8時から

　10／20　Selent　　　　　　　　秋のお楽しみ　　　　　　　夜の8時から

　10／29　Reinfeid　　　　　　　　　収穫ダンス

　11／18　Elkau　　　　P16n　　　schwertbackでのダンス

　12／26　MalkwitZ　　　　　　　　よりどりみどりの夕ベ　　　　クリスマス

1929，1／20Liensfeld　　　　　　　　ダンス大会

　2／2　　Grebin　　　　　　　　　仮装大会（日曜日〉

　2／16　Jahnh・f　　　　　　　　冬のお楽しみ．演劇とダンス

　　　　　　　　　　　　　　　　　の夕べ

出典：1928年のLandpOSt紙のより作成．大部分は，行事予告記事である．

　
昨
年
と
同
様
に
、
今
年
も
ド
ベ
ラ
ン

郡
の
支
部
で
は
伝
統
的
な
収
穫
祭
の
催

し
が
は
じ
ま
っ
た
。
…
…
そ
こ
か
し
こ

で
収
穫
祭
の
準
備
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
。

支
部
指
導
者
や
そ
の
他
の
自
覚
的
な
男

女
の
仲
間
た
ち
が
行
う
仕
事
は
大
変
多

い
。
数
週
間
前
か
ら
祭
り
を
行
う
こ
と

が
決
め
ら
れ
、
「
収
穫
祭
の
冠
甲
日
？

ξ
o
詫
」
を
編
む
番
に
あ
た
っ
た
村
で

は
、
特
に
女
た
ち
の
仕
事
が
多
く
な
る
。

「
収
穫
祭
の
冠
」
を
結
ぶ
栄
誉
を
も
っ

た
仲
問
は
こ
分
冠
を
、
町
と
の
境
界
か
、

あ
る
い
は
催
し
も
の
会
場
ま
で
運
ぶ
。

そ
こ
に
支
部
の
組
合
員
た
ち
が
女
た
ち

を
連
れ
て
集
ま
る
の
で
あ
る
。
会
場
は

活
気
に
あ
ふ
れ
は
じ
め
る
。
冠
が
取
り

付
け
ら
れ
、
踊
り
が
は
じ
ま
る
。
未
明
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曜
蝋

爵
．
、
“
騰
漢
感
藩
漢
、
建
濤
加
w
ー

淵
灘
鎌
撫
離
鵬
纏
麟
皿

、
譲
藩
醇
霧
藝
」
籍
塾
藻
墾
嚢

写真5－2　ホルシュタインの伝統的な収穫祭の様子

周囲に描かれた踊るカップルの中に，服装や姿勢からみて明らかに身分の不釣り合いな

カップルがいく組か存在している．

Weber－Kellermann，L，Landleben　im　lg・Jahrhunderts，MUnchen1987，S・299

ま
で
男
も
女
も
そ
こ
に
い
る
。
…
…
ノ
イ
ブ
コ

フ
で
は
「
収
穫
祭
の
冠
」
は
、
長
く
農
村
同
盟

罫
＆
『
＆
の
会
員
で
あ
っ
た
同
志
に
よ
り
編

ま
れ
た
。
彼
は
今
年
か
ら
D
L
V
の
組
合
員
に

　
　
　
　
　
　
密
）

な
っ
た
の
で
あ
る
。
…

　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
H
ケ
ラ
ー
マ
ン
の
研
究
や
レ
ー
バ
イ

ン
の
自
叙
伝
に
よ
れ
ば
、
伝
統
的
な
タ
イ
プ
の
収
穫

祭
に
お
い
て
は
、
次
々
と
回
さ
れ
て
い
く
花
輪
を
目

印
に
、
農
場
の
「
主
人
」
や
管
理
人
が
女
の
労
働
者

と
、
「
主
人
の
奥
方
」
は
男
の
労
働
者
と
一
緒
に
踊
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど

こ
と
が
、
収
穫
祭
の
最
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
（
写

真
5
－
2
を
参
照
。
）
ま
た
、
一
八
世
紀
の
グ
ー
ツ
支
配

を
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
捉
え
る
R
・
H
・
ベ
ル

ダ
ー
ル
は
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
タ
イ
プ
の
収
穫

祭
を
、
グ
ー
ツ
の
一
体
性
、
家
族
性
、
共
同
性
を
演

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鰹

出
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
み
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る
と
、
上
に
み
た
組
合
の
収
穫
祭
は
、
収
穫
祭
の
花
輪
が
象
徴
的
な
意
味
を
も
つ
の
は
同
じ
で
も
、
雇
用
主
を
排
除
し
た
組
合
の
祭
り

と
し
て
演
出
さ
れ
て
い
る
点
で
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
う
し
た
余
暇
の
政
治
化
が
、
実
は
余
暇
の
多
様
化
ど
家
族
レ
ジ
ャ
ー
化
と
も
裏
腹
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
が
、
頻
繁
に
行
わ
れ

る
組
合
の
旗
揚
げ
式
評
ぎ
魯
壽
一
ぼ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
三
〇
年
六
月
に
行
わ
れ
た
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
郡
グ
ル
ー
べ
で
の
旗
揚
げ
式

に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
グ
ル
ー
べ
は
典
型
的
な
教
会
村
で
職
人
、
自
営
業
者
、
労
働
者
が
住
ん
で
い
る
。
こ
の
地
域
の
農
業
労
働
者
は
、
グ
ル
ー
べ
と

ヘ
リ
ン
ゲ
ス
ド
ル
フ
の
間
に
あ
る
大
規
模
農
場
群
と
大
土
地
所
有
御
料
地
内
に
存
在
し
て
い
る
。
…
…
六
月
一
四
日
（
土
曜
日
）
の

晩
、
祭
り
は
松
明
行
列
で
は
じ
ま
っ
た
。
集
合
場
所
に
は
一
五
〇
人
の
子
供
た
ち
と
四
〇
〇
人
の
農
業
労
働
者
夫
婦
が
集
ま
っ
た
。

シ
ェ
ー
ニ
ン
ク
の
楽
隊
が
先
頭
に
た
ち
、
そ
の
後
に
子
供
、
女
、
そ
し
て
男
と
い
う
隊
列
を
組
ん
で
、
グ
ル
ー
べ
の
町
ま
で
歩
い

た
。
町
は
祭
り
の
た
め
に
飾
り
た
て
ら
れ
て
い
た
。
歓
迎
ア
ー
チ
が
設
置
さ
れ
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
旗

や
ド
イ
ツ
国
旗
が
は
た
め
い
て
い
た
。
市
民
や
、
営
業
者
、
そ
し
て
ゲ
マ
イ
ン
デ
議
長
に
感
謝
を
表
明
し
、
そ
の
後
で
ガ
ウ
指
導

者
の
ト
フ
テ
氏
が
演
説
。
そ
の
後
、
音
楽
に
合
わ
せ
て
労
働
歌
を
合
唱
し
た
。
翌
日
曜
日
は
新
た
な
お
客
が
加
わ
り
、
も
う
一
度

隊
列
が
組
ま
れ
、
行
進
し
た
。
演
説
の
後
、
お
昼
か
ら
は
楽
し
い
子
供
用
の
催
し
も
の
が
あ
り
、
夜
の
七
時
に
は
再
び
町
に
戻
っ

　
　
　
　
ガ
ス
ト
ホ
ー
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弱
）

て
翌
朝
ま
で
宿
屋
で
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

　
こ
れ
は
「
旗
揚
げ
式
」
の
な
か
で
は
か
な
り
盛
大
な
も
の
と
思
わ
れ
、
特
に
ゲ
マ
イ
ン
デ
議
長
の
挨
拶
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
町
ぐ

る
み
の
観
を
呈
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
が
、
そ
の
点
を
別
と
す
れ
ば
、
他
の
場
合
も
イ
ベ
ン
ト
構
成
の
仕
方
は
基
本
的
に
は
同
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じ
で
あ
る
。
必
ず
近
隣
の
町
か
ら
労
働
者
の
体
操
団
、
楽
隊
、
時
に
は
劇
団
が
参
加
し
て
祭
典
を
盛
り
上
げ
る
役
割
を
果
た
し
、
ま
た
、

デ
モ
行
進
、
集
会
場
で
の
指
導
者
の
演
説
、
旗
の
除
幕
式
、
未
明
ま
で
の
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
と
い
っ
た
パ
タ
ー
ン
を
と
る
。
特
に
、

上
に
み
る
よ
う
に
、
子
供
や
女
た
ち
が
参
加
す
る
な
ど
、
全
体
と
し
て
家
族
レ
ジ
ャ
ー
型
の
都
市
労
働
者
の
文
化
的
色
彩
を
帯
び
て
い

る
点
に
着
目
し
た
い
。
リ
ン
ゼ
は
『
生
態
平
和
と
ア
ナ
ー
キ
ー
』
の
第
二
章
に
お
い
て
、
保
養
と
ス
ポ
ー
ツ
と
結
び
付
い
た
都
市
プ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

レ
タ
リ
ア
の
『
自
然
の
友
の
会
』
運
動
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
自
然
再
発
見
」
の
一
端
が
、
日
曜
日
に
農
村
で
行
わ
れ

る
旗
揚
げ
式
な
ど
の
催
し
も
の
に
家
族
で
揃
っ
て
参
加
す
る
近
郊
地
方
都
市
の
労
働
者
た
ち
の
姿
に
現
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

な
お
、
ナ
チ
ス
の
旗
揚
げ
式
も
、
構
成
要
素
だ
け
を
見
る
と
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
内
容
か
ら
成
っ
て
い
る
。

3

組
合
の
日
常
活
動

　
以
上
の
他
に
、
組
合
は
、
通
常
の
日
常
活
動
、
つ
ま
り
各
村
で
の
組
合
集
会
、
雇
用
主
と
の
賃
金
交
渉
、
雇
用
紛
争
の
処
理
、
各
級

の
定
例
会
議
、
休
日
の
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
行
う
。
こ
の
場
合
、
活
動
の
核
と
な
る
の
は
郡
指
導
者
零
魯
ζ
艮
と
呼
ば
れ
る
組
合

の
専
従
活
動
家
た
ち
で
あ
る
。
例
え
ば
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
場
合
、
D
L
v
ガ
ウ
指
導
部
は
州
を
七
地
区
（
一
地

区
の
範
囲
は
広
い
と
こ
ろ
で
は
数
郡
に
な
る
こ
と
も
あ
る
）
に
分
け
、
各
地
区
に
専
従
活
動
家
を
置
い
た
。
エ
ッ
ケ
ル
ン
ヘ
ル
デ
郡
を
担
当

し
て
い
た
郡
指
導
者
ぺ
ー
タ
ー
ス
（
彼
は
同
時
に
社
会
民
主
党
の
郡
会
議
員
で
も
あ
っ
た
）
は
、
い
つ
も
モ
ー
タ
ー
バ
イ
ク
で
州
内
を
く
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

な
く
回
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
表
5
－
5
は
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
に
お
け
る
郡
指
導
者
の
年
問
の
活
動
内
容
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
彼
ら
が
、
質
は
と
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　　　　　　表5づ　メクレンブルクにおける郡指導者の年聞活動の内訳

　　地区名　　　　年　　支部　　その他　各戸訪　　紛争　　訴訟　　事務　　戸外

　　　　　　　　　　　集会　　の集会　　問オル　　介入　　　関連　　　活動　　　活動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ活動　　（直接）

R・stock　　　1928　21件　27件　65件　252件　　28件

Waren　　　　1928　　　　　　　　　49日　　　　122日
Doberan　　　　　　1928　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51日　　106日　　144日

Hagenau　　　　　　1929　26イ牛　　112f牛　　　86f牛　　　28f牛　　　24日　　　　　　　　195日

G邑s〔row　　　　1929　14件　 80件　　33件　　5件　　48件　　176日

Neustrehtz　11929　51件　113件　　59件　　18件　　82日　　　　　169日

碗tzow　　　　1929　　　　　　　　　　　　114日　　　　189日
注　：各戸訪問オルグ活動；Hausagitarion
出典；Me⊂kle鳳burger　Land・B・τe，d．20．02．1929，dほ3，03．1929，d・12・03・1930，d・19・03・1930，d・26・03・1930・

も
か
く
量
的
に
は
専
従
活
動
家
に
ふ
さ
わ
し
い
活
動
を
こ
な
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ

う
。
機
関
紙
上
で
は
専
従
活
動
家
の
募
集
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
条
件
と
し

て
、
組
合
員
歴
五
年
以
上
、
s
p
D
党
員
、
農
業
と
社
会
立
法
に
詳
し
い
こ
と
、
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

演
説
能
力
・
事
務
能
力
・
雇
用
紛
争
担
当
能
力
が
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
シ
ュ

レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
場
合
、
こ
う
し
た
条
件
を
備
え
た
農
業
労
働
者
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
組
合
指
導
者
は
い
ず
れ
も
非
農
業
労
働
者
出
身
で
あ
る
。

こ
の
点
に
も
組
合
が
グ
ー
ツ
の
外
側
か
ら
や
っ
て
き
た
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
が
現
れ
て
い

る
。　

さ
て
、
日
常
的
な
各
集
落
9
語
n
后
兄
で
の
組
合
集
会
は
、
仕
事
が
終
わ
っ
た
夜
遅
く
に

行
わ
れ
、
郡
指
導
者
の
組
合
活
動
報
告
と
演
説
が
主
要
な
内
容
で
あ
る
。
そ
の
多
く
は
協

約
賃
金
交
渉
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
報
告
の
後
に
は
必
ず
質
問
や
討
論
、
当
該
地
域
の

問
題
に
つ
い
て
の
意
見
交
換
が
み
ら
れ
、
職
安
関
係
や
衛
生
関
係
な
ど
の
行
政
当
局
者
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

啓
蒙
的
な
意
味
で
報
告
を
す
る
こ
と
も
あ
る
。
時
に
は
、
組
合
費
引
き
上
げ
や
賃
上
げ
争

議
の
問
題
に
つ
い
て
労
働
者
の
側
か
ら
の
突
き
上
げ
が
み
ら
れ
、
例
え
ば
、
一
九
三
〇
年

の
賃
金
交
渉
に
関
す
る
組
合
集
会
で
は
、
各
地
で
雇
用
主
側
の
硬
直
的
な
態
度
に
怒
り
が

爆
発
し
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
訴
え
る
声
が
で
る
な
ど
、
指
導
者
に
よ
る
組
合
集
会
の
コ
ン
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

ロ
ー
ル
が
危
う
く
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
報
告
も
見
受
け
ら
れ
る
。
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む
ろ
ん
、
第
一
に
、
担
い
手
が
主
要
に
は
既
婚
の
男
子
の
デ
プ
タ
ン
ト
に
限
ら
れ
、
女
た
ち
と
青
年
の
奉
公
人
に
つ
い
て
は
組
織
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

が
困
難
だ
っ
た
こ
と
（
特
に
女
た
ち
は
組
合
費
の
負
担
を
理
由
に
夫
の
組
合
活
動
に
強
く
反
対
す
る
）
、
第
二
に
、
「
在
郷
軍
人
会
の
会
員
で
な

い
の
に
、
在
郷
軍
人
会
の
祭
り
に
黒
・
白
・
赤
の
旗
を
掲
げ
、
そ
の
あ
げ
く
に
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
、
軍
歌
を
唱
っ
て
、
頭
か
ら
血
を
流
し

て
い
る
」
な
ど
と
い
う
点
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
労
働
者
た
ち
が
組
合
の
設
定
す
る
政
治
的
な
仕
切
り
線
を
越
え
て
い
く
よ
う
な
心
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

の
ず
れ
が
両
者
の
間
に
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
組
合
の
組
織
化
に
は
明
確
な
限
界
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
組
合
が
日
常
の
多
様

な
活
動
を
支
え
に
し
な
が
ら
、
む
し
ろ
、
消
費
の
局
面
で
も
余
暇
や
社
会
的
交
わ
り
の
局
面
で
も
、
農
業
労
働
者
の
生
活
要
求
の
都
市

的
な
新
し
さ
に
呼
応
し
、
ま
た
そ
れ
を
通
じ
て
日
常
空
間
の
「
鋳
な
お
し
」
と
「
政
治
化
」
を
は
か
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
重
視
し
た
い

と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
日
常
生
活
の
変
化
こ
そ
が
、
人
々
の
日
常
の
自
己
意
識
に
お
い
て
、
消
費
と
余
暇
を
甘
受
で
き
る
「
自

立
化
」
へ
の
願
望
を
植
え
付
け
る
と
と
も
に
、
現
実
の
グ
ー
ツ
の
雇
用
関
係
の
な
か
に
あ
る
自
分
た
ち
の
従
属
的
な
あ
り
よ
う
を
一
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

き
わ
だ
た
せ
る
作
用
を
果
た
し
た
の
で
は
な
い
か
。
（
雇
用
関
係
と
生
活
ス
タ
イ
ル
の
二
重
写
し
効
果
と
い
っ
て
も
よ
い
）
。
「
青
年
た
ち
の
夢

は
郵
便
局
員
、
鉄
道
員
、
兵
士
、
警
察
官
、
車
大
工
、
農
業
経
営
者
、
農
場
管
理
人
…
…
と
様
々
だ
が
、
お
そ
ら
く
誰
も
農
業
労
働
者

で
あ
り
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
」
お
ら
ず
、
「
娘
た
ち
は
、
貧
困
か
ら
抜
け
出
す
『
お
金
持
ち
と
の
結
婚
』
を
夢
見
て
」
い
た
の
で

　
（
6
0
）

あ
る
。

第II部　ワイマール・ドイツにおける農村社会と農業労働者　286



第
四
節
　
「
小
所
有
化
」
と
外
国
人
労
働
者
間
題

1

住
宅
問
題
と
外
国
人
労
働
者

　
グ
ー
ツ
の
従
属
性
か
ら
の
解
放
が
「
自
立
化
」
の
方
向
に
向
か
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
行
き
方
は
、
一
つ
は
都
市
労
働
者
に
な
る
こ
と

で
あ
る
。
一
九
二
六
年
一
一
月
か
ら
翌
年
一
月
の
三
か
月
問
に
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
の
シ
ュ
ベ
リ
ン
郡
に
お
い
て
グ
ー
ツ
経
営
か
ら
流
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

し
た
農
業
労
働
者
家
族
の
内
訳
を
み
る
と
、
都
市
へ
の
流
出
は
そ
の
ほ
ぼ
半
数
を
占
め
て
い
る
。
多
く
の
都
市
移
住
希
望
者
が
情
報
を

求
め
に
組
合
事
務
所
に
や
っ
て
き
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
組
合
が
組
合
員
の
都
市
流
出
の
窓
口
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た

　
　
　
　
（
6
2
〉

徴
候
も
あ
る
。
他
方
、
同
じ
調
査
で
グ
ー
ツ
か
ら
の
流
出
の
二
割
を
占
め
た
の
は
農
民
入
植
で
あ
っ
た
。
（
本
書
巻
頭
図
4
に
お
け
る
「
入

植
地
」
は
こ
う
し
た
農
民
入
植
者
の
行
先
を
示
し
て
い
る
。
）
農
民
入
植
に
象
徴
さ
れ
る
「
小
所
有
化
」
の
方
向
が
「
自
立
化
」
の
も
う
一
つ

の
行
き
方
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
核
に
あ
っ
た
の
は
「
（
土
地
経
営
が
可
能
な
）
自
己
住
宅
の
所
有
」
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
不
満
の
焦

点
が
住
宅
問
題
に
あ
っ
た
所
以
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
注
目
す
べ
き
は
、
他
面
で
、
こ
の
グ
ー
ツ
の
「
住
宅
」
を
め
ぐ
る
問
題
こ

そ
が
、
グ
ー
ツ
に
お
け
る
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
象
徴
す
る
位
置
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
一
九
世
紀
期
末
よ
り
ド
イ
ツ
農
業
、
特
に
大
経
営
が
外
国
人
季
節
労
働
者
へ
の
依
存
度
を
高
め
た
こ
と
、
そ
し
て
、
グ
ー
ツ
の
日
常

世
界
に
お
け
る
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
者
」
と
は
要
す
る
に
劣
悪
な
「
営
舎
」
に
住
む
季
節
労
働
者
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
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は
第
三
章
で
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
世
紀
末
以
来
の
外
国
人
労
働
者
を
め
ぐ
る
議
論
の
特
徴
の
一
つ
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
者
は
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

イ
ツ
人
労
働
者
に
比
べ
て
「
要
求
が
さ
さ
や
か
だ
誤
℃
ε
・
区
旦
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
住
生
活
の
あ
り
よ
う

に
こ
そ
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
た
。
一
人
分
の
ベ
ッ
ト
す
ら
ま
と
も
に
保
証
さ
れ
な
い
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
季
節
労
働
者
」
と
「
家
族

と
一
緒
に
住
め
る
住
宅
」
を
保
証
さ
れ
て
い
る
「
ド
イ
ツ
人
常
雇
の
労
働
者
」
と
い
う
対
比
が
そ
の
具
体
的
な
内
容
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
r
外
国
人
労
働
者
が
制
度
化
さ
れ
、
外
部
固
定
化
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
そ
の
絶
対
数
が
半
減
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
〕

ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
に
お
い
て
も
、
な
お
存
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
点
を
、
常
雇
労
働
者
、
雇
用
主
、
そ
し
て
組
合
の
各
々

の
態
度
に
つ
い
て
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
第
一
に
、
ド
イ
ツ
人
労
働
者
の
態
度
に
つ
い
て
。
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
既
に
住
宅
紛
争
の
分
析
の
際
に
言
及
し
た
よ
う

に
、
解
雇
に
伴
う
住
居
明
け
渡
し
の
際
の
代
替
住
居
に
し
ば
し
ば
季
節
労
働
者
の
住
居
が
提
供
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
な
ど
、
ド
イ
ツ
人

労
働
者
が
「
営
舎
」
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
、
ド
イ
ツ
人
労
働
者
が
非
常
に
嫌
悪
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
ベ
ル
リ
ン
の
職
業
斡
旋
所
を
通
じ
て
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
の
あ
る
農
場
に
常
雇
労
働
者
と
し
て
採
用
さ
れ
た
労
働
者
は
、

雇
用
さ
れ
て
数
週
間
後
の
あ
る
日
の
午
後
、
妻
か
ら
、
仲
間
の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
の
家
族
（
妻
と
子
供
二
人
）
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
営
舎
に
入
れ
ら

れ
一
部
屋
で
過
ご
す
こ
と
に
な
る
ら
し
い
と
聞
い
た
と
き
、
彼
は
耳
を
疑
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
彼
と
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
は
、
現
在
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

と
こ
ろ
住
居
に
は
満
足
し
て
い
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
伯
爵
の
こ
の
申
し
出
を
断
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
都
市
労
働
者
が
農
業
労
働
者
と
な
る
と
い
う
稀
有
な
事
例
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
で
あ
ろ
う
か
、
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
営
舎
入
り
」
へ
の
恐

怖
が
増
幅
さ
れ
て
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
単
に
「
営
舎
」
へ
入
れ
ら
れ
る
の
を
嫌
悪
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
た
ち
の
「
社
宅
」
の
住
居
の
劣
悪
さ
の
一
因
が
、
大
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戦
前
の
外
国
人
労
働
者
の
導
入
に
あ
っ
た
と
い
う
意
識
が
、
労
働
者
の
側
に
は
存
在
し
た
。
こ
の
考
え
は
、
例
え
ば
、
組
合
の
機
関
紙

の
論
説
に
お
い
て
、
「
第
二
帝
政
の
時
代
よ
り
農
村
の
住
居
問
題
は
慢
性
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
劣
悪
な
住
宅
状
態
が
農
村
労
働
者

の
都
市
流
出
と
、
そ
れ
に
代
わ
る
外
国
人
労
働
者
の
流
入
を
招
い
た
。
逆
に
こ
の
結
果
、
農
村
の
住
宅
状
態
は
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

と
い
う
言
い
方
に
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
裏
を
返
せ
ば
外
国
人
労
働
者
の
排
除
は
土
着
の
労
働
者
の
住
宅
問
題
の
改
善
と

結
び
付
く
は
ず
だ
と
い
う
主
張
に
つ
な
が
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
第
二
に
、
雇
用
主
の
態
度
に
、
具
体
的
に
は
雇
用
主
の
外
国
人
労
働
者
利
用
申
請
の
動
機
内
容
に
、
同
じ
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
W
・
ラ
デ
ツ
キ
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
一
年
の
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
外
国
人
労
働
者
の
利
用
許
可
を
申

請
し
た
一
四
四
四
経
営
の
う
ち
、
申
請
理
由
と
し
て
労
働
者
住
居
の
状
態
が
悪
い
こ
と
を
上
げ
た
も
の
は
約
三
割
を
占
め
、
根
菜
類
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

付
け
を
理
由
と
す
る
経
営
の
四
割
に
つ
い
で
第
二
位
の
地
位
を
占
め
て
い
る
。
労
働
者
の
住
宅
が
劣
悪
な
た
め
に
地
元
の
労
働
者
の
雇

用
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
、
新
し
く
建
て
る
に
は
コ
ス
ト
が
か
か
る
か
ら
、
現
状
で
の
労
働
力
確
保
の
た
め
に
、
外
国
人
労
働
者
の
導

入
を
申
請
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
誰
を
雇
用
す
る
か
は
労
働
者
の
住
居
形
態
と
結
び
付
く
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

ま
た
、
経
営
上
は
そ
れ
が
労
賃
コ
ス
ト
の
差
の
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
組
合
の
論
調
に
つ
い
て
。
上
に
引
用
し
た
記
事
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
社
会
民
主
主
義
の
組
合
D
L
v
も
ま
た
、
外

国
人
労
働
者
問
題
に
つ
い
て
は
「
雇
用
の
国
民
化
」
原
則
の
立
場
か
ら
そ
の
導
入
に
反
対
で
あ
っ
た
。
組
合
は
、
労
働
者
住
宅
へ
の
建

設
助
成
金
に
つ
い
て
、
「
営
舎
」
タ
イ
プ
の
建
設
に
公
的
助
成
金
が
充
用
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
当
局
は
そ
の
点
を
き
ち
ん
と
監
査
し
た
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

で
助
成
金
融
資
の
審
査
を
す
べ
き
だ
と
ま
で
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
組
合
は
、
キ
ー
ル
農
業
綱
領
ま
で
は
不
明
確
と
は

い
え
大
経
営
の
生
産
力
優
位
論
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
住
宅
問
題
の
解
決
に
あ
た
っ
て
は
農
民
化
に
つ
な
が
る
よ
う
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な
小
所
有
化
に
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
消
極
的
な
よ
う
で
、
例
え
ば
、
一
九
二
八
年
八
月
の
あ
る
論
説
で
は
農
業
労
働
者
の
住
宅
形
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

と
し
て
は
「
公
立
の
借
家
ア
パ
ー
ト
」
を
理
想
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
都
市
の
市
民
的
賃
労
働
の
生
活
ス
タ
イ

ル
を
農
村
に
も
適
用
す
る
こ
と
を
掲
げ
た
も
の
と
い
え
よ
う
が
、
し
か
し
、
農
場
外
の
農
村
に
家
を
も
ち
か
つ
農
場
の
常
雇
で
あ
る
と

い
う
ス
タ
イ
ル
は
一
九
世
紀
後
半
期
に
既
に
消
滅
し
て
お
り
農
業
労
働
者
に
即
し
て
い
え
ば
現
実
的
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き

た
よ
う
に
、
農
業
労
働
者
た
ち
の
要
求
は
グ
ー
ツ
の
権
力
か
ら
の
自
立
、
つ
ま
り
は
雇
用
関
係
の
断
絶
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点

で
も
、
組
合
は
農
業
労
働
者
の
心
性
と
「
ず
れ
」
を
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
か
く
し
て
、
労
働
者
の
住
宅
は
二
重
の
規
定
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
新
し
い
消
費
と
余
暇
の
甘
受
を

内
容
と
す
る
「
自
立
化
」
の
意
識
は
「
労
働
者
社
宅
」
の
質
的
劣
悪
さ
と
と
も
に
、
そ
れ
を
雇
用
主
へ
の
労
働
者
家
族
の
「
従
属
性
」

を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
他
方
、
第
二
に
は
、
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
営
舎
」
と
の
対
比
で
「
家
族
と
住
宅
に

住
む
こ
と
」
が
土
着
ド
イ
ツ
人
た
る
こ
と
と
し
て
意
識
さ
れ
る
と
同
時
に
、
「
営
舎
」
が
住
宅
の
劣
悪
さ
の
理
由
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
生
活
の
「
自
立
化
」
は
「
国
民
性
」
の
外
皮
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
日
常
世
界
で

は
、
雇
用
関
係
と
生
活
ス
タ
イ
ル
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
が
三
重
写
し
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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住
宅
建
設
と
入
植

　
さ
て
、
「
小
所
有
」
化
の
方
向
は
、
農
業
労
働
者
の
自
己
資
金
不
足
の
も
と
で
、
実
際
に
は
国
家
の
農
業
政
策
の
な
か
で
進
め
ら
れ
て

い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
政
策
体
系
と
し
て
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
「
内
地
植
民
法
」
に
基
づ
く
内
地
植
民
政
策
と
、
新
た
に
ワ
イ
マ
ー



表5－6　シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州における農業労働者住居建設助成資金融

　　　資件数（単位：件数）

　　　　　　1923年1924年19Z5年1926年192ア年1928年1929年1930年i931年

労働者社宅　220　34　　31　　15　　　　25　　22　　30　　6
　　　　　　　　　　　59　　21　　19　41（申）

一戸建て住宅　100　　225　　273　　295　　　　　152　　116　　225　　100

　　　　　　　　　　624　444　303　958（申）

注：各欄につき上段がMatzによる数字，下段がLandpOStによる数字．（申）＝申請数．
出典l　Matz，∫，Landarbeitersiedlung　in　Schleswig－Holstein　von　lg19bis1939，MA，1987Kl氏S．138．Landpost，d．

　　25．02．1928，d．24．03．1928，d．11．05．1929，u．d．15．02．15）30．

ル
時
代
に
な
っ
て
開
始
さ
れ
る
失
業
保
険
基
金
を
原
資
と
す
る
「
農
業
労
働
者
住
居
建
設
一
p
且
翠

ぴ
魯
禽
ぎ
言
§
讐
艶
」
政
策
の
二
系
列
が
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
の
政
策
も
低
利
資
金
融
資
が
セ
ー
ル
ス

ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
内
地
植
民
政
策
の
場
合
は
、
小
規
模
な
農
業
労
働
者
入
植
鍔
口
魯
ぴ
魯
霧
魁
－

一
9
α
q
は
副
次
的
で
、
主
軸
と
な
っ
た
の
は
中
農
か
ら
大
農
規
模
の
農
民
入
植
で
あ
っ
た
。
農
業
労

働
者
入
植
の
場
合
は
、
経
営
規
模
が
上
限
で
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
程
度
で
あ
り
農
地
面
積
だ
け
か
ら
み

れ
ば
ほ
ぼ
小
農
化
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
「
農
業
労
働
者
住
宅
建
設
」

の
場
合
は
、
小
農
化
よ
り
も
自
己
住
宅
取
得
が
主
で
あ
り
、
こ
の
た
め
土
地
経
営
も
自
給
用
の
庭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
7
0
）

地
程
度
と
付
属
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
当
然
、
何
ら
か
の
賃
労
働
収
入
が
必
要

と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
雇
用
機
会
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
具
体
的
形
態
は
現
在

の
と
こ
ろ
不
詳
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
政
策
の
実
態
の
評
価
は
本
書
の
課
題
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
、
当
該
期
の
住
宅
建
設
政
策
に
お
い
て
、
農
業
労
働
者
た
ち
の
住
居
所

有
願
望
の
強
さ
が
ど
う
現
れ
た
か
に
つ
い
て
の
み
簡
単
に
触
れ
て
お
く
に
と
ど
め
た
い
。

　
さ
て
、
表
5
－
6
は
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
の
住
居
建
設
政
策
に
お
い
て
助

成
件
数
の
推
移
を
、
「
一
戸
建
て
匡
鴨
嘗
。
冒
」
と
「
労
働
者
社
宅
」
別
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
一

九
二
〇
年
代
初
頭
の
「
社
宅
」
へ
の
建
設
助
成
が
二
〇
年
代
後
半
期
に
は
消
滅
し
て
、
ほ
ぼ
「
一

戸
建
て
」
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
↓
見
し
て
読
み
取
れ
よ
う
。
｛
般
に
二
〇
年
代
前
半
の
「
社
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　　　表シ7　オルデンブルク郡における農業労働者住居建設助成資金の概況

　　　　　　　　　1925年　　 1926年　　1927年　　1928年　　1929年

　戸数（戸）　　　　　　　33　　　　　37　　　　　29　　　　　38　　　　　33

　郡融資額（RM〉　　　44，510　　　34，790　　　45，865　　　5g，840　　　53，260

　国家融資額（RM）　　8g，222　　　3g，880　　　94，790　　　111，110　　　156，090

　一戸あたり（RM）　　4，046　　　　2，018　　　4，850　　　4，4gg　　　　6，344

注：RM＝ライヒスマルク
出典＝LandpOSt，d．16．1L1929，

宅
」
建
設
ブ
ー
ム
は
イ
ン
フ
レ
の
進
行
の
も
と
で
経
営
者
側
が
現
物
投
資
重
視
の
姿
勢
を
と
っ
た
た
め

　
　
　
　
　
　
　
れ
　

と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
二
〇
年
代
後
半
期
の
コ
戸
建
て
」
は
、
明
ら
か
に
労
働
者
自
身

の
要
求
に
そ
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
を
端
的
に
示
す
の
が
、
不
完
全
な
が
ら
同
じ
く
表
5
－
6
に
み
ら
れ

る
申
請
数
の
多
さ
で
あ
る
。
特
に
一
九
二
七
年
の
申
請
数
は
九
五
八
件
と
多
く
、
実
際
の
許
可
件
数
を

一
九
二
六
年
実
績
か
ら
み
て
三
〇
〇
件
程
度
と
推
定
す
る
と
、
競
争
率
は
約
三
倍
に
も
な
る
。
「
労
働
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

の
要
求
は
小
作
で
は
な
く
む
ろ
ん
所
有
で
あ
る
」
、
「
自
宅
と
自
己
所
有
地
を
も
つ
こ
と
は
農
業
労
働
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

の
目
的
で
あ
り
、
彼
ら
の
目
に
は
そ
れ
は
社
会
的
上
昇
の
証
で
あ
っ
た
。
」
こ
う
し
た
言
説
は
、
当
時
の

文
献
に
お
い
て
も
現
在
の
文
献
に
お
い
て
も
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
彼
ら
の
要
求
に
応
え
て
で
あ
ろ
う
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
の
い
く
つ
か
の
郡

で
は
郡
独
自
で
農
業
労
働
者
住
宅
促
進
の
予
算
を
組
ん
だ
。
例
え
ば
表
5
－
7
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
オ

ル
デ
ン
ブ
ル
ク
郡
の
コ
戸
建
て
」
を
中
心
と
し
た
建
設
助
成
金
融
資
の
件
数
は
、
一
九
二
五
年
か
ら

一
九
二
九
年
ま
で
の
五
年
問
で
、
毎
年
三
〇
～
三
八
件
、
の
べ
一
七
〇
件
に
上
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

郡
融
資
額
の
伸
び
も
著
し
い
。
比
較
対
象
が
な
い
の
で
確
か
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
一
郡
と
し
て
は

十
分
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
評
価
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
ゼ
ー
ゲ
ベ
ル
ク
郡
で
は
、
こ
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

め
の
大
規
模
な
融
資
の
せ
い
で
郡
の
財
政
事
情
が
悪
化
し
た
と
ま
で
い
わ
れ
て
い
る
。

　
住
宅
建
設
や
農
業
労
働
者
入
植
政
策
は
、
実
際
に
は
経
済
恐
慌
に
よ
る
当
局
の
資
金
不
足
も
あ
っ
て
、

グ
ー
ツ
の
雇
用
関
係
全
体
を
ひ
っ
く
り
返
す
ほ
ど
の
効
果
を
も
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
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こ
で
重
視
し
た
い
の
は
、
こ
の
政
策
が
あ
る
面
で
「
農
業
労
働
者
の
農
民
化
」
と
い
う
線
で
語
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、

本
章
が
全
体
と
し
て
問
題
に
し
た
の
は
、
そ
の
「
小
所
有
化
」
が
、
労
働
者
の
日
常
世
界
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
文
脈
で

語
ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
］
九
二
〇
年
代
後
半
に
お
い
て
、
グ
ー
ツ
村
落
と
い
う
農
業
雇
用
関
係
が
枢
要
な
意
義
を
も
つ
特
異
な
社
会
構
成
を
も
つ
世
界
の
な

か
で
、
新
し
い
消
費
や
余
暇
の
あ
り
方
が
、
社
会
民
主
主
義
の
労
働
組
合
と
い
う
「
古
典
的
な
近
代
主
義
」
の
運
動
体
を
媒
介
に
、
ど

う
い
う
形
で
農
村
下
層
民
の
「
自
立
化
意
識
月
脱
農
業
常
雇
意
識
」
と
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
の
「
国
民
意
識
」
を
喚
起
し
た
の
か
、

以
上
の
叙
述
を
そ
う
総
括
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
以
下
、
内
容
を
三
点
に
整
理
し
よ
う
。

　
ω
グ
ー
ツ
の
雇
用
関
係
は
労
働
者
の
妻
や
子
の
運
命
ま
で
を
左
右
す
る
包
括
的
な
も
の
だ
っ
た
が
、
特
に
労
働
者
た
ち
は
、
労
働
者

住
居
に
対
す
る
不
満
を
強
く
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
第
一
に
は
住
居
の
質
の
劣
悪
さ
に
向
け
ら
れ
た
が
、
同
時
に
、
「
社
宅
形
態
」
が

も
つ
従
属
性
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
た
。
組
合
の
登
場
に
よ
る
集
団
的
雇
用
関
係
の
形
成
は
、
雇
用
関
係
に
み
る
労
働
者
側
の
権

利
の
向
上
を
あ
る
程
度
実
現
し
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
既
存
の
雇
用
関
係
な
か
で
「
従
属
性
の
克
服
」
を
果
た
す
ほ
ど
の
も
の
で
は

な
か
っ
た
。

　
⑭
他
方
、
市
場
経
済
の
ス
タ
イ
ル
と
結
び
付
く
新
し
い
消
費
や
新
し
い
余
暇
の
あ
り
方
が
農
村
で
も
深
く
進
行
し
て
い
っ
た
と
思
わ
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れ
る
が
、
こ
こ
で
特
に
着
目
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
過
程
を
組
合
が
演
出
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
新
し
い
生

活
の
普
及
は
、
組
合
に
と
っ
て
は
グ
ー
ツ
村
落
の
日
常
生
活
を
政
治
的
に
「
鋳
な
お
す
こ
と
」
を
意
味
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
組

合
は
、
既
婚
男
子
の
常
雇
層
を
基
盤
と
し
て
あ
る
程
度
の
政
治
的
影
響
力
を
も
つ
に
い
た
る
。
し
か
し
、
逆
に
、
「
新
し
い
消
費
や
余
暇
」

は
、
同
時
に
農
業
労
働
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
「
二
級
の
人
問
」
と
い
う
言
い
方
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
自
己
の
「
従
属
的
あ
り
よ
う
」

を
逆
照
射
す
る
方
向
に
こ
そ
作
用
す
る
。
奉
公
人
的
雇
用
関
係
か
ら
集
団
的
雇
用
関
係
へ
の
移
行
は
、
他
方
で
「
消
費
の
自
立
化
」
を

目
指
す
脱
「
農
業
常
雇
」
化
で
も
あ
る
の
だ
。
「
自
立
化
」
の
方
向
は
二
つ
、
都
市
へ
の
流
出
か
小
所
有
化
か
。

　
㈹
新
し
い
生
活
の
甘
受
と
自
己
所
有
の
住
宅
、
そ
れ
に
よ
る
グ
ー
ツ
の
支
配
か
ら
の
解
放
、
そ
れ
が
「
自
立
化
」
の
内
容
で
あ
っ
た
。

が
、
他
方
で
住
宅
問
題
は
グ
ー
ツ
の
日
常
世
界
に
お
い
て
同
時
に
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
問
題
の
中
核
に
も
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
せ
い

ぜ
い
ベ
ッ
ト
し
か
保
証
さ
れ
な
い
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
営
舎
」
と
の
対
比
で
、
「
家
族
と
住
宅
に
住
む
こ
と
」
が
土
着
ド
イ
ツ
人
た
る
こ
と

と
し
て
意
識
さ
れ
る
と
同
時
に
、
「
営
舎
の
外
国
人
」
が
「
労
働
者
住
居
」
の
劣
悪
さ
の
理
由
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

面
か
ら
す
る
と
、
「
小
所
有
化
」
は
、
隷
属
を
象
徴
す
る
「
社
宅
」
か
ら
の
解
放
を
意
味
し
た
と
同
時
k
よ
り
劣
悪
な
「
ポ
ー
ラ
ン
ド

人
住
居
」
へ
の
脱
落
恐
怖
の
裏
返
し
で
も
あ
っ
た
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
小
所
有
化
」
は
、
季
節
労
働
者
の
一
層
の
外

部
化
と
裏
返
し
の
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
小
所
有
化
ロ
自
立
化
」
は
「
国
民
性
」
の
外
皮
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。

ナ
チ
ス
の
農
業
政
策
の
重
要
項
目
で
あ
る
「
農
業
労
働
者
の
農
民
化
」
「
入
植
政
策
」
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
単
一
の
ド
イ
ツ
農
民
層
」

の
世
界
は
、
農
業
労
働
者
論
の
視
角
か
ら
い
え
ば
、
以
上
の
よ
う
な
社
会
的
文
脈
の
な
か
で
理
解
し
う
る
も
の
で
は
な
い
か
。

　
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
日
常
世
界
に
お
い
て
は
雇
用
関
係
と
生
活
ス
タ
イ
ル
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
が
三
重
写
し
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
本
章
で
い
い
た
い
こ
と
は
実
際
こ
の
点
に
つ
き
る
と
い
っ
て
よ
い
。
最
後
に
、
論
点
提
起
も
込
め
て
、
以
下
、
三
点
に
つ
い
て
だ
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け
指
摘
し
て
本
章
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
第
一
に
「
グ
ー
ツ
の
農
業
労
働
者
」
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
代
の
農
業
労
働
者
の
統
合
を
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
7
5
）

ぐ
る
議
論
は
、
結
局
、
彼
ら
を
工
業
と
同
じ
労
働
者
階
級
と
し
て
み
る
の
か
、
そ
れ
と
も
農
民
と
し
て
み
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

し
か
し
、
要
す
る
に
実
態
と
し
て
は
、
彼
ら
は
「
農
民
」
で
も
な
け
れ
ば
「
都
市
型
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
で
も
な
い
。
彼
ら
は
「
土

着
人
」
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
従
属
性
を
刻
ま
れ
て
い
る
二
級
労
働
者
身
分
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
の
欲
望
の
解
放
の
方
向
は
「
自
立
化
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
さ
し
あ
た
り
は
新
し
い
生
活
を
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
内
容
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
都
市
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
で
も
、
農
村
の
「
小
所
有
」
も
ち
の
労
働
者
で
も
基
本

的
に
は
同
じ
こ
と
だ
っ
た
と
思
う
。

　
第
二
に
、
時
期
的
な
特
徴
づ
け
に
つ
い
て
。
新
し
い
消
費
や
余
暇
の
ス
タ
イ
ル
が
「
自
立
化
」
願
望
を
生
み
出
す
と
い
う
意
味
で
は
、

既
述
の
よ
う
に
、
実
は
大
き
な
変
化
は
一
九
世
紀
末
に
開
始
さ
れ
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
特
徴

は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
組
合
運
動
に
よ
り
、
い
わ
ば
そ
の
動
き
が
「
制
度
的
」
な
形
を
と
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
生
活
の
制
度
化
、
「
賃
金
協
約
制
度
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
コ
雇
用
関
係
の
制
度
化
」
、
そ
し
て
外
国
人

労
働
者
の
「
制
度
化
」
が
こ
の
時
期
に
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
外
国
人
農
業
労
働
者
の
問
題
も
世
紀
末
に
は
じ
ま
る
が
、
国
家
に
よ
っ

て
そ
の
「
外
部
固
定
化
」
が
な
さ
れ
る
の
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
に
入
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。

　
第
三
に
、
ナ
チ
化
の
問
題
に
つ
い
て
。
以
上
の
議
論
は
、
世
紀
末
前
後
の
変
化
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
グ
ー
ツ
の

雇
用
関
係
と
日
常
世
界
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
グ
ー
ツ
地
域
の
ナ
チ
化
の
直
接
の
過
程
に
つ
い
て
の
分
析
を

行
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
を
結
局
扱
わ
な
か
っ
た
の
は
、
な
に
よ
り
も
現
時
点
で
の
史
料
不
足
に
よ
る
の
だ
が
、
東
部
地
域
の
場
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合
、
ナ
チ
化
の
主
要
な
舞
台
と
な
っ
た
の
は
、
広
範
な
農
村
地
区
（
グ
ー
ツ
の
村
落
も
農
村
村
落
も
）
を
後
背
地
と
し
て
抱
え
た
地
方
の
小

都
市
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
具
体
的
な
政
治
過
程
を
扱
う
に
は
、
狭
い
意
味
で
の
グ
ー
ツ
村
落
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
「
郡
」
を
分

析
の
単
位
と
し
て
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
域
の
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

ナ
チ
が
影
響
力
を
獲
得
し
て
い
く
上
で
重
要
な
意
義
を
も
っ
た
政
治
的
な
衝
突
が
主
要
に
郡
都
を
中
心
に
し
て
生
じ
て
い
る
点
や
、
ま

た
、
L
・
シ
ュ
ト
ー
ク
ス
の
東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
に
隣
接
す
る
小
都
市
オ
イ
テ
ィ
ン
の
ナ
チ
党
員
の
社
会
層
分
析
に
お
い
て
、
近
隣

農
村
お
よ
び
小
都
市
か
ら
流
入
し
て
き
た
未
熟
練
労
働
者
が
（
つ
ま
り
は
土
着
の
労
働
者
層
が
）
、
職
人
や
自
営
業
者
と
と
も
に
ナ
チ
ズ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

運
動
の
担
い
手
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
点
に
関
わ
る
問
題
に
現
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
常
生
活
の
変
化
と
い
う
中
期
的
な
レ
ベ

ル
の
議
論
と
よ
り
短
期
の
政
治
過
程
の
レ
ベ
ル
の
議
論
を
ど
う
結
び
付
け
る
か
、
農
村
の
政
治
的
空
間
の
範
囲
を
ど
ヶ
設
定
す
る
の
か

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

註
（
1
）
東
エ
ル
ベ
農
村
の
ナ
チ
ズ
ム
形
成
の
分
析
と
し
て
、
こ
こ
で
は
英
米
系
の
二
人
の
研
究
者
の
業
績
を
あ
げ
て
お
く
。
。
。
8
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・
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。
ゾ

（
2
）
本
章
は
主
に
以
下
の
史
料
お
よ
び
文
献
に
依
拠
し
て
い
る
。

　
①
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
農
業
労
働
者
同
盟
D
L
v
の
ガ
ウ
組
合
機
関
紙
で
あ
る
。
・
註
g
且
鴨
出
o
ぼ
魯
警
ぼ
獣
＆
℃
婁

　
　
（
以
下
、
一
彗
昔
呉
と
略
記
y
、
一
九
二
八
1
］
九
三
〇
年
。
こ
の
機
関
紙
は
各
四
頁
立
て
で
週
刊
で
あ
る
。
。
。
∩
『
『
£
叩
匿
o
誓
§
涛
訂
ド
p
＆
喜
塗
δ
号
爵
（
言
室
ε

　
　
所
蔵
。
他
に
、
地
元
新
聞
と
し
て
、
9
号
・
疹
晋
警
鼠
日
茜
。
ぴ
醇
君
＆
毘
窪
R
N
魯
彗
α
q
、
溶
よ
び
団
n
ぎ
B
寧
騨
N
魯
9
中

　
②
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
D
L
V
の
ガ
ウ
機
関
紙
の
家
Φ
象
窪
9
嶢
昌
彗
令
ω
R
。
（
以
下
、
鼠
。
象
冨
＆
－
切
・
日
と
略
記
）
、
一
九
二
七
1
］
九
三
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○
年
。
竃
。
琶
臼
ぼ
芭
ω
9
2
富
巳
。
・
・
σ
巨
す
ぼ
欠
5
Q
。
∩
牙
q
｛
p
）
所
蔵
。
な
お
、
本
章
中
の
機
関
紙
記
事
か
ら
の
引
用
は
、
基
本
的
に
訳
出
で
は
な
く
内
容
要
約

　
　
で
あ
る
。
利
用
さ
れ
る
場
合
は
、
必
ず
原
典
を
あ
た
ら
れ
た
い
。

　
③
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
に
つ
い
て
は
、
旧
東
独
の
歴
史
民
族
学
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
［
連
の
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
農
業
史
研
究
の
成
果
を
参
照
し
た
。
詳
し
く
は
本
書
第
三
章

　
　
注
（
8
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
3
）
子
供
三
人
と
い
う
の
は
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
数
字
で
あ
る
。
守
三
P
類
・
Ψ
9
。
常
汀
9
げ
簿
9
α
p
・
ε
ぎ
闘
旨
匹
≧
σ
。
富
蚕
琶
8
密
。
＜
8
一
心
凱
牙
岳
3
8

　
ζ
＆
昏
魯
。
静
邑
浮
P
。
。
3
蜂
9
号
。
り
U
。
9
し
階
含
9
冨
＆
与
。
ぽ
7
5
旨
ぼ
巳
窃
写
し
p
扇
巴
ぎ
ら
w
一
逼
今
家
族
員
数
に
つ
い
て
は
後
掲
表
5
－
9
を
参
照
の
こ
と
。

（
4
）
ψ
α
」
・
7
臣
本
。
♪
台
o
・
＆
u
・
ザ
ク
セ
ン
は
特
に
奉
公
人
の
減
少
が
顕
著
で
あ
る
。
国
巨
・
記
‘
醇
ぼ
粛
門
琶
象
鴨
且
①
＜
器
巳
R
9
鴨
巳
ロ
象
匹
魯
2
舅
。
露
α
。
円

　
一
帥
＆
禺
σ
魯
醇
ぎ
N
9
智
ぼ
σ
巳
。
F
貫
蜜
∩
F
F
m
■
（
蒜
、
y
↓
Φ
臨
目
博
。
。
」
ま
仁
■
二
。
。
皿
Z
ぎ
。
β
日
‘
ご
R
㎎
婁
鴨
琶
ま
鐘
臼
す
匹
。
【
冥
①
g
も
・
一
ω
3
2
軍
o
＜
汐
N
G
。
曽
3
・
・
自

　
這
属
1
ぢ
鵬
魍
o
∩
，
一
〇
〇
F

（
5
V
当
該
期
の
グ
ー
ツ
経
営
村
落
、
御
料
地
経
営
村
落
、
農
民
村
落
の
分
布
の
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
に
お
け
る
具
体
的
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
、
本
書
巻
頭
図
4
を
参

　
照
の
こ
と
。

（
6
）
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
外
国
人
労
働
者
政
策
に
つ
い
て
、
外
国
人
労
働
者
の
「
外
部
化
」
と
い
う
視
角
か
ら
論
じ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
ζ
ぼ
p
鵠
‘
＜
。
装
器
島
3
9
α
q

　
α
R
℃
o
一
塾
3
9
＞
ぴ
魯
馨
一
讐
鉱
9
冨
3
U
2
警
匡
p
＆
5
繕
段
N
£
。
n
3
磐
蚕
£
。
。
N
。
F
5
≧
ぼ
訂
B
曹
呂
o
o
琶
」
国
9
言
の
α
巳
お
8
一
遷
脚
v
を
あ
げ
て
お
く
。
ま
た

　
許
可
制
度
の
具
体
的
な
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
、
評
階
N
年
墓
■
Ψ
o
臼
胸
お
8
≦
四
【
壽
。
。
。
蜜
巳
牙
二
曽
＆
且
霧
3
弾
一
一
3
9
零
軸
＆
§
ぴ
魯
の
昏
茜
。
5
u
。
誤
∩
野
＆
一

　
ω
包
ぼ
這
昼
。
。
■
㌣
＝
を
参
照
。

（
7
）
穿
p
。
5
じ
＼
一
3
暴
暮
こ
‘
鉾
F
ρ
。
。
■
胃
。
。
－
心
。
介

（
8
）
こ
の
点
は
、
本
書
第
一
章
第
三
節
を
参
照
の
こ
と
。

（
9
）
前
掲
拙
稿
「
初
期
ワ
イ
マ
ー
ル
・
東
部
ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
業
労
働
者
の
社
会
統
合
問
題
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
1
0
）
望
Φ
零
p
＆
一
彗
⑳
牙
＝
”
民
三
塞
3
葺
一
穿
9
≧
σ
魯
い
n
蚕
富
9
・
自
α
q
ぎ
匹
R
一
a
舅
『
蓋
の
。
・
。
浮
3
鉢
リ
。
。
∩
蔑
ぼ
p
」
R
O
窪
一
一
。
噛
3
洋
穿
。
。
。
N
¢
一
2
頃
o
講
∩
監
R
。
■
＜
，
臣
，
一
合

　
切
o
葺
p
一
8
ど
o
っ
・
N
窓
■

（
n
）
D
L
V
の
組
合
員
数
は
ボ
ト
ム
期
で
あ
る
『
九
二
五
年
で
『
五
万
人
、
こ
れ
に
対
し
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
農
業
労
働
者
中
央
連
盟
Z
d
L
は
約
八
万
人
、
右
派
の

　
農
村
同
盟
系
の
帝
国
農
業
労
働
者
同
盟
R
L
B
は
約
八
万
人
で
あ
る
。
Z
d
L
は
カ
ト
リ
ッ
ク
地
域
の
南
ド
イ
ツ
か
ら
中
部
ド
イ
ツ
で
強
く
、
R
L
B
は
ポ
ム
メ

　
ル
ン
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
D
L
V
は
中
部
ド
イ
ツ
で
非
常
に
強
い
。
し
た
が
っ
て
本
章
が
対
象
と
す
る
地
域
は
他
に
比
べ
て
D
L
V
が
強
か
っ

　
た
地
域
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
d
日
窪
9
ご
諮
9
尋
。
昌
弩
魯
旨
鼠
霞
く
Φ
跨
弾
・
鶉
ρ
浮
ρ
ロ
R
？
》
舅
n
言
姻
目
q
日
R
曽
羨
∩
『
P
匿
知
葛
包
ぎ
這
鼻
。
。
・
ぢ
。
。
怖
お

　
よ
び
、
前
掲
拙
稿
を
参
照
の
こ
と
。

（
1
2
）
鼠
Φ
∩
搾
富
巳
－
ω
o
β
α
9
》
＝
、
G
N
P

（
1
3
）
富
＆
℃
o
㎝
臼
五
2
一
。
。
■
o
u
■
む
障
。
。
ロ
＆
α
9
旨
，
8
」
没
ρ
鼠
。
n
狩
富
＆
山
9
。
五
8
嵩
■
o
心
■
G
辱
’
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（
1
4
）
鍔
巳
℃
婁
五
自
P
3
這
p
博
同
じ
く
ポ
ン
メ
ル
ン
の
孤
児
に
し
て
季
節
労
働
者
で
あ
っ
た
若
い
娘
の
嬰
児
殺
し
の
事
件
に
つ
い
て
、
竃
R
ド
富
且
－
ω
o
β
号
p

　
。
。
。
る
一
」
濃
。
・
雇
用
者
が
個
人
的
な
恨
み
か
ら
労
働
者
の
結
婚
を
「
認
め
よ
う
と
し
な
い
」
事
例
に
つ
い
て
、
ζ
R
ぎ
訂
＆
由
o
β
α
9
罫
＄
ぢ
㌻
こ
の
記
事

　
の
書
き
ぶ
り
か
ら
察
す
る
と
、
さ
す
が
に
労
働
者
の
結
婚
へ
の
介
入
は
な
く
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
1
5
）
一
き
号
舅
五
2
8
。
ド
ぢ
甲
。
・
妻
の
労
働
提
供
義
務
を
拒
否
し
た
と
い
う
理
由
で
解
雇
さ
れ
た
事
例
に
つ
い
て
、
家
。
象
富
区
山
。
β
α
9
雪
。
“
ぢ
雪
ま
た
、

　
外
国
人
労
働
者
利
用
が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
め
に
女
性
労
働
力
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
雇
用
者
が
、
特
別
の
事
情
な
く
こ
れ
を
拒
否
し
た
も
の
は
解
約
処
置
と

　
す
る
と
通
告
し
た
事
例
に
つ
い
て
、
ζ
。
舞
・
鍔
＆
白
o
β
儀
9
ま
・
O
“
」
£
y

（
1
6
）
9
一
℃
。
葺
。
α
p
｝
ρ
N
9
し
り
§
ぎ
こ
且
害
身
一
9
畠
Φ
鴫
§
壽
営
一
。
σ
。
＆
R
謂
『
器
門
｛
q
q
g
U
。
昏
。
＜
鼻
R
言
α
9
N
且
Q
・
∩
ぼ
巳
8
。
－
ぢ
α
ρ
貫
寒
∩
F
F
固
，
（
邑
肩
Φ
嵩

　
H
く
ひ
■
℃
9
ち
な
み
に
夫
と
ど
の
よ
う
に
知
り
合
っ
た
か
に
つ
い
て
の
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
農
村
女
子
労
働
者
に
対
す
る
マ
イ
ア
ー
1
ー
カ
イ
エ
ン
ブ
ル
ク
に
よ
る
聞
き

　
取
り
に
よ
れ
ば
、
女
子
農
業
労
働
者
八
人
に
つ
い
て
は
、
職
場
が
六
人
、
ダ
ン
ス
が
一
人
、
広
告
が
一
人
で
あ
る
の
に
対
し
、
女
子
農
村
工
場
労
働
者
一
〇
人
に

　
つ
い
て
は
、
職
場
が
三
人
、
ダ
ン
ス
が
五
人
、
そ
の
他
一
人
、
生
涯
独
身
］
人
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
み
て
も
農
業
労
働
者
の
場
合
に
職
場
結
婚
が
目
立
つ
。
鼠
Φ
醇
・

　
囚
巴
。
暮
g
中
卑
ρ
○
‘
o
。
■
N
£
，

（
1
7
）
後
掲
表
5

9
を
参
照
の
こ
と
。

（
1
8
）
一
き
身
9
昌
乙
9
m
。
■
二
」
£
℃
ー

（
1
9
）
ご
p
昔
9
〔
五
9
3
■
〇
一
」
旨
P

（
2
0
）
ζ
。
∩
『
ζ
民
巾
o
け
p
匙
目
辱
■
o
。
。
■
一
£
J
F
α
9
N
o
■
鼠
」
旨
刈
ー

（
2
1
）
例
え
ば
、
『
＆
℃
貫
」
9
。
N
。
α
」
£
Q
。
五
Φ
p
尽
。
α
」
£
。
。
」
窪
罫
8
・
一
£
。
己
2
罫
。
。
。
」
旨
℃
」
。
p
ゆ
。
■
ロ
」
£
頴
F
α
2
鼠
。
一
」
潔
9
飲
料
水
を

　
め
ぐ
る
紛
争
も
目
に
つ
く
。
冨
⇒
号
婁
五
9
。
u
・
。
一
」
潟
℃
』
・
α
窪
昌
。
。
。
」
旨
P
住
居
問
題
は
病
気
と
と
も
に
性
道
徳
の
問
題
と
も
関
わ
ら
せ
ら
れ
て
議
論
さ

　
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
プ
レ
ー
ン
郡
の
郡
長
R
は
、
農
村
福
祉
故
郷
援
助
協
会
で
の
報
告
に
お
い
て
、
当
郡
で
の
結
核
で
の
死
亡
者
数
は
都
市
部
よ
り
も
農
村
部

　
で
多
い
が
、
そ
の
原
因
が
劣
悪
な
住
居
環
境
に
あ
る
こ
と
（
当
郡
の
］
九
一
二
～
』
九
二
六
年
の
間
の
平
均
乳
児
死
亡
率
は
八
・
九
三
％
だ
が
、
農
村
部
だ
け
で

　
み
る
と
八
・
九
九
％
に
な
る
と
い
う
）
、
ま
た
、
婚
外
出
生
児
が
多
い
こ
と
も
、
特
に
農
民
経
営
に
お
い
て
、
寒
い
上
に
部
屋
に
鍵
が
な
い
よ
う
な
奉
公
人
部
屋

　
の
せ
い
だ
と
い
う
。
（
］
九
二
六
年
の
プ
レ
ー
ン
郡
で
は
農
村
部
で
は
五
九
二
人
の
嫡
出
児
に
対
し
婚
外
出
生
児
は
』
］
九
人
と
非
常
に
多
い
。
こ
れ
に
対
し
都

　
市
部
で
は
嫡
出
児
』
八
九
人
、
婚
外
出
生
児
一
七
人
。
）
蜜
。
襲
鍔
且
由
§
五
B
；
。
α
」
旨
。
。
・
ま
た
、
健
康
問
題
に
関
す
る
講
演
会
の
報
告
記
事
で
は
、
性
病

　
の
発
生
に
つ
い
て
注
意
を
促
し
、
農
村
部
で
は
そ
れ
が
狭
い
部
屋
に
多
く
の
も
の
が
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
原
因
が
あ
る
と
し
、
道
徳
・
健
康
問
題
に
つ
い
て
民

　
衆
と
子
供
た
ち
へ
の
啓
蒙
を
訴
え
て
い
る
。
ド
き
音
婁
五
雰
鼻
P
ぢ
鐸
な
お
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の
平
均
乳
児
死
亡
率
は
農
村
部
｝
六
・
六
％
、

　
都
市
部
］
五
・
七
％
で
あ
る
。
浮
B
巨
郵
望
。
臣
＆
聾
魯
言
階
目
N
①
一
乙
。
二
＆
鼻
鼠
匿
段
唇
α
q
レ
ご
一
■
ま
た
、
マ
タ
デ
ブ
ル
ク
・
ベ
ル
デ
の
ヴ
ァ
ン
ツ
レ
ー
ベ

　
ン
郡
の
一
九
二
〇
年
代
の
婚
外
出
生
率
は
約
一
五
～
二
〇
％
で
あ
る
。
9
一
の
需
日
3
α
q
』
』
・
○
・
届
」
ド

（
2
2
）
ζ
且
℃
舅
五
2
。
◎
。
y
ぢ
N
P
雇
用
者
は
相
応
の
刑
事
罰
を
受
け
る
だ
ろ
う
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
う
処
理
さ
れ
た
か
は
不
明
。
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（
2
3
）
例
え
ば
、
「
ボ
ビ
ッ
ツ
近
郊
の
ダ
ム
ベ
ッ
タ
農
場
の
御
料
地
借
地
人
の
V
は
、
一
九
二
六
年
一
一
月
一
日
付
け
で
土
着
の
労
働
者
P
を
解
約
し
た
。
こ
の
年
に

　
V
は
P
を
相
手
取
り
住
居
の
明
け
渡
し
訴
訟
を
起
こ
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
V
は
P
が
年
を
と
り
す
ぎ
た
こ
と
を
解
約
の
理
由
と
し
て
あ
げ
た
。
（
P
は
本
当
は

　
五
〇
才
代
の
丈
夫
な
男
で
あ
る
の
に
。
）
労
使
双
方
は
、
も
し
十
分
な
代
替
住
居
の
世
話
を
す
る
な
ら
ば
p
が
こ
れ
ま
で
の
住
居
を
明
け
渡
す
こ
と
で
折
り
合
い

　
を
つ
け
た
。
…
…
（
以
下
略
）
。
」
匡
R
『
冨
巳
巾
e
。
五
8
忌
・
。
“
」
£
。
。
・
そ
の
他
に
も
鼠
R
『
討
巳
由
9
。
ム
9
罫
。
脚
」
膿
P
お
よ
び
一
呂
身
舅
五
9
8
・
。
Q
D
・

　
一
£
℃
付
け
記
事
な
ど
か
ら
も
同
様
の
傾
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
4
）
ζ
。
6
『
ζ
巳
出
9
①
五
9
。
y
。
心
」
£
。
。
■

（
2
5
）
一
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
「
リ
ュ
ダ
ー
ス
ド
ル
フ
の
農
業
者
E
の
と
こ
ろ
に
農
場
管
理
人
と
し
て
鉄
兜
団
会
員
の
S
が
い
た
。
彼
は
若
い
労
働
者
の
G
と
B
に

　
対
し
、
繰
り
返
し
殴
打
を
す
る
こ
と
で
う
っ
ぷ
ん
を
は
ら
し
て
い
た
。
二
週
問
前
に
も
仕
事
中
に
彼
は
B
を
殴
っ
た
か
ら
、
B
は
も
う
我
慢
で
き
な
く
な
り
仕
事

　
場
を
離
れ
た
。
S
が
棍
棒
を
握
っ
て
B
を
殴
打
し
た
か
ら
で
あ
る
。
B
は
す
ぐ
に
医
者
の
治
療
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
…
…
」
家
R
『
鍔
巳
巾
9
①
五
9
5

　
一
P
ぢ
雪
こ
こ
で
虐
待
さ
れ
て
い
る
の
は
独
身
の
奉
公
人
で
あ
る
。
同
様
の
事
例
と
し
て
は
、
一
巷
ε
婁
五
曾
。
u
・
。
u
」
£
。
D
・
g
瓦
8
。
。
。
る
℃
」
旨
。
。
・
特
に
弱
者

　
に
対
す
る
虐
待
と
し
て
は
、
一
七
歳
の
精
神
薄
弱
児
の
牛
餌
い
少
年
に
対
す
る
虐
待
の
事
例
が
あ
る
。
鼠
R
『
冨
巳
山
。
β
α
2
8
，
串
這
雪
労
働
者
に
対
す

　
る
発
砲
事
件
と
し
て
、
国
＆
℃
婁
五
8
9
る
℃
」
鴇
。
。
・
ま
た
、
侮
辱
・
口
論
を
原
因
と
す
る
紛
争
と
し
て
、
鍔
巳
℃
舅
」
9
罫
ま
ご
N
。
。
五
8
。
郵
9
」
濃
ρ
F

　
牙
p
蜀
。
ω
」
£
Q
。
・
最
後
の
一
九
二
八
年
二
月
】
八
日
の
事
例
で
は
、
口
論
に
お
け
る
侮
辱
的
な
言
辞
と
し
て
「
イ
ギ
リ
ス
人
ω
警
9
」
「
イ
ギ
リ
ス
人
の
お
な
ま

　
ち
ゃ
ん
望
2
巳
評
3
身
∩
ぼ
」
と
い
う
言
葉
が
発
せ
ら
れ
た
と
い
う
。

（
2
6
）
o
。
3
巳
β
戸
■
る
ー
鉾
○
¢
o
り
■
一
α
α
．

（
2
7
）
東
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
三
郡
に
お
け
る
農
場
管
理
人
・
職
員
の
数
は
、
総
計
で
一
八
九
五
年
一
一
八
九
人
、
一
九
二
五
年
二
〇
三
二
人
で
あ
る
。
ま
た
シ
ュ
レ

　
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
全
体
で
は
、
一
八
九
五
年
三
〇
四
〇
人
、
一
九
〇
七
年
二
六
六
三
人
、
一
九
二
五
年
七
六
五
四
人
で
あ
る
。
寄
＆
P
》
も
・
p

　
O
；
o
り
■
嵩
ご
o
り
，
α
ー
隼
犀
■
馴
匹
』
一
ρ
F
切
α
■
心
O
♪
＝
ご
■

（
2
8
）
既
婚
管
理
人
H
…
℃
鮮
8
・
の
就
職
難
に
つ
い
て
の
事
例
。
「
農
業
新
聞
の
求
人
覧
の
九
五
％
は
独
身
の
農
業
職
員
（
二
八
～
四
五
才
）
を
求
め
る
も
の
で
、
既
婚
の

　
農
業
職
員
が
応
募
で
き
る
も
の
は
五
％
で
し
か
な
い
。
例
え
ば
、
『
誠
実
な
管
理
人
を
求
む
。
ザ
タ
セ
ン
、
三
〇
才
、
独
身
』
『
簿
記
寄
穿
霊
轟
出
穿
義
求
む
、
ウ
ッ

　
カ
ー
マ
ル
ク
の
貴
族
農
場
』
『
独
身
の
グ
ー
ツ
庭
師
0
9
諮
餌
唇
q
求
む
、
民
族
主
義
的
人
物
、
シ
ュ
ロ
ッ
ハ
ウ
郡
の
貴
族
農
場
』
『
独
身
の
使
用
人
・
運
転
手
求

　
む
、
シ
ュ
テ
テ
ィ
ン
近
郊
の
グ
ー
ツ
』
」
ζ
p
昔
o
・
・
け
五
B
琴
。
“
」
鵠
9
ま
た
、
農
場
管
理
人
の
生
活
歴
つ
い
て
の
興
味
深
い
事
例
。
一
九
〇
七
年
生
ま
れ
の
あ

　
る
小
農
の
息
子
は
国
民
学
校
を
卒
業
後
、
カ
ル
ベ
の
冬
季
農
学
校
に
二
年
間
通
っ
た
後
、
農
場
管
理
人
と
な
る
。
そ
の
二
年
目
に
職
場
で
あ
る
七
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

　
経
営
の
大
農
の
娘
と
知
り
合
っ
た
。
彼
は
こ
の
農
場
を
六
年
間
運
営
し
た
が
、
彼
の
地
位
で
は
娘
と
の
結
婚
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
彼
女
の
弟
が
二
〇
才

　
に
な
っ
た
と
き
別
の
と
こ
ろ
の
農
場
管
理
人
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
二
年
後
に
既
婚
農
場
管
理
人
の
職
を
得
て
、
は
じ
め
て
結
婚
し
た
。
夫
三
〇
才
、
妻
二
七

　
才
で
、
婚
約
後
七
年
だ
っ
た
と
い
う
。
O
昔
窪
q
。
。
q
』
・
帥
○
‘
。
。
・
罫
こ
の
事
例
は
、
既
婚
農
場
管
理
人
の
晩
婚
の
み
な
ら
ず
、
小
農
息
子
が
農
学
校
を
経
由
し

　
て
農
場
管
理
人
に
な
る
上
昇
の
道
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
ろ
う
。
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（
2
9
）
後
掲
表
5
き
は
、
農
業
労
働
者
の
食
生
活
を
都
市
の
下
層
労
働
者
と
比
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
】
に
、
全
体
の
消
費
量
を
比
べ
る
と
農
業

　
労
働
者
の
方
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
、
内
容
を
み
る
と
、
魚
、
バ
タ
ー
、
チ
ー
ズ
の
消
費
量
は
少
な
い
の
に
対
し
、
肉
、
ミ
ル
ク
、
卵
、
じ
ゃ
が
い
も
の

　
消
費
量
が
多
い
の
が
目
立
つ
。
こ
れ
は
、
肉
・
ミ
ル
ク
・
卵
・
じ
ゃ
が
い
も
が
現
物
給
な
い
し
自
給
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
豚
は
平
均
で
二
・
六
頭
を
購
入
し
、

　
う
ち
一
・
五
頭
は
肥
育
し
て
販
売
、
一
頭
を
屠
殺
す
る
。
ω
。
旨
P
p
・
帥
P
あ
・
岩
。
。
…
、
ル
ク
の
消
費
は
、
都
市
で
の
消
費
の
増
大
に
よ
り
農
村
で
は
質
量
と
も

　
に
減
退
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
（
9
菩
2
唇
α
q
》
m
Q
拐
・
2
）
そ
れ
で
も
結
構
多
い
。
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
で
は
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
今
世
紀
中
葉
に
か
け
て
、

　
農
村
の
食
習
慣
は
全
階
層
に
つ
い
て
あ
ま
り
変
化
が
み
ら
れ
な
い
と
い
う
。
寄
∩
7
鍔
い
N
9
常
ぼ
塁
幕
望
号
h
ω
呂
R
三
p
」
q
9
謂
牙
冨
層
田
警
几
磐
。
日
ゆ
喧
9

　
匹
。
Q
・
N
p
智
鐸
訂
＆
舞
ω
『
富
N
‘
日
。
っ
一
①
α
q
階
寓
o
N
芭
雪
・
・
∩
ゲ
g
零
o
匹
鼻
3
g
＜
R
薮
一
B
露
Φ
ぼ
臨
。
眞
冨
且
嵐
扇
3
珠
“
買
犀
曽
∩
7
ロ
■
帥
■
（
轟
，
y
↓
巴
H
員
｝
。
り
為
P

（
3
0
）
9
菩
。
昌
。
α
q
》
p
、
○
こ
。
∩
も
全
彼
女
た
ち
は
ミ
ニ
ス
カ
ー
ト
、
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
、
ロ
ン
グ
ブ
ー
ツ
な
ど
の
大
都
会
の
流
行
を
取
り
入
れ
て
い
た
。
そ
し
て
お

　
し
ゃ
れ
を
し
て
ダ
ン
ス
に
行
く
の
で
あ
る
。
鼠
①
す
穴
幕
号
9
u
q
』
』
・
○
、
る
』
。
。
・
。
・
ま
た
、
家
事
の
内
容
の
変
化
に
関
わ
っ
て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
農
業
労
働
者

　
の
妻
が
農
業
労
働
か
ら
撤
退
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
匹
p
葺
匡
）
α
σ
段
q
q
腕
目
穿
鴨
＆
ω
＜
置
巳
R
琶
鵯
P
ψ
一
尽

（
3
1
）
無
用
な
誤
解
を
招
か
な
い
た
め
に
一
言
添
え
れ
ば
、
こ
こ
で
は
妻
の
家
事
労
働
の
内
容
の
変
化
を
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
理
論
が
強
調
す
る
「
妻
の
家
事
労
働
へ

　
の
閉
じ
込
め
」
と
い
う
文
脈
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
私
的
消
費
形
態
の
市
場
へ
の
組
み
込
み
」
と
い
う
文
脈
で
考
え
て
い
る
。

（
3
2
）
広
告
は
毎
号
掲
載
。
例
え
ば
、
欝
区
℃
婁
五
8
β
。
心
」
3
。
に
は
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
消
費
組
合
の
復
活
祭
の
バ
ー
ゲ
ン
セ
ー
ル
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
3
3
）
エ
ッ
ケ
ル
ン
ヘ
ル
デ
の
自
転
車
愛
好
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
は
、
。
っ
∩
ぎ
琶
F
区
麺
・
遂
∩
ぼ
説
P
茎
レ
号
。
一
寅
卑
註
碑
ぼ
q
肇
匹
。
。
o
ま
毘
聾
騨
ぎ
旨
穿
貸
貫
＜
①
粛
婁
窪

　
昌
匹
く
。
昏
剛
品
n
≧
匿
寅
び
霜
の
u
q
g
q
q
5
且
z
琶
自
葺
o
N
藝
9
・
ヨ
蕊
一
昌
量
寄
爵
2
寄
＆
・
り
σ
g
α
q
5
α
閏
穿
。
旨
融
こ
p
這
。
。
心
田
ぎ
旨
穿
α
Φ
》
澱
鼠
曽
謁
。
漣
o
殴
n
q
レ
自

　
α
R
O
裟
拝
幕
留
の
≧
σ
魯
♀
菊
＆
砂
嘗
零
く
Φ
邑
9
く
o
毫
酵
δ
q
・
望
塾
3
邑
茜
。
P
5
＜
。
茜
窪
窪
旨
匹
く
。
a
鼠
謁
自
レ
罫
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
の
「
自
転
車
愛
好
ク
ラ
ブ
」

　
の
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
に
つ
い
て
は
、
9
一
名
窪
R
謁
』
・
鈍
q
』
・
α
吟

（
3
4
）
守
旨
醇
』
■
ド
○
‘
o
。
’
旨
，

（
3
5
）
囚
督
』
，
』
』
・
ρ
る
，
。
。
℃
－
℃
。
＝
九
二
九
・
三
〇
年
頃
の
事
例
で
あ
る
。

（
3
6
）
畢
o
暴
。
P
￥
零
‘
冨
＆
一
3
窪
す
匹
段
零
Φ
言
舘
R
寄
℃
号
浮
》
田
Φ
箆
。
ぢ
。
。
P
q
。
’
。
。
一
－
爵
U
Φ
・
・
』
，
。
。
刈
も
一
，

（
3
7
）
守
邑
9
国
、
p
、
ρ
・
り
ー
。
。
。
。
－
℃
N
一
瞑
o
〔
R
り
鼠
‘
∪
8
一
3
誤
げ
p
一
n
9
瞬
α
①
・
－
一
彗
舞
げ
。
ぽ
β
墨
霧
3
鑑
。
馨
3
目
α
q
窪
＜
・
巳
ざ
富
＆
さ
魯
の
野
巳
一
一
。
P
国
⇔
。
騨
ぼ
σ
目
o
q
α
①
・
－

　
図
Φ
一
∩
房
く
段
ぴ
昏
島
9
一
ぎ
島
一
魯
o
『
＞
ぴ
o
富
ロ
3
B
o
戸
国
R
一
ぼ
一
3
ρ
o
。
■
d
■

（
3
8
）
寄
3
』
■
騨
■
○
‘
o
。
■
刈
P

（
3
9
）
例
え
ば
、
組
合
機
関
紙
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
ベ
ル
リ
ン
の
「
国
民
服
」
社
に
よ
る
通
販
広
告
。
こ
の
広
告
は
在
庫
｝
掃
セ
ー
ル
と
名
打
っ
て
あ
り
、
軍
服
上
着

　
］
着
四
・
七
五
マ
ル
ク
（
一
五
〇
〇
着
限
定
）
、
同
、
ズ
ボ
ン
↓
着
四
・
二
五
マ
ル
ク
（
一
二
〇
〇
着
限
定
）
、
マ
ン
ト
一
着
七
・
二
五
マ
ル
ク
（
七
五
〇
着
限

　
定
）
、
M
サ
イ
ズ
の
靴
（
紐
で
結
ぶ
短
靴
）
一
足
四
・
二
五
マ
ル
ク
（
一
八
七
五
足
限
定
）
、
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
。
富
巳
℃
呉
」
9
N
。
」
9
ぢ
N
Q
。
』
」
窪
鋼

　
一
。
」
鴇
。
。
・
ま
た
、
ベ
ル
リ
ン
の
自
転
車
通
信
購
入
の
広
告
も
見
受
け
ら
れ
る
。
広
告
の
コ
ピ
ー
は
、
そ
の
月
賦
の
週
払
い
金
額
が
大
体
週
の
交
通
費
分
に
あ
た
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る
、
こ
れ
は
安
い
と
い
う
内
容
。
い
く
ら
と
は
書
い
て
い
な
い
が
、
絵
で
み
る
限
り
二
五
ペ
ニ
ヒ
で
あ
る
。
富
＆
℃
貫
h
9
。
。
・
・
＄
一
3
9

（
4
0
）
農
業
労
働
者
家
計
の
水
準
、
お
よ
び
家
族
多
就
業
に
よ
り
家
計
収
入
が
確
保
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
掲
表
5
－
9
を
参
照
の
こ
と
。
ω
Φ
邑
9
国
卜

　
○
■
｝
o
。
■
U
O
ヤ
U
ポ
3
，

（
4
1
）
属
。
貯
狩
F
9
、
｝
閏
①
・
・
ε
且
聞
。
一
Φ
お
婁
p
岸
き
α
p
言
評
巳
一
一
。
巳
3
窪
匹
9
妻
ω
量
豊
q
q
8
U
o
昏
。
δ
軒
R
き
α
q
」
員
寄
∩
ダ
F
p
（
蒜
，
γ
↓
巴
目
く
る
■
一
一
令
＝
S

（
4
2
）
一
器
身
舅
五
r
D
p
一
。
■
。
。
。
，
む
N
O
、

（
媚
）
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
に
つ
い
て
は
国
げ
9
紆
｝
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
に
つ
い
て
は
9
一
名
9
q
詣
も
』
■
9
届
■
α
合
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
つ
い
て
は
累
。
一
零
囚
臥
Φ
呂
9
α
q
』
』
，

　
○
‘
Q
り
’
N
o
D
P

（
必
）
一
目
号
。
・
・
〔
」
8
罫
。
一
」
£
。
。
・
こ
れ
は
他
紙
掲
載
の
農
場
所
有
者
B
の
論
説
を
引
用
す
る
形
で
機
関
紙
討
巳
℃
舅
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
ニ
グ
ロ
・

　
ダ
ン
ス
」
は
ス
ウ
ィ
ン
グ
や
チ
ャ
ー
ル
ス
ト
ン
な
ど
を
指
す
と
は
思
う
が
、
詳
細
は
不
明
。
な
お
、
一
般
に
農
村
の
ダ
ン
ス
ス
タ
イ
ル
は
ワ
ル
ツ
か
民
族
舞
踊
で

　
あ
る
。
ダ
ン
ス
は
農
村
の
娯
楽
の
中
心
で
あ
る
。
三
。
冥
大
p
ぎ
訂
弱
p
』
・
O
・
る
』
8

ご
ピ

（
4
5
）
本
書
第
一
章
第
三
節
参
照
。

（
4
6
）
ζ
①
鱒
，
討
且
由
o
貯
p
α
9
8
」
一
■
一
£
り
ー

（
4
7
）
墓
。
げ
Φ
7
囚
色
。
§
き
ロ
レ
冨
＆
評
2
5
韓
旨
簿
ぼ
『
き
留
F
尾
旨
3
8
む
。
。
y
。
り
』
つ
。
己
塁
黛
牙
暴
3
。
守
巳
酵
』
審
爵
即
ミ
鼠
」
S
A
レ
8
。
－
8
一
λ
邦
訳

　
1
・
W
・
ケ
ラ
ー
マ
ン
（
島
光
美
緒
子
訳
）
『
ド
イ
ツ
の
家
族
』
（
頸
草
書
房
）
一
九
九
一
年
、
二
一
四
頁
。
）
寄
浮
。
旦
p
・
鉾
○
ち
－
呂
－
属
た
だ
し
、
こ
の
時
点
で

　
も
労
使
で
祝
う
伝
統
的
な
タ
イ
プ
の
収
穫
祭
も
行
わ
れ
て
い
た
。
鼠
。
象
冨
巳
由
0
8
五
9
0
◎
＝
」
£
P
巨
氏
○
喜
魯
鼠
爵
3
9
凝
α
p
畳
弩
ヒ
自
卜
8
」
3
。
・

（
4
8
）
ゆ
①
巳
p
江
u
刃
ζ
；
刃
。
5
一
。
n
3
q
｝
α
。
ご
評
器
旨
帥
一
厨
ヨ
9
p
一
・
り
顕
R
§
訂
守
・
「
の
遺
の
β
貫
評
匡
n
国
■
一
＼
零
Φ
三
9
峯
q
■
（
蒜
、
）
』
器
ロ
守
巳
B
器
爵
げ
浮
F
の
α
巳
p
α
q
8

　
む
o
o
ρ
o
o
、
憲
O
■

（
4
9
）
一
彗
昔
o
ω
ρ
創
窪
目
■
o
α
」
潔
o
■

（
5
0
）
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
リ
ン
ゼ
（
内
田
俊
一
・
杉
村
淳
子
訳
）
『
生
態
平
和
と
ア
ナ
ー
キ
i
』
（
法
政
大
学
出
版
会
）
一
九
九
〇
年
、
第
二
章
、
四
七
～
六
七
頁
。

（
5
1
）
「
ナ
チ
の
突
撃
隊
五
・
二
一
四
部
隊
が
日
曜
日
に
リ
ュ
イ
ッ
テ
ン
ブ
ル
ク
で
旗
揚
げ
式
を
行
っ
た
。
同
時
に
突
撃
隊
八
・
二
一
四
部
隊
（
鼠
p
野
且
3
の
突
撃
旗

　
も
掲
げ
ら
れ
た
。
（
会
場
と
な
っ
た
）
行
楽
地
の
フ
ォ
ー
ゲ
ル
ベ
ル
ク
は
『
旗
の
飾
り
』
で
彩
ら
れ
、
我
が
制
服
組
の
参
加
に
よ
っ
て
『
段
と
美
し
く
な
っ
た
。
町

　
中
が
多
く
の
『
旗
の
飾
り
』
で
あ
ふ
れ
た
。
午
後
に
は
オ
イ
テ
ィ
ン
の
「
標
準
軍
楽
隊
」
の
コ
ン
サ
ー
ト
が
催
さ
れ
、
多
く
の
人
々
か
ら
拍
手
を
浴
び
た
。
『
突

　
撃
旗
』
の
旗
揚
げ
は
、
上
級
指
導
者
の
B
氏
に
よ
り
晩
の
七
時
か
ら
タ
ン
ネ
ン
シ
ュ
ル
フ
ト
で
行
わ
れ
た
。
…
…
夜
に
は
ホ
テ
ル
・
キ
ー
ル
で
『
ド
イ
ツ
の
夕
べ
』

　
が
催
さ
れ
、
多
く
の
人
々
が
訪
れ
た
。
突
撃
隊
員
に
よ
る
演
劇
、
軍
指
導
者
8
に
よ
る
選
挙
に
関
す
る
演
説
が
行
わ
れ
た
。
…
…
」
○
喜
畠
3
。
営
。
・
3
・
旨
茜
琴
囲
貴

　
α
9
p
P
。
刈
」
鵠
o
■
こ
れ
は
国
会
議
員
選
挙
の
直
前
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
5
2
）
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
D
L
v
活
動
家
ア
ン
ト
ン
・
ぺ
ー
タ
ー
ス
》
日
9
零
〔
塞
に
つ
い
て
。
コ
八
八
五
年
五
月
一
四
日
フ
レ
ン
ス
ブ
ル

　
ク
生
ま
れ
。
一
九
〇
七
年
に
は
既
に
S
p
D
の
積
極
的
な
活
動
家
に
な
っ
て
い
る
。
機
械
工
と
し
て
の
見
習
い
を
デ
ン
マ
ー
ク
で
修
め
た
。
親
族
が
デ
ン
マ
ー
ク
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に
お
り
彼
は
若
い
う
ち
か
ら
デ
ン
マ
ー
ク
語
を
完
全
に
話
す
こ
と
が
で
き
た
。
彼
は
人
生
の
な
か
で
い
ろ
い
ろ
と
職
業
を
替
え
て
い
る
が
、
フ
レ
ン
ス
ブ
ル
ク
で

　
は
ク
レ
ー
ン
の
運
転
手
の
仕
事
を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
は
時
々
「
ひ
き
つ
け
の
発
作
」
を
起
こ
し
た
か
ら
、
こ
の
仕
事
を
辞
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
：
…
第
一
次
大
戦
の
せ
い
で
、
彼
は
脚
と
肩
に
リ
ュ
ウ
マ
チ
を
患
い
苦
し
ん
だ
。
彼
は
傷
疲
軍
入
に
認
定
さ
れ
、
フ
レ
ン
ス
ブ
ル
ク
で
「
戦
争
参
加
者
・
傷
疲
軍

　
人
・
残
留
者
帝
国
同
盟
」
地
区
グ
ル
ー
プ
を
指
導
し
た
。
…
…

　
　
』
九
二
五
年
か
｝
九
二
六
年
に
、
彼
は
エ
ッ
ケ
ル
ン
フ
ェ
ル
デ
の
農
業
労
働
者
組
合
の
書
記
に
選
ば
れ
た
。
…
…
彼
は
郡
会
の
s
p
D
議
員
で
も
あ
っ
た
が
、

　
当
時
は
い
つ
も
モ
ー
タ
ー
バ
イ
ク
で
農
業
労
働
者
の
暮
ら
し
を
援
助
す
る
た
め
に
州
内
を
く
ま
な
く
回
っ
て
い
た
。
…
…
彼
は
し
ば
し
ば
脅
迫
さ
れ
た
こ
と
も
あ

　
り
、
い
つ
も
ピ
ス
ト
ル
を
携
帯
し
て
い
た
。
一
九
三
二
年
、
ナ
チ
が
エ
ッ
ケ
ル
ン
フ
ェ
ル
デ
の
組
合
の
家
を
襲
撃
し
た
と
き
、
我
が
方
で
銃
を
所
持
し
て
い
た
の

　
は
、
（
警
官
の
）
F
と
ぺ
ー
タ
ー
ス
だ
け
で
あ
っ
た
。
…
…
」
Q
り
魯
9
穿
ρ
胃
《
‘
＞
鴇
9
評
霞
q
・
口
・
。
。
。
〉
一
£
凱
・
貫
く
臼
α
q
婁
8
仁
巳
く
註
簸
諮
持
る
・
ぢ
獣

（
5
3
）
H
目
ε
8
♪
α
自
N
。
。
，
o
◎
ご
W
9

（
5
4
）
o
。
3
巳
貫
p
ド
○
‘
o
。
」
ぢ
■

（
5
5
）
集
会
報
告
に
つ
い
て
は
、
一
雪
含
興
も
9
。
襲
討
且
由
0
9
も
ほ
ぼ
恒
常
的
に
掲
載
し
て
い
る
。
組
合
集
会
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
回
想
さ
れ
て
い

　
る
。
「
こ
と
に
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
で
は
］
九
三
〇
年
以
降
（
一
九
三
〇
年
は
ナ
チ
躍
進
の
年
）
政
治
的
啓
蒙
活
動
が
活
発
と
な
っ
た
。
こ
れ

　
は
S
P
D
で
は
、
H
と
私
（
－
B
）
の
任
務
で
あ
っ
た
。
当
時
、
我
々
党
宣
伝
隊
は
、
本
当
に
小
さ
な
村
に
い
き
、
そ
こ
で
農
業
労
働
者
と
の
集
会
を
も
っ
た
。
ふ

　
つ
う
は
　
五
～
二
〇
人
の
男
た
ち
と
若
干
の
女
奉
公
人
た
ち
が
そ
こ
に
集
ま
っ
た
。
電
灯
も
な
い
こ
と
が
よ
く
あ
り
、
そ
の
時
は
カ
ー
バ
イ
ド
燈
や
石
油
ラ
ン
プ

　
の
傍
ら
に
腰
を
か
け
た
。
ふ
つ
う
ま
ず
農
業
労
働
者
組
合
の
書
記
が
話
を
し
、
そ
の
後
、
例
え
ば
ミ
ル
ク
の
値
段
や
搾
乳
夫
に
対
す
る
手
当
て
な
ど
に
つ
い
て
議

　
論
を
し
、
そ
し
て
最
後
に
私
が
政
治
的
な
事
柄
に
関
す
る
講
演
を
し
た
。
…
…
シ
ュ
ヴ
ァ
ン
ゼ
ン
に
も
よ
く
行
っ
た
。
当
時
の
郡
鉄
道
で
入
り
、
駅
か
ら
は
徒
歩

　
か
、
あ
る
い
は
農
業
労
働
者
が
迎
え
に
き
て
く
れ
る
場
合
に
は
冨
鼻
し
り
冨
藷
皿
”
意
味
不
明
－
引
用
者
）
で
行
っ
た
。
ふ
つ
う
夜
の
八
時
頃
に
は
集
会
場
に
は
ま
だ

　
誰
も
き
て
い
な
い
。
農
業
労
働
者
は
通
常
夜
の
九
時
ま
で
農
場
で
仕
事
が
あ
る
か
ら
だ
。
…
…
」
。
。
n
『
冨
簿
』
・
P
届
」
界
S
P
D
の
宣
伝
活
動
と
し
て
述
べ

　
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
集
ま
り
は
明
ら
か
に
組
合
の
集
ま
り
で
あ
る
。
同
じ
く
別
の
人
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ン
ゼ
ン
で
は
、
組
合
集
会
は
夏
は
二
か
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ス
ト
ホ
ロ
フ

　
ご
と
に
、
冬
は
毎
年
、
必
ず
土
曜
日
に
宿
屋
で
行
わ
れ
、
出
席
は
お
お
む
ね
良
好
、
テ
ー
マ
は
労
働
時
間
と
賃
金
に
関
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
。
。
3
鼻
p

　
薗
■
鉾
9
る
、
嵩
。
。
・
な
お
、
第
四
章
の
注
（
2
2
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
6
）
一
雪
号
o
の
“
匹
9
0
い
o
心
9
ぢ
W
ρ
F
飢
窪
一
P
o
“
ぢ
聯
ρ
ロ
■
α
9
N
o
。
，
o
α
」
3
9

（
5
7
）
コ
ニ
月
八
日
（
日
）
、
雨
と
嵐
の
な
か
、
プ
レ
ー
ン
郡
の
活
動
家
た
ち
が
数
時
間
か
け
て
家
か
ら
家
へ
回
り
労
働
者
の
オ
ル
グ
を
行
っ
た
。
こ
う
し
た
行
動
が

　
ど
れ
だ
け
骨
の
折
れ
る
も
の
で
あ
る
か
は
農
村
の
事
情
を
知
る
者
で
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
…
…
多
く
の
堅
物
た
ち
と
は
、
時
に
は
言
葉
の
闘
い
を

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
す
べ
て
を
理
解
し
て
彼
ら
が
折
れ
た
と
し
て
も
、
さ
ら
に
妻
た
ち
の
抵
抗
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
農
業
労
働
者
の
妻
た

　
ち
の
大
部
分
は
、
男
た
ち
が
新
し
い
闘
い
に
勇
気
を
も
っ
て
参
加
す
る
こ
と
に
乗
り
気
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
働
く
女
た
ち
は
経
済
問
題
に
つ
い
て
深
く

　
考
え
る
時
問
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
」
躍
＆
℃
o
。
・
け
」
窪
丼
一
N
」
£
P
　
「
女
た
ち
は
組
織
の
必
要
性
を
確
信
し
て
い
な
い
。
夫
が
組
合
に
入
る
の
を
↓
貫
し
て
歓
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迎
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
組
合
費
の
問
題
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
の
多
く
は
男
た
ち
が
組
合
集
会
よ
り
も
在
郷
軍
人
会
へ
参
加
す
る
方
を
好
む
。
多
く

　
の
女
た
ち
は
、
夫
が
何
か
の
思
想
的
関
心
を
も
つ
こ
と
を
余
計
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。
」
一
器
昔
婁
ム
魯
5
。
“
」
濃
。
・
既
婚
の
女
た
ち
に
と
っ
て
組
合
が
、

　
も
っ
と
い
え
ば
政
治
生
活
が
男
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
に
は
明
白
に
現
れ
て
い
る
。
同
じ
こ
と
は
、
鼠
。
襲
罫
巳
・
ω
9
。
h
9
罫
寅
ぢ
雪
で

　
も
い
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
組
合
費
は
現
金
で
週
七
〇
ペ
ニ
ヒ
、
一
か
月
換
算
で
約
三
マ
ル
ク
で
あ
り
、
こ
れ
に
週

　
刊
の
組
合
機
関
紙
の
定
期
購
読
費
五
〇
ペ
ニ
ヒ
を
加
え
る
と
こ
れ
だ
け
で
月
三
・
五
マ
ル
ク
と
な
る
。
こ
れ
は
現
金
賃
金
約
二
日
分
に
相
当
す
る
額
で
あ
る
。
も

　
と
も
と
現
金
賃
金
の
比
率
は
高
く
な
い
上
に
、
新
し
い
消
費
が
進
行
し
て
い
る
も
と
で
は
、
「
現
金
の
限
界
効
用
」
も
一
層
高
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

（
5
8
）
一
目
昔
o
の
n
五
窪
ま
，
3
■
ぢ
N
。
。
，

（
5
9
）
住
宅
問
題
が
「
自
立
化
」
の
象
徴
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
言
い
方
に
鮮
明
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
都
市
の
住
居
は
、
そ
れ
が
賃
貸
住
居
で

　
あ
っ
て
も
『
労
働
者
社
宅
竃
段
写
o
ぎ
琶
α
q
』
よ
り
も
は
る
か
に
自
分
が
そ
の
家
の
主
で
あ
る
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
労
働
者
社
宅
』
で
は
労
働
者
は
完
全

　
に
雇
用
者
に
従
属
し
て
い
る
。
」
9
甜
9
F
巨
亀
馨
警
・
8
且
R
H
藝
窪
ぎ
。
。
邑
霧
且
叩
匡
号
a
P
U
鶉
爵
。
コ
鴇
刈
ひ
㍉
。
。
占
℃
，

（
6
0
）
ζ
。
象
一
き
α
由
0
3
号
p
罫
3
ご
ご
■
農
業
労
働
者
が
職
業
教
育
を
通
じ
て
専
門
的
な
農
業
労
働
者
に
な
る
こ
と
を
目
指
す
と
い
う
社
会
的
上
昇
の
パ
タ
ー

　
ン
は
稀
で
あ
る
。
「
資
格
化
」
の
た
め
の
制
度
化
の
必
要
性
は
叫
ば
れ
て
い
る
が
、
反
応
は
鈍
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
鼠
。
∩
置
匿
＆
－
ω
o
冨
α
目
3
一
一
■
む
ご

　
を
見
よ
。
な
お
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
で
は
搾
乳
夫
G
。
∩
昇
昏
R
の
資
格
取
得
試
験
案
内
の
記
事
が
頻
繁
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
タ
イ

　
ネ
に
よ
る
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
農
業
に
関
す
る
研
究
に
よ
れ
ば
、
一
般
に
農
機
具
の
登
場
に
よ
り
、
機
械
の
操
作
や
修
理
の
能
力
を
つ
け
る

　
た
め
の
専
門
学
校
が
作
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
通
っ
た
の
は
主
に
農
民
、
お
よ
び
そ
の
息
子
で
あ
っ
た
。
機
械
導
入
の
成
否
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
が
機
械
操
作
、
特

　
に
故
障
し
た
場
合
に
修
理
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
亭
晋
ρ
ω
・
》
帥
・
ρ
｝
q
。
」
a
－
ま
9
ロ
」
ご

嵩
轡

　
　
な
お
、
こ
こ
で
「
自
立
化
」
と
い
う
言
葉
は
、
経
営
的
に
自
立
し
た
農
民
と
な
る
と
い
う
狭
い
意
味
に
限
定
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
生
活
や
消
費
の
局
面
を

　
基
準
に
「
自
立
化
」
を
考
え
て
み
た
い
か
ら
、
自
己
の
住
宅
を
も
つ
こ
と
や
都
市
ヘ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
し
て
流
出
す
る
こ
と
も
、
グ
ー
ツ
の
雇
用
関
係
と
縁

　
を
切
る
と
い
う
意
味
で
「
自
立
化
」
と
表
現
し
た
い
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
種
の
「
自
立
化
」
は
新
た
な
「
従
属
化
」
で
も
あ
り
う
る
の
だ
が
。

（
6
1
）
「
シ
ュ
ベ
リ
ン
郡
グ
ル
ー
プ
。
一
九
二
六
年
二
月
一
日
か
ら
一
九
二
七
年
一
月
一
五
日
の
間
に
、
調
査
し
た
六
五
の
グ
ー
ツ
の
う
ち
、
四
三
の
グ
ー
ツ
で
、

　
計
九
三
の
農
業
労
働
者
家
族
の
流
出
が
あ
っ
た
。
行
く
先
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
五
家
族
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
五
家
族
、
シ
ュ
ベ
リ
ン
ニ
ニ
家
族
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
の
他

　
の
都
市
が
一
四
家
族
、
農
民
村
落
に
入
植
が
一
二
家
族
、
他
の
農
場
に
移
動
し
た
も
の
が
コ
ニ
家
族
で
あ
っ
た
。
流
出
者
の
一
部
は
、
行
く
先
が
見
つ
か
っ
た
場

　
合
に
、
契
約
期
間
中
で
も
農
場
を
離
れ
て
い
る
。
ま
た
若
干
の
グ
ー
ツ
で
は
流
出
は
一
〇
家
族
に
も
達
し
て
い
る
。
」
鼠
R
貯
富
＆
由
。
β
窪
窪
一
。
・
。
。
。
」
£
y

（
6
2
）
鼠
角
『
一
呂
斜
ω
○
β
牙
p
。
ゾ
一
〇
」
℃
慧
，

（
6
3
）
＜
α
q
一
』
呂
ε
舅
五
窪
。
。
。
、
。
脚
」
S
。
忌
ζ
P
F
p
も
，
帥
ー
9
。
。
、
二
一
る
＆
。
N
葵
卑
帥
■
ρ
Q
。
」
刈
茄
巴
p
鼠
婁
9
墨
且
。
旨
お
呂
α
≧
ぴ
魯
馨
舞
〔
冒
α
の
誤
3
2

　
Z
o
鼠
9
［
g
：
こ
o
o
■
さ
合
仁
■
。
。
，
≦

（
6
4
）
外
国
人
労
働
者
の
あ
り
よ
う
は
、
む
ろ
ん
実
態
に
お
い
て
も
第
二
帝
政
期
と
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
下
は
『
お
城
と
営
舎
』
と
題
さ
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れ
た
、
あ
る
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
の
「
神
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
た
村
」
（
住
民
数
約
三
〇
〇
人
）
に
つ
い
て
の
ル
ポ
記
事
か
ら
の
一
部
引
用
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
も
「
営

　
舎
」
の
実
態
、
そ
し
て
そ
れ
に
向
け
ら
れ
た
記
者
の
視
線
の
第
二
帝
政
期
と
の
同
質
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
記
事
は
地
元
の
自
由
日
雇
い
の
生
活
に
触

　
れ
た
後
、
「
営
舎
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。
コ
般
に
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
の
世
襲
農
場
や
グ
ー
ツ
経
営
で
は
、
他
の
家
々
と
は
相
当
は
な
れ
て
い

　
る
と
こ
ろ
に
、
ま
る
で
ゲ
ッ
ト
ー
の
よ
う
に
「
営
舎
」
が
建
っ
て
い
る
。
…
…
私
は
そ
の
な
か
を
み
て
び
っ
く
り
し
た
。
丁
型
の
］
階
建
て
の
建
物
で
、
一
五
室

　
に
区
切
ら
れ
て
い
た
。
「
房
き
［
亀
」
と
呼
ん
で
「
部
屋
N
冒
B
旦
と
は
呼
ば
な
い
。
こ
の
部
屋
に
あ
る
の
は
、
二
、
三
枚
の
「
麦
わ
ら
の
布
団
か
け
」
、
机
、
そ

　
し
て
長
椅
子
で
あ
る
。
こ
の
部
屋
に
男
女
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
そ
の
子
供
た
ち
が
い
る
。
本
来
は
夫
婦
と
そ
の
子
供
、
独
身
の
男
、
独
身
の
女
が
別
れ
て
い
る
は

　
ず
だ
が
、
実
際
に
は
八
○
人
ま
で
収
容
可
能
な
こ
の
「
兵
舎
」
で
は
「
性
の
共
産
制
」
が
支
配
的
で
あ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
者
の
賃
金
は
、
男
が
時
給
二
五

　
ペ
ニ
ヒ
、
女
が
二
〇
ペ
ニ
ヒ
で
、
こ
れ
に
じ
ゃ
が
い
も
、
パ
ン
、
ラ
ー
ド
、
石
油
が
支
給
さ
れ
る
。
じ
ゃ
が
い
も
と
石
油
以
外
は
品
質
は
よ
く
な
い
。
人
々
は
「
営

　
舎
」
の
状
況
に
つ
い
て
聞
か
れ
る
と
、
笑
い
な
が
ら
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
か
い
？
　
あ
い
つ
ら
は
あ
の
こ
と
以
外
は
何
も
考
え
て
い
な
い
よ
」
と
い
っ
て
肩
を
す
く

　
め
る
。
…
：
こ
の
「
営
舎
」
に
は
さ
ら
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
だ
け
で
は
な
く
、
ど
こ
に
も
故
郷
を
も
た
な
い
農
村
放
浪
者
た
ち
が
い
る
。
彼
ら
は
、
あ
る
と
こ
ろ
か

　
ら
別
の
と
こ
ろ
へ
流
れ
て
い
き
、
二
、
三
日
働
く
と
稼
ぎ
を
全
部
酒
に
蕩
尽
し
、
管
理
人
に
つ
け
を
回
し
て
お
い
て
ま
た
ど
こ
か
へ
行
く
の
で
あ
る
。
農
場
管
理

　
人
や
飲
み
屋
の
主
人
が
警
察
を
呼
ぶ
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
だ
が
彼
に
は
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
三
日
間
ほ
ど
留
置
所
に
い
れ
ば
そ
れ

　
で
す
む
こ
と
な
の
で
あ
る
。
…
…
」
ζ
え
℃
舅
」
9
一
。
・
。
。
。
」
2
P
こ
の
記
事
か
ら
は
、
「
営
舎
」
に
農
村
放
浪
者
が
相
当
数
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
6
5
）
ζ
R
犀
■
討
巳
－
ゆ
o
β
α
9
累
■
o
。
。
」
£
丼

（
6
6
）
一
彗
号
o
ω
〔
五
9
気
8
、
ぢ
N
Q
。
，

（
6
7
）
寄
号
疑
』
§
Q
ひ
一
象
や
は
り
、
一
九
二
〇
年
代
前
半
の
事
例
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
人
の
雇
用
が
住
居
の
新
築
・
改
造
と
結
び
付
い
て
い
た
こ
と
を
示
す

　
も
の
と
し
て
、
q
目
9
焉
ぎ
詣
9
詳
臼
富
p
鼠
ぴ
魯
霧
話
号
璋
昌
自
り
。
葛
8
藷
8
田
＞
9
。
。
3
葛
」
同
．
q
葺
。
声
9
ら
。
∩
ゴ
ゆ
．
窪
q
．
ω
巴
5
ぢ
娼
る
」
α
轡
ま
ρ
鳶
O
－
合
ど
む
合

　
お
よ
び
∪
鼠
q
q
P
費
■
p
P
ひ
■
ま
■

（
6
8
）
ド
き
ε
9
ρ
留
p
獣
』
o
」
O
・
o
。
、

（
6
9
）
9
p
号
貧
五
8
ジ
。
Q
D
・
6
N
。
。
”
な
お
、
共
産
党
の
外
国
人
季
節
労
働
者
政
策
に
つ
い
て
は
機
関
紙
冨
a
℃
婁
に
、
「
都
市
で
の
基
盤
を
失
っ
た
共
産
党
が
労
農

　
同
盟
の
観
点
か
ら
農
村
に
目
を
向
け
、
地
区
指
導
部
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
季
節
労
働
者
の
人
数
を
調
査
し
そ
の
数
を
七
〇
〇
〇
人
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ

　
ん
大
言
壮
語
で
あ
る
」
、
と
い
う
内
容
の
批
判
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
富
且
－
婁
五
8
声
。
。
。
」
£
P
こ
の
記
事
か
ら
す
る
と
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ

　
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
で
は
何
ら
か
の
組
織
化
の
動
き
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
読
め
る
が
、
こ
れ
以
上
は
わ
か
ら
な
い
。
E
・
ヘ
ル
ン
レ
の
手
に
よ
る
当
時
の
小
冊
子
に
お

　
い
て
は
、
大
土
地
所
有
者
が
季
節
労
働
を
利
用
す
る
こ
と
で
賃
金
コ
ス
ト
を
引
き
下
げ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
季
節
労
働
者
は
ド
イ
ツ
人
労
働
者
の
賃

　
金
引
き
下
げ
の
力
に
な
る
こ
と
が
述
べ
て
い
る
だ
け
で
、
基
本
的
に
は
D
L
V
の
認
識
と
同
じ
で
あ
る
。
頃
。
①
巨
P
姻
マ
巴
＆
藝
鼠
匿
。
旨
諮
牙
『
訂
a
蔑
霧
3
鉢
u

　
ロ
段
一
嘗
一
£
o
o
｝
o
。
■
欝
1
＄
■

（
7
0
）
一
彗
号
o
切
ρ
α
9
0
ピ
8
」
濃
9
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（
7
1
）
零
目
∩
F
瞑
‘
H
§
α
善
魯
象
諾
。
ぼ
。
っ
∩
匡
。
Q
・
£
α
q
出
Q
一
・
・
〔
の
一
巳
p
尋
富
∩
げ
注
酵
9
琶
α
℃
。
一
一
蔚
3
9
≦
R
羅
ど
U
鶉
ぎ
B
σ
9
α
q
》
ぢ
N
ど
。
。
■
ハ
N
　
Z
ぎ
。
R
》
p
曾
ρ
。
∩
■
ひ
一
－

　
α
ド

（
7
2
）
O
旺
α
q
P
p
』
、
○
‘
q
っ
㍉
。
。
当
℃
臼

（
7
3
）
図
p
σ
。
芦
ド
ド
○
‘
。
。
■
9
■

（
7
4
）
竃
欝
一
旨
帥
■
担
■
○
■
噛
・
。
，
畠
図

（
7
5
）
前
掲
拙
稿
を
参
照
。

（
7
6
）
一
九
三
二
年
、
国
会
議
員
選
挙
運
動
期
間
中
の
七
月
一
〇
日
に
起
き
た
ナ
チ
ス
と
S
P
D
の
政
治
的
衝
突
事
件
は
、
郡
都
で
あ
る
エ
ッ
ケ
ル
ン
ヘ
ル
デ
の
「
組

　
合
の
家
」
に
お
い
て
起
き
て
い
る
。
こ
の
日
の
午
前
中
に
は
農
業
労
働
者
関
係
の
集
会
が
あ
っ
た
模
様
で
あ
り
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
衝
突
で
農
業
労

　
働
者
二
人
と
ナ
チ
ス
側
一
人
（
ど
の
よ
う
な
人
物
か
は
不
明
）
が
死
亡
し
た
。
詳
し
く
は
、
当
該
時
期
の
守
ぼ
旨
穿
号
『
N
魯
琶
α
q
、
お
よ
び
。
。
3
目
p
象
【
、
零
v

　
U
・
h
。
。
宮
§
建
ま
器
O
窒
。
蒔
湾
訂
騨
訂
9
3
騨
訂
B
鍵
貸
貰
く
。
お
翁
8
ロ
＆
＜
。
巳
【
四
謁
け
逼
8
緊
F
こ
獣
を
参
照
の
こ
と
。
同
じ
よ
う
な
衝
突
は
、
同
じ
日
、

　
プ
レ
ー
ン
郡
の
プ
レ
ー
ツ
で
も
生
じ
て
い
る
。
○
。
・
号
o
響
鉱
昌
3
9
日
茜
号
一
鐘
五
窪
P
9
・
ぢ
樽
・
F
匹
窪
鼻
S
」
膿
N
・

（
7
7
）
Q
。
8
犀
2
醤
島
o
∩
巨
9
日
箸
切
一
窪
o
聞
箒
2
蟄
評
遺
ぎ
閏
仁
9
逼
憲
占
P
こ
こ
で
は
オ
イ
テ
ィ
ン
党
員
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
要
素
の
強
さ
（
三
七
％
）
、
お
よ
び

　
土
着
的
・
農
村
的
性
格
の
強
さ
（
七
割
か
ら
八
割
が
州
内
の
人
口
一
万
人
以
下
の
地
域
か
ら
の
出
身
者
）
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ミ
ュ
ー
ル

　
ベ
ル
ガ
ー
は
、
ポ
ー
セ
≧
西
プ
ロ
イ
セ
ン
東
部
国
境
地
域
に
つ
い
て
の
ナ
チ
党
員
の
社
会
層
分
析
か
ら
、
同
じ
く
ナ
チ
党
員
中
の
労
働
者
の
比
重
の
高
さ
を
指

　
摘
す
る
が
、
そ
の
労
働
者
の
実
態
を
各
種
の
農
業
労
働
者
お
よ
び
農
村
の
中
小
営
業
下
の
労
働
者
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
鼠
浮
幸
お
9
国
』
・
ρ
る
，
D
串

　
こ
れ
ら
は
、
本
書
の
趣
旨
に
沿
え
ば
、
「
生
活
の
自
立
化
」
を
目
指
し
て
近
隣
の
地
方
都
市
に
流
出
し
た
農
村
労
働
者
が
ナ
チ
ズ
ム
を
支
持
す
る
と
い
う
文
脈
の

　
存
在
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
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表5－8農業労働者の食生活

ワイマール期（1920年代末） 第二帝政期（1883／85年）

農業労働者（Deput乱nten） 都市　　農場奉公人仕立て職人

下層民　　Gutsknechε

場所　北東ドイツ中部ドイツ　全国平均　ハンブルクシ卦一ノ囲レ〉郡　キール

肉・ソーセージ（kg〉

魚（kg）

ミノレタ　（客影）

バター（kg）

チーズ（kg）

脂・マーガワン（kg）

卵（個）

パン（kg〉

穀粉製品（kg）

ジヤガイモ（kg）

野菜（kg）

果物（kg〉

砂糖（kg）

61．6

　4．7

208．3

　4．5

　1．8

　8．1

226．8

142．8

60．1

362．6

26．8

　7．9

12．4

55．5

　6．3

195．0

　6．8

　4．6

12．1

162．1

118．8

67．7

307．8

35．6

11．6

14．0

47．5

　4．3

194．7

　5．4

　2．0

9．84

182．2

130．8

64．1

287．g

31．1

　9．7

12．3

39．2

10．2

14．3

　4．5

　5．1

17．9

127．0

131．7

19．1

122．5

37．6

26．6

17．4

26．1

295．8

13．1

　4．4

　8．7

40．0
6
．
5

69．6

15．2
6
．
5

4．4

121．8　　　　　　100．1

34．8　　　　　6．5

130．5　　　　94．0

　4．4　　　　　2．2

　　　10，4（ス

　　　　　モモ〉

15．7　　　　　　　10．9

注　：年間の消費量．ただし，第二帝政期の数字は三週間分の消費量を単純に年間に換算した．とくにシュ
　　　トールマルン郡の農業奉公人の数字は良好事例である．
出典：ワイマール期にっいては，HofeちM．Die　Lebensh艮kung　des　Landarbelters，Wiエ亡scha丘srechnugen　vo鳳130

　　Landarbeiterfam三1ien，（Eine　Erhebu且g　des　Reicbsve【bandes盗ndliche【Albeitsnehmer，Berlin1930，S．146，23》

　　236・第二帝政期については，Sievers，KD・，Sozialgeschichte　Schlesw麿Holsteins　in　del　Kaise「zeit，Neum虹

　　sτer　lgg1，　S．　117，　u．　124．

表5－9　農業労働者年間家計収入の内訳　1929－30年（単位：マルク）

シュレスヴィッヒ・ホ　メクレンブルク・　　Rザクセン

ルシュタイン　　　　シュベリン

標本家計数（戸）

平均家族員数（入）

平均就業者数（人）

13

4．69

2．08

12

5．08

2．33

28

5．04

2．96

現金賃金収入総額

現物賃金1市場価格評価
自己経営農産物販売収入

農外かつ就労時間外の副業収入

その他収入総額
現金残高（’29，7／1）

借金・融資

837．17

645．60

337．73

23．31

277．06

19．69

　3．15

（39，1）

（30．1）

（b．8）

（L1）

（129）

（1．o）

（oつ）

717・89　（29，1）159557

750，81　（305）　376．27

72957　（29．6）　188・84

97・72　　（4，0）　48・8

139・73　　（5，7）　28224

29・89　　（L2）　19・82

（635）

（15．o）

（75）

（L9）

（112〉

（o．8）

収入計 2143．71　（100．0）2465．61　（100，0）251154　（100，0）

注二括孤内の数字は構成比（パーセント）を表す。
出典：Bemier，W，，Die　Lebenshaltung，Lohn－und　Arbeiτsverhaltnlsse一　，S50－51
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補
説
　
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
農
村
に
お
け
る
女
性
労
働
者
と
ナ
チ
ズ
ム

　
序
章
の
末
尾
で
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
し
て
ま
た
こ
れ
ま
で
の
叙
述
を
振
り
返
れ
ば
容
易
に
気
づ
く
よ
う
に
、
農
業
労
働
者
の
社
会
史

を
論
じ
る
と
き
、
固
有
の
領
域
と
し
て
の
農
村
女
性
労
働
者
論
が
本
来
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
だ
が
、
本
書
に
お
い
て
は
私
の
力
量
不

足
に
よ
り
、
こ
れ
を
独
立
し
た
章
と
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
本
文
中
で
度
々
言
及
し
た
よ
う
に
、
近
年
、

マ
イ
ア
ー
目
カ
イ
エ
ン
ブ
ル
ク
の
手
に
よ
り
『
農
村
に
お
け
る
女
性
労
働
。
一
九
一
九
－
一
九
三
九
年
の
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
お
け
る
女

性
賃
労
働
者
の
状
態
に
つ
い
て
』
（
ζ
。
醇
由
巴
9
ど
粥
甲
程
窪
薗
膏
凶
貫
亀
牙
日
9
轟
N
ξ
Q
り
巨
＆
8
号
藍
謁
嚇
σ
窪
∩
げ
弾
酋
Φ
島
量
斥
三
日

肉
程
旨
評
目
・
ぎ
＝
℃
む
－
ぢ
郵
く
巴
轟
辱
因
諮
一
8
蒜
裟
耳
ぼ
p
国
号
噛
臣
ぢ
£
）
と
題
す
る
書
物
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
本
は
、
従
来

完
全
に
空
白
だ
っ
た
戦
問
期
の
農
村
女
性
労
働
者
の
あ
り
よ
う
を
、
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
日
常
史
研
究
の
手
法
に
よ
り
な
が

ら
明
ら
か
に
し
た
点
で
大
い
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
「
〈
土
着
〉
と
〈
他
所
者
〉
の
農
業
労
働
者
の
あ
り
方
」

と
い
う
視
角
か
ら
ド
イ
ツ
農
村
史
を
見
直
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
本
書
に
と
っ
て
も
、
非
常
に
数
多
く
の
興
味
深
い
事
実
を
提
供
し
て

い
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
書
物
の
提
供
す
る
材
料
に
よ
り
な
が
ら
（
内
容
紹
介
や
評
価
で
は
な
い
）
、
本
書
で
展
開
し
て
き
た
視
角
に
よ

り
つ
つ
、
農
村
女
性
労
働
者
問
題
と
ナ
チ
ズ
ム
の
関
わ
り
に
つ
い
て
私
な
り
に
簡
単
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
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1

農
村
女
性
労
働
者
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ

　
マ
イ
ア
ー
－
カ
イ
エ
ン
ブ
ル
ク
が
対
象
と
し
て
い
る
の
は
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
県
の
農
村
部
、
特
に
ブ
ル
ク
ド
ル
フ
を
中
心
と
す
る
地
域

で
あ
る
。
褥
耕
作
を
中
心
と
し
た
農
業
地
域
で
あ
り
、
中
小
農
経
営
の
他
に
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
や
野
菜
を
大
規
模
に
作
付
け
し
て
い
る

グ
ー
ツ
経
営
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
経
営
は
同
時
に
野
菜
缶
詰
工
場
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
農
村
の
女
性
労
働
者
は
主
要
に
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
な
る
。
第
一
は
小
農
の
娘
で
あ
っ
て
結
婚
に
よ

り
農
民
の
妻
と
な
る
グ
ル
ー
プ
、
第
二
は
夫
が
在
地
の
労
働
者
で
あ
っ
て
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
よ
っ
て
農
業
女
子
労
働
者
で
あ
っ
た

り
、
農
村
の
工
場
労
働
者
で
あ
っ
た
り
す
る
土
着
の
女
性
労
働
者
グ
ル
ー
プ
、
そ
し
て
第
三
に
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
や
野
菜
の
作
付
け
と
収

穫
に
従
事
す
る
「
営
舎
」
の
女
子
季
節
労
働
者
、
具
体
的
に
は
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
出
身
の
国
内
移
動
労
働
者
で
あ
る
。
ワ
イ
マ
ー
ル
時

代
の
「
ド
イ
ツ
人
」
女
子
農
業
季
節
労
働
者
の
最
大
の
供
給
地
は
上
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
で
あ
る
が
、
そ
こ
は
特
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
比

率
が
高
い
地
域
で
あ
り
、
住
民
の
七
〇
～
七
四
％
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
、
な
い
し
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
と
ド
イ
ツ
語
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
で
あ
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
（
菊
＆
欝
尊
零
‘
望
巴
巳
ぎ
爵
（
ぎ
巳
p
＆
a
暴
含
鉢
一
一
魯
8
《
器
α
。
§
σ
魯
禽
U
Φ
9
鴇
評
注
。
D
閣
野
匿
聾
一
3
ρ
。
。
届
星
牙
頃
ふ
ご

な
お
、
同
時
期
、
西
部
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
ピ
ン
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
も
東
部
出
身
の
女
子
季
節
労
働
者
を
利
用
す
る
苗
木
経
営
が
あ
る
。

彼
女
た
ち
も
「
劣
悪
な
営
舎
」
に
暮
ら
し
て
い
る
。
（
。
。
琶
9
a
的
出
畠
鼠
募
3
Φ
富
＆
℃
興
五
9
3
U
爵
ぢ
琶

　
以
上
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
、
第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
若
い
と
き
に
農
村
の
労
働
者
と
し
て
暮
ら
す
と
い
っ
て
も
、
基
本
的
に
は
農

民
層
に
属
す
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
第
二
と
第
三
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
特
に
両
グ
ル
ー
プ
の
間
に
は
集
団
の
帰
属
感
情
の
点
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で
明
白
な
差
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
例
え
ば
第
二
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
土
着
の
「
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
む
き
q
。
短
螺
誓
匿
＆
三
娘
A
の
例
を
み
て
み
よ
う
。
彼
女
は
一
九
〇

七
年
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
農
村
部
の
小
都
市
に
生
ま
れ
、
一
九
二
〇
年
代
初
頭
、
卒
業
と
同
時
に
缶
詰
工
場
の
「
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
む
き
」

の
仕
事
に
従
事
す
る
。
ち
な
み
に
「
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
む
き
」
は
工
場
の
な
か
で
の
仕
事
で
あ
っ
て
野
良
で
の
仕
事
で
は
な
い
。
注
目
し

た
い
の
は
、
彼
女
は
当
時
の
職
場
を
、
確
か
に
空
気
は
悪
く
仕
事
は
き
つ
く
て
長
時
間
労
働
で
あ
っ
た
が
工
場
は
気
に
入
っ
て
い
た
、

土
着
の
女
た
ち
は
よ
く
知
っ
た
仲
で
気
楽
だ
っ
た
し
、
仕
事
の
最
中
に
も
い
ろ
い
ろ
お
し
ゃ
べ
り
が
で
き
た
、
み
ん
な
で
唄
を
歌
い
、

そ
れ
に
あ
わ
せ
て
体
を
揺
ら
し
た
、
と
回
想
し
て
い
る
点
で
あ
る
（
竃
昏
h
歯
路
＆
藷
逼
N
u
心
）
。
工
場
の
女
性
労
働
者
た
ち
が
土
着
の
女

性
た
ち
か
ら
だ
け
な
る
こ
と
、
そ
れ
が
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
容
易
に
同
一
化
で
き
る
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
を
こ
の
事
例
は
語
っ
て
い
る
。

　
女
子
季
節
労
働
者
た
ち
の
経
験
世
界
は
こ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
彼
女
た
ち
が
ど
う
い
う
視
線
を
浴
び
て
い
た
か
。
季
節
労
働
者

で
あ
り
な
が
ら
結
婚
に
よ
っ
て
定
住
化
す
る
E
の
体
験
、
お
そ
ら
く
珍
し
い
あ
ろ
う
事
例
を
み
て
み
よ
う
。

　
E
は
一
九
一
四
年
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
生
ま
れ
。
一
九
三
二
年
に
職
安
の
仲
介
に
よ
っ
て
一
〇
〇
人
以
上
の
娘
と
と
も
に
、
季
節
労
働

者
と
し
て
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
収
穫
に
や
っ
て
き
た
。
五
月
か
ら
一
〇
月
ま
で
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
、
大
豆
、
え
ん
ど
う
、
ニ
ン
ジ
ン
の
収
穫

に
従
事
し
た
。
仕
事
に
は
す
ぐ
に
な
じ
み
、
一
緒
に
生
活
し
働
く
同
じ
境
遇
の
娘
た
ち
と
も
仲
良
く
な
っ
た
。
彼
女
は
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー

が
気
に
入
っ
た
か
ら
冬
に
な
っ
て
も
故
郷
に
帰
ら
ず
、
夏
は
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
収
穫
、
冬
は
奉
公
人
と
い
う
生
活
を
三
年
間
続
け
た
。
一

九
三
五
年
年
に
ダ
ン
ス
で
知
り
合
っ
た
缶
詰
工
場
の
労
働
者
の
夫
と
結
婚
、
三
年
後
（
｝
九
三
八
年
）
に
息
子
が
出
生
。
出
産
後
一
年
問

は
仕
事
を
休
ん
だ
が
、
そ
の
後
子
供
を
姑
に
預
け
て
缶
詰
工
場
の
仕
事
に
出
か
け
る
。
だ
が
、
姑
と
の
関
係
は
よ
く
な
か
っ
た
。
姑
は

息
子
に
は
「
ア
ス
パ
ラ
娘
」
で
は
な
い
娘
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
（
団
げ
9
貴
Q
。
』
累
占
遇
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確
か
に
、
若
い
季
節
労
働
者
た
ち
は
「
営
舎
」
の
内
部
世
界
に
お
い
て
は
自
分
た
ち
の
帰
属
集
団
を
見
い
だ
し
て
い
た
。
し
か
し
、

一
歩
外
に
で
れ
ば
彼
女
た
ち
は
土
着
の
農
村
世
界
の
周
辺
者
で
あ
る
。
こ
の
事
例
で
は
な
に
よ
り
も
結
婚
差
別
の
存
在
が
そ
の
こ
と
を

端
的
に
物
語
ろ
う
。
土
着
の
人
々
は
季
節
労
働
者
を
「
ア
ス
パ
ラ
た
ち
。
。
冨
嘱
一
警
ぼ
」
と
か
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
娘
8
一
窪
日
鑑
3
2
」
な
ど

と
呼
び
、
特
に
男
た
ち
は
「
ア
ス
パ
ラ
娘
は
い
つ
だ
っ
て
も
の
に
で
き
た
」
と
回
想
し
た
と
い
う
（
田
9
貸
し
。
・
ホ
℃
｝
ぎ
目
」
。
。
）
。
女
子

の
「
外
国
人
」
季
節
労
働
者
問
題
が
営
舎
の
「
性
道
徳
」
と
結
び
付
け
ら
れ
て
意
識
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
本
書
の
第
三
章
で
指
摘

し
た
と
お
り
だ
が
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
農
村
に
お
い
て
も
、
婚
外
出
生
児
の
母
と
さ
れ
る
の
は
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
北
東
部
の
「
ア
ス
パ
ラ

娘
」
、
同
南
部
の
ユ
ン
カ
ー
経
営
に
お
け
る
「
甜
菜
娘
」
、
ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
泥
炭
地
域
の
「
泥
炭
堀
娘
」
、
要
す
る
に
貧
困
な
東
部
地
域

か
ら
の
出
身
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
（
匡
8
費
。
。
』
。
。
9
な
お
、
外
国
人
を
利
用
す
る
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
泥
炭
経
営
に
つ

い
て
、
冨
＆
℃
婁
五
・
鐸
8
」
濃
。
を
参
照
。
）

2

家
族
に
規
定
さ
れ
た
農
村
女
性
労
働
者
の
行
動
と
ナ
チ
ズ
ム
受
容
の
あ
り
方

　
以
上
の
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
農
村
に
お
け
る
〈
土
着
〉
と
〈
他
所
者
〉
の
あ
り
方
は
、
基
本
的
に
は
本
書
で
論
じ
て
き
た
内
容
を
女
性
労

働
者
に
即
し
て
再
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
固
有
な
意
味
で
の
土
着
農
村
女
性
労
働
者
の
特
徴
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
つ

ま
り
、
男
と
違
い
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
土
着
の
男
た
ち
が
あ
く
ま
で
特
定
の
職
能
と
結
び
付
い
て
い
る
の
に
対
し
、

農
村
女
性
労
働
者
は
む
し
ろ
家
族
の
あ
り
方
と
強
く
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
に
規
定
さ
れ
る
彼
女
た
ち
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に

強
く
結
び
付
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
が
、
土
着
の
奉
公
人
か
、
農
業
自
由
旦
雇
い
か
、
あ
る
い
は
農
村
工
場
労
働
者
か
、
こ
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れ
を
決
め
る
の
は
、
彼
女
た
ち
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
本
書
第
三
章
第
一
節
（
と
く
に
一
五

九
頁
以
下
）
で
言
及
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
さ
て
、
問
題
は
こ
う
し
た
あ
り
方
が
農
村
女
性
と
ナ
チ
ズ
ム
の
関
わ
り
方
に
大
き
な
作
用
を
与
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
ハ
ノ
ー
フ
ァ
i

農
村
に
お
い
て
、
先
に
あ
げ
た
三
つ
の
農
村
女
性
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
、
ナ
チ
ズ
ム
を
最
も
受
容
し
た
の
は
農
村
の
土
着
の
女
性
労
働
者

た
ち
で
あ
っ
た
。
（
閏
σ
9
魯
ひ
し
ま
ふ
轄
）

　
ナ
チ
ズ
ム
が
特
に
土
着
の
農
村
女
性
労
働
者
層
の
合
意
を
調
達
し
え
た
背
景
と
し
て
、
第
一
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
彼
女
た
ち
の
家

事
へ
の
意
識
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。
工
場
で
の
労
働
は
土
着
の
女
性
た
ち
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
は
あ
っ
た
が
、
マ
イ
ア
ー
日
カ
イ
エ
ン
ブ

ル
ク
に
よ
れ
ば
、
同
時
に
彼
女
た
ち
は
自
分
た
ち
が
、
農
村
下
層
の
出
自
で
あ
る
こ
と
、
職
業
教
育
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、

家
の
外
で
は
「
価
値
の
な
い
人
問
」
と
感
じ
て
お
り
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
自
ら
の
家
事
役
割
（
彼
女
た
ち
の
場
合
、
果
樹
、
野
菜
、
小
家

畜
飼
育
を
含
む
）
へ
の
誇
り
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
「
私
は
い
つ
も
昼
食
を
作
っ
た
。
夫
も
子
供
も
不
自
由
し
な
い
よ
う
に

ね
。
」
（
浮
。
巳
斜
。
。
』
＄
－
辱
じ
こ
う
し
た
意
識
の
あ
り
よ
う
が
ー
そ
れ
は
家
族
の
あ
り
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
支
え

る
意
識
で
も
あ
っ
た
ろ
う
が
ー
ナ
チ
ズ
ム
の
農
村
女
性
の
役
割
の
再
評
価
と
呼
応
し
た
の
だ
と
い
う
。

　
土
着
農
村
女
性
労
働
者
の
ナ
チ
ズ
ム
受
容
の
そ
の
他
の
重
要
な
要
因
と
し
て
は
、
ナ
チ
ス
の
強
い
指
導
に
よ
る
工
場
に
お
け
る
労
働

条
件
の
改
善
（
特
に
衛
生
面
）
、
住
宅
建
設
補
助
政
策
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
土
着
農
業
労
働
者
の
住
宅
願
望
の
強
さ
に
つ
い
て
は
第
五
章

で
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
お
い
て
も
、
政
府
の
補
助
金
に
よ
っ
て
自
己
住
宅
を
所
有
し
え
た
こ
と
は
、
多
く
の
聞
き

取
り
の
な
か
で
大
き
な
出
来
事
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
全
体
と
し
て
土
着
女
性
労
働
者
層
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ナ
チ
ス
の
時
代
が
、
家
族
の
あ
り
よ
う
と
深
く
結
び
付
く
生
活
全
体
の
改
善
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と
い
う
視
角
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
一
方
で
農
民
経
営
の
妻
の
場
合
と
は
多
少
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
一
般
に
は
農
民
た
ち
の
不
満
は
は

る
か
に
経
営
的
な
内
容
と
結
び
付
い
て
お
り
、
ま
た
こ
の
点
が
ネ
ッ
ク
と
な
っ
て
農
民
た
ち
と
ナ
チ
政
権
と
の
間
に
は
一
定
度
の
距
離

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
農
村
女
性
に
即
し
て
い
え
ば
、
三
〇
年
代
後
半
は
、
農
業
奉
公
人
の
流
出
に
よ
り
家
族
労
働
力
と
し
て
の
彼
女

た
ち
へ
の
負
担
が
よ
り
一
層
重
く
な
る
時
期
で
あ
る
。
外
国
人
労
働
者
の
大
量
導
入
の
背
景
に
は
こ
う
し
た
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。

　
他
方
で
、
女
子
季
節
労
働
者
た
ち
は
ナ
チ
ズ
ム
に
ほ
と
ん
ど
無
反
応
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
女
子
青
年
同
盟
B
D
M
（
ヒ
ト
ラ
ー
ユ
ー
ゲ

ン
ト
の
下
部
組
織
）
は
ド
ラ
イ
ブ
、
遊
び
、
唄
、
遠
足
、
お
祭
り
な
ど
余
暇
の
組
織
化
を
通
し
て
の
組
織
化
を
行
う
が
、
女
子
季
節
労
働

者
に
つ
い
て
は
こ
の
試
み
は
明
白
に
失
敗
し
た
。
彼
女
た
ち
は
、
そ
れ
で
な
く
て
も
わ
ず
か
な
自
由
時
問
な
の
に
、
そ
れ
を
自
分
た
ち

が
帰
属
感
情
を
も
た
な
い
土
着
者
グ
ル
ー
プ
ヘ
の
参
加
の
た
め
に
浪
費
し
よ
う
な
ど
と
は
考
え
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
。
（
田
呂
魯
。
。
、

ざ
ど
彼
女
た
ち
は
農
村
の
周
辺
部
に
い
た
の
で
あ
り
、
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
ナ
チ
ズ
ム
と
は
土
着
の
農
村
世
界
の
話
で
あ
っ
た
。
マ
イ

ア
ー
・
カ
イ
エ
ン
ブ
ル
ク
が
必
ず
し
も
自
覚
的
に
追
求
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
十
分
明
ら
か
に
は
し
え
な
い
の
だ
が
、
家
族
生

活
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ
る
土
着
の
女
性
労
働
者
の
ナ
チ
ズ
ム
の
受
容
の
あ
り
方
は
、
お
そ
ら
く
は
女
子
季
節
労
働
者
へ
の
視
線
の

あ
り
方
と
重
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第II部　ワイマール・ドイツにおける農村社会と農業労働者312



終

立早

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
レ
　
ム
デ

ー
ド
イ
ツ
農
村
に
お
け
る
「
土
着
」
と
「
他
所
者
」



　
序
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
の
最
大
の
眼
目
は
、
多
様
な
農
村
の
農
業
労
働
者
に
着
目
し
、
特
に
こ
れ
を
広
義
の
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」

問
題
と
し
て
捉
え
直
す
視
角
か
ら
『
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
「
古
典
的
近
代
」
か
ら
現
代
社
会
へ
の
転
換
期
に
お

け
る
も
う
一
つ
の
ド
イ
ツ
農
村
社
会
像
を
描
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
従
来
の
「
中
間
層
テ
ー
ゼ
」
に
依
拠
す

る
議
論
、
つ
ま
り
「
市
場
に
適
合
で
き
な
い
伝
統
農
民
」
を
設
定
し
、
こ
れ
を
組
織
化
す
る
農
業
中
問
組
織
の
あ
り
よ
う
か
ら
、
ナ
チ

ズ
ム
の
「
強
制
的
同
質
化
」
に
い
た
る
農
業
の
社
会
統
合
を
論
じ
る
ス
タ
ン
ス
を
相
対
化
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
実

際
、
こ
こ
ま
で
の
叙
述
か
ら
は
、
従
来
の
議
論
が
想
定
し
て
い
る
ほ
ど
に
は
ド
イ
ツ
の
農
村
は
伝
統
な
世
界
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
、
意
外
と
い
え
る
ほ
ど
に
、
現
代
社
会
の
そ
の
出
生
時
に
お
い
て
は
農
村
に
お
い
て
も
「
階
級
的
な
も
の
」
と

「
社
会
国
家
的
な
も
の
」
が
深
い
と
こ
ろ
で
「
民
族
的
な
も
の
」
と
結
び
付
い
て
い
た
状
況
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
レ
ム
デ

下
、
こ
れ
ま
で
の
叙
述
を
ま
と
め
る
意
味
で
、
土
着
下
層
民
自
立
論
、
農
村
の
「
他
所
者
」
論
、
農
村
の
ナ
チ
化
論
の
三
点
に
つ
い
て

述
べ
る
こ
と
で
、
本
書
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
し
た
い
。

1

農
村
下
層
民
の
社
会
的
自
立
論

　
本
書
で
扱
っ
た
土
着
の
農
業
労
働
者
は
、
具
体
的
に
は
農
業
奉
公
人
、
自
由
旦
雇
い
、
グ
ー
ツ
の
常
雇
労
働
者
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ

れ
ぞ
れ
が
置
か
れ
て
い
る
農
業
・
農
村
構
造
や
雇
用
制
度
の
あ
り
よ
う
に
応
じ
て
異
な
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
が
、
他
方
で
、
そ
の
態

度
や
境
遇
に
お
い
て
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
一
九
世
紀
末
か
ら
の
複
合
的
な
労
働
市
場
の
構
造
転
換
（
そ
れ
は
資
本
主
義
の
蓄
積
運
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動
に
規
定
さ
れ
る
）
が
彼
ら
に
与
え
た
「
社
会
的
自
立
化
」
の
可
能
性
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
「
自
立
化
」
は
な
に
よ
り
も
「
生

活
の
領
域
に
お
け
る
自
立
化
」
と
し
て
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
二
帝
政
期
の
奉
公
人
に
と
っ
て
は
そ
れ

は
生
活
時
間
の
自
己
支
配
と
い
う
形
で
現
れ
、
土
着
日
雇
い
層
に
と
っ
て
は
「
小
所
有
化
」
を
動
機
と
す
る
半
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
志
向

と
い
う
形
で
そ
れ
は
現
れ
た
。
ワ
イ
マ
ー
ル
期
は
、
こ
れ
ら
の
志
向
性
が
、
様
々
な
ズ
レ
を
生
じ
つ
つ
も
よ
り
明
確
に
社
会
国
家
的
な

統
合
様
式
の
展
開
に
よ
っ
て
「
制
度
化
」
さ
れ
た
時
代
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
不
十
分
で
あ
っ
た
と
は
い
え
）
組
合
に
よ
る
賃
金
協

約
制
度
、
消
費
と
余
暇
の
組
織
化
・
「
政
治
化
」
、
さ
ら
に
は
当
局
に
よ
る
入
植
政
策
・
住
宅
補
助
金
政
策
の
実
施
な
ど
が
そ
の
具
体
的

な
内
容
で
あ
っ
た
。
従
来
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
業
と
社
会
国
家
の
問
題
は
、
関
税
政
策
を
中
心
と
し
た
農
業
保
護
を
軸
に
議
論
さ
れ

る
き
ら
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
異
な
り
「
生
活
の
自
立
化
」
を
求
め
る
農
業
労
働
者
の
問
題
と
し
て
こ
の
問
題
を
論
じ

う
る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
以
上
の
こ
と
は
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
同
時
に
他
方
で
農
村
の
多
様
な

「
他
所
者
」
農
業
労
働
者
の
あ
り
よ
う
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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2

農
村
に
お
け
る

一他フ

所二

者デ

ー

の
間
題

　
他
方
で
、
本
書
は
農
村
に
お
け
る
「
他
所
者
」
の
問
題
を
一
つ
の
中
心
的
モ
チ
ー
フ
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
本
書
で
は
、
そ
れ

は
モ
ナ
ー
ヘ
ン
と
季
節
労
働
者
と
い
う
「
他
所
者
」
農
業
労
働
者
問
題
に
限
定
し
て
議
論
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
（
し
た
が
っ
て
、
ユ
ダ

ヤ
人
な
ど
労
働
力
問
題
と
結
び
付
か
な
い
他
者
の
問
題
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
）
、
そ
の
場
合
、
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
こ
こ
で
は
実
は
二
つ
存
在



し
て
い
る
。

　
第
一
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
新
し
く
登
場
し
た
「
他
所
者
」
労
働
者
が
経
済
的
の
み
な
ら
ず
社
会
的
・
政
治
的
に
固
有
の
属
性
を
も
つ
グ

ル
ー
プ
と
し
て
ど
う
形
成
さ
れ
て
く
る
の
か
、
農
村
の
日
常
世
界
の
な
か
で
ど
う
「
可
視
化
」
さ
れ
て
い
く
の
か
と
い
う
視
角
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
や
や
強
引
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
他
所
者
」
労
働
者
の
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
の
あ
り
方
と
し
て
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
既
述
の
よ

う
に
、
農
村
放
浪
者
モ
ナ
ー
ヘ
ン
の
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
の
仕
方
と
外
国
人
季
節
労
働
者
の
場
合
の
そ
れ
と
は
、
明
確
な
差
が
確
認
さ
れ
る
。

モ
ナ
ー
ヘ
ン
は
新
種
の
脱
穀
労
働
者
で
あ
る
の
に
、
社
会
保
険
設
立
の
試
み
の
挫
折
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
労
働
政
策
的
観
点
か
ら
の
「
制

度
化
」
は
な
さ
れ
な
い
。
彼
ら
の
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
の
仕
方
は
曖
昧
で
あ
る
が
、
あ
え
て
規
定
す
る
と
す
れ
ば
、
農
村
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー

と
し
て
、
文
化
的
・
道
徳
的
観
点
か
ら
社
会
的
次
元
で
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
い
た
っ
て

農
村
社
会
の
危
機
に
連
動
す
る
形
で
脱
穀
労
働
者
問
題
が
顕
在
化
す
る
と
、
解
決
は
社
会
的
な
排
除
と
し
て
し
か
な
さ
れ
な
く
な
る
の

で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
東
欧
季
節
労
働
者
の
場
合
は
明
白
で
あ
る
。
彼
ら
は
「
外
国
人
労
働
者
」
と
し
て
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
、
つ
ま
り

「
国
民
的
労
働
市
場
」
の
外
側
に
別
種
の
労
働
力
と
し
て
「
外
部
化
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
お
け
る
外
国
人
労
働
力

の
半
減
、
恐
慌
期
に
お
け
る
完
全
排
除
、
ナ
チ
ズ
ム
の
時
代
に
お
け
る
急
速
な
導
入
の
回
復
、
そ
し
て
最
後
に
は
戦
時
の
外
国
人
強
制

労
働
力
の
導
入
。
こ
う
し
た
一
連
の
過
程
こ
そ
が
「
外
国
人
労
働
者
」
の
「
制
度
化
」
・
「
シ
ス
テ
ム
化
」
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
「
他
所
者
」
労
働
者
を
議
論
す
る
上
で
の
も
う
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
「
他
所
者
労
働
者
」
問
題
の
あ
り
よ

う
が
、
現
代
社
会
の
成
り
立
ち
方
に
関
わ
っ
て
、
受
け
入
れ
側
の
農
村
の
社
会
統
合
の
あ
り
よ
う
を
い
か
に
規
定
し
て
い
く
の
か
と
い
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う
視
角
で
あ
る
。
2
れ
は
、
序
章
で
述
べ
た
「
周
辺
者
」
に
着
目
す
る
こ
と
の
意
味
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
い
る
。
）
こ
の
点
は
、
デ
ィ
ト
マ
ル

シ
ェ
ン
農
村
を
事
例
と
し
て
第
四
章
に
お
い
て
は
、
「
労
働
忌
避
者
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
付
け
ら
れ
た
モ
ナ
ー
ヘ
ン
排
除
の
裏
返

し
と
し
て
「
勤
勉
な
土
着
者
」
の
論
理
が
社
会
統
合
原
理
と
し
て
作
用
し
た
点
に
明
瞭
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
「
ナ
チ

ヘ
の
支
持
」
の
論
理
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
潜
在
的
に
は
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
社
会
政
策
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
論
理
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
季
節
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
主
に
第
三
章
と
第
五
章
に
お
い
て
、
「
営
舎
」
に
象
徴
さ
れ
る
可
視
化
を
通
し
て
、
「
家
族

生
活
も
営
め
な
い
」
存
在
と
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
者
が
観
念
さ
れ
て
い
く
過
程
、
そ
し
て
こ
れ
に
対
応
し
つ
つ
新
し
い
消
費
に
導

び
か
れ
た
「
自
立
的
生
活
」
の
享
受
の
論
理
が
ド
イ
ツ
人
た
る
こ
と
の
象
徴
に
な
っ
て
い
く
過
程
と
し
て
「
反
作
用
の
論
理
」
は
描
か

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
限
定
さ
れ
た
範
囲
な
が
ら
も
「
他
所
者
」
農
業
労
働
者
へ
の
着
眼
か
ら
農
村
の
社
会
統
合
の
あ
り
よ
う
を

見
る
と
き
、
農
村
は
反
近
代
化
の
砦
と
し
て
で
は
な
く
現
代
に
固
有
の
「
階
級
」
と
「
民
族
」
と
「
国
家
」
の
結
び
付
き
を
備
え
た
社

会
空
間
と
し
て
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
観
点
は
、
例
え
ば
外
国
人
労
働
者
を
「
制
度
」
の
側
面
で
の
み
み
て
い
る

と
き
に
は
決
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
観
点
で
あ
る
。
第
一
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
述
べ
た
経
済
次
元
、
社
会
次
元
の
具
体
的
な
あ

り
よ
う
ま
で
踏
み
込
ん
で
「
他
者
の
形
成
」
を
論
じ
た
と
き
、
は
じ
め
て
第
二
の
ポ
イ
ン
ト
の
意
義
が
自
覚
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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3

農
村
の
ナ
チ
化
論

以
上
の
統
合
論
は
、
実
は
土
着
の
自
由
旦
雇
い
や
グ
ー
ツ
の
労
働
者
と
モ
ナ
ー
ヘ
ン
や
季
節
労
働
者
を
区
切
る
階
層
の
仕
切
線
が
、



単
な
る
労
働
力
形
態
を
区
別
す
る
線
で
は
な
く
、
農
村
の
（
広
義
の
）
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
秩
序
づ
け
る
仕
切
線
で
も
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り

「
土
着
」
と
「
他
所
者
」
の
仕
切
線
で
も
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
本
書
で
は
、
私
は
主
要
に
土
着
の
農
業
労
働
者
に

つ
い
て
述
べ
つ
つ
、
実
は
こ
れ
を
土
着
の
農
村
民
全
体
の
統
合
論
と
し
て
も
論
じ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
不
当
で
は
な
い

の
は
、
こ
の
「
仕
切
線
」
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
い
る
の
だ
。

　
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
固
有
の
層
と
し
て
の
農
民
層
お
よ
び
大
農
業
者
層
に
つ
い
て
の
、
固
有
な
統
合
の
あ
り
方
を
否
定
す

る
も
の
で
は
な
い
。
本
書
で
は
、
農
民
層
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
主
に
第
一
章
と
第
二
章
に
お
い
て
大
農
層
の
市
民
化
・
所
有
ブ
ル
ジ
ョ

ア
化
・
新
保
守
主
義
化
と
し
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
本
格
的
な
展
開
は
第
二
章
の
末
尾
に
述
べ
た
よ
う
に
本

書
で
は
果
た
し
え
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
確
か
に
従
来
の
農
民
層
中
心
の
歴
史
像
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
に
し
か
す
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
そ
の
点
は
認
め
た
上
で
、
な
お
こ
の
固
有
の
農
民
の
動
き
に
つ
い
て
も
「
他
者
」
に
関
わ
る
問
題
が
重
要
な
論
点
で
あ
る
と

私
は
考
え
る
。
ナ
チ
ズ
ム
の
農
本
主
義
思
想
に
お
い
て
最
大
の
「
他
者
」
は
や
は
り
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
な
の
だ
ろ
う
が
、
例
え
ば
ナ
チ
ス

農
業
大
臣
の
ダ
レ
ー
は
ユ
ダ
ヤ
人
を
都
市
の
放
浪
者
と
し
て
、
「
土
地
に
根
ざ
し
た
人
」
と
し
て
の
ゲ
ル
マ
ン
に
対
比
し
て
い
る
の
で
あ

T
〉

る
。
こ
う
し
た
ユ
ダ
ヤ
観
は
、
先
に
み
た
「
モ
ナ
ー
ヘ
ン
」
や
「
外
国
人
労
働
者
」
を
半
ノ
マ
ド
視
す
る
視
線
と
か
な
り
近
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
固
有
の
も
の
と
し
て
の
農
民
層
の
ナ
チ
ヘ
の
統
合
論
理
を
論
じ
る
と
き
に
も
、
そ
し
て
「
農
業
の
苦
境
H
農
民
の
苦
境
H

救
済
者
と
し
て
の
ナ
チ
党
」
と
い
う
の
で
は
な
く
一
九
世
紀
末
の
所
有
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
の
そ
の
向
こ
う
に
農
民
の
ナ
チ
化
を
見
通
そ
う

と
す
る
と
き
に
こ
そ
、
「
他
者
」
論
的
視
角
は
な
お
有
効
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
本
書
で
扱
っ
た
ナ
チ
化
論
は
、
主
要
に
は
農
業
労
働
者
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ズ
ム
の
農
本
主
義
を
論
じ
る
場
合
、
注
目
す
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べ
き
は
、
そ
れ
が
「
ド
イ
ツ
の
農
民
」
を
中
心
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
措
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
の
か
。
そ
の
こ
と
の
社

会
史
的
な
意
味
は
何
な
の
か
。
本
書
の
特
徴
の
一
つ
は
、
こ
の
問
い
を
農
民
層
だ
け
の
も
の
に
限
定
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て
多
様
な
土

着
農
業
労
働
者
の
自
立
化
志
向
と
結
び
付
け
て
議
論
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
第
四
章
の
末
尾
に
書
い
た
よ
う
に
、
中
期
的
に
み

る
と
き
、
注
目
す
べ
き
は
、
農
業
労
働
者
問
題
の
解
決
の
道
が
「
小
農
化
」
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
各
種
移
動
労
働
者

の
排
除
の
過
程
と
抱
き
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
「
農
民
化
」
戦
略
の
受
容
は
、
農
業
労
働
者
が
「
伝
統
的

農
民
の
ノ
ル
ム
」
に
縛
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
く
、
彼
ら
が
近
代
的
な
「
自
立
化
」
を
求
め
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

が
ド
イ
ツ
国
民
で
あ
る
こ
と
の
証
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
ナ
チ
ズ
ム
の
農
本
主
義
は
近
代
の
エ

ス
ニ
シ
テ
ィ
問
題
と
関
わ
ら
せ
て
議
論
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
首
尾
よ
く
果
た
さ
れ
る
と
き
に
、
ナ
チ
ズ
ム
の
農
本
主

義
理
念
を
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
な
か
に
よ
り
明
白
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
だ
と
思
う
。

　
本
書
の
目
的
は
、
も
う
一
つ
の
近
代
ド
イ
ツ
農
村
史
の
叙
述
で
あ
っ
た
。
そ
こ
は
決
し
て
伝
統
と
静
寂
が
支
配
す
る
だ
け
の
と
こ
ろ

で
は
な
い
。
そ
こ
は
「
差
別
さ
れ
る
職
能
」
と
し
て
の
グ
ー
ツ
の
農
業
労
働
者
の
問
題
、
外
国
人
季
節
移
動
労
働
者
に
体
現
さ
れ
る
多

様
な
「
民
族
問
題
」
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
の
ナ
チ
化
の
問
題
、
さ
ら
に
は
土
地
改
革
か
ら
集
団
化
に
い
た
る
戦
後
東
独

農
村
の
「
社
会
主
義
」
権
力
の
形
成
の
問
題
な
ど
、
も
う
一
つ
の
コ
一
〇
世
紀
ド
イ
ツ
社
会
」
の
存
立
の
条
件
に
深
く
関
わ
る
多
様
な

問
題
群
を
内
包
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
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八
七
年
。

　
　
　
同
「
帝
制
期
ド
イ
ツ
の
外
国
人
労
働
者
統
計
資
料
に
つ
い
て
」
『
人
文
研
究
』
第
4
1
巻
第
1
0
分
冊
、
一
九
八
九
年
。
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同
「
『
プ
ロ
イ
セ
ン
渡
り
』
の
季
節
労
働
者
に
つ
い
て
1
二
〇
世
紀
初
め
、
東
欧
か
ら
ド
イ
ツ
農
業
に
出
稼
ぎ
を
し
た
人
々
1
ω
」
『
人
文
研
究
』
第
4
3
巻
第
7
分

　
　
　
冊
、
一
九
九
』
年
、
同
㊦
第
4
4
巻
第
1
2
分
冊
、
一
九
九
二
年
。

伊
集
院
立
「
ナ
チ
ス
と
農
村
同
盟
の
地
域
支
配
、
一
九
三
〇
～
三
二
」
『
茨
城
大
学
教
養
部
紀
要
』
第
2
0
号
、
］
九
八
八
年
。

M
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（
山
口
和
男
訳
）
『
農
業
労
働
制
度
』
（
未
来
社
）
一
九
五
九
年
。

1
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
（
本
多
健
吉
他
監
訳
）
『
脱
社
会
科
学
』
（
藤
原
書
店
）
］
九
九
三
年
。

大
鎌
邦
雄
『
行
政
村
の
執
行
体
制
と
集
落
』
（
日
本
経
済
評
論
社
）
一
九
九
四
年
。

大
野
英
二
『
現
代
ド
イ
ツ
社
会
史
研
究
序
説
』
（
岩
波
書
店
二
九
八
二
年
。

小
沢
脩
『
ド
イ
ツ
農
業
労
働
者
論
』
（
御
茶
の
水
書
房
二
九
六
五
年
。

加
藤
房
雄
『
ド
イ
ツ
世
襲
財
産
と
帝
国
主
義

プ
ロ
イ
セ
ン
農
業
・
土
地
問
題
の
史
的
考
察
』
（
勤
草
書
房
二
九
九
〇
年
。

　
　
　
同
「
旧
東
独
に
お
け
る
農
業
史
研
究
の
最
新
成
果
と
そ
の
意
義
」
『
土
地
制
度
史
学
』
第
】
三
八
号
、
］
九
九
三
年
。

金
子
邦
子
「
『
農
業
者
同
盟
』
ω
島
匹
号
h
ζ
民
且
昌
の
一
研
究
」
岡
田
与
好
編
『
十
九
世
紀
の
諸
改
革
』
（
木
鐸
社
二
九
七
九
年
。

　
　
　
同
「
一
九
世
紀
末
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
農
民
運
動
の
形
成
ー
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
を
基
盤
と
す
る
協
同
組
合
の
成
立
1
」
『
社
会
経
済
史
』
第
5
0
巻
第
1
号
、
］

　
　
　
九
八
四
年
。

　
　
　
同
「
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
業
奉
公
人
ー
バ
イ
エ
ル
ン
を
中
心
と
し
て
1
雲
秋
元
英
一
他
編
）
『
市
場
と
地
域
－
歴
史
の
視
点
か
ら
ー
』
（
日
本
経
済
評
論

　
　
　
社
）
一
九
九
三
年
Q

熊
野
直
樹
『
ナ
チ
ス
一
党
支
配
体
制
成
立
史
序
説
ー
フ
ー
ゲ
ン
ベ
ル
ク
の
入
閣
と
そ
の
失
脚
を
め
ぐ
っ
て
ー
』
（
法
律
文
化
社
）
一
九
九
六
年
。

斉
藤
幸
雄
「
ド
イ
ツ
の
畜
産
発
展
と
農
業
経
営
－
世
紀
交
代
期
に
お
け
る
農
業
政
策
の
政
策
的
基
礎
ー
」
北
海
道
大
学
『
経
済
学
研
究
』
第
2
2
巻
第
4
号
、
一
九
七
三

　
　
　
年
。

　
　
　
同
「
ド
イ
ツ
農
業
政
策
と
農
業
者
同
盟
（
一
八
九
〇
⊥
九
］
四
年
）
」
北
海
道
大
学
『
経
済
学
研
究
』
第
2
5
巻
第
2
号
、
一
九
七
五
年
。

D
・
シ
ェ
ー
ン
ボ
ウ
ム
（
大
島
か
お
り
他
訳
）
『
ヒ
ト
ッ
ラ
ー
の
社
会
革
命
』
（
而
立
書
房
）
一
九
七
八
年
。

柴
田
英
樹
「
プ
ロ
イ
セ
ン
領
ザ
ク
セ
ン
州
の
製
糖
業
に
お
け
る
農
業
労
働
者
の
存
在
形
態
－
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
「
ザ
ク
セ
ン
渡
り
」
季
節
労
働
者
を

　
　
　
中
心
に
ー
ω
」
（
中
央
大
学
）
『
経
済
学
論
纂
』
第
3
6
巻
第
3
号
、
］
九
九
五
年
、
同
㊦
第
3
7
巻
第
1
・
2
合
併
号
、
一
九
九
六
年
。

柴
田
三
千
雄
『
近
代
世
界
と
民
衆
運
動
』
（
岩
波
書
店
）
、
一
九
八
三
年
。

谷
口
幸
男
他
『
図
説
ド
イ
ツ
民
族
学
小
事
典
』
（
同
学
社
）
一
九
八
五
年
。

竹
中
亨
『
近
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
復
古
と
改
革
－
第
二
帝
制
期
の
農
民
運
動
と
反
近
代
主
義
1
』
（
晃
洋
書
房
二
九
九
六
年
。

田
中
優
「
1
9
世
紀
末
葉
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
家
的
統
合
の
』
断
面
」
『
鹿
児
島
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
、
】
九
八
七
年
。

田
村
雲
供
「
ド
イ
ツ
帝
政
期
に
お
け
る
女
子
就
業
労
働
の
社
会
的
位
相
1
「
女
中
」
の
実
態
を
中
心
に
ー
」
『
文
化
史
学
』
第
4
3
号
、
一
九
八
七
年
。
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同
「
ド
イ
ツ
帝
政
期
に
お
け
る
官
吏
・
家
族
・
女
性
ー
「
女
中
」
労
働
の
社
会
的
位
相
1
」
『
文
化
史
学
』
第
4
4
号
、
一
九
八
八
年
。

E
・
ト
ッ
ド
（
石
崎
晴
巳
他
訳
）
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
全
1
・
1
1
』
（
藤
原
書
店
二
九
三
三
年
。

豊
永
泰
子
『
ド
イ
ツ
農
村
に
お
け
る
ナ
チ
ズ
ム
ヘ
の
道
云
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
一
九
九
五
年
。

永
山
今
三
千
雄
「
ナ
チ
ス
の
農
村
進
出
ー
シ
ュ
レ
ス
ビ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
ー
e
口
」
（
立
正
大
学
V
『
経
済
学
季
報
』
第
2
3
巻
、
第
2
、
3
、
4
号
、
一
九
七
四
年
。

中
道
寿
一
『
ヒ
ト
ラ
ー
ユ
ー
ゲ
ン
ト
が
や
っ
て
き
た
』
（
南
窓
社
）
］
九
九
］
年
。

中
村
幹
雄
「
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
期
に
お
け
る
農
民
層
の
政
治
的
動
向
ー
シ
ュ
レ
ス
ビ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
場
合
1
」
『
史
林
』
第
4
3
巻
第
3
号
、
｝
九
六
〇

　
　
　
年
。

H
・
ハ
ウ
ス
ホ
ー
フ
ァ
i
（
三
好
正
喜
・
祖
田
修
訳
）
『
近
代
ド
イ
ツ
農
業
史
』
（
未
来
社
）
一
九
七
三
年
。

原
田
傳
『
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
と
農
業
問
題
』
（
九
州
大
学
出
版
会
）
一
九
八
七
年
。

肥
前
栄
↓
『
ド
イ
ツ
と
ロ
シ
ア
　
比
較
社
会
経
済
史
の
一
領
域
1
』
（
未
来
社
）
一
九
八
六
年
。

　
　
　
同
「
フ
ー
フ
ェ
と
ド
ヴ
ォ
ル

比
較
経
済
史
の
現
代
的
可
能
性
」
『
未
来
』
二
四
二
号
、
一
九
八
六
年
二
月
。

平
井
進
「
十
九
世
紀
前
半
北
西
ド
イ
ツ
の
農
民
・
ホ
イ
ア
ー
リ
ン
グ
関
係
ー
東
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
を
中
心
に
ー
」
『
社
会
経
済
史
学
』
第
6
0
巻
第
4
号
、
一
九
九
四

　
　
　
年
。

藤
瀬
浩
司
『
近
代
ド
イ
ツ
農
業
の
形
成
1
「
プ
ロ
シ
ア
」
型
進
化
の
歴
史
的
検
証
ー
』
（
お
茶
の
水
書
房
）
一
九
六
七
年
。

藤
田
幸
一
郎
『
近
代
ド
イ
ツ
農
村
社
会
経
済
史
』
（
未
来
社
）
一
九
八
四
年
。

古
内
博
行
「
ワ
イ
マ
ル
期
ド
イ
ツ
農
業
の
構
造
と
経
営
危
機
」
『
土
地
制
度
史
学
』
第
8
9
号
、
］
九
八
○
年
。

　
　
　
　
同
「
ワ
イ
マ
ル
期
ド
イ
ツ
農
業
の
危
機
と
農
業
政
策
」
『
社
会
経
済
史
学
』
第
4
6
巻
第
2
号
、
一
九
八
○
年
。

　
　
　
　
同
「
ナ
チ
ス
の
農
村
進
出
と
農
業
組
織
網
の
形
成
」
（
東
京
大
学
）
『
経
済
学
研
究
』
第
2
3
号
、
一
九
八
○
年
。

　
　
　
　
同
「
第
二
次
穀
物
調
達
措
置
の
開
始
と
飼
料
政
策
の
転
換
ー
ナ
チ
ス
期
農
業
政
策
の
一
断
面
1
」
『
土
地
制
度
史
学
』
第
一
三
四
号
、
一
九
九
二
年
。

D
・
ポ
イ
カ
…
ト
（
木
村
靖
二
・
山
本
秀
行
訳
）
『
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
ー
あ
る
近
代
の
社
会
史
！
』
（
三
元
社
）
］
九
九
］
年
。

三
ツ
石
郁
夫
『
ド
イ
ツ
地
域
経
済
の
史
的
形
成
ー
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
の
農
工
結
合
ー
』
（
勤
草
書
房
）
］
九
九
七
年
。

南
直
人
「
都
市
生
活
と
ミ
ル
ク
ー
「
近
代
的
」
食
生
活
の
一
側
面
1
」
（
見
市
雅
俊
他
）
『
青
い
恐
怖
・
白
い
街
t
コ
レ
ラ
流
行
と
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ー
』
（
平
凡
社
）
一
九
九
〇

　
　
　
年
。

村
瀬
興
雄
「
ナ
チ
ズ
ム
の
地
方
的
特
色
ー
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
を
中
心
に
し
て
ー
」
『
季
刊
社
会
思
想
』

　
　
　
同
『
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
』
（
中
公
新
書
）
一
九
七
七
年
。

S
・
W
・
ミ
ン
ツ
（
川
北
稔
・
和
田
光
弘
訳
）
『
甘
さ
と
権
力
－
砂
糖
が
語
る
近
代
史
！
』
（
平
凡
社
）
］
九
八
八
年
。

三
宅
立
「
ガ
ン
ド
ル
フ
ァ
i
兄
弟
事
始
め
1
第
一
次
世
界
大
戦
前
の
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
国
家
と
農
民
1
」
『
駿
台
史
学
』

2
－
3
、
一
九
七
二
年
。

第
4
5
号
、
一
九
七
八
年
。
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B
・
ム
ー
ア
弄
（
宮
崎
隆
次
他
訳
）
『
独
裁
と
民
主
政
治
の
社
会
的
起
源
1
・
H
』
（
岩
波
書
店
二
九
八
六
・
八
七
年
。

森
建
資
『
雇
用
関
係
の
生
成
』
（
木
鐸
社
二
九
八
八
年
。

山
本
秀
行
『
ナ
チ
ズ
ム
の
記
憶
』
（
山
川
出
版
社
V
一
九
九
五
年
。

吉
田
美
枝
子
「
『
近
代
』
に
直
面
す
る
農
民
家
族
と
女
性
」
『
お
茶
の
水
史
学
』
第
2
9
号
、
一
九
八
四
年
。

U
・
リ
ン
ゼ
（
内
田
俊
］
・
杉
村
涼
子
訳
）
『
生
態
平
和
と
ア
ナ
ー
キ
ー
』
（
法
政
大
学
出
版
会
）
］
九
九
〇
年
。

H
・
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
（
大
野
英
二
他
訳
）
『
ド
イ
ツ
社
会
史
の
諸
問
題
』
（
未
来
社
）
］
九
七
八
年
。

若
尾
祐
司
『
ド
イ
ツ
奉
公
人
の
社
会
史
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
］
九
八
六
年
。
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あ
と
が
き

　
本
書
は
大
学
院
進
学
以
来
の
約
一
五
年
問
に
わ
た
る
私
の
研
究
生
活
の
試
行
錯
誤
の
中
で
徐
々
に
編
ま
れ
た
。
当
然
な
が
ら
、
本
書

の
内
容
は
、
そ
の
間
に
私
が
自
分
な
り
に
抱
き
続
け
た
問
題
関
心
に
よ
っ
て
色
濃
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
研
究
を
開
始
し
た
八

O
年
代
に
育
ま
れ
、
九
〇
年
代
に
な
っ
て
よ
う
や
く
私
の
中
で
形
を
整
え
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
私
の
研
究
を
支
え
た
三
つ
の

個
人
的
な
「
思
い
」
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
の
言
葉
を
用
い
て
簡
単
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。

　
そ
れ
は
第
一
に
は
、
農
業
史
研
究
と
関
わ
っ
て
い
え
ば
、
近
代
社
会
に
お
け
る
「
根
つ
き
」
の
思
想
を
自
分
の
な
か
で
相
対
化
し
て

み
た
い
と
い
う
思
い
で
あ
る
。
従
来
、
近
代
化
が
資
本
主
義
化
と
し
て
語
ら
れ
る
と
き
、
労
働
力
の
流
動
化
こ
そ
が
そ
の
基
本
条
件
と

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
違
っ
た
意
味
で
、
モ
ダ
ニ
テ
ィ
は
人
々
を
新
た
な
「
根
つ
き
」
の
思
想
に
か
ら
め
取
っ
て
い
く
面

が
あ
る
。
特
に
農
民
と
農
村
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
近
代
社
会
に
な
っ
て
は
じ
め
て
「
大
地
に
足
の
つ
い
た
人
々
」
「
宗
教
的
に
敬

度
で
無
垢
な
人
々
」
「
近
代
の
犠
牲
者
」
と
し
て
再
発
見
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
近
代
社
会
は
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一
方
で
人
々
の
社
会
的
流
動
性
を
一
気
に
高
め
な
が
ら
、
し
か
し
他
方
で
「
根
つ
き
」
の
思
想
を
、
前
近
代
的
な
も
の
と
し
て
放
逐
す

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
ら
の
存
立
の
条
件
と
し
て
様
々
な
形
で
再
編
成
し
つ
づ
け
て
い
く
。
私
は
素
朴
な
エ
コ
ロ
ジ
ー
や
有
機
農

業
の
議
論
に
接
す
る
と
き
、
い
つ
も
こ
の
点
を
も
っ
と
自
覚
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
「
空
っ
ぽ
の
自
我
」
に

苦
し
む
現
代
の
人
々
の
姿
に
も
重
な
っ
て
く
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
は
、
社
会
権
力
に
つ
い
て
の
社
会
史
的
な
理
解
の
具
体
化
を
め
ざ
し
た
い
と
い
う
課
題
意
識
で
あ
る
。
戦
後
日
本
の
社
会
主
義

的
潮
流
の
思
想
と
運
動
の
欠
陥
の
一
つ
は
ミ
ク
ロ
的
な
権
力
の
問
題
に
無
自
覚
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
般
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
私
自
身
が
学
生
時
代
に
個
人
的
な
経
験
と
し
て
強
く
体
感
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
研

究
生
活
の
駆
け
出
し
の
頃
、
私
自
身
の
関
心
は
農
業
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
問
題
を
日
常
世
界
に
お
け
る
権
力
の
問
題
と
し
て
扱
う
こ

と
に
向
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
際
に
社
会
史
的
な
視
角
が
新
し
い
理
解
の
仕
方
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、

こ
こ
で
い
う
社
会
史
的
視
角
と
は
、
方
法
的
な
反
省
を
欠
き
、
た
だ
近
代
主
義
の
価
値
意
識
を
様
々
に
裏
返
し
て
み
せ
る
こ
と
で
満
足

す
る
だ
け
の
立
場
を
い
う
も
の
で
は
な
い
。
私
に
と
っ
て
継
承
さ
れ
る
べ
き
社
会
史
的
視
角
と
は
、
人
々
の
日
常
世
界
に
お
け
る
主
観

的
な
了
解
の
仕
方
を
独
自
の
領
域
と
し
て
自
覚
的
に
設
定
し
、
こ
れ
を
社
会
編
成
の
仕
方
の
な
か
に
織
り
込
ん
で
理
解
し
よ
う
と
す
る

立
場
で
あ
る
。

　
本
書
を
支
え
た
第
三
の
問
題
関
心
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
戦
問
期
と
い
う
時
代
へ
の
関
心
と
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
東
欧
の
農
村
世
界
へ

の
憧
憬
に
も
似
た
関
心
で
あ
る
。
そ
こ
は
ナ
チ
ズ
ム
に
つ
な
が
る
運
動
と
社
会
主
義
に
つ
な
が
る
運
動
が
、
農
村
・
農
業
問
題
と
複
雑

に
交
錯
し
て
展
開
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
時
空
間
で
あ
っ
た
。
近
代
化
と
農
業
問
題
の
関
わ
り
を
歴
史
的
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
者
に

は
魅
力
に
尽
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
は
、
社
会
主
義
や
ナ
チ
ズ
ム
の
問
題
も
、
普
遍
理
念
の
言
説
分
析
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
う
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し
た
ド
イ
ツ
や
東
欧
の
農
村
社
会
の
具
体
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
な
か
に
埋
め
こ
ま
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
し
て
み
た
い
と
考
え
た
。

　
以
上
の
三
つ
の
問
題
関
心
が
、
「
他
所
者
」
農
業
労
働
者
視
点
か
ら
の
雇
用
関
係
論
を
核
と
す
る
ド
イ
ツ
農
村
社
会
史
論
へ
と
私
の
研

究
を
方
向
づ
け
た
。
た
だ
し
私
の
当
初
の
関
心
は
主
要
に
は
農
業
雇
用
関
係
の
社
会
史
的
理
解
に
あ
っ
た
。
そ
れ
が
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
問

題
へ
と
発
展
し
た
の
は
、
第
一
に
は
農
業
労
働
者
の
研
究
を
進
め
て
す
ぐ
に
、
農
業
季
節
労
働
者
と
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
者
が
大

量
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
文
献
で
写
ヨ
号
と
記
さ
れ
て
い
た
農
村
放
浪
者
「
モ
ナ
ー
ヘ
ン
」
に
つ
い
て

の
記
述
に
頻
繁
に
出
会
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
（
ち
な
み
に
当
時
、
穿
註
。
を
「
他
者
」
と
訳
す
る
例
は
あ
ま
り
お
目
に
か
か
れ
な
か
っ
た
。
）
第

二
に
は
、
七
〇
年
代
後
半
以
降
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
問
題
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
で
あ
り
、
第
三
に
、
こ
れ

は
あ
る
意
味
で
は
本
書
の
内
容
と
は
直
接
に
は
全
く
関
係
な
い
の
だ
が
、
近
郊
農
村
地
帯
で
あ
る
私
の
故
郷
に
お
い
て
七
〇
年
代
か
ら

八
O
年
代
に
か
け
て
の
大
規
模
な
宅
地
開
発
に
伴
っ
て
新
た
な
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
危
機
が
生
じ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が

八
O
年
代
前
半
に
お
け
る
農
村
の
政
治
的
「
保
守
化
」
と
結
び
つ
い
た
よ
う
に
み
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
問
題
関
心
に
支
え
ら
れ
つ
つ
本
書
は
次
の
よ
う
な
三
つ
の
狙
い
を
も
っ
て
構
想
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
近
代
「
ド

イ
ツ
」
農
業
労
働
者
の
社
会
史
を
叙
述
す
る
こ
と
、
第
二
に
農
業
労
働
者
論
の
視
角
か
ら
、
従
来
の
「
中
問
層
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
論
や
「
近

代
に
適
合
で
き
な
い
農
村
」
論
に
象
徴
さ
れ
る
農
村
史
観
へ
の
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
を
提
出
す
る
こ
と
、
第
三
に
、
よ
り
一
般
的
に
は
、

広
義
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
問
題
を
軸
に
お
く
近
代
社
会
史
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
試
み
る
こ
と
。
も
と
よ
り
こ
う
し
た
狙
い
が
、
本
書
の
叙
述

に
お
い
て
実
際
の
と
こ
ろ
ど
の
程
度
成
功
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
問
題
の
立
て
方
が
ど
の
程
度
有
効
な
も
の

な
の
か
に
つ
い
て
は
、
慧
眼
な
読
者
諸
氏
の
忌
揮
の
な
い
御
批
判
を
待
つ
よ
り
他
は
な
い
。
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本
書
は
、
こ
こ
一
〇
年
間
に
折
に
触
れ
て
発
表
し
て
き
た
論
文
を
素
材
と
し
て
一
九
九
五
年
春
か
ら
夏
に
か
け
て
執
筆
し
同
年
七
月

に
京
都
大
学
農
学
研
究
科
に
提
出
し
た
学
位
論
文
に
、
さ
ら
に
加
筆
・
修
正
を
施
し
て
完
成
さ
れ
た
。
各
章
の
も
と
に
な
っ
た
論
文
の

初
出
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
序
章
「
近
代
ド
イ
ツ
農
村
社
会
史
研
究
の
方
法
に
よ
せ
て
ー
農
業
労
働
者
・
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
・
農
村
ナ
チ
化
ー
」
（
荒
木
幹
雄

　
　
　
　
　
編
）
『
近
代
農
史
論
争
－
経
営
・
社
会
・
女
性
1
』
（
文
理
閣
二
九
九
六
年
。

　
第
一
章
　
コ
九
世
紀
末
北
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
大
農
目
農
業
僕
脾
関
係
ー
ホ
ル
シ
ュ
イ
ン
・
マ
ル
シ
ュ
地
方
を
中
心
に
ー
」
『
農
業

　
　
　
　
　
史
年
報
』
（
関
西
農
業
史
研
究
会
編
）
第
一
号
、
一
九
八
七
年
。

　
第
二
章
　
コ
九
世
紀
末
北
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
業
労
働
者
と
農
村
社
会
1
「
他
所
者
」
農
業
労
働
者
と
土
着
農
業
労
働
者
」
」
『
土

　
　
　
　
　
地
制
度
史
学
』
第
二
一
六
号
、
一
九
九
〇
年
。

　
補
論
お
よ
び
第
三
章

　
　
　
　
　
「
家
と
雇
用
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
ー
近
代
ド
イ
ツ
農
村
の
家
父
長
的
支
配
と
外
国
人
労
働
者
！
」
『
歴
史
学
研
究
』
第
六
八
五

　
　
　
　
　
号
、
一
九
九
六
年
。

　
　
　
　
　
コ
九
世
紀
後
半
中
部
ド
イ
ツ
に
お
け
る
土
着
農
業
労
働
者
」
（
三
好
正
喜
教
授
退
官
記
念
事
業
会
編
）
『
小
農
の
史
的
分
析
日

　
　
　
　
　
農
史
研
究
の
諸
問
題
』
（
富
民
協
会
二
九
九
〇
年
。
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第
四
章

第
五
章

「
後
期
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
農
村
社
会
と
農
業
労
働
者
－
農
村
ナ
チ
ズ
ム
形
成
の
も
う
一

学
』
第
五
九
巻
第
二
号
、
一
九
九
三
年
。

つ
の
局
面
1
」
『
社
会
経
済
史

「
後
期
ワ
イ
マ
ー
ル
の
グ
ー
ツ
の
世
界
ー
近
代
ド
イ
ツ
農
村
社
会
と
農
業
労
働
者
1
」
『
歴
史
学
研
究
』
第
六
六
四
号
（
一
九

九
四
年
歴
史
学
研
究
会
大
会
報
告
）
、
一
九
九
四
年
。

「
後
期
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
グ
ー
ツ
の
世
界
ー
近
代
ド
イ
ツ
農
村
社
会
と
農
業
労
働
者
1
」
『
社
会
科
学
』
（
同
志
社
大
学
人

文
科
学
研
究
所
編
）
第
五
四
号
、
一
九
九
五
年
。

補
説
・
終
章
　
書
き
下
ろ
し

　
私
の
研
究
の
基
本
的
な
場
は
、
京
都
大
学
農
学
部
農
林
経
済
学
教
室
農
史
講
座
（
現
生
物
資
源
経
済
学
教
室
比
較
農
史
学
分
野
）
で
あ
っ

た
。
私
の
研
究
の
営
み
は
、
こ
の
農
史
講
座
の
ス
タ
ッ
フ
や
先
輩
同
僚
諸
氏
た
ち
の
知
的
な
関
心
と
知
的
態
度
に
大
き
く
影
響
さ
れ
、

支
え
ら
れ
て
き
た
。
三
好
正
喜
先
生
か
ら
は
実
証
分
析
の
神
髄
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
学
ん
だ
。
実
際
先
生
は
限
ら
れ
た
デ
ー
タ
か
ら

論
理
を
発
見
し
組
み
立
て
て
い
く
能
力
に
秀
で
て
い
た
。
な
に
よ
り
先
生
に
は
私
の
研
究
の
起
点
を
与
え
て
下
さ
っ
た
こ
と
に
感
謝
し

た
い
。
本
書
は
私
が
フ
ラ
ン
ツ
・
レ
ー
バ
イ
ン
の
自
叙
伝
と
出
会
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
の
だ
が
、
第
二
帝
政
期
の
ド
イ
ツ
農
村
史

の
な
か
に
修
士
論
文
の
テ
ー
マ
を
探
そ
う
と
し
な
が
ら
完
全
に
行
き
詰
ま
っ
た
ま
ま
修
士
課
程
二
回
生
の
夏
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た

私
に
、
先
生
は
レ
ー
バ
イ
ン
の
自
叙
伝
を
ひ
ょ
い
と
差
し
出
し
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
荒
木
幹
雄
先
生
か
ら
は
、
知
的
権
威
に
お
も
ね
な
い
態
度
が
ど
う
い
う
も
の
か
を
学
ん
だ
。
が
、
な
に
よ
り
オ
ー
バ
ー
ド
ク
タ
ー
か
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ら
研
修
員
・
非
常
勤
講
師
時
代
に
か
け
て
の
長
く
て
不
安
定
な
時
代
に
私
を
農
史
研
究
室
に
受
け
入
れ
つ
づ
け
て
下
さ
っ
た
こ
と
に
心

よ
り
感
謝
し
た
い
。
こ
う
し
た
支
え
が
な
か
っ
た
ら
、
私
は
研
究
者
と
し
て
は
と
っ
く
の
昔
に
潰
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
現
在
の
仕
事
上
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
り
か
つ
上
司
で
あ
る
野
田
公
夫
氏
に
は
、
そ
の
類
ま
れ
な
整
理
能
力
と
言
語
能
力
に
た
だ
脱

帽
す
る
ば
か
り
だ
が
、
お
か
げ
で
研
究
の
節
目
節
目
で
非
常
に
有
益
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
た
。
氏
に
は
今
回
の
出
版
に
際
し
て

も
お
世
話
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
荒
木
幹
雄
、
祖
田
修
、
稲
本
志
良
の
各
先
生
に
は
学
位
論
文
審
査
の
労
を
と
っ
て
い
た
だ
い
た
。
記
し

て
感
謝
し
た
い
。

　
も
と
も
と
閉
じ
こ
も
り
が
ち
の
性
格
で
あ
る
だ
け
に
、
数
少
な
い
研
究
会
へ
の
参
加
と
報
告
は
私
に
は
貴
重
な
知
的
刺
激
の
場
で

あ
ワ
た
。
と
く
に
徳
永
光
俊
氏
を
は
じ
め
と
す
る
関
西
農
業
史
研
究
会
、
庄
司
俊
作
氏
を
は
じ
め
と
す
る
同
志
社
人
文
科
学
研
究
所
の

研
究
会
、
そ
し
て
一
九
九
四
年
度
大
会
準
備
に
向
け
て
の
歴
史
学
研
究
会
近
代
史
部
会
の
み
な
さ
ん
に
感
謝
し
た
い
。
本
書
の
最
終
的

な
枠
組
み
は
こ
の
歴
研
大
会
へ
の
報
告
準
備
の
過
程
の
な
か
で
作
ら
れ
た
。

　
現
代
の
日
本
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
者
に
は
珍
し
い
こ
と
だ
ろ
う
が
、
私
は
長
期
ド
イ
ツ
留
学
の
体
験
を
し
て
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
に

通
常
の
史
料
・
文
献
集
め
は
、
日
独
の
図
書
館
を
通
し
て
の
文
献
複
写
サ
ー
ビ
ス
に
大
き
く
依
存
し
た
。
特
に
京
大
農
学
部
の
図
書
室

の
方
々
、
そ
し
て
職
務
と
は
い
え
私
の
要
求
や
問
い
合
わ
せ
に
首
尾
よ
く
対
応
し
て
下
さ
っ
た
ド
イ
ツ
各
地
の
図
書
館
、
文
書
館
の
人
々

に
心
よ
り
感
謝
し
た
い
。
さ
ら
に
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
の
K
・
シ
ュ
ル
ム
氏
と
」
・
W
・
ト
ム
ゼ
ン
氏
に
は
数
度
に
わ
た
る
現
地
で
の

史
料
調
査
の
際
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
特
に
元
農
民
で
か
つ
郷
土
史
家
で
あ
る
ト
ム
ゼ
ン
氏
に
は
、
研
究
上
の
示
唆
に
加
え
て
氏

の
家
の
賃
金
帳
と
家
計
簿
ま
で
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
の
み
な
ら
ず
、
一
週
間
に
わ
た
っ
て
私
た
ち
夫
婦
を
お
宅
に
泊
め
て
い
た
だ
い

た
。
あ
の
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
の
一
週
間
こ
そ
は
、
今
に
し
て
思
え
ば
私
の
研
究
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
っ
た
。
本
書
の
核
に
な
っ
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て
い
る
第
四
章
は
そ
の
と
き
の
成
果
で
あ
る
。
心
よ
り
感
謝
し
た
い
。

　
私
は
三
十
代
の
大
半
を
、
事
実
上
、
高
専
、
短
大
、
大
学
を
渡
り
歩
く
非
常
勤
講
師
と
し
て
過
ご
し
た
。
誇
り
を
も
っ
て
自
ら
選
ん

だ
研
究
者
の
道
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
し
て
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
稼
ぎ
し
か
あ
て
が
な
か
っ
た
二
十
代
末
か
ら
三

十
代
は
じ
め
の
オ
ー
バ
ー
ド
ク
タ
ー
時
代
に
比
べ
れ
ば
随
分
と
ま
し
だ
っ
た
と
は
い
え
、
三
十
代
半
ば
を
過
ぎ
て
の
低
所
得
と
高
負
担
、

不
安
定
な
身
分
は
や
は
り
「
か
ら
だ
」
に
も
「
こ
こ
ろ
」
に
も
よ
く
は
な
か
っ
た
。
強
い
「
根
な
し
」
の
感
覚
、
希
望
を
描
き
き
れ
な

い
不
安
感
、
そ
し
て
波
状
的
に
押
し
寄
せ
て
く
る
、
敗
北
感
と
不
遇
感
が
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
な
っ
た
よ
う
な
感
情
に
苦
し
ん
だ
。
幸
い
に

も
昨
年
夏
、
京
大
農
学
研
究
科
に
職
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
現
代
の
高
等
教
育
機
関
に
お
け
る
オ
ー
バ
ー
ド
ク

タ
ー
や
非
常
勤
講
師
を
め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
は
不
平
等
感
を
越
え
て
、
不
条
理
感
す
ら
を
覚
え
て
し
ま
う
。
近
年
喧
し
い
大
学
改
革

で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
非
常
勤
講
師
の
み
で
生
計
を
立
て
て
い
る
人
々
が
置
か
れ
た
差
別
的
状
況
に
対
す
る
想
像
力
は
あ
ま
り
感
じ

ら
れ
な
い
。
こ
の
場
を
借
ワ
て
こ
の
問
題
の
社
会
的
自
覚
化
と
状
況
の
改
善
を
強
く
求
め
た
い
。

　
出
版
に
際
し
て
は
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
の
鈴
木
哲
也
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
ま
た
、
同
理
事
長
の
尾
崎
芳
治
先
生
に
は
、

修
士
課
程
の
時
、
経
済
学
部
に
お
け
る
大
学
院
の
ゼ
ミ
で
、
資
本
論
を
「
資
本
の
労
働
指
揮
」
権
の
確
立
過
程
と
し
て
深
く
読
む
仕
方

を
教
わ
っ
た
。
そ
の
見
方
は
、
農
業
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
あ
り
方
へ
の
私
の
関
心
を
強
く
刺
激
し
た
。

　
な
お
、
本
研
究
に
対
し
て
は
、
永
井
幸
喜
氏
の
永
井
研
究
助
成
金
に
よ
る
支
援
を
う
け
た
。

　
ま
た
、
本
書
の
刊
行
に
際
し
て
は
、
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
研
究
公
開
促
進
費
）
の
交
付
を
得
た
。

　
京
大
農
学
部
図
書
室
の
地
下
四
階
の
書
庫
に
は
、
発
行
さ
れ
て
久
し
い
の
に
ぺ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
で
一
度
も
頁
が
切
ら
れ
て
い
な
い
よ

う
な
多
く
の
古
い
洋
書
が
眠
っ
て
い
る
。
今
は
、
自
分
の
半
生
の
営
み
が
こ
う
し
た
形
で
書
物
と
な
り
、
地
下
書
庫
の
世
界
に
仲
間
入
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り
が
で
き
る
こ
と
を
素
直
に
喜
び
た
い
。
最
初
四
年
の
つ
も
り
で
京
都
に
出
て
き
た
が
、
こ
う
な
る
ま
で
に
気
が
つ
い
た
ら
二
〇
年
が

経
過
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
し
た
私
を
寛
大
に
受
け
止
め
て
く
れ
た
岐
阜
の
田
舎
の
両
親
と
、
物
質
的
に
は
必
ず
し
も
恵
ま
れ
な
い
状

況
な
が
ら
、
む
し
ろ
私
な
ど
よ
り
も
は
る
か
に
精
神
的
に
自
由
で
あ
り
つ
づ
け
た
妻
に
、
本
書
を
捧
げ
よ
う
。
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連続性論　28

労働災害　109，111，117→社会保険

労働者社宅→社宅
ローテーションシステム　135，136昇70，176
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ナチ党員　241，296，305

日常史　 11，20，23，25－27，307

乳児死亡率　298

入植　43，204，227，249，250，287，290，291，

　　292，294，303，316→内地植民政策

人間市　g6，100，104，105，232，241，256，257

妊娠　132－135，187，268，270

農会　53，119

農業恐慌　4，25

農業者同盟　9，10，16，26，120

農業変革　42，43，87，12g

農業保護　9，27，316

農業労働者の収入　277，306

農業労働者の流出　303

農業労働者中央斡旋所　202，297

農業労働者中央連盟　17，297

農場管理人（インスペクター）78，79，101，

　　130，134，139，262，272，282，286，299，304

農場名簿　251
農村失業者　223

農村女性・農村女性労働者　23，32，ア3，75，

　　107，160，251，252，307，308，310 312

農村同盟　g，16，17，26，2g，225，282，297

農本主義　7，31g，320

農民化・農民化戦略　250，289，293，294，320

「農民貴族」化　119

［ハ　行］

ノぐイク　　222，236，277ヲ284，302

ハイデ（地名）77，224，236，237，240，242，

　　246，254

旗揚げ式　228．280，283，284，301

ハノーファー（地名）　50，77，143，159，204，

　　298，301，307 311

反セム主義　g，26

半デプタート　1ア4，175，206→現物賃金，

　　完全デプタート

東エルベ農業労働者調査報告　13，14

ヒトラー　 24，241，24g，257，258

ピンネンベルク（地名）　308

フーフェ所有農　42

夫婦入国　208→家族入国

フェーマルン（地名）　101－104，125，225，256

フェミニズム　38，300

福祉国家　231→社会国家
服務手帳　67，72

富裕化→大農の富裕化

冬の夜の集い　86，1％

ブラウンシュヴァイク（地名）　46，143，150

ブランデンブルク　45，76，165，169，180，181，

　　183，186，198，289

ブルク（フェーマルン島）（地名〉　125

プレーン（地名）　40，80，261，298，302，305

プロイセン渡り　32，202

ヘゲモニー　7，9，23，28，29，31，247，268

ペンドラー　％，163→通勤労働者

ホイアーリング　87，121

ホイスラー　87，88，264

放火　234，239，253

奉公人条例　12，62，66 68，70，72，222，225，

　　266

奉公人部屋　54，56，77，264，298

ポーゼン（地名〉22，45，76，エ47，157，164，

　　169，181，183，201

ホーフゲンガー　121，124，130，132，133，136，

　　137，138，140

ホップ摘み労働者（シュパルトの）　123

ポムメルン（地名）　22，73，140，143，165，

　　169，181，183，297

ポラッケン　198

［マ　行ゴ

マクデブルク（地名〉　22，77，78，143，150，

　　151，163，202，261，262，275，279，280，297ラ

　　298，300，301

マルネ（地名）　234，235，238，239，24g，254，

　　255

身分証制度　199，201，210

メルゼブルク（地名〉　191，251

メルドルフ（地名）　101，243，245，254，255，

　　257

モラル・エコノミー　25

［ヤ　行］

宿屋（ガストホーフ）53，55，56，101，104，

　　105ヲ262，279，280，283，302

ユダヤ人　26，316，319

ユンカー　3，7，13，14，25，28，31，121，161，

　　162，310

［ラ　行］

ランズベルグの人々　45，180

ラントフォルク運動　6，7，242，248

輪栽式　43，万，151
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収穫作業・収穫労働　89－91，97，101，105，

　　107，158，177 179，224，228－230

　一賃金　228
　一労働者　96，105，223．225－228，231，

　　　　239，254

修正主義

集村形態

住宅建設

住宅問題

73

42，44

291→入植，小所有・小所有化

147ラ190，261，269，273，274，287，

　　289，294，303

受動的抵抗　79

シュベリン（地名）261，287，303

シュレージエン（地名）　22，110，147，150，

　　157，169，192，246，308，309

小所有・小所有化　91，93－95，118，123，205，

　　261，2877290，293，294，316

小農化　118，119，291，250，320→農民化・

　　農民化戦略

消費組合　276，300

職員層　160，272→農場管理人

職業斡旋と奉公人制度改善のための協会　72

食生活　75，149，188，270，275，300

職能原理・職能的統合　16，17，29

女性・児童労働力　96

所有ブルジョア化　120，319→大農の富裕

　　化

新保守主義　9，17，120，319

スウェーデン人　49，59，128，131－136，139，

　　140，175

　一奉公人　50，58，128，130，132，139，146，

　　　　175，176，187，197，199

　一マークト　132，133，135

ストライキ　217，225－227，232ラ235 240，251，

　　254，256，266ラ285

精神疾患　134
性道徳・性病　55，133，179，187，270，298，310

世界システム論　28，29

1907年法　199→外国人労働者政策

組織資本主義　9

［夕　行］

大農の富裕化　77，119，120，150，203

大量移動　3，18，130→海外移民

脱穀作業　88，109，137，222，235 238，240，

　　253，254

　一賃金　162，228，230

　一歩合　161，162，204

単一のドイツ農民層　215，294

男女のカップリング（季節労働者の）　177，

　　178，188→ジェンダー
ダンス　54，55，77，97，204，280，283，284，298，

　　300，301，309
団体主義　g，17，26

畜産恐慌　25

畜産・酪農に関わる労働　75，131

中間層テーゼ　4，6，315

中間層理念　9
中耕機　161

賃金協約　225，226，227，230ラ231ラ249，251，

　　266，279，295，316→協約賃金

賃脱穀機制度・賃脱穀業者→移動賃金脱穀

　　制度

通勤労働者　162，163→ペンドラー

通信販売　277

DLV→ドイツ農業労働者同盟
帝国農業労働者同盟　297

鉄兜団　272，299

デプタント　13ラ31，129，162，163ラ184ヲ262，

　　264，286

甜菜・甜菜糖業　23，44，47，59，60，97，100，

　　125，149 151，157－159，161，169，1ア3，177，

　　179ヲ199ラ202，203，262，310

　一工場　44 46，73，88，89，92，96，99，144，

　　　　159，246

　一収穫　96，158，162，177

デンマーク人49，50，76

ドイツ革命　225，264

ドイツ女子青年同盟　312

ドイツ農業労働者同盟　226－228，231，250，

　　251，256，257，262，266，273，280，2S2，284，

　　289，296，297，301，304

ドイツ農村の地帯区分　30

ドイツ農村労働者中央斡旋所　72，195，19％

　　201

東欧農業労働力市場　18，21

東独のマクデブルク農業史研究　19，202

突撃隊　241－243，301

トムゼン家（大農）218 220，223，251，255

トラホーム　192，193，195－198ヲ20g

トルコ人労働者問題　145

［ナ　行］

内地植民政策　250，290，291

ナチス得票率　4，215，258
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家族入国　208→夫婦入国
ガリチア（地名〉　45，g6，131，145，16g，180，

　　192，196，201

刈取機　121，122，208，224

簡易宿泊所　56，101，103，104，233，234，237，

　　238ラ240，246，253－255

関税政策　150，316

完全デプタート　174，1ア5，206→現物賃

　　金，半デプタート

干拓・堤防事業　42，85，89，104，223，227，

　　229，249

　一労働者　89

　一労賃　228
キール運河　89ラ104

季節労働者の病気　191→トラホーム
虐待　254，255，267，271，272，299

キャベツ　45，46，97，217，218，222，246，247

救貧負担　117，1努，135，136

　　　連盟　109，110，113

共産党→コミュニズム・コミュニスト
強制帰還制度　197，199，200

強制収容所　241，257

強制的同質化　17，26，315

協同組合方式　妬，98

共同食事慣行　56，78

利益共同体　13，18

協約賃金　229，231，279，285→賃金協約

グーツベチルク　263

グーツ地域のナチ化　261，295，296

組合（農業労働者の）

　一集会　227229，284，285，302，303

　一生活のオルグ活動費　228，231，249，

　　　　280，284，302，285，286，303

　一専従活動家　284，285

　　　郡指導者　269，284，285

組頭　59，97，98，124，132，143 145，160，170，

　　171，173，175，178－181，208，268

郡長報告（外国人労働者についての）　164，

　　168

契約破棄　30，66，68 72，7g，80，124，170－176，

　　179－181，183，184，201，207，208

ゲースト（地名）　5，40，42，43，62，76．85，87，

　　89，93，95，98，105，11g，122

結婚差別　310

結婚式の祝宴　279

月賦購入　277
ゲマインデ健康保険　109，110，116，117，127

　　→社会保険

健康保険→社会保険
現物賃金・現物給与　1万，279→完全デプ

　　タート，半デプタート

コーポラティズム　29→団体主義
国外追放　185，195，20g，268

国内の季節労働者　157，164，167，170，180，

　　181，183，185，192

国会議員選挙　215，301，305

コッペルヴィルトシャフト　43，85

コミュニズム・コミュニスト（共産党）5，

　　227，235，236，238，239，241 243，245 249，

　　254，255，257，258，304

雇用の国民化　201，265，289

孤立農圃制　42，43，85，86

婚外出生児　56，133，135，270，298，310

［サ　行］

災害保険→社会保険
在郷軍人会　286，303

ザウワーランド（地名）　94

ザクセン，P（地名）45，80，143 145，147，

　　150，157，163ラ165，167，169，175，184，202，

　　297，299

ザクセンゲンガー　32，45，73，78，80，123，

　　143ラ165，169，178，180，187，192－194　→

　　プロイセン渡り

搾乳夫　122，130，131，13g，160，302，303

サッカリン　203

砂糖の消費　75，149，150，203，44，149，203

ジェンダー　157，171，176，188

失業保険→社会保険
自転車　163，236，23g，2，3，255，275，2刀，280，

　　300

自動車レース　277

社会国家　16，201，266，315，316→福祉国家

社会保険（農業労働者の）　230，317

　健康保険　110，111 117，126，127

　災害保険　109，11H13，126

　失業保険　226，230，240，291

社会民主主義・社会民主党　5，12，28，73，

　　137，226，258ヲ266，284，285，289，293，301，

　　302，305

社：宅　137，163，190，205，262，264，268－270，

　　279，288ヲ291 294，303

シュヴァンゼン（地名）　302

収穫祭　280，281－283，301
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［マ　行］

マイアーニカイエンブルク，H．15g，298，

　　307，308，311，312

マティーセン，M　98，219，257

三ツ石郁男　122

南直人　万

ミュールベルガー，D．305

ミュラー，H．　146

ミュンケル，D．26
ミン／ツ，S．W．　149，203

ムーア」【．，B，6，10，24，27

村瀬興雄　6，24

メルキ，Cb．M．203

モーア（郡医）　195，196

森建資　37，73

［ヤ行・ラ行・ワ行］

山本秀行　25，26

吉田美枝子　73

ラツハ，∫　19

リーグラー，C．H．13g

リューデル，H．28
ルーフト，H，　99，100，101

レ！一ノぐイン，F．　39，51，53，55，58360，61，63

　　 68ラ73，75ヲ79，87，89，90，92，107，109，

　　117，122，123，143，145，171，175，205，282

レーリッヒ，M．g4
レスケ（郡医）　197

ローゼンベルク，H．10，27

若尾祐司　31，37，73，78

事項　索　引

［ア　行］

アインリーガー　87，121，264

アスパラガス　159，308，309

新しい消費　268，275，277，290，293－295，303，

　　318

アメリカ移民　18，130，139，140

アルコール問題　80，100，101

アルタマーネン運動　250

アルバースドルフ（地名）　243，248

イギリスの社会史派　11

居つきの工業化　94，122

移動賃脱穀制度　47，106，111，162，205，232，

　　253

医療公務員雑誌　186

インステン・インストマン　85，87，92，129

インストロイテ　13，31，161，163

インスペクター→農場管理人

ヴェールデン（地名）　241 243，246，251

ヴェッセルブーレン（地名）44，48，97，g9，

　　100ヲ104，105，109，110，114，116，159，226，

　　229，234－237，240，242，243，246ラ247，257ラ

　　258

請負労働・請負賃金　89，92，175，177，208

馬方奉公人　92，130，160，161

営舎　45，76，97，98，132，145，177，186－188，

　　191，193－199，207，264，287－290，294，303，

　　304，308，310，318

エスニシティ　4，12，15，19，21，29，30，50，

　　114，124，129，176，17g，188，287，290，294，

　　3159319，320

SPD　73，285，301，302，305→社会民主主

　　義・社会民主党

エッケルンフェルデ（地名）　40，261，272，

　　302

エッケルンヘルデの「組合の家」　302，305

M字曲線　160
エルプマルシェン（地名）233，251ラ253

オイティン（地名〉　296，301，305

オイレンシュピーゲル　ア9

オーラルヒストリー　め9，307

オストプロイセン（地名）あ，50，58，59，76，

　　100，128，135，139，177，183，190，lg2，198

オルデンブルク（ホルシュタイン，地名）

　　40，104，143，261，283，292

［力　行］

海外移民　139，170→大量移動
外国人労働者政策　19，146，179，199，200，

　　265，297→1907年法
改良穀草式　43，万

火災　233，239ヲ253

家事奉公人　38，107

家事労働　268，276，277，300，311

下層民論　20
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索 引　人名索引・事項索引

　人　名　索　引

［ア　行］

飯田収治　200，202

伊集院立　26

ヴァーグナー（郡医）1％

ヴィーペルト，P．103

ヴェーバー，M．13，14，15，18，28，123，282

ヴェーバー＝ケラーマン，1．282

ヴェーラー，H．U．8，11

ウォーラーステイン，1．28，29

リンゼ，U．　301

エーレンベルク，R，171ラ172，210

エルスナー，L．146

大鎌邦雄　209
大野英二　6，24，27

小沢脩　13，28，204

［力　行］

カウツキー，K　12ラ27，28

加藤房雄　14，19，27，28，30

金子邦子　26，73

熊野直樹　25

ゲツチュ，S．54

ゴノレツ，T．　28

［サ　行］

ザウル，K．28
シェーンボウム，D．258

柴田英樹　202
シュトエンチン　181

シュトークス，L．　296

シュミット（郡医）　192 194

シリング（郡医）　191

スツァーグン，H．183

住谷一彦　14

ゼーリング，M．28，g3

［タ　行］

タイネ，B．303

竹中亨　26

田中優　126

田村雲供　73

ツルチンスキー，」，28

ティルトン，T．A．24

ドーゼ，K．145

トムゼン，E．76

トムゼン，」．W，乃7

豊永泰子　6，25

［ナ　行］

中道寿一　24，25

中村幹雄　14，わ

ニヒトヴァイス，」．145

［ハ　行］

ハーゼ（郡医）　186 188，192，194，195

バーデ，K．15，16，18，19，123，145，170

ノ、一ノ寸一ト，U．　145

バイヤー，H．7
原田傳　6，13，24，25，28

肥前栄一　37，73

平井進　121

ヒンリックス，P．92

ファー，1．11，27

プーレ，HJ．8－II，16，17，26，27，29

藤瀬浩司　13，2フ，28，122，204

藤田幸一郎　30，73，122

ブラインリンガrK．121，139，140

プラウル，H．18，19

古内博行　25

フレミング，」，15－19，29．30，58

ぺ一タース，A．（DLV専従活動家）284，

　　301，302

ベーベル，A．137
ヘゼキール，エ　20g

へベルレ，R，4，6，24

ベルダール，R．H．282

ベルトルド，R．202

ヘルンレ，E．304
ポイカート，D．　25

ホイク（ディトマルシェン共産党指導者）

　243，246，257
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