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論
　
説

近
代
ロ
シ
ア
の
労
働
者
と
農
民

ー
モ
ス
ク
ワ
地
方
の
労
働
力
移
動
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー

高
　
田
　
和
　
夫

　
人
民
戦
線
の
真
の
基
盤
は
モ
ス
ク
ワ
の
外
に
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
モ
ス
ク
ワ
は
急

進
的
な
左
翼
の
運
動
を
容
易
に
組
織
で
き
る
都
市
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
の
住
人
は
多

く
は
官
僚
か
ま
た
は
移
民
労
働
老
で
す
。

人
民
戦
線
』
、
柘
植
書
房
、
｝
九
八
九
年
）

（
ポ
リ
ス
・
カ
ガ
ル
リ
ツ
キ
ー
『
モ
ス
ク
ワ

藺二三四
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向
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共
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と
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力
移
動

中
央
工
業
地
帯
の
労
働
力
移
動

九八七六五
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ス
ク
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県
の
労
働
力
移
動

副
業
に
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わ
る
人
た
ち

モ
ス
ク
ワ
市
の
労
働
力
移
動

ヒ
ー
ト
ロ
フ
カ
の
人
た
ち

お
わ
り
に

論説

は
じ
め
に

一
八
六
一
年
の
農
奴
解
放
を
中
心
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
大
改
革
」
時
代
に
、
ロ
シ
ア
国
内
の
社
会
的
再
編
は
進
行
し
、
国
民
の
大
半
を

57　（1　●　1）　　1



論説

占
め
た
農
民
の
社
会
的
存
在
の
あ
り
方
に
も
変
化
が
生
じ
た
。
そ
の
社
会
的
再
編
過
程
を
近
代
化
と
よ
ぶ
か
工
業
化
と
よ
ぶ
か
、
こ
こ
で

は
と
り
あ
え
ず
問
題
と
は
し
な
い
。
今
回
、
特
に
関
わ
っ
て
み
た
い
の
は
そ
う
し
た
社
会
的
変
動
に
伴
っ
て
い
か
な
る
タ
イ
プ
の
人
間
が

生
み
出
さ
れ
た
か
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
ロ
シ
ア
に
お
け
る
労
働
者
階
級
の
本
格
的
な
発
生
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
確
か
に
「
つ
の
視
角
で
あ
ろ
う
。
実
際

の
と
こ
ろ
、
同
時
代
人
た
ち
は
、
権
力
側
も
含
め
て
、
こ
の
問
題
を
意
識
し
た
。
特
に
出
発
し
た
ば
か
り
の
ロ
シ
ア
・
マ
ル
ク
ス
主
義
者

は
、
彼
ら
の
存
在
理
由
を
か
け
て
、
こ
と
の
ほ
か
熱
心
に
な
ヴ
、
変
革
主
体
と
し
て
の
労
働
者
階
級
の
存
在
を
，
「
実
証
」
し
、
強
調
し
た

（
例
え
ば
、
レ
ー
ニ
ン
『
ロ
シ
ア
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
達
』
）
。
ま
た
デ
メ
ン
チ
ェ
フ
の
よ
う
に
革
命
運
動
と
は
全
く
無
縁
な
ゼ
ム
ス
ト

ヴ
ォ
統
計
家
が
自
身
が
得
た
資
料
を
操
作
し
て
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
の
発
生
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
こ
と
は
当
然
の
よ
う
に
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
史
学
界
に
も
引
き
継
が
れ
た
。
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
史
」
研
究
は
史
学
界
の
中
で
最

も
重
要
な
地
位
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
を
主
宰
し
た
歴
史
家
に
は
最
大
限
の
敬
意
が
払
わ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
農
民
と
は
質
的
に
異
な

る
労
働
者
（
階
級
）
の
存
在
が
示
さ
れ
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
が
主
導
し
た
戦
闘
的
な
革
命
運
動
が
描
写
さ
れ
、
そ
し
て
労
農
同
盟
の

必
然
性
が
述
べ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
起
点
に
お
か
れ
た
の
は
い
わ
ば
「
存
在
す
べ
き
」
労
働
者
階
級
論
で
あ
ゲ
、
そ
の
あ
と
に

続
く
議
論
も
ふ
く
め
て
一
連
の
歴
史
叙
述
で
か
な
り
の
無
理
と
単
純
化
が
行
わ
れ
て
き
た
、
と
い
う
の
が
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
進
行
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
今
も
変
わ
ら
ぬ
私
の
印
象
で
あ
る
。

　
「
存
在
す
べ
き
」
で
は
な
く
、
「
存
在
す
る
」
労
働
者
像
の
描
出
を
な
す
こ
と
は
こ
の
国
の
政
治
史
、
社
会
史
等
の
理
解
を
深
め
る
基
礎

的
な
手
続
き
の
一
つ
に
な
る
だ
ろ
う
と
私
は
考
え
て
き
た
。

　
こ
こ
で
ま
ず
注
目
し
て
よ
い
こ
と
は
、
そ
の
「
存
在
す
る
」
労
働
者
は
た
え
ず
移
動
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
彼
ら
は
そ

の
社
会
的
存
在
形
態
を
維
持
し
た
り
、
変
化
さ
せ
た
り
し
て
、
あ
る
者
は
本
格
的
労
働
者
へ
至
る
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

．
無
論
、
広
大
な
ロ
シ
ア
の
大
地
に
あ
っ
て
、
地
方
や
地
域
で
人
び
と
の
生
活
様
相
は
自
ら
異
な
っ
た
の
だ
が
、
今
回
は
「
モ
ス
ク
ワ
地
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近代ロシアの労働者と農民

方
」
（
こ
の
定
義
は
四
節
冒
頭
に
示
す
）
を
選
ん
だ
。
そ
れ
は
、
文
学
的
に
言
え
ば
、
も
う
「
つ
の
首
都
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
地
方
と
は
相
違
し
て

人
為
的
な
る
こ
と
乏
し
く
、
最
も
ロ
シ
ア
ら
し
い
自
生
的
な
地
域
で
あ
っ
た
。
私
は
当
該
地
が
も
っ
た
政
治
．
経
済
上
の
影
響
力
、
革
命

史
上
の
位
置
付
け
に
高
い
評
価
を
下
し
、
こ
こ
で
の
議
論
が
普
遍
性
を
な
る
べ
く
獲
得
す
る
よ
う
期
待
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
も
う
一
つ
率
直
に
着
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
点
は
ロ
シ
ア
の
標
準
的
な
（
と
り
あ
え
ず
こ
う
言
っ
て
お
く
）
農
民
が
決
し
て
専
業
で
は
な
く
、

兼
業
農
民
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
農
民
“
手
工
業
老
越
Φ
8
寓
器
・
嵩
自
白
目
蓋
①
出
＝
舜
鵠
」
と
し
て
副
業
に
携
わ
る
農
民
あ
る
い
は
「
分

与
地
持
ち
労
働
者
饗
O
。
幽
爵
。
臣
潤
Φ
自
。
寓
」
と
い
わ
れ
た
農
民
、
彼
ら
の
あ
り
方
を
、
副
業
の
型
が
定
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
一
八
七
〇

年
代
末
か
ら
一
八
八
○
年
代
に
か
け
て
を
中
心
に
追
跡
す
る
こ
と
が
こ
こ
で
の
基
本
作
業
と
な
る
。

　
そ
う
し
た
人
々
の
モ
ス
ク
ワ
市
を
中
心
と
す
る
モ
ス
ク
ワ
地
方
内
部
で
の
動
き
は
、
本
論
に
示
す
よ
う
に
自
己
完
結
的
で
あ
っ
た
か
ら
、

こ
の
一
定
の
拡
が
り
の
中
で
人
々
が
ど
の
よ
う
な
日
常
性
を
持
っ
た
か
を
問
題
と
し
た
い
。
モ
ス
ク
ワ
市
を
中
心
と
す
る
、
い
わ
ば
対
流

的
な
移
動
の
具
体
相
に
触
れ
て
み
た
い
と
思
う
。
従
っ
て
、
本
論
の
構
成
は
ロ
シ
ア
全
体
で
の
人
の
動
き
を
概
観
し
た
後
、
中
央
工
業
地

帯
、
モ
ス
ク
ワ
県
、
モ
ス
ク
ワ
市
の
順
序
で
顕
微
鏡
の
倍
率
を
上
げ
て
い
き
、
最
後
に
モ
ス
ク
ワ
市
の
代
表
的
な
貧
民
窟
ヒ
ー
ト
ロ
フ
カ

の
人
た
ち
を
見
て
、
行
き
つ
い
た
先
を
確
か
め
て
み
た
い
。
私
は
こ
れ
ら
の
作
業
を
通
し
て
、
民
衆
の
立
ち
居
振
る
舞
い
を
規
定
す
る

「
場
」
の
問
題
を
提
起
し
た
い
と
も
ひ
そ
か
に
考
え
て
い
る
。

　
従
来
、
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
に
立
つ
研
究
は
決
し
て
多
く
は
な
い
の
だ
が
、
関
連
す
る
も
の
わ
ず
か
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。

　
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
研
究
者
の
仕
事
で
は
、
今
回
初
め
て
ヴ
ァ
シ
ー
リ
エ
フ
論
文
「
ロ
シ
ア
に
お
け
る
工
業
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
形
成
の

特
徴
づ
け
に
よ
せ
て
」
（
正
式
な
原
語
タ
イ
ト
ル
は
本
論
の
注
で
示
す
。
以
下
同
じ
）
を
読
む
機
会
を
持
て
た
こ
と
を
ま
ず
喜
び
た
い
。
『
シ
ャ
フ

ト
ゥ
イ
教
育
大
学
紀
要
』
と
い
っ
た
目
立
た
ぬ
雑
誌
に
載
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
一
九
五
七
年
に
出
た
こ
の
論
文
の
存
在
に
私
は
今
ま
で
気

づ
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
独
自
に
労
働
市
場
論
を
展
開
し
て
い
て
、
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
下
で
も
学
問
的
批
判
に
耐
え
う
る
も
の
を
生
み
出

そ
う
と
す
る
強
靱
な
意
志
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
作
品
で
あ
る
。
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論説

　
や
は
り
現
在
で
も
私
は
ロ
シ
コ
ー
ヴ
ァ
の
仕
事
を
評
価
し
た
い
（
私
の
評
は
『
ロ
シ
ア
史
研
究
』
二
五
号
、
一
九
七
六
年
六
月
に
書
い

た
）
。
一
県
を
工
業
発
展
郡
と
未
発
展
郡
に
分
け
て
考
察
す
る
大
切
さ
を
彼
女
か
ら
教
え
ら
れ
た
。

・
ロ
シ
ア
近
代
史
研
究
の
泰
斗
ル
イ
ン
ジ
ュ
ン
ス
キ
ー
の
作
品
の
う
ち
、
特
に
一
九
八
三
年
の
『
一
九
世
紀
後
半
資
本
主
義
ロ
シ
ア
の
農

民
と
都
市
』
で
示
さ
れ
た
問
題
意
識
は
私
に
近
い
も
の
だ
が
、
氏
の
視
角
へ
の
不
満
は
本
論
に
示
し
た
。
し
か
し
、
経
済
外
的
強
制
力
の
も

つ
重
要
性
に
つ
い
て
改
め
て
学
ぶ
と
こ
ろ
多
く
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
農
村
共
同
体
と
の
関
連
で
扱
う
こ
と
に
し
た
。
も
う
一
人
、
チ
ー
ホ
ノ

ブ
の
場
合
、
よ
く
参
照
し
た
が
、
結
局
彼
の
結
論
は
単
純
な
農
民
層
分
解
論
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
て
、
私
を
満
足
さ
せ
な
か
っ
た
。

　
　
一
方
、
欧
米
の
研
究
で
は
か
っ
て
書
い
た
よ
う
に
（
『
ロ
シ
ア
史
研
究
』
三
四
号
、
一
九
八
一
年
＝
月
）
、
私
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
仕
事

に
親
し
み
を
感
じ
て
お
り
、
そ
の
気
持
ち
は
今
も
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、
彼
の
枠
組
全
体
に
つ
い
て
は
異
論
が
あ
る
。
し
か
し
今
は
そ
れ

．
を
こ
こ
に
書
く
余
裕
は
な
い
。

　
　
一
九
八
五
年
の
ブ
ラ
ド
レ
ー
の
著
作
『
ム
ヅ
ー
ク
と
モ
ス
ク
ワ
人
　
後
期
帝
制
ロ
シ
ア
に
お
け
る
都
市
化
』
は
モ
ス
ク
ワ
の
エ
リ
ー
ト

層
（
ζ
蕊
8
〈
凶
冨
）
と
そ
こ
へ
や
っ
て
く
る
農
民
（
ζ
§
7
涛
）
と
の
緊
張
関
係
の
中
に
こ
の
国
の
都
市
化
の
特
徴
を
さ
ぐ
り
、
社
会
政
策
史

研
究
に
新
分
野
を
切
り
拓
く
労
作
で
あ
り
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
多
く
、
特
記
し
て
お
き
た
い
。

　
ゼ
ム
ス
ト
ヴ
ォ
に
よ
る
調
査
報
告
、
セ
ン
サ
ス
資
料
、
同
時
代
人
の
発
言
な
ど
を
利
用
し
た
が
、
自
ら
限
ら
れ
た
も
の
で
し
．
か
な
い
。

論
点
の
指
摘
の
み
に
終
わ
り
、
十
分
な
論
証
を
と
も
な
っ
て
い
な
い
点
も
あ
る
と
思
う
が
、
指
摘
を
う
け
て
、
更
に
考
え
た
い
。
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二
　
労
働
力
移
動
の
全
，
般
的
傾
向

ロ
シ
ア
史
を
何
よ
り
も
植
民
の
歴
史
と
見
な
し
て
独
自
な
歴
史
理
論
を
主
張
し
た
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ
ら
国
家
学
派
を
引
き
合
い
に
出
す
ま



近代ロシアの労働者と農民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

で
も
な
く
、
農
奴
解
放
後
の
改
革
期
ロ
シ
ア
に
あ
っ
て
、
特
に
｛
八
六
七
年
以
降
に
大
量
の
出
稼
ぎ
現
象
が
出
現
し
た
こ
と
を
多
く
の
論

者
が
指
摘
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
一
八
八
七
年
に
A
・
マ
カ
レ
ン
コ
は
出
稼
ぎ
問
題
を
論
じ
て
『
法
律
通
報
』
誌
に
「
労
働
者
の
巨
大
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

大
軍
が
あ
た
か
も
何
か
撃
退
し
難
い
よ
う
な
力
に
追
い
立
て
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
ロ
シ
ア
を
浮
浪
し
て
い
る
」
と
書
い
た
。
二
〇
世
紀
初

頭
に
な
っ
て
も
、
ヘ
ル
ソ
ン
県
ゼ
ム
ス
ト
ヴ
ォ
に
勤
務
し
た
医
師
H
・
H
・
テ
ジ
ャ
ー
コ
フ
は
、
ロ
シ
ア
中
央
部
の
出
稼
ぎ
農
業
小
営
業

者
は
少
な
く
と
も
五
〇
〇
万
人
以
上
を
数
え
、
彼
ら
は
南
部
と
南
東
部
の
ス
テ
ッ
プ
黒
土
帯
へ
行
き
、
毎
年
早
春
か
ら
晩
秋
ま
で
広
大
な

地
域
を
人
々
は
移
動
し
て
「
カ
オ
ス
的
状
況
」
を
呈
し
、
ま
さ
に
「
さ
ま
よ
え
る
労
働
者
ル
ー
シ
9
。
膏
幽
智
窟
O
。
爵
鵡
℃
饗
ぴ
」
と
で
も

　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

い
え
る
と
述
べ
た
。

　
こ
の
時
期
の
ロ
シ
ア
社
会
史
、
労
働
史
、
農
民
史
等
の
文
献
に
目
を
通
す
人
は
容
易
に
類
似
し
た
文
言
を
見
い
出
す
で
あ
ろ
う
か
ら
、

こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
の
引
用
は
不
要
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
は
出
稼
ぎ
。
露
。
舅
§
弓
。
冨
＝
8
自
り
。
弓
×
o
立
身
Φ
S
国
。
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ

の
内
容
、
原
因
、
理
由
な
ど
は
ひ
と
ま
ず
横
に
お
い
て
、
右
の
二
人
が
驚
く
ほ
ど
の
そ
の
数
量
的
規
模
と
地
域
的
偏
差
を
み
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

　
こ
の
論
点
に
つ
い
て
最
良
の
資
料
は
一
八
九
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
C
・
コ
ロ
レ
ン
コ
の
著
作
で
あ
る
こ
乏
は
依
然
と
し
て
疑
い
え
な
い

で
あ
ろ
う
。
国
有
財
産
省
農
業
局
が
［
農
業
］
労
働
者
の
移
動
と
雇
用
に
関
す
る
資
料
収
集
の
た
め
農
事
通
信
員
制
度
を
定
め
て
得
た
二

万
通
以
上
の
手
書
き
回
答
の
整
理
と
加
工
を
一
八
八
九
年
、
同
省
の
コ
ロ
レ
ン
コ
に
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
人
口
密
度
と
労
働
力
需

要
度
に
よ
っ
て
欧
露
五
〇
県
を
三
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
中
央
部
及
び
西
部
の
一
＝
県
で
五
一
五
万
余
人
が
労
働
力
余
剰
、
南
部
と
東
部
の

八
県
で
一
四
三
万
人
が
不
足
、
北
部
一
＝
県
で
四
五
五
万
余
人
が
余
剰
と
計
算
し
た
。
全
国
的
に
は
過
剰
人
口
状
態
で
あ
る
。
コ
ロ
レ
ン

コ
の
分
析
は
か
な
り
乱
暴
な
印
象
を
受
け
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
最
大
の
利
点
は
骨
太
に
労
働
者
移
動
の
大
き
な
傾
向
を
三
つ
示
し
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
①
人
口
稠
密
県
か
ら
南
部
・
東
部
へ
、
②
同
様
に
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
と
モ
ス
ク
ワ
の
両
首
都
へ
、
そ
し
て
③
最
大
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

過
剰
人
口
帯
で
あ
る
中
央
部
と
西
部
の
内
部
で
の
独
自
な
移
動
で
あ
る
。

　
コ
ロ
レ
ン
コ
の
議
論
に
一
八
九
七
年
セ
ン
サ
ス
の
結
果
等
を
加
味
し
て
、
そ
れ
を
わ
ず
か
に
修
正
し
て
み
せ
た
の
が
一
九
七
八
年
の
B
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論説

・
B
・
チ
ー
ホ
ノ
ブ
で
あ
る
。
二
人
の
議
論
な
ど
か
ら
図
1
の
ご
と
く
欧
露
の
地
帯
別
労
働
力
移
動
に
つ
い
て
線
引
き
出
来
る
。
太
い
実

線
の
北
側
の
A
と
そ
の
南
側
で
太
い
破
線
の
北
側
の
B
が
過
剰
人
口
地
帯
で
、
そ
れ
を
両
首
都
と
太
い
破
線
の
南
側
の
C
が
吸
収
す
る
の

だ
が
、
両
首
都
へ
は
A
が
、
C
へ
は
B
が
主
に
労
働
力
を
供
給
す
る
と
い
っ
た
地
帯
別
分
担
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
資

す
る
数
字
を
チ
ー
ホ
ノ
ブ
か
ら
引
用
し
よ
う
（
表
1
）
。

　
ざ
ら
に
図
1
は
農
業
出
稼
ぎ
労
働
者
の
供
給
地
帯
を
主
に
シ
ャ
ホ
フ
ス
コ
ー
イ
に
依
拠
し
て
書
き
込
ん
で
あ
る
。
ケ
・
ハ
で
囲
ま
れ
た
地

帯
が
そ
れ
で
、
基
本
的
に
は
B
と
重
な
っ
て
い
る
。
。
特
に
中
心
と
な
る
地
方
は
点
々
で
示
さ
れ
た
中
央
黒
土
帯
で
あ
る
こ
と
も
判
明
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
労
働
力
移
動
の
全
国
的
傾
向
を
踏
ま
え
で
、
私
が
今
回
問
題
と
し
た
い
モ
ス
ク
ワ
地
方
を
含
む
最
大
の
余
剰
労
働
力
を
か

（表1）移住者の主たる地方別流れ（1897年センサス）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

工業・非農業

中央農業

中央農業

中央農業

中央農業

小ロシア

小ロシア

中央ヴォルガ

西南、

南ステップ

→　首都

→　南ステップ

→　首都

→　西シベリア

→　北カフカス

→　北カフカス

→　南ステップ．

→　ヴォルガ下流・東部

→　南ステップ

→　北カフカス

80万6500人

37万4000人

32万5500人

30万7700人

30万1300人

28万1900人

27万2900人

27万0100人

24万8400人

15万5500人

［典拠］B．B．　T鷹OHOB．　yKa3．・coq．，　CTP．39．

か
え
た
中
央
部
、
西
部
に
つ
い
て
今
｝
度
コ
ロ
レ
ン
コ
を
見
る
と
、
彼
は
従
事
先
が
明
確
な
部

分
と
し
て
次
を
あ
げ
て
い
る
。
①
モ
ス
ク
ワ
県
の
余
剰
四
〇
万
人
は
ど
こ
へ
も
行
か
ず
、
工
場

及
び
地
元
営
業
に
主
に
モ
ス
ク
ワ
と
そ
の
周
辺
で
従
事
す
る
。
②
成
人
ユ
ダ
ヤ
人
望
〇
万
人
余

は
と
く
に
ボ
ル
タ
ワ
県
と
チ
ェ
ル
ニ
ゴ
フ
県
に
い
て
、
商
業
を
や
っ
て
い
る
。
③
テ
ン
サ
イ
、
，

タ
。
ハ
コ
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
ど
の
専
門
的
な
栽
培
に
七
九
万
人
余
が
従
事
し
て
い
る
。
④
工
場
・

鉱
業
労
働
者
で
モ
ス
ク
ワ
県
を
除
く
地
方
に
三
〇
万
人
弱
い
る
。
⑤
様
々
な
地
元
ク
ス
タ
ー
リ

小
営
業
を
や
る
三
〇
万
人
が
い
る
。
こ
れ
ら
を
余
剰
総
数
と
み
ら
れ
る
五
一
五
万
余
か
ら
引
く

と
約
二
五
〇
万
人
が
完
全
に
過
剰
な
労
働
力
で
あ
り
、
こ
の
部
分
が
出
稼
ぎ
営
業
の
た
め
主
に
」

南
部
と
東
部
へ
む
か
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
基
本
的
に
は
農
業
出
稼
ぎ
者
（
あ
る
い
は
移

住
老
）
で
あ
り
、
彼
ら
は
毎
年
春
に
自
分
の
村
を
出
て
秋
に
は
戻
る
往
復
運
動
を
行
っ
て
い
る
。

①
、
④
、
⑤
は
こ
の
地
帯
に
独
自
な
内
部
移
動
の
内
容
で
あ
る
。
③
は
南
部
へ
の
農
業
出
稼
ぎ

に
加
え
ら
れ
る
テ
ン
サ
イ
栽
培
従
事
部
分
と
モ
ス
ク
ワ
市
郊
外
に
顕
著
に
発
展
し
た
園
芸
従
事

57（1・6）6



近代Pシアの労働者と農民

（図1）一ヨーロッパ・ロシアの地帯別労働力移動と農・業出稼ぎ労働者供給地帯
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論説

部
分
に
分
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
動
き
の
さ
ら
な
る
検
討
が
本
稿
の
課
題
に
な
る
。

　
さ
て
、
こ
の
国
の
旅
券
制
度
は
移
動
の
自
由
を
制
限
し
た
が
、
逆
に
労
働
力
移
動
数
は
発
行
さ
れ
た
旅
券
な
い
し
ビ
レ
ッ
ト
数
に
よ
り

推
測
で
き
る
。
勿
論
、
こ
の
手
の
統
計
資
料
が
実
態
を
ど
の
程
度
ま
で
正
確
に
反
映
し
た
か
は
い
つ
も
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
で
、
例
え
ば
、

初
の
一
八
九
七
年
全
国
セ
ン
サ
ス
は
住
民
を
「
実
在
か
つ
恒
常
的
住
民
臣
§
占
ぎ
Φ
属
目
o
S
§
臣
8
臣
8
自
。
霞
①
」
と
「
登
録
住
民

二
障
ぎ
ぎ
①
器
8
諸
賢
。
」
に
分
け
、
出
生
地
1
1
登
録
地
を
一
年
の
半
分
以
上
は
な
れ
て
い
る
か
否
か
で
分
類
す
る
工
夫
を
し
た
の
だ

が
、
そ
れ
と
て
真
冬
の
一
月
に
な
さ
れ
た
こ
の
セ
ン
サ
ス
は
た
ま
た
ま
多
く
が
帰
郷
し
て
い
る
短
期
出
稼
ぎ
者
を
登
録
地
に
お
け
る
農
民

（
ぞ
Φ
8
ぴ
碧
Φ
由
Φ
≡
Φ
泪
。
き
月
踏
）
と
整
理
し
て
い
る
か
ら
出
稼
ぎ
を
十
分
に
反
映
し
て
は
い
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
セ
ン
サ
ス
は
同
一
県
内

部
で
の
労
働
力
移
動
を
示
し
て
い
な
い
。
農
昆
た
ち
は
旅
券
な
し
で
し
ば
し
ば
ち
ょ
っ
と
し
た
稼
ぎ
に
出
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
、
特

に
中
央
黒
土
諸
県
に
顕
著
で
、
ク
ル
ス
ク
県
な
ど
で
は
そ
う
し
た
者
を
「
家
の
周
り
で
（
あ
る
い
は
村
の
周
り
で
）
稼
ぐ
起
。
空
目
話
冨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

国
。
ぞ
責
了
寓
9
。
＼
国
。
越
胃
8
葛
」
と
よ
ぶ
よ
う
な
手
間
稼
ぎ
は
ど
の
よ
う
な
統
計
も
そ
れ
を
捕
捉
し
て
は
い
な
い
。
も
と
よ
り
こ
の
よ
う

な
制
約
を
受
け
な
が
ら
も
旅
券
統
計
は
労
働
力
移
動
の
基
本
傾
向
を
唯
一
示
す
資
料
で
あ
る
。

　
モ
ス
ク
ワ
地
方
を
中
核
と
す
る
中
央
工
業
地
帯
が
労
働
力
移
動
の
最
も
発
展
し
た
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
は
ミ
ン
ツ
に
よ
る
計
算
が
よ
く

示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
八
八
一
～
九
〇
年
の
一
〇
年
間
に
同
地
帯
で
旅
券
が
｝
七
八
七
万
上
通
発
行
さ
れ
た
（
内
訳
は
【
～
三
ケ
月

も
の
六
六
五
万
余
、
半
年
も
の
六
二
二
万
余
、
一
．
年
も
の
五
〇
〇
万
弱
）
が
、
こ
れ
は
同
時
期
の
全
国
発
行
数
の
三
七
・
八
％
を
占
あ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
　

（
第
二
位
は
南
西
部
＝
ハ
・
八
、
次
い
で
中
央
黒
土
地
帯
＝
・
八
）
。
当
時
、
中
央
工
業
地
帯
の
人
口
は
全
国
の
一
九
％
弱
で
あ
っ
た
。

ヴ
ィ
ブ
リ
ャ
ー
エ
フ
は
モ
ス
ク
ワ
地
方
は
人
ロ
一
〇
〇
人
あ
た
り
旅
券
発
行
数
が
全
函
最
高
で
あ
っ
た
と
す
る
一
八
九
六
年
の
数
値
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
、
カ
ル
ー
が
県
門
〇
・
五
、
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
県
二
〇
・
四
、
小
ヴ
ェ
ー
リ
県
一
八
・
四
、
リ
ャ
ザ
ン
県
一
四
・
四
を
あ
げ
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
検
討
し
よ
う
と
す
る
モ
ス
ク
ワ
地
方
の
事
例
を
み
れ
ば
、
ロ
シ
ア
の
労
働
力
移
動
の
か
な
り
の
面
が
明
ら
か

に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
既
述
の
よ
う
に
こ
こ
で
は
農
業
出
稼
ぎ
は
未
発
達
で
あ
っ
た
。
コ
ロ
レ
ソ
コ
の
三
大
移
動
の
①
が
目
立
た
な
い
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り
　

の
で
あ
る
。

　
何
故
、
非
黒
土
の
モ
ス
ク
ワ
地
方
で
は
農
業
出
稼
ぎ
が
盛
ん
で
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
論
点
を
考
え
る
の
に
格
好
の
素
材
を
提
供
す
る

の
が
り
ャ
ザ
ン
県
の
事
例
で
あ
る
。
こ
の
県
は
南
半
分
が
黒
土
帯
で
北
半
分
が
非
黒
土
帯
に
二
分
さ
れ
、
同
一
県
内
で
労
働
力
移
動
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
け
　

し
て
全
国
規
模
の
縮
小
版
が
観
察
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
カ
チ
ョ
ロ
フ
ス
キ
ー
と
親
交
が
あ
っ
た
著
名
な
ゼ
ム
ス
ト
ヴ
ォ
統

計
家
の
B
・
H
・
グ
リ
ゴ
ー
リ
エ
フ
が
リ
ャ
ザ
ン
県
立
ム
ス
ト
ヴ
ォ
の
委
嘱
で
南
部
の
ラ
ネ
ン
ブ
ル
ク
ス
キ
ー
、
ダ
ニ
コ
フ
ス
キ
ー
、
ス

コ
ピ
ン
ス
キ
ー
の
三
郡
に
つ
き
住
民
経
営
調
査
を
一
八
八
一
～
二
年
に
行
っ
た
際
、
移
住
運
動
に
関
し
て
も
資
料
収
集
に
努
め
た
こ
と
が

あ
り
、
そ
の
結
果
が
『
ロ
シ
ア
思
想
』
誌
に
｝
八
八
四
年
、
五
回
連
載
さ
れ
た
。
こ
の
長
大
な
レ
ポ
ー
ト
で
、
彼
は
同
県
の
南
部
と
北
部

で
の
人
の
動
き
の
相
違
に
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

　
非
黒
土
の
北
部
に
は
は
る
か
に
ク
ス
タ
ー
リ
生
産
（
大
工
、
製
紙
、
車
輪
製
造
等
）
が
発
達
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
手
工
業
的
な
出
稼
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

小
営
業
が
な
さ
れ
、
「
半
営
業
的
な
農
民
口
。
桑
弓
。
寓
口
話
畠
邑
著
Φ
。
弓
ぴ
臣
臣
」
の
タ
イ
プ
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
北
部
は
黒
土
の
南
部
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

郡
よ
り
著
し
く
土
地
条
件
は
悪
い
の
だ
が
、
移
住
な
ど
は
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
出
稼
ぎ
は
移
住
を
抑
制
す
る
面

が
あ
る
の
だ
が
、
南
部
諸
島
で
最
も
普
及
し
た
の
は
地
主
地
で
の
デ
シ
ャ
．
チ
ー
ナ
単
位
の
土
地
耕
作
、
日
雇
い
と
い
っ
た
農
業
出
稼
ぎ
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

モ
ス
ク
ワ
・
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
地
方
の
泥
炭
沼
へ
の
出
稼
ぎ
労
働
で
あ
っ
て
、
不
作
・
凶
作
の
影
響
を
彼
ら
は
直
接
受
け
、
そ
れ
が
結
果
的

に
移
住
に
ま
で
至
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
現
に
こ
の
六
年
間
の
移
住
の
五
分
の
三
以
上
は
一
八
八
○
年
の
不
作
か
ら
一
八
八
一
年
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

き
て
い
る
が
、
北
部
は
こ
う
し
た
事
態
に
無
関
係
で
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
農
業
出
稼
ぎ
が
ク
ス
タ
ー
リ
的
非
農
業
的
小
営
業
出
稼
ぎ
に
比
べ
、
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
逆
に
言
え
ば
後
者
が

よ
り
安
定
性
を
歴
史
的
に
有
し
て
い
た
こ
と
（
非
黒
土
地
帯
で
の
オ
ブ
ロ
ク
制
の
普
及
が
そ
の
支
払
い
の
た
め
に
出
稼
ぎ
を
発
展
さ
せ
た

　
　
　
　
　
　
め
　

で
あ
ろ
う
こ
と
）
は
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
農
業
出
稼
ぎ
が
不
安
定
な
収
入
し
か
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
は
出
稼
ぎ
目
的
先
の
穀
物
の
出
来
・
不
出
来
に
直
接
関
わ
る
こ
と
故
、
そ
れ
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り

論説

は
農
民
個
人
で
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
性
格
を
有
し
た
。
通
例
、
農
業
出
稼
ぎ
者
は
冬
服
を
質
入
れ
し
て
さ
え
路
銀
を
つ
く
り
、
春
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

始
ま
り
と
と
も
に
家
を
出
て
求
職
し
た
が
、
そ
の
動
き
は
五
月
中
旬
に
は
終
わ
っ
た
。

　
農
業
出
稼
ぎ
、
そ
れ
も
遠
方
へ
の
も
の
が
い
か
に
農
民
に
と
り
不
安
定
で
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
南
部
や
東
部
の
農
業
出
稼
ぎ
者

受
け
入
れ
諸
県
の
ゼ
ム
ス
ト
ヴ
ォ
が
「
治
療
1
1
食
糧
拠
点
自
Φ
幽
Φ
O
曽
＼
界
雷
Φ
0
？
弓
。
消
畠
。
き
。
旨
Φ
臣
匡
。
曙
舞
凄
」
を
設
置
し
、
出
稼
’

ぎ
者
た
ち
の
支
援
に
あ
た
っ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
ヘ
ル
ソ
ン
県
の
場
合
、
一
八
七
五
年
の
第
二
回
県
医
師
大
会
で
、
流
入

す
る
農
業
労
働
者
問
題
が
論
点
と
な
っ
た
が
、
よ
う
や
く
一
八
八
九
年
に
実
態
調
査
案
を
つ
く
り
、
一
八
九
二
年
間
安
価
な
食
堂
と
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

に
付
設
す
る
無
料
救
急
医
療
所
を
設
置
し
、
翌
年
に
は
全
県
一
四
ヵ
所
に
「
治
療
1
1
食
糧
拠
点
」
を
開
設
し
て
全
国
的
な
注
目
を
あ
び
た
。

　
　
　
／

流
入
労
働
者
が
職
に
あ
り
つ
け
た
の
は
ふ
つ
う
。
バ
ザ
ー
ル
で
あ
り
、
そ
の
日
が
近
づ
く
に
つ
れ
、
ゼ
ム
ス
ト
ヴ
ォ
が
経
営
す
る
「
安
い
食
．

堂
」
は
繁
盛
し
、
。
バ
ザ
ー
ル
前
の
土
曜
日
に
最
高
潮
に
達
し
た
が
、
当
日
は
雇
用
者
を
求
め
て
流
入
者
は
食
堂
に
入
る
こ
と
も
せ
ず
、
閑

　
　
　
　
の
　

散
と
な
っ
た
。
全
て
の
者
が
職
に
あ
り
つ
け
た
訳
で
は
無
論
な
く
、
例
え
ば
シ
ン
ビ
ル
ス
ク
県
に
あ
る
「
治
療
一
食
糧
拠
点
」
で
は
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

九
九
年
七
月
後
半
に
登
録
さ
れ
た
一
〇
二
一
二
人
の
全
労
働
日
は
六
六
七
九
で
、
非
労
働
日
は
四
一
＝
一
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
仕
事
な

し
日
が
四
割
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
グ
リ
ゴ
ー
リ
エ
フ
は
リ
ャ
ザ
ン
県
南
部
か
ら
出
た
移
住
者
の
言
葉
を
紹
介
し
て
、
移
住
に
至
っ
た
理
由
、
原
因
を
列
挙
し
て
い
る
が
、

そ
こ
に
は
分
与
地
の
不
足
、
そ
の
不
都
合
な
配
置
、
厳
し
い
借
地
条
件
、
水
不
足
・
旱
魑
、
燃
料
・
食
糧
不
足
、
重
税
、
不
作
と
い
っ
た

事
柄
が
並
ん
で
い
て
、
地
元
で
の
農
民
に
と
り
厳
し
い
方
向
に
安
定
し
た
土
地
関
係
と
本
来
的
に
不
安
定
な
自
然
条
件
と
に
板
ば
さ
み
に

な
っ
て
い
る
黒
土
地
帯
農
民
の
姿
を
一
定
想
像
し
う
る
。
農
民
自
身
に
よ
れ
ば
、
前
者
の
条
件
（
土
地
関
係
）
鳳
移
住
に
至
る
直
接
理
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

と
は
な
ら
ず
、
後
者
の
よ
う
な
非
日
常
的
困
難
さ
の
突
発
が
そ
の
引
き
金
と
な
る
。
そ
の
際
、
親
類
か
ら
の
呼
び
寄
せ
や
自
由
な
土
地
へ

の
あ
こ
が
れ
も
作
用
す
る
。
新
天
地
で
よ
り
良
い
生
活
が
期
待
さ
れ
る
か
否
か
を
知
ろ
う
と
農
民
た
ち
は
偵
察
（
窓
ω
切
Φ
嶺
⇔
）
を
派
遣
し

　
　
　
　
　

た
り
し
た
。
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近代ロシアの労働者と農民

　
こ
の
よ
う
な
話
を
聞
き
取
っ
た
グ
リ
ゴ
ー
リ
エ
フ
は
ロ
シ
ア
農
民
に
特
有
な
落
ち
着
か
な
さ
（
＝
Φ
口
O
O
↓
凶
＝
O
↓
国
O
）
、
「
移
住
熱
」
（
目
Φ
℃
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

Φ
o
Φ
自
Φ
雷
Φ
畠
爵
ω
着
）
や
遠
方
か
ら
の
た
よ
り
を
軽
々
に
信
じ
る
性
向
を
指
摘
し
た
。
少
な
く
と
も
黒
土
帯
の
農
民
の
多
く
は
自
分
の
運

命
を
改
善
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
決
定
的
な
契
機
の
お
と
ず
れ
を
待
っ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
大
切
な
点
は
、
最
貧

部
分
の
農
民
た
ち
の
み
が
出
稼
ぎ
、
さ
ら
に
は
移
住
に
熱
心
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
出
稼
ぎ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
同
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

代
の
カ
ル
イ
シ
ェ
フ
が
土
地
が
保
障
さ
れ
て
い
る
中
位
の
部
分
も
出
て
い
る
と
い
い
、
最
近
で
は
ル
，
イ
ン
ジ
ュ
ン
ス
キ
ー
が
奥
ヴ
ォ
ル
ガ

と
プ
リ
・
ウ
ラ
ル
の
調
査
か
ら
遠
方
へ
の
出
稼
ぎ
者
は
中
水
準
の
農
民
経
営
を
維
持
し
て
い
る
と
し
、
ま
た
少
な
く
と
も
工
業
諸
県
で
は

農
民
土
地
規
模
と
農
村
か
ら
出
る
度
合
い
と
の
間
に
は
直
接
的
関
連
性
は
な
く
、
む
し
ろ
分
与
地
の
多
い
「
不
在
農
家
」
が
よ
り
多
く
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ら
れ
る
と
す
る
注
目
す
べ
き
発
言
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
後
に
さ
ら
に
検
討
し
た
い
。
同
様
な
こ
と
は
移
住
に
つ
い
て
も
い
え
、
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

リ
ゴ
ー
リ
エ
フ
は
移
住
に
あ
た
っ
て
農
民
の
富
裕
度
合
い
は
さ
ほ
ど
重
要
な
役
割
を
果
た
さ
な
い
と
い
う
。
彼
は
共
同
体
全
体
が
移
住
し

た
例
を
一
つ
、
そ
れ
も
五
家
族
一
九
人
の
ご
く
小
規
模
な
も
の
が
三
〇
デ
シ
ャ
チ
ー
ナ
の
分
与
地
を
一
五
〇
〇
ル
ー
ブ
リ
で
売
却
し
て
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

て
い
っ
た
と
記
録
し
て
い
る
だ
け
だ
が
、
大
量
の
移
住
が
め
っ
た
に
起
き
な
か
っ
た
原
因
と
し
て
大
き
か
っ
た
の
は
財
産
の
売
却
が
む
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

か
し
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
移
住
運
動
を
個
別
分
散
的
な
も
の
に
し
た
が
、
一
八
七
七
～
一
八
八
二
年
に
移
住
し
た
、
彼
が

調
査
対
象
と
し
た
二
一
二
五
家
族
の
う
ち
一
九
六
一
家
族
に
つ
い
て
、
移
住
時
の
持
参
金
を
み
る
と
、
五
〇
～
一
五
〇
ル
ー
ブ
リ
が
七
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
家
族
で
三
八
％
と
最
多
で
、
次
い
で
一
五
〇
～
三
〇
〇
ル
ー
。
ブ
リ
層
の
こ
二
％
、
五
〇
ル
ー
ブ
リ
以
下
の
一
＝
％
と
続
き
、
必
ず
し
も

決
定
的
に
食
い
つ
め
た
一
家
が
ほ
う
ほ
う
の
態
で
逃
げ
出
し
た
と
ば
か
り
は
見
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
本
節
の
最
後
に
触
れ
た
い
の
は
い
わ
ば
第
二
次
的
な
労
働
力
移
動
に
つ
い
て
で
あ
る
。
中
央
黒
土
地
帯
を
中
心
と
す
る
農
業
出

稼
ぎ
の
動
き
が
お
き
た
あ
と
、
当
然
そ
の
分
だ
け
労
働
力
は
当
地
に
減
少
す
る
が
、
そ
こ
を
狙
っ
て
同
じ
黒
土
地
帯
内
部
の
他
所
か
ら
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

剰
労
働
力
が
流
入
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
き
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
シ
ャ
ホ
フ
ス
コ
ー
イ
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
労
働

者
の
入
れ
替
え
現
象
は
中
央
非
黒
土
地
帯
で
も
み
ら
れ
た
。
例
え
ば
ヤ
ロ
ス
ラ
ブ
リ
県
で
は
地
元
住
民
の
多
く
が
両
首
都
へ
小
営
業
に
出
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論説

た
あ
と
、
農
業
労
働
者
た
ち
が
他
県
か
ら
流
入
し
た
。
と
く
に
ア
ル
ハ
ン
ゲ
リ
ス
ク
県
シ
ェ
ン
ク
ル
ス
キ
ー
郡
と
コ
ス
ト
ロ
マ
ー
県
ブ
ー

イ
ス
キ
ー
郡
か
ら
や
っ
て
き
た
彼
ら
を
主
人
と
息
子
を
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
屠
酒
屋
へ
出
し
た
女
が
雇
っ
て
農
業
を
や
る
と
い
っ
た
情
景
が

広
く
馨
れ
た
の
で
豪
．

　　

@　

i
1
）
農
奴
．
解
放
（
一
八
六
一
．
年
）
以
降
す
ぐ
に
出
稼
ぎ
が
増
加
し
た
と
す
る
俗
説
は
さ
し
あ
た
り
ル
イ
ソ
ジ
躍
ン
ス
キ
ー
の
指
摘
で
否
定
さ
れ
て
い
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。

　　

@　
@　
@　

@
・
§
能
義
・
舞
℃
・
。
・
自
；
℃
・
葺
・
藁
・
・
8
臣
二
・
冨
メ
6
タ
§
汀
暮
・
…
含
が
非
農
業
的
出
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史
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論説

三
　
農
村
共
同
体
と
労
働
力
移
動

　
前
節
に
簡
単
に
見
た
よ
う
な
ロ
シ
ア
農
民
の
大
き
な
動
き
は
社
会
的
経
済
的
な
、
時
に
政
治
的
な
沢
山
の
変
数
か
ら
な
る
要
因
の
組
み

合
わ
せ
の
結
果
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
こ
に
経
済
的
要
因
を
よ
く
見
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
正
解
な
の
だ
ろ
う
が
、
様
々
に

経
済
外
的
制
約
の
中
に
生
き
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
彼
ら
の
場
合
、
話
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
あ
り
え
な
い
。

　
ロ
シ
ア
農
民
に
と
り
最
も
重
要
な
準
拠
集
団
は
農
村
共
同
体
で
あ
り
、
そ
れ
が
時
に
家
族
や
隣
人
と
い
っ
た
原
初
的
社
会
集
団
よ
り
も

重
大
な
機
能
を
果
た
し
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
一
八
六
一
年
置
農
奴
解
放
令
（
農
民
一
般
規
則
）
は
村
団
（
8
自
畠
8
。
O
且
8
↓
ぎ
）
と

郷
（
国
O
自
O
O
↓
ぴ
）
を
農
村
統
治
の
基
礎
単
位
と
定
め
た
。
郷
は
同
一
郡
に
お
い
て
、
な
る
べ
く
隣
接
す
る
複
数
の
赤
倉
か
ら
形
成
さ
れ
、

そ
こ
に
加
わ
る
男
子
納
税
義
務
者
を
三
〇
〇
人
か
ら
二
〇
〇
〇
人
ま
で
を
め
ど
と
し
、
半
径
一
士
ヴ
ェ
ル
ス
タ
（
一
ヴ
ェ
ル
ス
タ
は
約
…
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
）
に
お
さ
ま
る
範
囲
と
さ
れ
た
（
四
二
、
四
三
条
）
が
、
村
団
の
方
に
は
そ
う
し
た
規
定
は
な
か
っ
た
。
中
央
部
ロ
シ
ア
で
は
ふ

つ
う
村
費
は
農
村
共
同
体
（
O
Φ
自
ぴ
O
民
9
9
識
　
O
O
口
一
国
出
僧
）
と
一
致
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
一
共
同
体
は
一
村
落
を
形
成
し
て
い
た
（
い

わ
ゆ
る
単
村
共
同
体
弓
0
8
凋
萎
o
O
潤
§
o
）
。
改
革
期
モ
ス
ク
ワ
県
の
場
合
、
全
共
同
体
に
占
め
た
単
帯
共
同
体
の
割
合
は
九
四
％
以
上

　
　
　
　
　
　

で
あ
っ
た
。
通
例
、
二
、
三
村
か
ら
一
〇
村
の
複
数
の
村
落
か
ら
な
る
多
村
な
い
し
複
村
共
同
体
（
・
8
0
韓
国
器
＼
8
＄
9
。
臣
雷
＆
頂
上
g
。
）

は
北
部
諸
県
に
普
及
し
、
さ
ら
に
大
規
模
な
郷
共
同
体
（
国
O
自
O
O
弓
国
9
9
国
　
O
O
一
月
出
国
O
，
）
も
同
様
で
あ
っ
た
。

　
村
団
の
意
思
は
村
会
（
O
①
自
ぴ
O
男
閏
旨
　
O
】
【
O
鎖
）
で
決
定
さ
れ
た
。
そ
れ
を
主
宰
し
た
の
は
村
長
（
8
き
。
製
§
o
冨
℃
8
冨
）
で
あ
る
。

岡
三
は
必
要
に
応
じ
て
徴
税
人
、
穀
物
倉
庫
・
学
校
・
病
院
な
ど
の
監
視
人
、
書
記
と
い
っ
た
役
職
者
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
（
四
六

条
）
。
村
勢
は
ツ
ァ
ー
，
リ
政
府
の
行
政
上
の
末
端
機
関
と
し
て
の
性
格
を
有
し
、
そ
の
徴
税
機
能
を
重
視
す
る
論
者
は
、
農
奴
解
放
後
の
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
共
同
体
は
「
租
税
共
同
体
（
目
。
豪
量
塁
o
O
月
匿
頸
。
）
」
と
し
て
再
編
・
強
化
さ
れ
た
と
い
う
。
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今
回
、
私
は
「
租
税
共
同
体
」
と
い
っ
た
側
面
に
さ
ら
に
こ
だ
わ
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
が
、
無
論
、
億
載
1
1
共
同
体
の
機

能
は
は
る
か
に
豊
か
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
改
革
期
共
同
体
に
関
す
る
好
論
文
を
書
い
た
ミ
ロ
ー
ノ
ブ
．
は
そ
の
主
要
機
能
と
し
て
一
〇
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
経
済
、
課
税
、
法
、
行
政
1
1
警
察
、
統
合
、
相
互
扶
助
、
教
育
、
文
化
、
宗
教
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
い
わ
ば
表
向
き
の
公
的
機
能
を
果
た
す
村
醸
と
ふ
だ
ん
の
日
常
的
機
能
を
果
た
す
共
同
体
が
農
民
の
世
界
に
有
す
る
作
用
を
微

分
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
項
目
ご
と
に
ど
ち
ら
か
の
機
能
に
比
重
が
か
か
る
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
が
両
面
性
を
も
持
っ
て
い

て
、
こ
れ
ら
の
順
列
組
み
合
わ
せ
が
創
出
す
る
の
は
到
底
一
筋
縄
で
は
理
解
が
遠
く
及
ば
な
い
ム
ジ
ー
ク
の
生
活
空
間
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
を
い
く
ら
か
は
承
知
し
た
つ
も
り
で
、
こ
こ
で
は
人
々
の
移
動
に
関
わ
る
村
団
一
1
共
同
体
の
規
制
力
と
い
っ
た
も
の
を

考
え
て
み
た
い
。
従
来
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
論
点
に
し
た
研
究
者
は
少
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
基
礎
的
な
手
続
き
が
求
め
ら
れ
る
。
確
認

が
ま
ず
必
要
な
の
は
農
民
一
般
規
則
で
の
当
該
問
題
の
扱
い
方
で
あ
る
。
同
規
則
第
二
部
第
五
章
の
村
高
を
め
ぐ
る
脱
退
と
登
録
及
び
第

三
部
第
三
章
の
税
支
払
い
に
関
わ
る
二
つ
が
関
連
箇
所
で
あ
る
。
順
次
検
討
し
よ
う
。

　
第
＝
二
〇
条
は
村
団
か
ら
農
民
が
脱
退
（
緊
国
O
自
び
国
①
出
属
Φ
）
し
他
身
分
へ
移
る
条
件
と
し
て
次
を
求
め
て
い
る
。
①
共
同
体
分
与
地
利
用

を
永
久
に
放
棄
し
、
利
用
地
を
引
き
渡
す
こ
と
。
②
脱
退
が
兵
役
義
務
履
行
の
障
害
と
な
ら
な
い
こ
と
。
③
脱
退
者
の
家
族
に
国
、
ゼ
ム

ス
ト
ヴ
ォ
、
ミ
ー
ル
に
税
の
滞
納
が
な
く
、
翌
年
一
月
一
日
ま
で
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
。
④
脱
退
者
に
対
し
郷
役
場
に
出
さ
れ
た
個
人
的

な
取
り
出
て
（
請
求
）
が
な
い
こ
と
。
⑤
脱
退
者
が
裁
判
に
か
か
っ
て
い
な
い
こ
と
。
⑥
脱
退
者
の
両
親
が
脱
退
に
同
意
す
る
こ
と
。
⑦

脱
退
者
の
家
族
で
村
団
に
残
る
年
少
者
及
び
労
働
能
力
喪
失
者
が
自
力
で
食
べ
て
い
け
る
こ
と
。
⑧
脱
退
者
が
地
主
の
分
与
地
を
利
用
し

て
い
れ
ば
、
そ
れ
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
義
務
に
滞
納
な
き
こ
と
。
⑨
脱
退
希
望
者
は
移
動
先
の
団
（
O
O
目
月
Φ
O
↓
⇔
口
O
）
、
か
ら
の
受
け
入
れ
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

定
（
弓
器
塁
塁
弓
胃
畠
。
℃
）
を
提
示
す
る
こ
と
。

　
農
民
身
分
を
捨
て
る
た
め
に
村
団
を
脱
退
す
れ
ば
、
固
定
さ
れ
た
土
地
へ
の
緊
縛
状
態
か
ら
脱
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
一
般
に
そ
の
人

間
は
よ
り
多
く
の
移
動
（
可
動
）
性
を
獲
得
す
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
身
分
制
社
会
に
あ
っ
て
は
一
身
分
か
ら
の
脱
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論説

退
は
原
則
と
し
て
他
身
分
へ
の
編
入
を
意
味
し
、
こ
の
場
合
は
農
村
に
代
わ
る
都
市
の
幾
つ
か
の
身
分
が
そ
の
場
を
提
供
す
る
だ
ろ
う
。

こ
の
第
＝
二
〇
条
で
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
①
の
分
与
地
放
棄
に
あ
る
。
一
旦
そ
れ
を
村
団
側
へ
引
き
渡
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
人
間
に
と

り
戻
る
べ
き
村
は
な
く
な
る
。
真
の
意
味
で
故
郷
を
捨
て
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
引
き
渡
す
以
前
に
都
市
に
生
活
基
盤
が
あ
る
こ
と
が

必
要
と
な
る
が
、
こ
れ
も
一
般
に
は
む
つ
か
し
く
、
実
際
に
は
本
論
以
下
に
見
る
よ
う
に
都
市
へ
の
出
稼
ぎ
を
長
年
に
渡
っ
て
継
続
す
る

な
か
で
決
断
さ
れ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
農
奴
解
放
令
発
布
後
九
年
間
は
旧
地
主
が
「
後
見
人
」
と
し
て
農
民
経
営
に
公
然
と
介
入
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
い
た
か
ら
、
農
民
に
と
り
、
こ
の
離
脱
権
が
自
分
の
も
の
と
な
っ
た
の
は
一
八
七
〇
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
都
市
に
所
在

す
る
人
々
は
身
分
的
に
あ
く
ま
で
農
民
身
分
を
保
持
す
る
都
会
人
（
男
℃
Φ
O
図
り
国
議
①
匿
弓
O
喝
O
葵
⇔
出
Φ
）
で
あ
っ
た
と
み
て
大
勢
に
誤
り
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
第
＝
二
〇
条
に
関
連
し
て
、
農
婦
の
う
ち
未
婚
者
な
い
し
寡
婦
に
対
す
る
辛
々
脱
退
条
件
は
、
分
与
地
を
利
用
し
て
い
な
い
こ
と
噛

を
前
提
に
し
て
、
郷
長
が
当
該
者
の
両
親
が
脱
退
に
同
意
し
て
い
る
こ
と
と
当
該
者
が
裁
判
に
か
か
っ
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
満

た
さ
れ
た
（
第
一
三
八
条
）
か
ら
、
こ
の
限
り
で
彼
女
た
ち
の
条
件
は
か
な
り
緩
和
さ
れ
て
い
た
。

　
さ
て
、
正
確
に
い
え
ば
右
に
見
た
第
＝
二
〇
条
が
対
象
と
し
た
の
は
農
奴
的
従
属
か
ら
解
放
さ
れ
た
が
「
地
主
と
義
務
的
な
土
地
関
係

に
あ
る
」
（
第
一
五
条
）
二
時
的
義
務
負
担
農
民
」
で
あ
っ
た
。
買
戻
し
に
入
り
農
民
を
取
り
ま
く
土
地
関
係
が
変
化
す
れ
ば
、
自
ら
村
団

一
共
同
体
の
脱
退
条
件
も
変
わ
っ
た
。
買
戻
し
負
担
を
全
納
し
た
「
完
全
所
有
者
」
は
村
営
の
同
意
な
し
に
買
い
戻
し
た
土
地
を
共
同
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
用
地
か
ら
切
り
離
し
、
そ
の
分
与
地
を
私
有
へ
移
す
こ
と
が
出
来
た
（
買
戻
し
規
定
第
一
六
五
条
）
。
「
「
完
全
所
有
者
」
に
な
る
こ
と
が
出

来
た
の
は
村
団
の
最
富
裕
者
で
あ
っ
た
が
、
村
団
側
は
彼
ら
に
そ
の
買
戻
し
地
を
分
け
よ
う
と
せ
ず
、
私
有
地
を
創
出
す
る
と
分
与
地
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

価
値
が
下
落
す
る
と
し
て
混
在
地
制
・
割
替
地
制
の
維
持
が
実
際
に
は
な
さ
れ
た
か
ら
、
こ
の
部
分
が
農
村
に
私
的
所
有
原
理
に
立
脚
す

る
財
と
サ
ー
ヴ
ィ
ス
、
そ
し
て
人
間
の
容
易
な
移
動
体
系
を
樹
立
す
る
よ
う
な
こ
と
は
の
ぞ
む
べ
く
も
な
か
っ
た
。
モ
ス
ク
ワ
県
の
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　

一
八
七
〇
年
代
末
で
全
農
民
範
疇
を
通
し
て
「
完
全
所
有
者
」
は
四
％
で
あ
っ
た
。

57　（1　・16）　16
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一
方
、
買
戻
し
操
作
に
入
っ
た
が
全
額
納
入
し
て
は
い
な
い
「
農
民
1
1
所
有
者
」
に
つ
い
て
は
買
戻
し
規
約
第
一
七
二
条
以
下
で
触
れ

ら
れ
た
。
彼
ら
は
右
に
見
た
一
般
規
約
を
尊
重
し
た
上
で
、
そ
の
脱
退
希
望
者
は
現
に
利
用
し
買
戻
し
に
入
っ
て
い
る
分
与
地
の
全
買
戻

し
額
の
半
分
を
支
払
い
、
当
該
者
の
属
し
て
い
る
村
団
が
残
り
半
分
の
支
払
い
を
請
け
合
う
こ
と
が
脱
退
の
た
め
の
基
礎
条
件
と
な
っ
た

（
同
規
約
第
一
七
三
条
）
。
こ
の
場
合
、
脱
退
す
る
者
は
そ
れ
ま
で
利
用
し
て
き
た
自
分
の
分
与
地
の
管
理
を
村
団
に
ま
か
せ
て
や
は
り
無

土
地
で
出
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
高
額
を
支
払
っ
た
上
で
土
地
を
失
う
ま
で
し
て
村
団
を
脱
退
す
る
よ
う
な
者
が
多
い
は
ず
は
な
く
、
さ

ら
に
買
戻
し
金
な
い
し
国
税
の
支
払
い
を
滞
納
し
て
い
る
村
前
か
ら
脱
退
す
る
に
は
事
前
に
県
当
局
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
た
（
同
第
一

七
四
条
）
こ
と
も
そ
の
実
行
を
む
つ
か
し
く
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
身
分
間
移
動
を
強
く
制
限
し
九
法
的
規
制
は
農
民
た
ち
を
閉
ざ
さ
れ
た
身
分
内
部
に
押
し
と
ど
め
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら

に
一
般
規
則
第
三
部
第
三
章
は
農
民
に
課
さ
れ
た
国
税
・
ゼ
ム
ス
ト
ヴ
ォ
税
・
ミ
ー
ル
税
の
三
つ
に
つ
い
て
い
か
に
村
団
が
責
任
を
も
っ

て
徴
収
す
る
か
を
扱
っ
て
税
支
払
い
に
連
帯
責
任
暑
篇
畠
9
。
面
目
。
雪
虫
原
理
を
導
入
し
た
（
第
一
八
七
条
）
か
ら
、
農
民
と
村
醸
と
の
問

に
は
求
心
力
が
働
い
た
の
で
あ
る
。
当
該
問
題
で
今
日
に
至
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
唯
一
と
い
っ
て
よ
い
本
格
的
研
究
を
一
八
九
七
年
に
出
し

た
H
・
ブ
ル
ジ
ェ
ス
キ
ー
は
、
一
八
六
一
年
二
月
一
九
日
前
で
創
出
さ
れ
た
税
徴
収
保
証
シ
ス
テ
ム
は
「
連
帯
責
任
の
完
成
さ
れ
た
タ
イ

プ
」
で
あ
り
、
連
帯
責
任
の
名
で
共
同
体
に
税
務
に
つ
き
十
全
な
独
自
性
が
与
え
ら
れ
、
滞
納
が
な
い
限
り
そ
れ
は
完
全
な
税
務
管
理
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
が
、
そ
う
し
た
共
同
体
の
機
能
は
続
く
第
一
八
八
条
に
示
さ
れ
た
滞
納
に
対
す
る
強
制
取
り
立
て
に
よ
っ
て
法
的

に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
次
の
六
項
を
あ
げ
て
い
る
。
①
滞
納
者
の
所
有
す
る
不
動
産
か
ら
の
収
入
を
［
滞
納
金
に
］
充
て
る
こ
と
。

②
滞
納
者
な
い
し
そ
の
家
族
を
賃
稼
ぎ
に
出
す
こ
と
。
③
滞
納
者
に
対
す
る
後
見
人
を
定
め
る
こ
と
。
④
滞
納
者
の
個
人
的
不
動
産
を
売

却
す
る
こ
と
。
⑤
滞
納
者
が
そ
れ
な
し
で
済
ま
せ
う
る
動
産
な
い
し
建
物
の
一
部
を
売
却
す
る
こ
と
。
⑥
滞
納
者
か
ら
そ
の
播
種
地
の
一

部
な
い
し
全
分
与
地
を
取
り
上
げ
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
に
村
団
に
与
え
ら
れ
た
権
限
は
強
大
で
あ
り
、
と
く
に
④
～
⑥
の
三
つ
は
他
の
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

段
が
無
効
で
あ
っ
た
場
合
に
最
後
に
と
る
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
連
帯
責
任
制
は
モ
ス
ク
ワ
地
方
を
ふ
く
む
中
央
部
三
六
県
に
導
入
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け
　

説
　
さ
れ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
リ
ト
ワ
な
ど
の
県
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
さ
ら
に
男
子
納
税
者
が
二
一
人
以
下
の
小
領
地
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
も
連
帯

論
　
責
任
制
を
免
紅
紫
。
因
に
ミ
巨
ー
ノ
ブ
が
算
出
し
た
ロ
シ
ア
の
全
共
同
体
の
平
均
規
模
は
・
一
八
七
七
～
八
年
で
・
五
四
農
桑
●
二
九
〇

　
　
　
　
　
　
　
り
　

　
　
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
構
成
員
数
量
連
帯
責
任
制
を
の
が
れ
え
た
部
分
は
ご
く
少
数
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
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こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
具
体
的
に
は
旧
地
三
農
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
チ
ョ
ロ
フ
ス
キ
ー
が
農
奴
解
放
後
、
旧
地
主
農
と

く
ら
べ
て
多
く
の
自
由
を
享
受
し
、
共
同
体
を
最
も
発
展
、
維
持
し
た
部
分
と
し
て
旧
国
有
地
農
を
「
発
見
し
た
」
こ
と
は
す
で
に
知
ら

　
　
　
け
　

れ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
旧
御
料
地
農
を
加
え
た
三
大
範
疇
が
，
改
革
期
ロ
シ
ア
の
農
民
を
構
成
し
た
の
で
あ
る
が
、
農
奴
解
放
時
の
欧

露
全
体
で
の
人
口
割
合
は
旧
地
主
農
を
一
〇
と
す
る
と
、
旧
国
有
地
農
は
九
で
、
旧
御
料
地
農
は
一
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
ら
、

旧
地
主
農
は
全
農
民
の
半
分
ほ
ど
で
し
か
な
か
っ
光
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
あ
と
半
分
の
旧
国
有
地
農
に
焦
点
を
あ
て
て
み
た
い
。

　
旧
国
有
地
農
の
方
が
旧
地
主
農
よ
り
も
恵
ま
れ
た
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
鈴
木
健
夫
氏
は
ゼ
ム
ス
ト

ヴ
ォ
資
料
に
依
っ
で
、
こ
の
改
革
期
モ
ス
ク
ワ
県
に
つ
い
て
旧
国
有
地
農
の
場
合
、
成
人
男
性
一
人
あ
た
り
、
分
与
地
面
積
は
七
・
○
デ

シ
ャ
チ
ー
ナ
、
租
税
額
は
一
五
ル
ー
ブ
リ
ニ
○
カ
ペ
イ
カ
で
あ
っ
た
が
、
旧
地
主
農
の
場
合
は
同
様
に
五
・
一
デ
シ
ャ
チ
ー
ナ
、
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

ル
ー
ブ
リ
九
〇
カ
ペ
イ
カ
と
は
る
か
に
悪
い
条
件
に
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
（
旧
御
料
地
農
は
中
間
の
条
件
）
。

　
旧
国
有
地
農
村
は
一
八
六
六
年
一
月
一
八
日
法
の
実
施
過
程
で
個
々
の
郷
単
位
を
拡
大
し
た
り
し
た
が
、
全
体
と
し
て
改
革
以
前
の
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

地
分
与
や
そ
の
共
同
体
に
多
く
み
ら
れ
た
多
農
村
型
は
維
持
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
旧
国
有
地
農
と
旧
地
上
農
が
納
税
を
め
ぐ
り
か
な
り
異
な
る
扱
い
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
の
が
ブ
ル
ジ
ェ
ス
キ
ー

で
あ
る
。
旧
地
主
峯
の
場
合
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
も
み
た
よ
う
に
、
共
同
体
に
税
割
当
て
や
徴
税
を
連
帯
責
任
に
お
い
て
ま
か
せ
て
政
府

は
共
同
体
の
内
部
秩
序
に
介
入
す
る
こ
と
を
差
も
控
え
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
旧
国
有
地
農
の
場
合
、
徴
税
は
法
に
お
い
て

個
々
の
税
間
で
納
入
の
割
当
て
が
定
め
ら
れ
、
法
的
規
制
を
適
用
す
る
こ
と
で
連
帯
責
任
自
体
は
や
め
る
方
向
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
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こ
で
は
政
府
の
税
務
監
視
は
地
方
長
官
畠
題
廷
臣
旨
臣
d
9
。
旨
旨
塁
が
一
手
に
行
い
、
彼
は
滞
納
取
り
立
て
よ
り
も
当
座
の
税
額
の
徴
収
に

　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

気
を
か
け
た
の
で
あ
る
。

　
推
測
す
る
に
、
旧
国
有
地
農
の
共
同
体
で
は
相
対
的
に
経
済
が
恵
ま
れ
て
い
て
滞
納
額
が
少
な
く
、
そ
の
必
要
が
格
別
に
認
識
さ
れ
な

か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
連
帯
責
任
の
名
の
下
に
構
成
員
各
自
の
行
動
を
し
ば
る
度
合
い
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
に
引
用

し
た
グ
リ
ゴ
ー
リ
エ
フ
も
リ
ャ
ザ
ン
県
の
元
国
有
地
農
の
可
動
性
の
高
さ
に
注
目
し
て
い
る
。
彼
は
一
八
五
八
年
の
第
一
〇
回
人
口
調
査

か
ら
一
八
八
二
年
ま
で
に
黒
土
帯
の
同
県
南
部
三
郡
か
ら
三
六
六
一
家
族
二
万
二
四
三
八
人
が
移
住
し
、
そ
の
う
ち
元
国
有
地
農
は
一
万

五
七
一
二
人
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
三
郡
の
旧
国
有
地
農
と
旧
地
主
農
は
各
々
一
九
万
人
、
一
八
万
人
と
ほ
と
ん
ど
同
数
で
あ
っ
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
、
移
住
率
は
二
倍
の
差
が
あ
る
）
。
分
与
地
に
課
さ
れ
る
負
担
が
よ
り
小
さ
い
か
ら
そ
れ
を
共
同
体
や
個
人
に
譲
渡
し
や
す
い
こ
と
、
そ

し
て
一
八
六
一
年
以
前
か
ら
彼
ら
の
間
に
あ
っ
た
（
旧
地
主
導
に
は
あ
り
え
な
い
）
移
住
「
伝
統
」
の
存
在
を
グ
リ
ゴ
ー
リ
エ
フ
は
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

理
由
に
あ
げ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
も
最
貧
農
の
喰
い
つ
め
者
が
故
郷
を
捨
て
る
図
は
描
け
そ
う
も
な
い
。
元
国
有
地
農
の
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
良
さ
は
地
主
農
が
賦

役
を
強
い
ら
れ
て
い
た
時
に
農
奴
制
下
で
出
稼
ぎ
を
や
り
、
そ
の
伝
統
が
改
革
期
に
も
生
き
て
い
て
、
非
農
業
的
な
採
取
業
に
関
わ
る
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

（
起
。
客
属
目
自
①
臣
臣
）
の
割
合
が
多
か
っ
た
と
い
っ
た
こ
と
に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
と
思
う
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
以
下
に
お

い
て
旧
国
有
地
農
に
こ
れ
以
上
特
別
な
フ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
る
ヒ
と
は
出
来
な
い
。
研
究
史
の
あ
り
方
に
も
わ
ざ
わ
い
さ
れ
て
、
今
の

私
に
は
そ
れ
を
可
能
と
す
る
材
料
、
資
料
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
今
後
の
論
点
を
一
つ
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

　
こ
の
よ
う
に
、
村
団
か
ら
の
脱
退
は
様
々
に
む
つ
か
し
く
、
連
帯
責
任
の
所
在
も
農
民
の
移
動
を
大
き
く
制
約
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

実
際
の
移
動
は
す
で
に
少
し
く
触
れ
た
よ
う
に
旅
券
制
度
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
た
。

　
農
奴
解
放
以
降
、
正
確
に
は
一
八
六
三
年
以
降
、
旅
券
の
発
行
は
地
主
の
直
接
的
決
定
に
よ
ら
ず
、
郷
役
場
（
切
O
自
O
O
四
国
O
Φ
　
口
℃
9
◎
切
自
Φ
国
国
Φ
）
57　（1　・19）　藍9
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が
村
長
に
よ
る
し
か
る
べ
き
確
認
を
う
け
て
の
ち
行
う
こ
と
と
な
っ
た
（
農
民
一
般
規
則
第
五
八
条
一
〇
項
、
第
八
四
条
八
項
）
。
村
高
1
1
郷
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

人
格
的
に
は
村
長
一
郷
長
（
国
O
自
O
O
弓
国
O
旨
　
O
弓
O
℃
目
目
属
国
O
）
が
一
般
農
民
の
移
動
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
第
一
線
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

　
こ
の
旅
券
取
得
は
有
料
で
、
一
八
六
〇
年
代
末
に
半
年
旅
券
で
八
五
カ
ペ
イ
カ
、
一
年
旅
券
で
一
八
ル
ー
ブ
リ
四
五
カ
ペ
イ
カ
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
と
さ
れ
、
金
の
な
い
者
は
有
効
期
間
一
～
三
ヵ
月
の
安
価
な
ビ
レ
ッ
ト
を
求
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ま
た
登
録
（
一
出
生
）
地
の
郷

役
場
で
の
み
有
効
期
間
の
延
長
を
な
し
う
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
が
、
一
八
七
〇
年
に
な
り
農
民
は
生
地
を
離
れ
た
、
恒
常
的
な
（
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

働
）
居
住
地
に
い
た
ま
ま
で
、
郵
送
等
に
よ
っ
て
帰
郷
せ
ず
に
、
旅
券
を
更
新
し
う
る
よ
う
旅
券
制
度
は
「
本
質
的
に
緩
和
」
さ
れ
た
。

　
旅
券
制
度
に
ま
つ
わ
る
こ
う
し
た
変
化
の
一
事
例
が
よ
く
示
す
よ
う
に
、
農
奴
解
放
令
発
布
時
に
定
め
ら
れ
た
諸
規
範
は
時
の
経
過
と

と
も
に
修
正
を
こ
う
む
っ
た
。
そ
の
過
程
は
改
革
と
反
改
革
を
繰
り
返
し
、
一
九
〇
五
年
革
命
に
至
る
ツ
ァ
ー
リ
権
力
上
層
部
の
試
行
錯

誤
の
道
程
の
　
部
を
な
し
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
行
論
に
と
り
最
小
限
度
必
要
と
す
る
事
柄
を
確
か
め
て
お
こ
う
。

　
農
奴
解
放
後
、
相
変
わ
ら
ず
低
位
の
生
産
性
を
示
す
農
業
構
造
、
と
く
に
一
八
六
七
～
八
年
の
飢
饒
が
引
き
金
と
な
っ
た
租
税
滞
納
の

増
加
が
ツ
ァ
ー
リ
政
府
に
共
同
体
的
土
地
所
有
維
持
原
理
と
し
て
の
農
奴
解
放
令
自
体
の
見
直
し
を
強
い
た
。
一
八
六
七
年
五
月
、
買
戻

し
金
と
滞
納
金
と
の
取
り
立
て
に
苦
慮
し
だ
し
た
政
府
は
村
団
を
通
り
越
し
て
、
そ
れ
と
は
無
関
係
独
自
に
滞
納
者
を
稼
ぎ
に
出
す
権
限

を
農
地
調
停
官
（
冨
嬉
℃
O
ご
O
旨
　
目
O
O
℃
Φ
貼
出
旨
男
）
に
与
え
、
さ
ら
に
県
知
事
に
は
農
地
調
停
官
と
は
関
係
な
く
、
警
察
当
局
に
そ
の
他
の
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　

立
て
方
策
を
と
る
よ
う
命
令
す
る
権
限
を
付
与
し
た
。
実
際
に
は
農
地
調
停
官
側
の
監
視
態
勢
が
弱
体
で
あ
っ
た
た
め
に
こ
の
措
置
は
さ

し
た
る
実
効
を
伴
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
滞
納
を
理
由
に
公
権
力
が
共
同
体
秩
序
に
公
然
と
介
入
す
る
道
筋
が
つ
け
ら
れ
た
こ
と

ば
注
目
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
こ
の
分
野
で
の
動
き
は
一
八
七
四
年
六
月
に
至
り
、
農
地
調
停
官
か
ら
右
の
権
限
を
剥
奪
し
て
、

そ
れ
を
郡
警
察
署
長
（
望
①
ω
遅
遺
旨
国
。
起
。
臣
塁
）
に
移
轄
さ
せ
、
税
務
に
お
い
て
全
面
的
に
警
察
権
力
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

農
民
に
と
っ
て
、
実
質
唯
一
の
「
ナ
チ
ャ
ー
リ
ニ
ク
」
と
し
て
郡
警
察
署
長
が
登
場
す
る
の
は
こ
の
時
点
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
外
部

権
力
に
よ
る
規
制
を
強
化
す
る
一
方
で
、
一
八
六
九
年
一
一
月
に
は
蔵
相
レ
イ
チ
ェ
ル
ン
に
よ
り
一
時
的
義
務
負
担
農
民
が
連
帯
責
任
制
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お
　

を
免
除
さ
れ
る
共
同
体
規
模
が
男
子
納
税
者
四
〇
人
以
下
と
拡
大
さ
れ
た
。

　
農
奴
解
放
令
見
直
し
作
業
の
最
初
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
一
八
七
二
年
か
ら
の
通
称
「
ヴ
ァ
ル
ー
エ
フ
委
員
会
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
知

ら
れ
る
が
、
ほ
ぼ
六
〇
年
代
一
杯
、
内
相
を
つ
と
め
た
H
・
A
・
ヴ
ァ
ル
ー
エ
フ
（
一
八
七
二
～
八
○
年
は
国
有
財
産
相
）
は
首
都
ペ
テ

ル
ブ
ル
グ
に
あ
っ
て
地
主
r
・
A
・
シ
チ
ェ
ル
。
ハ
ー
ト
フ
、
ゼ
ム
ス
ト
ヴ
ォ
活
動
家
n
・
∬
・
コ
ル
フ
と
と
も
に
共
同
体
原
理
へ
の
批
判
者

と
し
て
も
著
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
委
員
会
は
共
同
体
の
解
体
こ
そ
い
わ
ぬ
が
、
そ
れ
が
農
民
経
済
に
「
好
ま
し
か
ら
ぬ
」
影
響
を
与
え
て

い
る
と
声
明
す
る
に
は
ば
か
ら
な
か
っ
た
。
同
委
は
経
営
的
関
心
を
共
同
体
外
部
に
も
つ
農
民
に
は
共
同
体
か
ら
の
脱
退
権
を
与
え
る
べ

き
で
あ
り
、
そ
う
し
た
者
と
は
個
人
的
土
地
所
有
者
、
継
続
し
て
他
所
で
土
地
を
賃
借
し
て
い
る
者
、
そ
し
て
村
里
か
ら
遠
方
で
た
え
ず

小
営
業
起
§
目
。
自
を
や
っ
て
い
る
者
だ
と
し
た
。
そ
し
て
、
一
八
七
五
年
一
月
四
日
に
出
さ
れ
た
、
す
で
に
み
た
買
戻
し
規
約
第
一
七

三
条
を
実
質
上
廃
止
す
る
新
し
い
規
約
は
「
農
民
1
1
所
有
者
」
が
買
戻
し
負
担
の
半
分
を
消
化
す
る
と
い
っ
た
厳
し
い
条
件
を
な
く
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

村
団
脱
退
希
望
者
は
そ
の
村
団
の
同
意
及
び
県
当
局
の
許
可
を
得
さ
え
す
れ
ば
よ
し
と
し
た
。
こ
の
限
り
で
村
団
か
ら
の
脱
退
は
容
易
に

　
　
　
お
　

な
っ
た
の
だ
が
、
一
八
七
〇
年
代
を
通
し
て
連
帯
責
任
制
（
そ
し
て
旅
券
問
題
）
は
立
法
的
な
見
直
し
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
一
八
八
○
年
代
、
一
連
の
租
税
改
革
を
実
施
し
た
ブ
ン
ゲ
は
国
家
評
議
会
で
農
民
の
「
過
度
な
負
担
」
を
語
り
、
ま
ず
一
八
八
「
年
一

二
月
、
買
戻
し
支
払
い
額
を
減
額
さ
せ
る
と
同
時
に
一
時
的
義
務
負
担
農
の
買
戻
し
操
作
へ
の
強
制
的
移
行
を
な
し
、
一
八
八
二
年
以
降

段
階
的
に
人
頭
税
を
廃
止
し
て
直
接
税
か
ら
間
接
税
へ
と
転
換
七
た
。
こ
の
時
、
ブ
ソ
ゲ
は
最
終
的
に
は
課
税
の
身
分
的
区
別
の
廃
止
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目
ざ
し
た
が
、
そ
の
実
現
は
遠
い
将
来
（
一
九
三
〇
年
）
に
お
い
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
ツ
ァ
ー
リ
自
身
、
一
八
八
一
年
五
月
に
国
家
評

議
会
の
意
見
を
容
れ
、
内
務
・
大
蔵
両
省
に
連
帯
責
任
制
を
、
共
同
体
的
所
有
原
理
を
乱
す
こ
と
な
く
、
弱
化
な
い
し
廃
止
す
る
立
法
案

　
　
　
　
　
　
　
ね
　

の
検
討
を
命
じ
た
が
、
こ
こ
に
は
連
帯
責
任
制
自
体
が
む
し
ろ
滞
納
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
支
配
層
改
革
派
を
と

ら
え
た
根
本
的
疑
念
が
作
用
し
て
い
た
。
ブ
ン
ゲ
自
身
は
新
し
い
税
制
運
営
の
礎
と
な
る
べ
く
租
税
監
督
官
制
（
目
鼻
謡
舘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

臣
8
舞
長
節
）
の
十
全
な
機
能
に
期
待
し
た
が
、
現
実
に
は
農
民
の
税
務
は
「
指
導
者
も
監
督
官
も
な
し
」
と
い
っ
た
ア
ナ
ー
キ
ー
な
状
態
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に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
一
八
八
五
年
、
モ
ス
ク
ワ
総
督
は
労
働
者
が
工
場
主
及
び
地
元
警
察
を
通
し
て
旅
券
を
交
換
す
る
（
O
O
冨
①
国
旨
国
勢
日
ぴ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

こ
と
を
許
す
決
定
を
出
し
て
、
右
に
み
た
一
八
七
〇
年
代
の
旅
券
制
度
緩
和
路
線
を
受
け
継
い
だ
。

　
こ
う
し
た
緩
和
路
線
に
対
し
て
、
一
八
八
○
年
代
末
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
反
動
期
」
に
共
同
体
締
め
付
け
路

線
を
と
っ
た
の
が
内
相
π
【
・
A
・
ト
ル
ス
ト
ー
イ
で
あ
っ
た
。
こ
の
路
線
は
家
族
分
割
認
可
が
従
来
、
村
団
の
単
純
多
数
決
で
あ
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
が
必
要
と
し
た
家
族
分
割
制
限
法
（
｝
八
八
六
年
三
月
一
八
日
）
、
土
地
割
替
に
一
八
八
九
年
に
導
入
さ
れ
た
ゼ

ム
ス
キ
i
・
ナ
チ
ャ
ー
リ
ニ
ク
の
承
認
を
必
要
と
し
可
面
割
替
は
一
二
年
以
上
間
隔
を
お
く
こ
と
を
う
た
っ
た
志
津
制
限
法
（
一
八
九
三

　
　
　
　
ム
　

年
六
月
八
日
）
、
そ
し
て
一
八
六
｝
年
の
買
戻
し
規
約
第
｝
六
五
条
を
廃
し
て
買
戻
し
貸
付
金
返
済
以
前
に
村
老
の
認
可
に
ぽ
り
地
片
が

個
々
の
家
長
に
渡
る
こ
と
を
禁
じ
、
さ
ら
に
農
民
身
分
以
外
の
者
へ
分
与
地
が
移
る
こ
と
も
禁
止
し
た
農
民
分
与
地
譲
渡
予
防
法
（
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

九
三
年
一
二
月
一
四
日
）
の
三
法
か
ら
主
に
構
想
さ
れ
た
。
こ
こ
に
全
体
と
し
て
ト
ル
ス
ト
ー
イ
に
よ
る
「
家
父
長
制
的
精
神
」
や
「
集
団

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

主
義
（
男
O
自
旨
Φ
閑
弓
属
国
国
ω
7
【
）
」
の
強
制
と
強
化
の
試
み
を
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
史
学
は
ふ
つ
う
見
い
出
す
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
社
会
制
度
な
い
し

組
織
と
し
て
の
農
村
共
同
体
の
維
持
が
図
ら
れ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
ヴ
ィ
ッ
テ
が
主
導
し
て
、
徴
税
機
能
不
全
か
ら
連
帯
責
任
制
の
見
直
し
が
再
度

な
さ
れ
、
最
終
的
に
そ
の
廃
止
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
本
稿
の
枠
を
大
き
く
こ
え
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
本

論
の
主
題
に
即
し
て
こ
の
再
度
の
見
直
し
に
契
機
を
与
え
た
旅
券
問
題
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
一
八
八
六
年
か
ら
の
大
蔵
省
付
属
旅
券

委
員
会
の
作
業
結
果
を
う
け
た
ヴ
ィ
ッ
テ
は
一
八
九
三
年
五
月
、
内
相
ド
ゥ
ル
ノ
ヴ
ォ
ー
と
と
も
に
国
家
評
議
会
に
対
し
旅
券
の
税
制
上

の
意
義
の
廃
止
を
含
む
提
案
を
し
た
。
と
く
に
ヴ
ィ
ッ
テ
の
場
合
、
旅
券
上
の
制
限
な
き
出
稼
ぎ
の
進
展
が
も
た
ら
す
税
収
を
計
算
し
允

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
国
家
評
議
会
は
あ
く
ま
で
連
帯
責
任
制
に
こ
だ
わ
り
、
．
結
局
一
八
九
四
年
六
月
四
日
に
出
さ
れ
た
、
旅
券
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

な
り
う
る
居
住
証
（
医
長
器
韓
竃
Φ
き
。
岳
。
）
法
は
税
を
滞
納
し
て
い
る
農
民
は
そ
の
入
金
が
村
団
の
連
帯
責
任
に
よ
り
保
証
さ
れ
れ
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ば
、
早
舞
の
同
意
で
旅
券
を
う
る
こ
と
が
出
来
る
と
定
め
た
の
で
あ
る
（
第
四
四
条
）
。
こ
の
場
合
、
滞
納
が
あ
っ
て
も
連
帯
責
任
が
あ
れ

ば
、
旅
券
は
発
行
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
連
帯
責
任
制
が
む
し
ろ
人
々
の
移
動
性
を
高
め
た
と
い
え
な
く
も
な
い
。
そ
し
て
こ
の
居
住
証
法

で
大
切
な
の
は
そ
の
第
四
条
で
五
〇
ヴ
ェ
ル
ス
タ
以
内
の
範
囲
を
六
ヶ
月
以
内
、
当
該
郡
及
び
隣
接
郡
を
移
動
す
る
場
合
と
農
作
業
に
一

時
出
る
場
合
は
居
住
証
（
し
た
が
っ
て
旅
券
）
は
要
求
さ
れ
な
い
と
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

近代ロシアの労働者と農民

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
は
共
同
体
を
取
り
巻
く
法
制
度
的
枠
組
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
農
民
た
ち
の
生
活
の
場
と
し
て
の
共
同
体
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
P
一

あ
り
方
自
体
あ
る
い
は
実
態
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
側
面
に
つ
い
て
、
一
八
七
〇
、
八
○
年
代
の
様
相
を
め
ぐ
り
、
わ
ず
か

に
言
及
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
｝
八
七
〇
年
代
末
か
ら
農
村
共
同
体
に
お
け
る
割
替
運
動
が
活
性
化
し
、
農
民
の
「
共
同
体
へ
の
回
帰
」
と
で
も
い
え
る
現
象
が

出
現
し
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　
こ
の
現
象
に
は
管
見
し
た
限
り
で
も
何
人
か
が
触
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
最
も
包
括
的
と
思
え
る
理
由
説
明
を
し
て
い
る
の
は
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

チ
ョ
ロ
フ
ス
キ
ー
で
あ
り
、
小
島
修
一
氏
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
彼
は
次
の
五
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
①
人
頭
税
の
廃
止
等
、
分

与
地
に
か
か
る
諸
負
担
が
軽
減
し
た
こ
と
。
小
島
氏
は
特
に
こ
の
点
に
着
目
し
て
、
「
今
や
流
れ
は
、
『
土
地
か
ら
の
逃
亡
』
か
ら
『
土
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ
の
帰
還
』
へ
と
変
わ
り
、
『
土
地
回
避
闘
争
』
は
『
土
地
獲
得
闘
争
』
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
」
と
共
感
的
に
ま
と
め
て
い
る
。
佐
藤
芳

行
氏
も
「
ブ
ン
ゲ
租
税
改
革
の
結
果
、
分
与
地
課
税
が
純
収
入
を
こ
え
、
分
与
地
保
有
が
『
重
荷
』
と
な
る
よ
う
な
村
議
は
例
外
的
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

る
。
ブ
ン
ゲ
の
改
革
は
農
民
共
同
体
内
部
で
の
土
地
割
替
の
動
き
を
促
進
し
た
」
と
こ
の
点
に
注
目
す
る
。
大
部
な
ブ
ル
ジ
ェ
ス
キ
ー
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

ル
イ
ン
ジ
ュ
ン
ス
キ
ー
も
私
の
読
む
限
り
、
こ
こ
に
最
も
重
点
を
お
い
て
い
る
と
思
え
る
。
②
農
奴
解
放
後
の
人
口
増
加
に
よ
る
土
地
需

要
圧
力
が
地
価
上
昇
を
も
た
ら
し
た
こ
と
。
ミ
ロ
ー
ノ
ブ
は
「
地
価
は
上
昇
し
、
一
八
七
〇
年
代
末
ま
で
に
そ
れ
は
買
戻
し
支
払
額
を
越

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

え
た
た
め
、
農
民
は
土
地
に
関
心
を
持
ち
、
も
は
や
村
か
ら
逃
げ
よ
う
と
は
し
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
。
③
人
口
増
加
に
よ
る
農
業
集
約
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論説

化
と
土
地
生
産
性
め
上
昇
。
ク
チ
ュ
モ
ー
ヴ
ァ
は
一
八
七
〇
年
代
末
ま
で
に
欧
露
の
農
民
人
口
は
著
し
く
増
加
し
た
た
め
、
共
同
体
は
沼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　

沢
地
を
干
し
上
げ
、
灌
木
帯
を
切
り
開
い
て
耕
地
化
す
る
な
ど
で
対
応
し
た
と
指
摘
す
る
が
、
こ
う
し
た
量
的
拡
大
は
な
さ
れ
て
も
、
カ

チ
ョ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
い
う
質
的
生
産
性
向
上
が
実
現
し
た
こ
と
に
は
私
は
疑
問
を
感
じ
る
。
④
一
八
八
○
年
代
初
め
の
工
業
不
況
が
農
業

外
の
雇
用
機
会
を
減
少
さ
せ
、
過
剰
労
働
力
が
土
地
へ
向
か
っ
た
こ
と
。
ロ
マ
シ
ョ
ー
ヴ
ァ
は
こ
の
時
期
の
不
況
を
め
ぐ
っ
て
、
モ
ス
ク

ワ
県
ゼ
ム
ス
ト
ヴ
ォ
の
「
停
滞
は
か
く
も
強
力
な
た
め
、
農
業
を
や
る
襲
い
う
習
慣
か
ら
完
全
に
抜
け
落
ち
て
い
た
多
く
の
工
場
労
働
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

（
曾
9
蚤
臣
Φ
）
が
農
村
に
戻
り
、
ソ
フ
ァ
ー
を
握
っ
て
い
る
」
と
す
る
表
明
を
紹
介
し
て
い
る
。
農
民
が
み
せ
た
こ
の
よ
う
な
移
動
に
今

の
私
は
特
に
関
心
を
抱
い
て
い
る
。
⑤
農
家
世
帯
分
割
の
増
加
に
よ
る
土
地
需
要
の
高
ま
り
。
こ
の
時
期
の
家
族
分
割
は
激
烈
に
進
行
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

松
井
憲
明
氏
に
よ
れ
ば
、
農
奴
解
放
後
約
二
〇
年
間
に
農
家
二
、
三
戸
に
＝
　
が
分
割
さ
れ
て
い
る
。

　
ミ
厭
目
ノ
ブ
は
そ
れ
ま
で
割
替
が
活
性
化
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
農
民
が
一
八
五
八
年
以
来
な
い
人
口
調
査
窓
0
5
蕊
田
を
待
っ
た

こ
と
、
そ
の
際
に
一
八
五
八
年
以
降
に
生
ま
れ
た
無
土
地
農
に
対
し
て
国
家
が
土
地
を
与
え
る
と
い
う
風
聞
が
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し

　
　
が
　

て
い
る
。
農
民
な
い
し
出
稼
ぎ
者
の
間
に
ひ
ろ
ま
る
こ
う
し
た
話
が
、
何
も
ツ
ァ
ー
リ
に
関
す
る
伝
聞
が
ロ
シ
ブ
民
衆
史
に
も
っ
た
重
大

性
を
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
こ
の
国
で
は
一
定
の
社
会
的
機
能
を
果
た
し
た
と
す
れ
ば
、
リ
ャ
ザ
ン
県
に
関
し
て
ス
テ
パ
ー
ノ
ヴ
ァ
が

示
し
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
デ
ィ
ス
ト
と
し
て
の
出
稼
ぎ
者
の
役
割
と
い
っ
た
論
点
は
大
切
で
あ
ろ
う
。
彼
女
は
一
八
七
〇
年
代
末
か
ら
八
○
年

代
初
め
に
か
け
て
そ
う
し
た
出
稼
ぎ
者
た
ち
が
土
地
総
割
替
の
考
え
を
ひ
ろ
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
八
七
九
年
末
、
モ
ス
ク
ワ
で
の

馬
車
屋
稼
業
か
ら
リ
ャ
ザ
ン
県
ボ
リ
シ
ョ
ー
エ
・
シ
ャ
ポ
ヴ
ォ
村
へ
も
ど
っ
た
農
民
ヴ
ァ
シ
ー
リ
ー
・
ス
ロ
マ
ー
チ
ン
は
持
ち
帰
っ
た
新

聞
を
同
村
人
に
み
せ
、
こ
の
二
月
な
い
し
三
月
に
土
地
着
替
を
行
う
こ
と
が
ツ
ァ
ー
リ
が
署
名
し
た
勅
令
に
出
て
い
る
と
い
っ
た
。
ス
パ

ス
郡
フ
ェ
ド
チ
エ
ヴ
ォ
村
の
農
民
フ
ロ
ー
ル
・
ド
ロ
ー
ヒ
ン
は
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
商
人
ト
ロ
ン
ト
ン
の
工
場
で
働
く
息
子
ニ
キ
フ
ォ
ー
ル

か
ら
の
一
八
八
○
年
四
月
五
日
付
の
手
紙
で
、
ツ
ナ
ー
リ
が
税
を
平
等
化
し
、
滞
納
金
を
免
除
し
、
人
口
調
査
を
予
定
し
、
さ
ら
に
一
デ

シ
ャ
チ
ー
ナ
あ
た
り
四
〇
カ
ペ
イ
カ
を
支
払
っ
て
一
人
あ
た
り
六
デ
シ
ャ
チ
ー
ナ
ず
つ
の
土
地
を
割
替
え
る
予
定
だ
と
す
る
話
が
首
都
で
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近代ロシアの労働者と農民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
　

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。

　
次
に
連
帯
責
任
制
が
い
か
に
実
施
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
ブ
ル
ジ
ェ
ス
ギ
ー
は
地
方
別
に
国
税
に
対
す
る
滞
納
割
合
（
％
）

を
表
に
し
て
い
る
（
表
2
参
照
）
。

　
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
滞
納
割
合
の
動
向
は
地
方
に
よ
っ
て
か
な
り
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。
北
部
、
南
西
部
、
北
西
部
は
時
間
の
経
過
と
と

も
に
割
合
を
減
ず
る
傾
向
に
あ
る
が
、
他
は
逆
に
増
加
し
て
い
て
、
東
部
・
中
央
黒
土
そ
し
て
中
央
工
業
の
各
地
方
の
滞
納
率
は
特
に
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
で
に
確
か
め
た
よ
う
に
、
農
奴
解
放
の
「
農
民
［
般
規
則
」
第
「
八
八
条
に
よ
っ
て
、
村
団

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
よ
る
滞
納
取
り
立
て
ば
最
終
的
に
は
地
元
警
察
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
（
第
｝
九
〇
条
、
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
一
条
）
。
ま
た
買
戻
し
金
の
取
り
立
て
に
つ
い
て
は
郡
税
務
当
局
か
ら
滞
納
状
態
を
通
報
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
地
元
警
察
は
そ
れ
を
農
地
調
停
官
に
伝
え
、
彼
は
た
だ
ち
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註

（表2）国税に対する滞納割合（1871－95年）

地　方 1871－75 1876－80 1881－85 1886－90 1891－95

北　　　部 57．5 46．5 43．2 21．7 24．8

東　　　部 25．2 36．0 58．0 98．5 236．0

中央黒土 10．4 15．9 28．4 38．5 125．3

中央工業 26．7 20．5 27．8 37．8 66．4

南　　　部 21．0 33．2 31．4 36．6 20．6

ウクライナ 12．8 8．9 18．3 31．8 32．4

南　西　部 13．1 8．7 7．2 3．5 4．9

北　西　部 41．5 22．2 12．0 5．8 4．1

［典拠］ H・Bp撒ecK舩．　yKa3．　coq．　cTp．39

こ
れ
を
定
め
た
買
戻
し
規
約
第
一
二
九
条
は
滞
納
者
を
稼
ぎ
に
出
す
こ
と
や
農
地
調
停
官
の
合
意

な
く
旅
券
の
発
行
・
更
新
を
認
め
な
い
こ
と
等
を
示
し
、
右
の
第
一
八
八
条
と
と
も
に
全
体
と
し

て
滞
納
を
め
ぐ
り
労
働
力
移
動
を
公
権
力
が
統
制
し
え
た
の
だ
が
、
中
央
工
業
地
帯
に
限
定
し
て

そ
れ
ら
の
運
用
の
実
態
に
少
し
触
れ
よ
う
。

　
生
じ
た
滞
納
金
を
共
同
体
の
他
の
成
員
間
で
分
担
し
あ
う
と
い
っ
た
こ
と
は
ふ
つ
う
行
わ
れ
な

か
っ
た
し
、
ま
た
そ
れ
を
共
同
体
全
体
の
金
で
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
こ
と
も
例
外
的
に
し
か
行
わ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

い
な
い
。
共
同
体
が
外
部
か
ら
借
金
出
来
る
こ
と
は
こ
れ
ま
た
ま
れ
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
で
警

察
権
力
が
行
使
さ
れ
る
場
合
、
滞
納
者
が
逮
捕
さ
れ
、
郷
裁
判
所
に
よ
り
体
刑
を
課
さ
れ
る
例
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
勿
論
答
打
ち
に
よ
っ
て
滞
納
金
が
支
払
わ
れ
る
訳
で
は
な
い
。
村
団
が
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論説

滞
納
者
か
ら
分
与
地
を
（
ふ
つ
う
そ
の
一
部
を
）
没
収
す
る
場
合
は
あ
り
、
一
八
八
九
～
九
二
年
の
間
に
ト
ヴ
ェ
ー
リ
県
で
は
一
九
二
の

分
与
地
が
没
収
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
没
収
さ
れ
た
分
与
地
は
通
例
、
同
村
人
に
引
き
渡
さ
れ
た
が
、
少
数
者
に
そ
れ
が
集
申
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

は
中
央
工
業
諸
県
で
は
認
め
ら
れ
な
い
。
す
で
に
み
た
一
八
九
三
年
六
月
の
割
替
制
限
法
導
入
と
と
も
に
、
群
団
が
滞
納
を
理
由
に
分
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
を
没
収
す
る
・
こ
と
は
益
々
ま
れ
に
な
り
、
滞
納
者
自
身
に
よ
る
分
与
地
の
貸
し
出
し
が
増
加
し
た
。

　
コ
ス
ト
ロ
マ
ー
県
の
ソ
リ
ガ
リ
チ
郡
で
は
、
比
較
的
少
額
の
滞
納
者
に
は
首
都
へ
出
て
稼
ぐ
た
め
に
一
ヵ
月
通
用
ビ
レ
ッ
ト
が
発
行
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

れ
、
出
稼
ぎ
先
か
ら
滞
納
金
と
旅
券
代
を
村
へ
送
る
こ
と
が
も
と
め
ら
れ
て
い
た
。
ト
ヴ
ェ
ー
リ
県
の
各
地
で
は
、
村
長
は
毎
年
＝
月

末
か
ら
一
二
月
初
め
に
か
け
て
個
人
的
に
モ
ス
ク
ワ
か
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
出
向
い
て
徴
税
し
た
が
、
そ
の
際
共
同
体
は
そ
の
路
銀
を
出
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

た
。
同
県
ヴ
ィ
シ
ネ
ヴ
ォ
ロ
ツ
ク
郡
で
は
郷
長
が
滞
納
者
を
隣
接
の
工
場
へ
稼
ぎ
に
送
り
出
し
た
。

　
共
同
体
側
が
滞
納
金
支
払
い
の
た
め
に
共
同
体
の
外
部
に
い
る
者
を
故
郷
へ
よ
び
か
え
し
、
そ
こ
で
経
営
の
再
開
を
強
い
た
と
し
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

彼
ら
σ
多
く
は
経
営
が
不
調
故
に
出
て
い
っ
た
の
だ
か
ら
、
う
ま
く
い
か
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
共
同
体
と
し
て
は
そ
の
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

部
に
い
る
者
の
一
部
を
「
放
蕩
者
」
再
話
蚕
と
し
て
全
ぐ
余
所
者
扱
い
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
ま
た
都
市
な
ど
へ
稼
ぎ
に
出
た
者
を
よ
り

収
入
の
悪
い
農
村
へ
引
き
戻
す
こ
と
は
彼
ら
か
ら
の
送
金
を
あ
て
に
す
る
共
同
体
に
と
り
不
利
な
場
合
も
あ
り
得
た
。
そ
れ
故
に
少
な
く

と
も
中
央
工
業
地
帯
で
は
共
同
体
を
離
れ
て
工
場
に
働
く
者
と
共
同
体
と
の
間
に
ま
さ
に
税
務
制
度
的
に
つ
な
が
り
が
確
立
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

つ
ま
り
、
モ
ス
ク
ワ
市
の
繊
維
工
場
の
全
て
は
各
労
働
者
の
賃
金
か
ら
旅
券
査
証
代
を
控
除
し
て
お
り
、
モ
ス
ク
ワ
県
下
に
お
い
て
生
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
　

さ
れ
る
織
物
の
評
価
額
か
ら
は
職
工
た
ち
が
郷
に
支
払
う
税
は
前
も
っ
て
差
し
引
ぬ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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ア
の
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二
頁
。

（
2
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藤
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ロ
シ
ア
に
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度
と
農
民
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八
六
一
～
一
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〇
五
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九
号
、
｝
九
八
一
年
一
二
月
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一
八
頁
。

『
歴
史
学
研
究
』
、
四
九
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ロ
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と
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同
体
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茶
の
水
書
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九
七
一
年
、
＝
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四
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旧
国
有
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農
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注
目
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い
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鈴
木
前
掲
書
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二
六
〇
頁
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保
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前
掲
書
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＝
二
二
頁
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佐
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文
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論説“

（
2
3
）
↓
㊤
冨
罠
ρ
o
弓
℃
・
ま
O
・
ま
司
．

（
2
4
）
出
●
切
℃
朗
Φ
o
鶉
属
旨
・
《
男
9
。
◎
o
・
o
o
岬
’
o
弓
℃
．
国
謡
畠
お
．
0
9
0
0
臣
●
．

（
2
5
）
↓
碧
夷
P
。
弓
・
．
器
9
。
。
ゆ
。
。
・
。
。
幽
O
・
。
。
。
。
層
鈴
木
氏
は
こ
う
し
た
地
方
警
察
力
の
投
入
（
「
上
か
ら
力
ず
く
」
に
よ
る
「
税
支
払
い
の
連
帯
責
任
」
実
，

　
　
行
）
は
共
同
体
の
自
己
規
制
力
が
衰
退
し
た
故
と
み
る
が
（
前
掲
書
、
二
九
九
～
三
〇
〇
頁
）
、
氏
自
身
も
「
税
負
担
に
苦
し
む
村
の
共
同
体
は

　
　
自
ら
積
極
的
に
税
支
払
い
の
連
帯
責
任
を
果
た
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
」
と
い
い
（
二
九
九
頁
）
、
佐
藤
氏
も
村
会
は
一
八
八
条
の
実
施
に
対
・

　
　
し
、
初
発
か
ら
冷
淡
で
あ
っ
た
と
す
る
（
前
掲
論
文
、
三
二
頁
）
か
ら
に
は
、
話
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
つ
ま
り
、

　
　
共
同
体
が
自
己
規
制
力
を
発
揮
し
て
一
体
と
な
っ
て
郡
警
察
署
長
に
抵
抗
し
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
2
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国
．
『
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幽
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（
2
8
）
農
民
が
村
雲
な
い
し
共
同
体
間
を
移
動
す
る
（
所
属
が
え
す
る
）
、
社
会
的
な
水
平
移
動
が
実
際
に
ど
の
程
度
生
起
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は

　
　
私
の
知
る
数
少
な
い
見
解
は
分
か
れ
て
い
る
。
ミ
ロ
ー
ノ
ブ
は
、
農
民
は
出
生
し
た
共
同
体
を
離
れ
る
と
分
与
地
へ
の
権
利
を
失
う
か
ら
別
の

　
　
共
同
体
へ
移
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
な
い
と
す
る
（
丘
α
‘
戸
ホ
⑪
）
が
、
ヴ
ァ
シ
ー
リ
エ
フ
は
工
場
郷
及
び
工
場
都
市
に
隣
接
す
る
郷
の
郷
役

　
　
場
は
世
紀
転
換
期
に
全
国
各
地
か
ら
や
っ
て
く
る
人
々
の
こ
れ
ら
郷
の
農
民
共
同
体
へ
の
登
録
申
し
出
に
文
字
通
り
お
わ
れ
た
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い
う
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四
　
中
央
工
業
地
帯
の
労
働
力
移
動

　
以
上
を
ま
え
お
き
に
し
て
、
ま
ず
モ
ス
ク
ワ
周
辺
の
中
央
工
業
地
帯
に
お
け
る
出
稼
ぎ
と
労
働
力
移
動
の
基
礎
的
様
相
を
み
て
み
た
い
。

　
ふ
つ
う
中
央
工
業
地
帯
と
は
モ
ス
ク
ワ
、
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
、
ヤ
ロ
ス
ラ
ヴ
リ
、
ト
ヴ
ェ
ー
リ
、
ス
モ
レ
ン
ス
ク
、
カ
ル
ー
ガ
、
ニ
ジ
ェ

ゴ
ロ
ド
、
コ
ス
ト
ロ
マ
ー
の
八
県
を
さ
す
。
こ
れ
ら
ほ
と
ん
ど
は
中
央
非
黒
土
地
帯
と
重
な
る
が
、
ス
モ
レ
ン
ス
ク
県
は
通
例
西
部
地
方

に
入
る
。
モ
ス
ク
ワ
県
と
隣
接
す
る
の
は
カ
ル
ー
ガ
、
ス
モ
レ
ン
ス
ク
、
ト
ヴ
ェ
ー
リ
、
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
の
中
央
工
業
地
帯
四
県
と
リ
ャ

ザ
ン
及
び
ト
ゥ
ー
ラ
の
中
央
黒
土
帯
二
県
で
あ
り
、
こ
れ
ら
六
県
に
ヤ
ロ
ス
ラ
ヴ
リ
県
を
加
え
た
七
県
を
モ
ス
ク
ワ
の
後
背
地
と
し
た
り

も
す
る
（
筆
者
が
本
論
で
モ
ス
ク
ワ
地
方
と
い
う
場
合
は
こ
の
後
背
地
を
意
味
し
て
い
る
）
。

　
考
察
に
あ
た
り
、
こ
の
地
帯
の
改
革
期
の
基
礎
的
状
態
を
示
す
若
干
の
デ
ー
タ
を
ま
ず
確
認
し
よ
う
。
モ
ス
ク
ワ
軍
管
区
（
軍
管
区
の
範

囲
は
注
1
を
見
よ
）
主
計
官
の
計
算
に
よ
る
と
、
一
八
七
〇
年
か
ら
一
八
七
七
年
の
八
年
間
平
均
で
同
管
区
住
民
は
ラ
イ
麦
パ
ン
を
五
カ
月

と
一
日
分
な
い
し
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
穀
物
及
び
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
二
ヵ
月
と
七
日
分
他
所
か
ら
搬
入
す
る
必
要
が
あ
っ
た
ゆ
こ
の
軍
管
区
で

食
糧
が
最
も
豊
富
で
あ
っ
た
の
は
黒
土
帯
の
タ
ム
ボ
フ
県
（
九
ヵ
月
と
二
八
a
分
の
穀
物
余
剰
）
と
同
じ
ト
ゥ
ー
ラ
県
（
同
じ
く
三
ヵ
月

と
八
日
分
）
で
あ
っ
た
が
、
他
県
は
全
て
不
足
し
、
例
え
ば
モ
ス
ク
ワ
県
は
九
ヵ
月
一
六
日
分
、
ト
ヴ
ェ
ー
リ
県
は
七
ヵ
月
二
日
分
、
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
コ
　
　
　
　

ラ
ジ
ー
ミ
ル
県
は
五
ヵ
月
七
日
分
を
移
入
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
食
糧
の
自
給
が
果
た
せ
な
い
ほ
ど
の
低
い
農
業
生
産
性
は
ど
の
よ
う
な

農
業
構
造
に
支
え
ら
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
か
を
こ
こ
で
問
う
こ
と
は
し
な
い
し
、
ま
た
そ
の
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
農
民
は
穀
物
生
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

者
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
購
入
者
で
あ
っ
た
。
農
民
は
自
給
必
要
量
を
越
え
て
一
旦
売
却
し
た
穀
物
を
買
い
戻
し
た
り
し
た
か
ら
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
農
産
物
販
売
以
外
か
ら
の
貨
幣
収
入
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
モ
ス
ク
ワ
送
話
ム
ス
ト
ヴ
ォ
が
一
八
七
〇
年
代
末
か
ら
八
○
年
代
中
頃
に
か
け
て
組
織
的
な
経
営
実
態
調
査
を
行
っ
た
結
果
が
『
モ
ス
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ク
ワ
県
統
計
報
告
集
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
冊
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
、
大
略
で
各
農
事
あ
た
り
農
業
収
入
は
年
間
｝

○
○
ル
ー
ブ
リ
、
農
業
外
収
入
は
一
一
六
ル
ー
ブ
リ
で
あ
り
、
平
均
す
る
と
収
入
項
目
別
分
布
は
図
2
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
図
自
体
、
概
念
上
の
混
乱
が
あ
っ
て
理
解
し
に
く
い
の
だ
が
、
モ
ス
ク
ワ
県
で
は
農
家
収
入
で
農
業
収
入
が
半
分
を
割
る
、
日
本

農
業
論
の
用
語
で
第
二
種
兼
業
農
家
が
基
本
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
大
半
の
農
家
が
各
種
の
小
営
業
起
。
寓
謬
。
自
に
精
を
出
し
て

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
中
央
工
業
地
帯
の
他
県
で
も
収
入
上
の
こ
う
し
た
二
重
構
造
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
小
鳥
業
間
で
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
々
は
ど
の
よ
う
な
動
き
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
焦
乳

（図2）モスクワ県農家の収入構造（％表示）

農　業一45

［典拠］ C60pH照GTaTHcT．　cBeAeH朋no　MocK．1・y6．，　oT1罵eπxo3π
GTaTHcT．，　T．7，　BHn．3，　M．，　i883，　cTaTHcT．　Ta6朋uH　6，

　
そ
の
人
の
動
き
に
つ
い
て
、
中
央
工
業
地
帯
は
基
本
的
に
そ
の
内
部
で
行
き
来
が
完
結
し
て
い
た

　
る
　

こ
と
は
ま
ず
指
摘
で
き
よ
う
。
ミ
ン
ツ
が
一
八
九
七
年
セ
ン
サ
ス
を
整
理
し
て
労
働
者
及
び
召
使
の
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

身
地
帯
別
分
布
表
を
作
成
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
中
央
工
業
地
帯
は
当
該
者
の
九
二
・
七
％
を

同
地
帯
内
部
で
賄
っ
て
い
て
（
モ
ス
ク
ワ
市
で
も
そ
の
八
三
・
五
％
を
同
地
帯
か
ら
受
け
入
れ
て
い

る
）
、
例
え
ば
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
あ
る
北
西
部
が
そ
の
五
四
・
五
％
し
か
自
給
せ
ず
、
三
二
・
九
％
を

中
央
工
業
地
帯
か
ら
、
七
・
二
％
を
西
部
か
ら
入
れ
て
い
た
（
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
市
の
場
合
、
北
西
部
か

ら
四
〇
・
四
％
、
中
央
工
業
地
帯
か
ら
四
四
・
二
％
で
あ
る
）
の
と
は
対
照
的
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は

豊
か
な
労
働
力
に
恵
ま
れ
た
モ
ス
ク
ワ
地
方
の
様
相
を
み
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
地
域
的
連
結
性
か

ら
モ
ス
ク
ワ
市
と
周
辺
地
方
の
人
的
関
係
の
濃
密
さ
を
暗
示
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
こ
の
地
帯
の
人
の
動
き
は
モ
ス
ク
ワ
県
（
と
モ
ス
ク
ワ
市
）
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た

と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
表
3
は
中
央
工
業
地
帯
県
別
の
労
働
者
・
召
使
の
出
身
地
別
性
別
分
布
（
一

八
九
七
年
セ
ン
サ
ス
）
で
あ
る
。
モ
ス
ク
ワ
県
は
県
間
を
移
動
す
る
者
の
実
に
四
分
の
三
を
集
め
て
い

る
（
モ
ス
ク
ワ
市
だ
け
で
二
分
の
一
）
。
も
う
一
つ
の
表
4
は
そ
の
モ
ス
ク
ワ
県
（
モ
ス
ク
ワ
市
を
除
く
）
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（表3）中央工業地帯労働者・召使分布（1897年センサス）（1000人）

内 訳 他東出身
労働者・召使

県　　名 地　一兀　出 身者 他 県　出 身者 者の割合

男 女 計 男 女 計 男 女 計 ％

モスクワ 449．5 21L1 660．6 206．1 104．8 310．9 242．9 106．2 349．1 52．8

ヴラジLミル 129．7 69．7 199．4 llO．8 58．1 168．9 18．9 11．6 30．5 15．3

カルーガ ・50．0 19．4 69．4 45．2 17．9 63．1 4．8 1．5 6．3 9．1

コス．トロマー 銘．6 43．3 111．9 64．1 41．0 105．1 4．5 2．3 6．8 6．0

ニジゴゴロド 79．9 26．9 106．8 67．2 23．7 90．9 12．6 3．2・ 15．8 14．8

リャザン 80．3 35．6 115．9 74．6 32．9 107．5 5．8 2．6 8．4 7．2

トヴェーリ 73．6 46．6 120．2 68．7 44．3 113．0 4．9 2．3 7．2 6．0

トゥーラ 65．4 20．0 85．4 58．9 18．2 77．1 6．5 1．8 8．3 9．7

ヤロスラヴリ 68．1 39．9 108．0 48．9 31．5 「80．4 19．2 8．4 27．6 25．5

合　　　計 1065．1 512．5 1577．6 744．5 372．4 1116．9 320．1 139．9 460．0 29．2

内モスクワ市 299．4 134．4 433．8 109．5 娼．5 158．0 189．5 85．8 275．3 63．5

［典拠］ π．E．　MH照．　yKa3．　cor．，　C叩．31．

（表4）モスクワ県の他県出身者分布

県　　　名 ，ゼムストヴォ調査 1897年センサス

トゥーラ 8725人 11万6468人
リャザソ 8186人 11万1188人
カルーガ 7821人 8万5952人
ヴラジーミル 4996人 6万1241人
スモレンスク 4993人 6万0828人
トヴェーリ 1315人 5万8052人
ヤロスラヴリ 131人 2万5885人
ペテルブルグ 一 1万2270人
シンビルスク 一 1万0893人
コストロマー 一 9411人
ニジエゴロド 一 6405人

［典拠］　C60p絃聡K　oTaτ麗cT．03eπeHzn　no　MocK　ry6．，

　　　　　　　0TAθπ　caHHTaPH．　crraTHcrr・，　rr．4，罵．，歪，M．，1890

　　　　　　　0Tp．236．　IlepBa躍　Boeo6皿＆π　nepenHob　Hace皿e・

　　　　　　　HHπPocc騒跳c翼on　HMnepHH，　i897r．が．　XXIV，

　　　　　　　MocK．　ry6．，　Gn6．，1905，　cTp．49．

の
他
県
出
身
者
の
県
別
分
布
（
一
八
九
七
年
セ

ン
サ
ス
・
。
こ
の
場
合
、
労
働
老
・
召
使
以
外
の
部
分

も
含
ん
で
い
る
）
と
モ
ス
ク
ワ
県
ゼ
ム
ス
ト

ヴ
ォ
調
査
に
み
る
労
働
者
の
出
身
県
別
分
布

（一

ｪ
七
〇
年
代
末
～
八
○
年
代
初
）
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
。

　
以
下
、
私
の
現
在
の
資
料
状
況
か
ら
し
て
自

ら
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
に
な
る
が
、
県
別
に

も
う
少
し
み
て
み
よ
う
。
コ
ス
ト
ロ
マ
ー
県
は

従
来
、
三
地
域
に
分
け
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。

他
の
県
も
同
様
な
場
合
が
多
い
の
だ
が
、
県
内

の
自
然
条
件
等
が
一
様
で
な
い
た
．
め
全
県
を
一

括
す
る
に
は
無
理
が
あ
り
、
こ
こ
で
も
そ
う
し

よ
う
。
県
内
北
西
部
は
出
稼
ぎ
郡
、
南
西
部
は

工
場
郡
そ
し
て
東
部
、
は
森
林
郡
と
で
も
命
名
し
，

て
み
る
。
早
速
表
5
を
参
照
さ
れ
た
い
。
四
郡

つ
つ
、
上
か
ら
出
稼
ぎ
郡
、
工
場
郡
、
森
林
郡

の
順
に
旅
券
発
行
割
合
を
示
し
て
い
る
。
①
北

西
部
（
出
稼
ぎ
郡
）
は
土
地
事
情
が
悪
く
、
昔
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近代ロシアの労働者と農民

（表5）1892年コストロマー県旅券及びビレット発行割合（男子100人あたり）

内　　　　　　訳　　　発　行　数

S　　名
全　体

1年旅券 半年旅券 1－2月ビレヅト

チュフロム
¥リガリチ
Kリチ
uーヤ

29．6

Q2．5

Q1．6

X．9

14．1

P0．O戟
F
1

15．5

P2．5

P5．3

U．8

1
：
1
1
2
．
6
2
0
．
0

出稼ぎ　4郡平均 20．9 8．4 12．5 9．3

コストロ々一
lレフト
?リエヴェッツ
Lネシェム

1
：
l
l
：
1

1．9p
：
8
0
．
9

1
：
l
l
：
1

12．6

Q9．2

R5．3

W．5

工　場　4郡平均 7．6 1．2 6．4 21．4

コログリフ

}カリエフ
買@ルナヴィンスキー
買Fトルーシ

1
：
l
l
：
1

1
：
1
8
：
1

1
：
1
8
：
1

12．9

Q4．3

P4．3

V．6

森　林　4郡平均 3．2 0．7 2．5 14．8

全県平均 8．9 2．5 6．4 16．7

［典拠］　　A．H．｝K6aHKoB．　B源HHHHe　oTxo獄Hx　3apa60TKoB　Ha
　　　　πBH凪eH旺e　HaceπeH顕只．　Gn6．，1895，　cTp．4．

（表6）コストロマー県の小営業（世紀転換期）

クスターリ 農業労働 出稼ぎ 森林作業 計

南西部2郡
k西部4郡
剣狽P郡
S　　県

25．3

P0．8

P2．5

P4．6

11．9

P0．2

S4．2

U1．3

60．9
V0．2

S4．2

U1．3

1．9

W．8

R9．9

P5．2

100
P00
P00
P00

〔典拠］　H．Hr　BπaπHMHpcK煎・yKaa　coq・・cTp・37・

［注］南西部はコストロマー、ネレフト；北西部はブーヤ、ガリチ、チュフロ
　　ム、ソリガリチ；東部はコログリフの各郡。
　　表は地元と出稼ぎ双方の小営業従事者の割合を示す。

か
ら
主
に
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
へ
の
出
稼
ぎ

者
（
目
6
①
℃
日
属
§
）
を
出
し
て
き
た
地

方
で
あ
る
。
男
子
は
一
一
～
一
四
才
で

徒
弟
と
し
て
首
都
へ
お
く
ら
れ
、
三
～

六
年
し
て
親
方
（
竃
o
o
弓
Φ
℃
）
と
な
っ

て
一
旦
故
郷
へ
戻
る
が
、
老
人
に
な
る

ま
で
首
都
と
の
間
を
行
き
来
す
る
「
放

浪
生
活
9
。
誉
舜
国
葵
器
臣
」
を
お
く

る
。
彼
ら
の
大
半
は
春
の
始
ま
り
に
出

て
秋
に
帰
村
す
る
の
だ
が
、
一
～
五
年

も
首
都
に
居
続
け
る
者
も
い
て
、
そ
こ

へ
の
手
工
業
出
稼
ぎ
は
長
期
化
す
る
傾

向
に
あ
っ
た
。
②
南
西
部
（
工
場
郡
）

は
県
内
に
あ
っ
て
工
場
が
集
中
す
る
地

方
で
ク
ス
タ
ー
リ
が
多
い
が
（
表
6
を

参
照
）
、
そ
の
一
方
で
大
部
分
が
地
元

か
隣
接
郡
の
工
場
へ
の
労
働
者
骨
O
慧
韻
匡
①
出
稼
ぎ
が
み
ら
れ
る
。
彼
ら
は
表
5
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
短
期
ビ
レ
ッ
ト
を
利
用
す
る
割

合
が
高
く
、
年
に
何
回
か
家
と
工
場
の
間
を
往
復
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
③
東
部
（
森
林
部
）
に
は
林
業
に
従
事
す
る
者
が
多

く
、
冬
に
木
を
切
り
、
春
に
筏
を
組
ん
で
川
を
流
す
た
め
、
そ
の
間

一、

・33）33

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Q

二
ヶ
月
家
を
空
け
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
7
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出
塚
ぎ
数
の
推
移
を
み
る
と
、
全
県
下
で
発
行
さ
れ
た
旅
券
数
（
ビ
レ
ッ
ト
除
く
）
は
一
八
七
〇
年
五
万
七
一
七
三
沸
一
八
七
五
年
六

万
五
四
二
二
、
一
八
八
○
年
七
海
七
三
五
七
、
一
八
八
七
年
七
万
七
四
二
七
通
を
数
え
た
が
、
地
方
毎
に
そ
の
増
加
率
は
異
な
り
、
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
五
年
か
ら
一
八
八
○
年
の
間
を
と
る
と
北
西
部
九
・
二
％
、
南
西
部
二
九
・
四
％
、
東
部
二
二
・
九
％
で
あ
っ
た
。
北
西
部
の
伸
び
が

他
に
比
べ
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ヴ
ラ
ジ
ミ
ル
ス
キ
ー
は
全
て
の
「
自
由
な
」
男
子
は
す
で
に
出
稼
ぎ
に
出
て
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

急
激
な
増
加
は
望
め
な
か
っ
た
か
ら
と
説
明
す
る
（
一
八
八
○
年
↓
一
八
八
七
年
が
横
ば
い
な
の
は
不
況
の
影
響
と
普
通
さ
れ
る
）
。
こ

の
指
摘
は
大
切
な
論
点
を
提
供
し
、
こ
の
時
期
ご
ろ
に
出
稼
ぎ
を
し
っ
か
り
と
再
生
産
構
造
に
組
み
込
ん
だ
農
民
経
営
が
成
立
し
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
す
る
推
測
を
許
す
で
あ
ろ
う
（
第
六
節
「
工
場
労
働
の
定
員
」
の
項
も
参
照
）
。
コ
ス
ト
ロ
マ
ー
県
ゼ
ム
ス
ト
ヴ
ォ
の
医

師
で
あ
っ
た
ジ
。
ハ
ン
コ
フ
は
同
県
の
出
稼
ぎ
数
の
安
定
性
を
強
調
し
て
、
出
か
け
る
男
子
数
は
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
た
と
わ
ざ
わ
ざ
一
八
八

○
年
一
五
万
三
〇
人
、
一
八
八
七
年
一
四
万
三
三
六
三
人
、
一
八
九
二
年
一
五
三
六
〇
七
九
人
（
こ
れ
ら
の
数
字
は
全
男
子
の
ほ
ぼ
四
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
「
に
該
当
す
る
）
と
い
う
数
字
を
あ
げ
て
い
る
。

　
し
か
も
出
稼
ぎ
者
の
基
幹
部
分
は
決
し
て
貧
農
な
ど
で
は
な
く
、
播
種
面
積
鏡
立
デ
シ
ャ
チ
ー
ナ
、
馬
一
頭
、
雌
牛
一
～
二
頭
を
持
ち
、

一
経
営
あ
た
り
五
、
六
人
の
喰
い
手
が
い
て
、
一
人
の
男
子
働
き
手
（
窒
0
8
国
喪
1
1
ξ
二
千
臣
）
が
支
え
る
と
い
っ
た
中
農
部
分
で
あ

　
り
　

つ
た
。
参
考
ま
で
に
、
す
こ
し
後
の
世
紀
転
換
期
に
同
県
七
郡
で
な
さ
れ
た
戸
別
農
戸
調
査
（
一
芳
四
八
四
四
戸
対
象
）
の
う
ち
経
営
形
態

別
収
入
を
み
る
と
表
7
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
経
営
形
態
と
は
農
業
以
外
の
主
た
る
収
入
源
が
何
で
あ
る
か
を
意
味
す
る
と
解

せ
ば
よ
く
、
「
地
元
」
は
ク
ス
タ
ー
ー
リ
営
業
を
、
「
混
合
」
は
他
四
つ
の
う
ち
複
数
を
そ
れ
ぞ
れ
か
な
り
の
割
合
で
採
用
し
て
い
る
場
合
と

考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
出
稼
ぎ
」
は
か
な
り
の
好
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
村
に
残
る
よ
り
外
へ
出
る
方
が
稼
ぎ
に
な
る
か
ら
出
稼
ぎ
郡
で
は
男
は
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
る
。
村
に
残
る
の
は
村
長
ら
村
の
運
営
に

関
わ
る
者
、
首
都
所
払
い
の
者
、
滞
納
者
、
病
人
、
老
人
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
者
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
う
ち
滞
納
者
ま
で
の
三
者

は
残
る
こ
と
を
い
わ
ば
強
い
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
滞
納
者
は
、
ソ
リ
ガ
リ
チ
郡
の
四
村
を
調
査
し
た
ジ
。
ハ
ン
コ
フ
に
よ
る
と
、
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近代ロシアの労働者と農民

（表7）コストロマー県経営形態別収入分布（1897－1906年）

経営形態 1経営当り平均収入 労働年令1働き手当り

出稼ぎ 112，0P 83．9P
工　場 185．0 120．0

森　林 73．5 58．8

地　元 73．6 58．9

混　合 140．2 56．8

［典拠］ H。H．　B皿aπHM皿pcK煎．　yKa3．　coq．，　GTp．至40．

五
〇
人
の
ア
ル
テ
リ
（
六
節
の
二
参
照
）

で
腕
次
第
で
六
〇
、
九
〇
、

　
大
工
と
並
ん
で
比
較
的
に
こ
の
出
稼
ぎ
郡
で
多
く
み
ら
れ
た
の
が
ペ
ン
キ
エ

チ
郡
で
は
＝
二
～
五
〇
才
の
全
て
の
男
が
冬
を
除
い
て
家
を
空
け
て
し
ま
う
村
が
あ
っ
た
。

月
に
帰
村
し
た
。
こ
の
間
に
一
〇
〇
ル
ー
ブ
リ
、

　
こ
の
他
、
仕
立
屋
、
打
毛
蟹
、

そ
れ
は
一
～
二
年
以
上
の
租
税
を
滞
納
し
た
上
に
放
蕩
し
て
い
る
者
で
あ
り
、
少
額
の
滞
納
者
の
場
合
、

首
都
へ
出
る
た
め
の
一
ヵ
月
ビ
レ
ッ
ト
が
出
さ
れ
て
、
首
都
か
ら
税
と
ビ
レ
ッ
ト
代
の
送
金
を
求
め
ら
れ

て
い
た
。
当
然
の
よ
う
に
村
娘
た
ち
は
首
都
へ
出
稼
ぎ
し
て
中
々
垢
ぬ
け
し
て
い
る
目
6
Φ
℃
月
奏
潤
の
妻
に

な
り
た
が
り
、
親
た
ち
は
子
供
を
首
都
へ
送
っ
て
手
職
を
つ
け
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
四
十
調
査
で
は
、

夏
期
に
男
子
労
働
力
が
不
在
に
な
る
置
戸
は
五
〇
～
七
六
％
に
の
ぼ
り
、
労
働
力
不
足
か
ら
耕
作
さ
れ
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

に
放
置
さ
れ
る
土
地
は
同
署
で
農
民
分
与
地
の
四
四
・
四
％
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

　
こ
の
県
の
出
稼
ぎ
営
業
で
は
ど
の
職
種
を
選
択
す
る
か
は
何
よ
り
も
旧
習
に
よ
っ
て
い
た
。
息
子
が
父

親
の
稼
業
を
見
習
う
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
は
他
県
の
場
合
に
も
多
く
は
い
え
た
と
思
え
る
。

表
5
の
出
稼
ぎ
郡
で
は
農
閑
期
な
い
し
冬
期
に
（
春
ま
き
穀
物
の
播
種
後
に
出
て
、
草
刈
り
と
穀
物
収
穫

期
に
戻
り
、
再
び
秋
に
）
出
か
け
る
い
わ
ゆ
る
9
0
誉
d
爵
℃
Φ
三
Φ
自
Φ
臣
奏
が
発
達
し
た
。
そ
の
う
ち
中

で
も
同
県
の
大
工
稼
業
は
有
名
で
、
高
収
入
を
農
民
に
も
た
ら
し
た
。
多
く
の
場
合
、
彼
ら
は
三
月
初

め
～
六
月
二
九
日
ま
で
と
八
月
一
五
日
～
一
一
月
一
四
日
目
な
い
し
一
二
月
六
日
）
の
年
二
期
、
両
首
都
、

カ
ザ
ン
そ
の
他
の
沿
ヴ
ォ
ル
ガ
諸
都
市
へ
出
か
け
た
が
、
そ
の
際
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
一
〇
人
、
三
〇
人
、

　
　
　
　
が
組
ま
れ
た
。
賃
金
は
食
費
を
請
負
人
持
ち
で
週
二
～
三
・
五
ル
ー
ブ
リ
、
全
期
七
～
九
ヵ
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　

一
〇
〇
ル
ー
ブ
リ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
平
均
的
で
あ
っ
た
。
特
定
の
村
や
郷
が
大
工
稼
業
に
特
化
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
寓
9
9
』
国
℃
口
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
例
え
ば
、
ガ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ペ
ソ
キ
エ
は
ふ
つ
う
三
月
初
め
に
出
て
一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

　
　
　
　
　
　
　
時
に
一
五
〇
ル
…
ブ
リ
を
稼
い
だ
。

　
六
二
、
行
商
人
、
馬
医
者
、
画
師
、
樋
屋
、
羊
の
毛
皮
師
、
レ
ン
ガ
製
造
工
、
石
工
と
左
官
、
指
物
師
、
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ヴ
ォ
ル
ガ
水
域
で
の
水
上
労
働
者
な
ど
同
県
の
9
。
聖
主
§
℃
⑦
暮
雪
Φ
臣
舅
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
る
。
逐
一
そ
れ
ら
を
こ
こ
に
紹
介
し

な
い
が
、
仕
立
屋
と
汽
船
労
働
者
と
の
関
連
性
（
？
）
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
こ
う
。
ヴ
ォ
ル
ガ
川
の
汽
船
交
通
が
発
展
す
る
に
つ
れ
て
、

曳
船
人
失
の
仕
事
が
衰
退
し
、
そ
の
代
わ
り
に
仕
立
屋
稼
業
が
選
ば
れ
て
、
一
〇
月
二
二
日
か
ら
復
活
祭
（
な
い
し
四
月
末
）
ま
で
の
冬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

期
労
働
と
な
り
、
親
方
を
中
心
に
数
人
か
ら
一
〇
人
ほ
ど
の
小
グ
ル
ー
．
フ
を
つ
く
っ
て
巡
回
し
た
。

　
コ
ス
ト
ロ
マ
二
幅
の
終
わ
り
に
工
場
労
働
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
前
掲
し
た
「
工
場
郡
」
に
あ
る
工
場
の
ほ
か
ヴ
ラ
ジ
ー
、
・
・
ル
県

シ
ュ
ー
や
郡
の
か
の
イ
ヴ
ァ
ノ
ヴ
ォ
村
へ
も
「
工
場
郡
」
（
ネ
レ
フ
ト
、
キ
ネ
シ
ェ
ム
両
郡
）
の
農
民
が
出
て
い
る
。
穀
物
取
り
入
れ
後
に

出
か
け
る
者
、
秋
か
ら
草
刈
り
時
ま
で
年
を
越
え
て
出
る
者
、
そ
し
て
少
数
で
は
あ
る
が
工
場
に
い
つ
も
い
て
時
々
帰
村
す
る
者
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

様
々
で
あ
る
。
工
場
が
地
元
に
あ
る
所
で
は
一
家
で
三
人
に
一
人
か
、
二
人
に
一
人
が
工
場
労
働
に
関
わ
っ
て
い
た
。

　
モ
ス
ク
ワ
県
の
南
に
隣
接
す
る
ト
ゥ
幽
ー
ラ
県
の
場
合
、
す
で
に
第
二
節
で
触
れ
た
東
隣
り
の
り
ャ
ザ
ン
県
と
同
様
に
、
北
部
は
非
黒
土

で
ク
ス
タ
ー
リ
小
営
業
が
発
達
す
る
一
方
、
南
部
は
黒
土
帯
で
あ
り
、
そ
う
し
た
副
業
の
展
開
は
乏
し
か
っ
た
。
9
そ
の
北
部
諸
国
に
お
い

て
出
稼
ぎ
者
が
多
か
っ
た
こ
と
は
一
八
七
七
年
に
つ
い
て
の
資
料
に
見
え
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
全
県
平
均
で
出
稼
ぎ
者
の
対
住
民
比
率

は
一
〇
・
一
％
で
あ
っ
た
が
、
北
部
は
カ
シ
ー
ラ
郡
二
二
・
六
％
、
ア
レ
ク
シ
ン
郡
二
二
・
二
％
、
ヴ
ェ
ネ
フ
郡
一
七
・
四
％
、
ボ
ゴ
ロ

デ
ィ
ツ
ク
郡
一
六
・
四
％
、
ト
ゥ
ー
ヲ
郡
＝
一
・
四
％
と
全
て
平
均
を
上
回
る
。
さ
ら
に
こ
の
資
料
は
男
女
別
に
農
村
を
離
れ
る
区
点
毎

の
集
計
を
行
っ
て
い
て
興
味
深
い
の
で
あ
る
が
、
全
体
で
一
二
万
七
二
六
〇
人
（
男
九
万
六
八
七
四
人
、
女
三
万
三
八
六
人
）
の
う
ち
、

「
全
く
農
村
に
住
ま
な
い
」
者
は
男
の
＝
・
四
％
、
女
の
二
五
・
九
％
、
二
年
は
住
ま
な
い
」
者
は
同
様
に
二
五
・
九
％
、
三
三
・

一
％
、
「
半
年
は
住
ま
な
い
」
者
は
四
〇
・
一
％
、
二
二
・
八
％
、
「
三
ヵ
月
は
住
ま
な
い
」
者
は
八
・
七
％
、
六
・
四
％
、
「
三
ヵ
月
以
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

は
住
ま
な
い
」
者
は
＝
二
・
九
％
、
＝
・
八
％
と
分
布
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
て
よ
い
の
は
女
の
場
合
、
農
村
を
離
れ
る
と
男
よ

り
も
長
期
化
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
ト
ゥ
ー
ラ
県
北
部
の
ク
ス
タ
ー
リ
生
産
は
特
に
サ
モ
ワ
ー
ル
製
造
な
ど
金
属
加
工
で
知
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
時
の
経
過
と
と
も
に
都
市
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近代ロシアの労働者と農民

工
場
工
業
と
緊
密
な
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
原
材
料
や
製
品
注
文
を
工
場
側
か
ら
受
け
、
熟
練
労
働
者
を
都
市
工
場
へ
送
り
出
す
ご

　
　
　
　
り
　

と
を
や
っ
た
。
こ
の
北
部
地
方
か
ら
は
モ
ス
ク
ワ
と
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
へ
出
稼
ぎ
の
主
た
る
流
れ
が
出
た
。
例
え
ば
、
カ
シ
ー
ラ
郡
で
は
成

人
の
多
く
が
モ
ス
ク
ワ
市
と
同
県
コ
ロ
ム
ナ
郡
と
の
工
場
へ
出
稼
ぎ
に
行
く
結
果
、
深
刻
な
労
働
力
不
足
を
ひ
き
お
こ
し
、
地
元
の
農
場

主
は
リ
ャ
ザ
ソ
県
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
郡
、
ト
ゥ
ー
ラ
県
南
部
、
オ
リ
ョ
ー
ル
県
な
ど
各
地
か
ら
の
流
入
労
働
者
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い

ほ
ど
で
あ
り
、
ア
レ
ク
シ
ン
郡
で
も
地
元
民
の
多
く
は
小
鍛
冶
、
サ
モ
ワ
ー
ル
製
造
、
左
官
な
ど
の
手
工
業
的
小
営
業
の
た
め
モ
ス
ク
ワ
、

ト
ゥ
ー
ラ
、
さ
ら
に
は
オ
デ
ッ
サ
な
ど
へ
散
り
、
多
く
が
家
族
つ
れ
で
セ
ル
プ
ホ
フ
の
工
場
へ
行
っ
た
の
で
、
農
村
に
は
老
人
と
子
供
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

か
残
ら
な
い
と
い
っ
た
状
況
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
南
部
の
場
合
は
歴
史
的
に
農
業
に
専
ら
頼
り
、
手
工
業
的
伝
統
に
欠
け
て
い
覆
か
ら
、
南
東
部
か
ら
ロ
シ
ア
南
部
地
方
へ
の
農

業
労
働
や
鉱
山
労
働
（
ベ
ル
フ
郡
か
ら
ド
ン
地
方
の
炭
鉱
）
へ
出
．
る
か
都
市
に
お
い
て
単
純
労
働
に
従
事
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
そ

れ
で
も
北
部
と
同
様
に
大
量
の
脱
出
は
当
地
に
や
は
り
労
働
力
不
足
を
も
た
ら
し
、
カ
ル
ー
ガ
、
ス
モ
レ
ン
ス
ク
、
タ
ム
ボ
ブ
、
リ
ャ
ザ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ン
と
い
っ
た
近
隣
県
か
ら
新
た
に
労
働
者
が
流
入
し
て
そ
の
・
欠
を
補
っ
た
の
で
あ
る
。

　
モ
ス
ク
ワ
県
の
北
幸
の
ト
ヴ
ェ
ー
リ
県
の
場
合
は
ほ
ぼ
全
県
む
ら
な
く
手
工
業
的
小
営
業
が
普
及
し
て
い
て
、
そ
の
技
能
を
生
か
し
た

出
稼
ぎ
が
全
国
的
に
最
高
度
の
発
展
を
し
て
い
た
。
や
や
時
代
が
下
る
が
、
一
九
〇
〇
年
の
『
国
民
経
済
』
誌
で
ヴ
ィ
ブ
リ
ャ
雲
南
フ
は

同
県
の
旅
券
発
行
数
は
住
民
一
〇
〇
人
に
つ
き
一
八
・
四
要
素
計
算
し
た
。
彼
は
こ
の
県
を
非
農
業
的
出
稼
ぎ
の
典
型
県
と
み
て
、
農
業

出
稼
ぎ
県
の
ヴ
ォ
ロ
ネ
ジ
県
（
中
央
黒
土
地
帯
）
と
対
比
的
な
表
を
作
成
し
た
（
表
8
を
参
照
）
。
　
ヴ
ォ
ロ
ネ
ジ
県
で
は
出
稼
ぎ
者
の
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

人
に
三
人
乗
農
業
出
稼
ぎ
で
あ
り
、
そ
の
半
数
は
南
部
な
い
し
東
部
で
草
刈
り
作
業
を
し
て
い
る
が
、
ト
ヴ
ェ
ー
リ
県
で
は
そ
の
半
数
以

上
が
工
業
労
働
や
召
使
稼
業
に
従
事
し
て
い
る
。

　
ト
ヴ
ェ
ー
リ
県
の
人
た
ち
は
モ
ス
ク
ワ
と
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
南
北
を
挟
ま
れ
て
い
た
か
ら
、
両
首
都
へ
大
量
に
出
た
の
で
あ
る
。
コ
ロ

レ
ン
コ
は
同
県
で
は
ほ
と
ん
ど
の
成
人
男
子
と
多
く
の
女
子
、
更
に
は
一
二
才
以
上
の
子
供
さ
え
、
村
を
出
て
小
営
業
に
行
き
、
老
人
と
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論説

（表8）非農業出稼ぎ県と農業出稼ぎ県

出稼ぎ部門 トヴェーリ県 ヴォロネジ県

農業（日雇、牧童など）手工業（大工、製靴など）専門的稼業（工場、召使、雑役）

ll，469人（　7．9％）
S9，819人（34．5％）
W3，286人（57．6％）

5L571人（75．6％）
撃戟C011人（16．1％）
T，660人（　8，3％）

144，604人（100％） 68，242人（100％）

［典拠］　n．BHX朋eB．　yKa8．　CTaTbπ，　OTP。77．

［注］　　「専門的稼業」は叩。Φeoo腿。翼飢LHHOめ訳。

（表9）リャザン県旅券発行数（1876年、1888年）

［典拠］ E・C。CTeRaHOBa．　yKaa．　CTaTL竃；o叩．皇40．

C・Kopo丑eHKo．　yKaa．　coq。，　cTp．盤65．

郡 名 1876年 1888年

エゴリエフ 2万6672 3万9114
カシモフ 2万8024 3万6240
リャザン 2万3421 3万2914
ザライ 1万1000 3万2113
リャージ 6395 9473

リャネンブルグ 9819 9750
ダンコフ 9026 1万OllO
サポジコフ 1670 9385

合 計 27万4859 16万0336

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

家
事
を
や
る
女
し
か
残
っ
て
い
な
い
と
書
い
て
い
る
。
男
の
場
合
、
大
工

仕
事
と
木
挽
き
が
多
く
、
女
の
場
合
は
モ
ス
ク
ワ
へ
行
く
と
泥
炭
掘
り
や

樹
木
の
刈
り
込
み
と
い
っ
た
重
労
働
に
就
く
例
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
も
出
稼
ぎ
に
出
た
あ
と
不
足
す
る
農
業
労
働
力
を
他
か
ら
の
流

入
者
で
補
っ
て
い
た
。
例
え
ば
コ
ル
チ
ェ
フ
郡
の
場
合
は
リ
ャ
ザ
ン
県
か

ら
そ
の
多
く
が
流
入
し
、
カ
リ
ャ
ジ
ン
ス
ク
郡
で
は
地
元
民
が
主
に
製
靴

稼
業
に
精
を
出
す
一
方
で
、
同
県
内
の
ベ
ジ
ェ
フ
郡
や
カ
シ
ン
郡
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

労
働
者
が
農
業
労
働
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
リ
ャ
ザ
ン
県
に
つ
い
て
は
第
二
節
で
グ
リ
ゴ
ー
リ
エ
フ
の
議
論
を
紹
介

し
つ
つ
触
れ
た
の
で
そ
れ
を
補
足
し
よ
う
。
私
が
気
付
い
た
限
り
で
、
【

九
七
四
年
の
ス
テ
パ
ー
ノ
ヴ
ァ
が
こ
の
県
の
出
稼
ぎ
を
扱
っ
て
い
る
。
彼

女
が
発
見
し
た
一
八
七
六
年
の
数
値
と
コ
ロ
セ
ン
コ
が
示
し
た
一
八
八
八

年
の
数
値
を
合
わ
せ
た
表
9
を
ま
ず
み
よ
う
。
こ
の
手
の
数
字
は
概
し
て

捕
捉
度
の
信
頼
性
が
低
い
し
、
両
年
度
の
集
計
主
体
も
そ
．
の
方
法
も
異

な
っ
て
い
る
か
ら
単
純
に
増
減
を
云
々
す
る
の
は
は
ば
か
ら
れ
る
が
、
一

目
で
分
か
る
よ
う
に
上
位
四
郡
と
下
位
四
郡
に
明
確
な
差
が
あ
る
（
同
県

は
全
一
二
郡
だ
が
作
表
の
都
合
で
四
郡
を
削
除
）
。
上
位
が
北
部
ー
非
黒
土
地

帯
で
、
下
位
が
南
部
1
1
黒
土
地
帯
で
あ
る
。
地
場
工
場
も
そ
れ
な
り
に
発

達
し
、
ク
ス
タ
ー
リ
生
産
が
独
自
な
展
開
を
み
せ
た
北
部
か
ら
は
一
連
の
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近代ロシアの労働者と農民

手
に
職
を
も
つ
非
農
業
出
稼
ぎ
が
モ
ス
ク
ワ
や
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
と
い
っ
た
周
辺
諸
県
へ
繰
り
出
し
た
。
な
か
で
も
全
県
下
で
二
万
人
以
上

を
数
え
た
の
は
建
設
関
係
者
で
、
一
八
七
五
～
六
年
に
、
リ
ャ
ザ
ン
郡
か
ら
四
六
〇
〇
人
、
カ
シ
モ
フ
郡
か
ら
五
八
○
○
人
、
エ
ゴ
リ
エ

フ
郡
か
ら
七
〇
〇
〇
人
が
出
た
。
特
に
エ
ゴ
リ
エ
フ
・
グ
ル
ー
プ
は
評
判
が
よ
く
、
い
つ
も
ア
ル
テ
リ
を
組
ん
で
請
負
人
に
雇
わ
れ
て
一

シ
ー
ズ
ン
で
八
○
～
一
〇
〇
ル
ー
ブ
リ
の
稼
ぎ
を
あ
げ
た
。
嘉
徳
稼
業
も
ロ
シ
ア
南
部
石
油
産
業
の
発
展
に
伴
っ
て
盛
ん
と
な
り
、
「
八

七
五
年
に
は
エ
ゴ
リ
エ
フ
郡
一
七
〇
〇
人
、
リ
ャ
ザ
ン
郡
一
〇
〇
〇
人
、
ス
パ
ス
郡
一
〇
〇
〇
人
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
一
八

八
七
年
に
は
特
に
ス
パ
ス
郡
か
ら
五
五
六
八
人
の
記
録
が
あ
る
。
彼
ら
は
各
郡
毎
に
二
な
い
し
三
の
大
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
り
、
ハ
リ
コ
フ

県
で
原
材
料
の
白
樺
を
筏
で
大
量
に
買
い
付
け
、
加
工
し
た
。
だ
が
、
一
八
八
○
年
代
末
以
降
は
米
国
産
ケ
ロ
シ
ン
と
の
競
争
に
よ
る
ロ

シ
ア
石
油
減
産
と
タ
ン
ク
車
運
送
の
発
展
と
の
た
め
に
こ
の
稼
業
は
ふ
る
わ
な
く
な
っ
た
。
こ
の
他
北
部
で
目
立
っ
た
の
に
裁
縫
出
稼
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

と
泥
炭
生
産
が
あ
っ
た
。

　
一
方
、
南
部
は
言
っ
て
み
れ
ば
純
粋
に
農
業
的
で
工
場
も
ク
ス
タ
ー
リ
工
業
も
未
熟
で
、
小
営
業
的
な
稼
業
は
地
元
で
も
出
稼
ぎ
で
も

未
発
達
で
恒
常
的
な
性
格
を
持
ち
合
わ
せ
ず
、
ヴ
ォ
ル
ガ
沿
岸
や
南
部
地
方
へ
の
季
節
的
な
農
業
出
稼
ぎ
と
中
央
工
業
地
帯
で
の
泥
炭
掘

り
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
草
刈
り
人
が
南
部
地
方
へ
向
か
っ
た
の
は
五
月
中
旬
で
、
行
き
先
は
多
く
の
場
合
、
前
年
度
の
所
が
選

ば
れ
た
。
草
刈
り
は
好
天
な
ら
ば
二
～
三
週
間
続
き
、
二
三
～
二
八
ル
ー
ブ
リ
ほ
ど
を
も
た
ら
し
た
が
、
道
中
の
路
銀
に
一
〇
ル
ー
ブ
リ

は
消
え
て
し
ま
っ
た
。
穀
物
取
り
入
れ
に
は
草
刈
り
の
場
合
よ
り
も
多
く
の
人
が
出
た
が
、
稼
ぎ
は
日
給
に
し
て
一
ル
ー
ブ
リ
七
五
力
ぺ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

イ
カ
か
ら
ニ
ル
ー
ブ
リ
ニ
五
カ
ペ
イ
カ
で
あ
っ
た
。

　
ヤ
ロ
ス
ラ
ヴ
リ
県
も
昔
か
ら
出
稼
ぎ
で
全
国
的
に
よ
く
知
ら
れ
た
県
で
あ
る
。
「
八
七
〇
年
代
初
め
の
同
県
旅
券
発
行
率
は
農
民
の
一

四
％
に
該
当
し
て
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
に
あ
っ
た
が
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
二
〇
1
二
一
％
へ
上
昇
し
た
。
し
か
し
、
一
九
〇
三
年
に
ヤ
ロ
ス

ラ
ヴ
リ
市
で
こ
の
県
の
出
稼
ぎ
小
営
業
に
関
す
る
貴
重
な
著
作
を
出
し
た
ヴ
ォ
ロ
ビ
エ
フ
は
家
族
旅
券
に
と
も
な
う
不
在
（
通
例
、
一
家

族
旅
券
で
二
人
が
出
た
と
さ
れ
て
い
る
）
を
考
慮
す
る
と
実
際
に
は
二
五
％
と
推
定
し
て
い
る
。
そ
れ
も
一
八
九
八
年
に
導
入
さ
れ
た
酒
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専
売
落
忌
結
果
、
ヤ
ロ
ス
ラ
ヴ
リ
人
た
ち
が
得
意
と
し
た
居
酒
屋
稼
業
が
や
り
に
く
く
な
り
帰
村
を
強
い
ら
れ
た
上
で
の
数
値
で
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
う

ら
、
出
稼
ぎ
の
盛
ん
な
度
合
い
も
知
れ
よ
う
。

　
ヤ
ロ
ス
ラ
ヴ
リ
の
農
民
た
ち
が
主
に
関
わ
っ
た
出
稼
ぎ
職
種
は
男
子
が
「
加
工
工
業
」
三
四
・
六
％
と
「
商
業
」
三
一
・
四
％
で
あ
り
、

女
子
が
「
召
使
」
三
九
・
九
％
と
「
非
小
営
業
」
三
二
・
九
％
で
あ
る
（
数
値
は
世
紀
初
頭
。
以
下
同
様
）
。
「
加
工
工
業
」
（
五
二
六
二
〇
〇

人
）
は
三
つ
に
大
別
さ
れ
、
手
工
業
と
ク
ス
タ
ー
リ
が
二
黒
八
四
〇
〇
人
と
最
大
で
、
仕
立
屋
九
〇
〇
〇
人
、
製
パ
ン
・
製
腸
詰
工
二
七

〇
〇
人
が
そ
の
主
た
る
と
こ
ろ
、
次
い
で
建
設
工
が
一
万
八
五
〇
〇
人
で
暖
炉
工
、
左
官
、
大
工
、
石
工
、
ペ
ン
キ
エ
な
ど
が
郡
な
い
し

郷
ご
と
に
か
な
り
の
鳥
指
を
見
せ
て
い
る
。
第
三
が
工
場
労
働
者
の
六
〇
〇
〇
人
で
全
員
が
県
内
工
場
に
吸
収
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

足
し
て
県
外
か
ら
工
場
労
働
者
が
流
入
し
て
い
る
。
「
商
業
」
（
五
心
一
九
〇
〇
人
）
の
う
ち
一
万
六
二
〇
〇
人
は
居
酒
屋
で
あ
る
。
　
方
、

女
子
の
「
非
小
営
業
」
の
ほ
ぼ
三
割
は
夫
を
訪
問
す
る
畳
目
。
O
臣
暴
男
ξ
韓
げ
爵
で
あ
り
、
直
接
生
産
に
は
関
わ
ら
な
い
女
子
特
有
の
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

き
に
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
県
で
も
労
働
者
の
入
れ
替
え
が
お
き
て
い
た
。
例
え
ば
、
リ
ュ
ビ
ム
郡
の
場
合
、
当
地
の
農
民
た
ち
は
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
居
酒
屋

稼
業
に
出
て
し
ま
っ
て
、
家
で
は
全
経
営
を
残
っ
た
女
た
ち
と
雇
っ
た
労
働
者
ら
が
や
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
期
間
労
働
者
の
多
く
は
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　

ル
ハ
ン
ゲ
リ
ス
ク
県
シ
ェ
ン
ク
ー
ル
郡
及
び
コ
ス
ト
ロ
マ
ー
県
ブ
ー
イ
郡
か
ら
や
っ
て
き
た
。

　
ヤ
ロ
ス
．
ラ
ヴ
リ
県
の
出
稼
ぎ
は
昔
か
ら
両
首
都
を
目
的
に
し
て
き
た
が
、
中
で
も
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
行
き
が
主
流
で
あ
り
、
全
出
稼
ぎ
者

の
ほ
ぼ
六
割
（
男
女
と
も
）
を
狭
義
の
目
腎
Φ
℃
貝
艶
出
（
こ
の
用
語
に
つ
い
て
は
七
七
頁
を
参
照
）
が
占
め
、
モ
ス
ク
ワ
行
き
は
男
で
一
〇
％
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

女
で
一
五
％
ほ
ど
で
し
か
な
か
っ
た
か
ら
、
同
県
は
モ
ス
ク
ワ
の
後
背
地
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
少
な
く
と
も
人
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
ペ
テ

ル
ブ
ル
グ
の
そ
れ
に
加
え
ら
れ
る
べ
き
位
置
に
あ
っ
た
。

　
モ
ス
ク
ワ
県
の
西
隣
り
、
ス
モ
レ
ン
ス
ク
県
で
も
出
稼
ぎ
に
は
地
域
的
分
担
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
し
た
。
最
も
そ
れ
が
発
達
し
た
の

は
北
東
部
か
ら
北
部
に
か
け
て
の
一
帯
で
両
首
都
や
工
場
地
を
中
心
に
出
稼
ぎ
が
さ
れ
た
が
、
南
部
か
ら
は
旦
雇
農
作
業
、
土
方
、
製
糖
、
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炭
鉱
と
い
っ
た
肉
体
労
働
を
強
い
ら
れ
る
（
南
①
℃
国
匿
計
）
出
稼
ぎ
を
し
て
南
方
カ
フ
カ
ー
ス
地
方
へ
及
ん
だ
。
中
央
部
及
び
西
部
は
こ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

両
者
の
中
間
タ
イ
プ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
出
稼
ぎ
数
等
に
職
種
を
見
る
と
、
最
も
普
及
し
た
の
が
工
場
労
働
で
あ
り
、
復
活
祭
と
聖
母
祭
（
「
○
月
一
日
）
あ
た
り
に
多
数
が
工

場
へ
出
か
け
た
。
次
が
召
使
な
い
し
門
番
の
類
で
、
中
で
も
料
理
人
・
料
理
女
と
し
て
出
る
者
は
長
期
間
家
を
空
け
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

第
三
が
右
に
述
べ
た
奉
陰
山
な
出
稼
ぎ
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
大
工
・
木
挽
き
、
木
材
浮
送
な
ど
と
続
い
た
。

　
以
下
、
こ
こ
で
は
一
八
九
六
年
に
ジ
。
ハ
ン
コ
フ
が
公
刊
し
た
同
県
の
出
稼
ぎ
小
営
業
に
関
す
る
著
作
か
ら
、
出
稼
ぎ
の
盛
ん
な
地
方
で

観
察
さ
れ
た
印
象
的
な
事
柄
を
引
用
し
よ
う
。

　
県
内
最
大
の
出
稼
ぎ
郡
で
一
八
九
〇
年
代
に
男
子
の
四
割
以
上
が
出
稼
ぎ
し
た
と
い
う
グ
ジ
ャ
ツ
ク
郡
の
あ
る
村
役
場
の
記
録
は
「
農

民
は
復
活
祭
の
あ
と
や
が
て
稼
ぎ
に
出
か
け
て
、
マ
ロ
ー
ス
が
く
る
ま
で
働
き
、
故
郷
に
戻
っ
て
か
ら
は
冬
は
何
も
せ
ず
に
過
ご
す
。
そ

う
し
た
営
業
か
ら
得
る
わ
ず
か
な
稼
ぎ
（
「
人
あ
た
り
五
〇
～
七
〇
ル
ー
ブ
リ
）
か
ら
働
き
手
を
雇
っ
た
り
す
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

農
民
の
必
要
を
と
て
も
満
た
す
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
書
い
た
。

　
グ
ジ
ャ
ツ
ク
郡
は
モ
ス
ク
ワ
市
に
近
い
か
ら
そ
こ
の
人
た
ち
は
よ
く
短
期
的
な
稼
ぎ
に
出
か
け
る
。
例
え
ば
、
九
月
に
大
き
な
ア
ル
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

リ
を
組
ん
で
モ
ス
ク
ワ
に
行
き
、
一
ヵ
月
ほ
ど
キ
ャ
ベ
リ
の
取
り
入
れ
を
や
っ
て
二
〇
ル
ー
ブ
リ
を
稼
い
だ
。

　
男
子
の
三
割
余
り
が
出
た
と
い
う
ユ
フ
ノ
ブ
郡
の
ソ
ス
ニ
ツ
カ
や
郡
で
は
「
多
く
は
三
月
末
に
稼
ぎ
に
出
始
め
る
。
同
郷
の
出
稼
ぎ
小

営
業
は
大
変
に
発
達
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
主
に
少
土
地
、
土
壌
の
悪
さ
、
近
隣
及
び
自
郡
に
工
業
が
な
い
こ
と
に
よ
る
。
二
～
三
村
の

農
民
は
ア
ル
テ
リ
を
つ
く
っ
て
出
か
け
る
。
同
郷
の
テ
ム
キ
ン
、
コ
ル
ジ
ュ
ー
コ
フ
、
ペ
テ
ロ
フ
カ
な
ど
の
村
民
は
運
送
業
を
や
っ
て
専

ら
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
住
み
、
人
や
物
を
船
で
ネ
ヴ
ァ
川
を
運
ん
で
い
る
。
こ
の
稼
業
は
世
代
を
重
ね
て
い
て
、
何
人
か
は
五
〇
〇
〇
～
二

万
ル
…
ブ
リ
も
の
金
を
貯
え
、
事
業
を
拡
大
し
て
い
る
。
今
は
同
郷
か
ら
二
〇
〇
人
以
上
が
こ
れ
に
関
わ
り
、
一
二
の
ア
ル
テ
リ
を
つ

く
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
家
で
冬
を
過
ご
し
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
は
三
月
の
中
旬
に
来
て
晩
秋
に
ネ
ヴ
ァ
が
結
氷
す
る
ま
で
働
く
が
、
そ
の
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間
の
実
入
り
は
一
五
〇
～
三
〇
〇
ル
ー
ブ
リ
に
な
り
、
希
望
者
が
多
い
。
こ
の
一
方
で
、
ラ
ポ
フ
カ
、
ス
ク
ガ
リ
ョ
ー
フ
、
ザ
ギ
ー
リ
エ

と
い
っ
た
村
々
の
農
民
は
土
方
を
や
り
、
早
春
か
ら
冬
ま
で
、
カ
ル
ー
ガ
、
モ
ス
ク
ワ
、
オ
リ
ョ
ー
ル
な
ど
隣
接
県
に
散
ら
ば
り
、
｝
日

六
〇
～
七
〇
カ
ペ
イ
カ
を
よ
う
や
く
稼
い
で
い
る
。
冬
に
ス
ー
シ
チ
ェ
フ
、
テ
ィ
シ
ャ
コ
フ
、
シ
レ
ン
キ
、
ヴ
ィ
ポ
ロ
ズ
な
ど
の
村
で
は

馬
に
乗
っ
て
モ
ス
ク
ワ
で
馬
車
屋
稼
業
を
や
る
。
ソ
リ
道
を
一
八
○
ヴ
ェ
ル
ス
タ
ほ
ど
モ
ス
ク
ワ
へ
行
く
が
、
何
人
か
は
馬
二
～
三
頭
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
軍

稼
ぎ
は
一
冬
一
頭
あ
た
り
六
〇
～
八
○
ル
ー
ブ
リ
だ
が
、
悪
く
す
る
と
二
〇
、
三
〇
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
冬
に
裁
縫
女
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

し
仕
立
屋
と
し
て
出
る
者
は
＝
月
～
四
月
、
各
地
を
巡
り
、
純
益
で
三
〇
、
四
〇
ル
ー
ブ
リ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
」
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以
上
の
よ
う
な
簡
単
な
調
べ
か
ら
で
も
さ
し
あ
た
り
次
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
①
中
央
工
業
地
帯
に
は
全
域
に
わ
た
り
（
と
い
っ
て
も

全
県
に
触
れ
た
訳
で
は
な
い
）
出
稼
ぎ
小
営
業
が
普
及
し
、
そ
れ
な
く
ば
農
民
経
営
が
成
り
立
た
な
い
よ
う
な
構
造
が
改
革
期
に
は
確
立

し
て
い
た
。
②
し
か
し
、
農
業
以
外
の
出
稼
ぎ
小
営
業
の
発
展
に
は
地
域
的
偏
差
が
あ
り
、
そ
れ
は
非
黒
土
地
帯
の
歴
史
的
に
ク
ス
タ
ー

リ
工
業
が
盛
ん
な
地
方
に
よ
く
展
開
し
た
。
③
出
稼
ぎ
者
の
中
核
と
な
っ
た
の
は
標
準
的
な
中
農
部
分
で
あ
り
、
決
し
て
貧
農
と
い
う
こ

と
は
な
か
っ
た
。
④
出
稼
ぎ
者
は
故
郷
と
往
復
す
る
「
放
浪
す
る
」
人
生
を
お
く
っ
た
が
、
彼
ら
は
都
市
文
化
を
農
村
へ
伝
播
す
る
役
割

も
果
た
し
た
。
⑤
出
稼
ぎ
の
職
種
は
世
代
間
で
継
承
さ
れ
、
出
稼
ぎ
者
は
よ
く
ア
ル
テ
リ
を
組
ん
で
働
き
に
出
た
。
⑥
女
の
場
合
、
そ
の

離
村
は
よ
り
長
期
化
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
’
⑦
働
き
手
が
出
る
こ
と
か
ら
出
稼
ぎ
村
で
は
耕
作
さ
れ
ず
放
置
さ
れ
る
土
地
が
発
生
し
、
外

部
か
ら
の
流
入
労
働
力
が
農
作
業
を
果
た
し
た
。
⑧
以
上
の
人
の
動
き
は
原
則
と
し
て
中
央
工
業
地
帯
内
部
に
限
定
さ
れ
た
。

　
こ
れ
ら
の
事
柄
は
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
る
べ
き
素
材
を
提
供
し
て
い
る
と
思
え
る
。

（
1
）

戸
弓
・
℃
匿
鍔
。
。
§
垂
込
・
ズ
冨
。
弓
ぴ
塗
実
装
弓
。
寓
目
屋
器
震
。
。
6
ぴ
・
三
。
弓
・
“
。
。
．
念
の
た
め
に
言
え
ば
、
モ
ス
ク
ワ
軍
管
区

は
中
央
非
黒
土
帯
、
中
央
黒
土
帯
（
ク
ル
ス
ク
県
除
く
）
及
び
北
部
の
ヴ
ォ
ロ
グ
ダ
県
を
そ
の
範
囲
と
し
た
。

（
巴
。
臣
塁
。
暑
胃
）
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（
2
）

（（43
））

（18

）

（17

）
（（（（（（（（（（（（16　15　14　13　12　11　10　　9　　8　　7　　6　　5

））））））））））））
東
部
サ
マ
ラ
県
で
比
較
的
豊
作
の
一
八
九
九
年
に
お
い
て
さ
え
、
農
民
の
穀
物
不
足
が
目
立
ち
、
約
六
割
の
農
家
が
自
給
必
要
量
を
こ
え
て
穀

物
を
売
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
三
二
％
は
自
分
で
穀
物
を
買
戻
し
（
お
そ
ら
く
「
賃
稼
ぎ
収
入
」
に
よ
り
）
、
二
五
％
は
金
で
穀
物
を
．
借
り
、
二

八
％
が
「
雇
役
」
で
穀
物
を
借
り
た
。
日
南
田
二
尊
『
ロ
シ
ア
農
政
史
研
究
』
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
六
年
、
二
〇
七
頁
。

　
　
ロ

前
掲
し
た
私
の
論
文
に
モ
ス
ク
ワ
県
の
ス
パ
ス
共
同
体
の
詳
細
な
家
計
調
査
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
参
照
さ
れ
た
い
。

い
わ
ゆ
る
「
移
住
」
と
も
中
央
工
業
地
帯
は
無
縁
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
的
シ
ベ
リ
ア
移
住
の
最
大
起
点
は
黒
土
地
帯
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は

そ
れ
が
本
格
化
し
た
ス
ト
ル
イ
ピ
ソ
期
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
。
移
民
局
が
統
計
を
し
っ
か
り
把
握
し
だ
し
た
と
い
わ
れ
る
一
八
八
五
年
以

降
、
一
九
一
〇
年
ま
で
に
シ
ベ
リ
ア
へ
の
家
族
移
住
者
三
七
五
万
五
〇
〇
〇
人
、
単
身
移
住
者
七
八
万
人
を
数
え
た
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
中
央

工
業
地
帯
出
身
は
二
・
二
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
胃
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狭
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収
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。
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近代ロシアの労働者と農民

（表10）モスクワ県農業等従事者の副業的稼業の内訳

時
合

女

80
S1
P1

O0
T6
R1
P6
P4
Q3

P1

X1
U8

P

者
養
扶
被

男

9
2
1
8
6
8
6
4
3
2
1
0
9
1
3
8
1
3
9
0
0
0
9
4
4
4
6
5
6
2
4
9
8
6
0
4
3
4
4
1
1
7
1
1
　
9
2
7
9
1
0
　
6
7
5
4
4
7
4
　
5
2

老
活
自

女

53
R8
Q5
Q5
Q1
R4
P0

V
3
7
　
5
1
　
　
3
　
　
1
　
　
　
　
1
1
り
乙
－

男

2
5
5
9
1
6
1
2
9
7
2
8
2
4
5
6
4
8
9
8
8
6
6
6
7
8
9
2
0
1
4
2
2
5
2
2
6
2
4
7
8
2
　
　
2
4
0
1
8
　
1
8
4
7
4
3
0
2
0
0
2
　
　
　
3
　
1
2
1
　
2
1
1
1
　
1
1
1
1
1

　
　
　
　
　
　
産
　
　
　
　
　
産
三
三
　
　
　
　
　
生
　
　
　
　
生
産
生
　
生
　
産
　
　
　
リ
　
　
　
　
産
具
生
リ
　
ス
　
生
　
産
　
」
　
　
　
生
家
産
　
　
培
リ
一
　
ヤ
　
リ
　
生
　
タ
　
　
い
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ル
・
生
　
　
栽
［
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産
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三
一
産
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雇
稼
一
木
ト
　
　
樹
タ
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生
メ
稼
タ
生
料
産
ク
　
　
日
車
モ
寄
ツ
　
　
果
ス
ク
品
・
車
ス
場
衣
生
ス
工
業
・
馬
・
・
ケ
業
冶
・
ク
麻
製
下
馬
ク
工
物
物
一
　
　
役
回
三
物
ス
　
八
八
綿
亜
紙
靴
荷
絹
綿
男
履
レ
大
林
雑
辻
組
指
バ
農
小
園

［典：拠］　　HepBa∬Bceo6】耳a∬nepenuQb　HaceJleH疏∬PoGc班ncKon

　　MMnepHH，重897r．　T．　XXIV，　MoGKoBGKaH　ry6epHH且．
　　Cn6．，4905，　cTp．310－323．
［注］　合計数の多い順にベスト20をならべ、以下を省略。
　ただし稼業名は適当に簡略化している。

、
『
モ
ス
ク
ワ
県
統
計
報
告
集
』
は
一
八
七
七
～
八
二
年
に
収
集

二
一
万
人
で
、
一
八
～
六
〇
才
の
男
子
働
き
手
は
二
七
万
九
〇
〇

〇
人
と
推
計
さ
れ
る
か
ら
、
実
に
そ
の
八
割
近
く
が
恒
常
的
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　

ろ
一
時
的
に
し
ろ
農
業
外
で
副
業
に
携
わ
っ
て
い
る
と
報
告
し
た
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
近
代
ロ
シ
ア
の
農
民
に
た
だ
ソ
フ
ァ
ー
を
握

る
姿
の
み
を
思
．
い
浮
か
べ
て
は
い
け
な
．
い
。
彼
ら
の
小
営
業
ば
多

様
で
あ
っ
た
が
困
中
で
も
繊
維
関
係
ク
ス
タ
ー
リ
生
産
が
多
か
っ

た
こ
と
は
表
1
0
に
示
す
一
八
九
七
年
セ
ン
サ
ス
の
結
果
を
見
て
も

分
か
る
。

　
こ
の
県
で
も
ク
ス
タ
ー
リ
生
産
の
発
展
度
合
い
に
応
じ
て
こ
の

手
の
小
営
業
の
あ
り
方
は
相
違
し
て
い
た
。
一
八
九
七
年
セ
ン
サ

ス
は
全
県
下
の
農
業
・
牧
畜
・
狩
猟
・
漁
業
従
事
者
六
七
万
七
八

五
八
人
の
う
ち
何
か
の
副
業
的
営
業
に
関
わ
る
者
を
一
一
万
八
二

七
九
人
用
一
七
・
五
％
）
と
す
る
数
字
（
自
活
す
る
男
子
の
み
で

は
一
一
万
四
〇
二
三
人
の
う
ち
四
万
六
四
三
人
の
三
五
・
六
％
）

を
出
し
て
い
て
右
の
『
報
告
集
』
の
数
字
と
か
な
り
異
な
る
が
、

　
モ
ス
ク
ワ
県
下
に
は
や
は
り
広
範
に
農
業
外
の
小
営
業
が
存
在
し
た
。
『
モ
ス
ク
ワ
県

さ
れ
た
資
料
を
加
工
し
て
、
そ
れ
ら
小
営
業
に
従
事
す
る
男
子
農
民
は
二
一
万
人
で
、
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（図3）モスクワ県の副業的営業の発展度合い
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℃

靴
ジ
ャ
ィ
畝
ク
，

　　ルプホフ

　　　一＼．

同
時
に
郡
別
の
数
値
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
ボ
ゴ

・
ロ
ッ
ク
郡
二
五
・
五
％
、
モ
ス
ク
ワ
郡
二
三
・
七
％
、
プ
ロ

ソ
ニ
ツ
ィ
郡
二
三
・
二
％
、
ポ
ド
リ
ス
ク
郡
二
二
・
五
％
、

ド
ミ
ト
．
ロ
ブ
郡
二
一
・
二
％
、
ズ
ヴ
ェ
ニ
ゴ
ロ
ド
郡
二
〇
・

二
％
ま
で
が
平
均
を
越
え
、
，
以
下
、
セ
ル
プ
ホ
フ
郡
一
七
・

一
％
、
ヴ
ェ
レ
や
郡
一
五
・
四
％
、
ヴ
ォ
ロ
コ
ラ
ム
ス
ク
郡

＝
二
・
六
％
、
タ
リ
ン
郡
一
二
・
○
％
、
コ
ロ
ム
ナ
郡
一
〇

・
五
％
、
ル
ザ
郡
八
・
七
％
、
モ
ジ
ャ
イ
ス
ク
郡
八
・
二
％

　
　
　
　
　

と
続
く
。
こ
れ
を
図
示
す
る
と
図
3
の
よ
う
に
な
る
。
斜
線

は
平
均
以
下
の
副
業
的
営
業
の
相
対
的
に
未
発
達
な
郡
を
、

白
地
は
ク
ス
タ
ー
リ
的
伝
統
に
富
ん
だ
小
営
業
郡
を
さ
す
。

後
者
は
県
中
央
部
か
ら
北
東
部
の
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
県
方
向
に

展
開
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
は
『
報
告
集
』
と
り
ま
と
め
の
中

心
者
、
エ
リ
ス
マ
ン
の
用
語
を
借
用
す
れ
ば
、
「
工
場
工
業
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

心
地
具
Φ
胃
℃
口
臼
餌
O
窓
爵
。
・
ω
9
。
巴
員
。
舅
g
弓
。
冨
居
目
葛
臣
o
o
霞

］，、

ﾌ
形
成
が
よ
く
見
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
特
に
ボ
ゴ
ロ
ツ

ク
郡
、
ブ
ロ
ン
ニ
ツ
ィ
郡
で
は
農
民
織
布
の
集
中
を
み
た

（
表
1
1
参
照
）
。
斜
線
部
を
農
業
郡
、
白
地
部
を
工
業
郡
と
よ

ぼ
う
。
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近代ロシアの労働者と農民

（表11）モスクワ県郡別手織機分布
計
合
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ロ
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セ
ク
モ
ヴ
ス
ル
モ
ポ

扇
合

［典拠］CGC，。T八e∬xo3H敢cTBeHH・画 CTaTHCTHK皿¶ T．7，BHn．1 M．1882，CTP．51，52

ず
最
初
に
そ
れ
を
襲
っ
て
、
そ
の
都
度
ク
ス
タ
ー
リ
数
を
減
少
さ
せ
た
。

後
、
「
地
元
」
に
戻
る
こ
と
を
繰
り
返
し
た
の
で
あ
る
。

　
モ
ス
ク
ワ
県
の
農
民
小
営
業
の
場
合
、
人
員
的
に
ほ
ぼ
八
割
ま
で
が
製
造
業
に
従
事
し

て
お
り
（
運
送
は
一
割
、
雑
役
・
ザ
ー
ヴ
ィ
ス
が
［
割
）
、
そ
の
製
造
業
従
事
者
は
「
地

元
」
七
割
、
「
出
稼
ぎ
」
三
割
に
分
け
ら
れ
、
前
者
は
表
1
1
の
機
小
屋
。
器
弓
Φ
舞
⇔
や
農
家

鵠
0
9
。
で
織
布
を
や
り
（
圧
倒
的
に
工
場
生
産
で
あ
っ
た
毛
織
物
を
除
き
、
絹
と
く
に
綿
織

物
）
、
後
者
は
遠
方
の
「
工
場
」
へ
行
く
（
こ
の
場
合
、
金
属
工
場
な
ど
が
多
く
繊
維
工
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

は
少
な
い
）
と
い
っ
た
の
が
大
勢
で
あ
っ
た
。

　
右
の
「
地
元
」
（
寓
Φ
0
6
鵠
＝
Φ
）
と
は
ま
さ
に
地
元
で
あ
っ
て
毎
日
自
宅
か
ら
往
復
し
得
る

か
自
宅
そ
の
も
の
で
の
稼
業
で
あ
る
か
ら
、
農
民
と
土
地
の
関
係
は
原
則
的
に
切
断
さ
れ

な
い
と
み
て
よ
い
。
「
地
元
」
に
稼
ぎ
が
あ
る
住
民
は
自
分
の
手
で
分
与
地
を
維
持
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

傾
向
に
あ
る
こ
と
を
｝
早
く
示
し
た
の
は
ロ
シ
コ
ー
ヴ
ァ
で
あ
っ
た
。
一
方
、
鈴
木
健
夫

氏
や
佐
藤
芳
行
氏
の
最
近
の
仕
事
は
、
租
税
額
と
土
地
収
益
の
不
「
致
の
大
き
さ
を
理
由

に
経
済
的
に
低
水
準
の
（
と
い
っ
て
も
平
均
的
だ
が
）
農
家
が
自
分
の
土
地
に
か
か
る
租

税
分
担
を
減
ら
そ
う
と
し
て
頻
繁
に
三
層
を
や
り
、
そ
う
す
る
こ
と
が
営
業
に
従
事
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

彼
ら
に
土
地
保
有
を
続
け
さ
せ
た
と
別
の
側
面
か
ら
説
明
し
て
い
る
。

　
「
地
元
」
の
営
業
状
態
は
、
勿
論
、
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
維
持
さ
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。

実
際
、
モ
ス
ク
ワ
市
な
ど
の
工
場
が
生
み
出
す
製
品
と
競
争
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く
、

ま
た
小
営
業
の
大
半
は
工
場
工
業
の
下
請
け
的
位
置
に
あ
っ
た
か
ら
、
恐
慌
や
不
況
は
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
部
分
は
「
地
元
」
か
ら
「
出
稼
ぎ
」
に
移
り
、
景
気
回
復

　
（
7
）
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私
は
こ
こ
で
「
地
元
隔
の
堅
固
さ
を
強
調
し
た
い
と
思
う
。
こ
の
問
題
は
ロ
シ
ア
資
本
主
義
論
に
お
け
る
多
ウ
ク
ラ
ー
ド
論
の
一
角
を

占
め
る
だ
ろ
う
が
、
近
年
の
議
論
と
し
て
こ
こ
で
は
ル
イ
ン
ジ
ュ
ン
ス
キ
ー
と
佐
藤
芳
行
氏
の
二
つ
の
仕
事
を
参
照
し
て
お
き
た
い
。
佐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
氏
は
ル
イ
ン
ジ
ュ
ン
ス
キ
ー
の
一
八
八
○
年
代
以
降
小
商
品
生
産
の
分
解
が
生
じ
、
最
も
小
規
模
な
経
営
の
縮
小
が
認
め
ら
れ
る
と
す

る
「
小
商
品
生
産
解
体
論
」
を
批
判
（
否
定
）
す
る
こ
と
を
結
論
の
一
つ
と
し
て
い
る
。
氏
は
ス
ト
ル
ミ
リ
ン
の
統
計
を
援
用
す
る
な
ど

し
て
、
小
商
品
生
産
の
急
速
分
解
は
事
実
と
し
て
疑
問
で
あ
り
、
長
期
農
業
不
況
や
雇
役
制
が
創
出
し
た
資
本
蓄
積
の
困
難
さ
が
む
し
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
分
解
を
お
し
と
ど
め
る
方
向
に
作
用
し
た
と
主
張
し
た
。
二
人
の
当
該
箇
所
を
読
む
限
り
、
佐
藤
氏
に
分
が
あ
る
し
、
別
に
小
規
模

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　

経
営
数
が
む
し
ろ
増
加
し
た
と
す
る
断
片
的
な
資
料
を
読
む
こ
と
も
出
来
る
。
だ
だ
し
、
ル
イ
ン
ジ
ュ
ン
ス
キ
ー
の
著
作
は
か
な
り
複
雑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

な
内
容
を
伴
っ
て
い
て
、
「
家
内
工
業
及
び
手
工
業
が
小
商
品
生
産
へ
移
行
す
る
残
存
的
過
程
冨
℃
Φ
韓
竃
。
皇
塁
弓
負
Φ
8
」
の
存
在
を

指
摘
し
て
み
た
り
、
大
工
場
生
産
の
カ
ー
ド
ル
を
準
備
す
る
「
農
村
工
業
は
農
村
の
小
工
業
家
た
ち
の
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
幻
想
を
幾
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

は
強
め
て
、
貧
農
の
労
働
者
へ
の
移
行
を
阻
止
し
た
り
す
る
」
と
い
っ
た
り
す
る
。
単
純
な
発
展
段
階
論
に
立
脚
し
て
ロ
シ
ア
資
本
主
義

の
急
速
な
成
長
を
強
調
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
農
村
工
業
の
存
在
な
ど
は
消
え
行
く
運
命
と
み
さ
え
す
れ
ば
よ
く
、
佐
藤
氏
が
言
う
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
経
済
の
二
重
構
造
」
と
い
っ
た
視
角
な
ど
生
ま
れ
る
べ
く
も
な
い
の
だ
が
、
こ
の
時
の

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
侃
　
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

（表12）郡別労働者地元出身者割

郡　　　　名 ％

モジャイスク 93．4

ヴォロコラムスク 92．4

クリソ 86．4

ブロンニツイ 83．1

ル　ザ 80．0

ズヴェニゴロド 77．2

ドミトロフ 74．9

セルプホフ 58．0

ヴェレヤ 51．9

ポドリスク 51．4

ボゴロツク 50．4

コロムナ 39．7．

モスクワ 24．2

GCC，　OTAe」1　caH盟丁喚PH

CTa「rHcrrHKH，　T．4，　q．1

M．，1890，CTP．240．

［典拠］

ル
イ
ジ
ジ
ュ
ソ
ス
キ
ー
の
場
合
は
、
新
た
な
問
題
の
所
在
を
感
じ
な
が
ら
、
結
局
は
旧
来

の
「
理
論
」
で
そ
れ
ら
を
押
し
流
し
て
し
ま
っ
た
印
象
を
私
は
受
け
る
。

　
地
元
に
小
工
業
あ
る
い
は
農
村
工
業
が
存
在
す
る
か
否
か
は
労
働
力
移
動
の
あ
り
方
に

大
き
な
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
『
モ
ス
ク
ワ
県
統
計
報
告
集
』
に
よ
れ
ば
、
モ
ス
ク
ワ

県
は
そ
の
労
働
者
の
六
五
％
を
自
県
出
身
者
で
ま
か
な
い
、
三
五
％
を
他
県
か
ら
導
入
し

て
い
る
。
表
1
2
の
通
り
、
ほ
と
ん
ど
を
地
元
郡
出
身
者
で
占
め
る
モ
ジ
ャ
イ
ス
ク
郡
か
ら

そ
れ
が
四
人
に
一
人
で
し
か
な
い
モ
ス
ク
ワ
郡
ま
で
様
々
で
あ
る
が
、
概
し
て
言
え
る
の
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近代ロシアの労働者と農民

は
、
農
業
郡
ほ
ど
地
元
者
が
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
副
業
的
就
業
機
会
が
乏
し
い
所
ゆ
え
、
こ
の
こ
と
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
モ
ス
ク

ワ
郡
で
自
心
骨
の
比
率
が
格
段
に
低
い
こ
と
に
つ
い
て
、
エ
リ
ス
マ
ン
は
工
場
労
働
よ
り
も
野
菜
作
り
。
弓
。
℃
。
裾
蚤
Φ
。
畠
。
に
人
々
が
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

か
れ
て
い
る
こ
と
と
都
市
と
結
び
つ
い
た
よ
り
有
利
な
働
き
口
が
他
に
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
柄
は
首
都
モ
ス
ク
ワ
の

作
用
で
あ
る
。

（表13）モスクワ県’ドに流入する他県出身工場労働者の行き先郡別

出　身　県 流入先の郡名 流入数 流入数全体に占める割合

トゥーラ セルプホフ

Rロムナ
3419人
Q294

39．2％（三盛の％）
Q6．3

リャザン ボゴロツク

Rロムナ
cXクワ

4231
P786
P599

5L7
Q1．8

P9．5

カルーガ モスクワ
Zルプホフ

3312
Q494

42．4

R1．9

ヴラジーミル ボゴロツク
hミトロフ

3041
W86

60．9
P7．7

スモレンスク モスクワ
{ゴロツク

3325
P102

66．6

Q2．1

㏄
蹴

C
4
4

c
2
酬
の
農
業
生
産
が
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

刻陳　
　
　
工
業
郡
を
代
表
す
る
ボ
ゴ
ロ
ツ
ク
郡
で
は
労
働
力
移
動
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ

G，oTAe∬cam1TapHo戯cTaTHcT照H，　T．4，　r．2．　M．，1893，　cTp．

　
同
じ
資
料
に
よ
れ
ば
、
モ
ス
ク
ワ
県
に
流
入
す
る
他
県
出
身
労
働
者
は
ト
ゥ
ー
ラ
、

リ
ャ
ザ
ン
、
カ
ル
ー
ガ
、
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
、
ス
モ
レ
ン
ス
ク
の
各
県
を
上
位
5
位
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

い
た
。
ト
ゥ
ー
ラ
県
の
九
〇
〇
〇
人
戸
か
ら
ス
モ
レ
ン
ス
ク
県
の
五
〇
〇
〇
人
煙
で
あ
る
。

そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
各
県
と
も
流
入
先
が
か
な
り
の
程
度
特
定
さ
れ
、
集
中
し
た
こ
と

で
あ
る
（
表
1
3
を
参
照
）
。
こ
の
人
の
流
れ
は
長
期
に
渡
り
繰
り
返
さ
れ
た
も
の
で
、
行
き

先
で
同
郷
人
同
志
の
結
集
を
確
保
す
る
ル
ー
ト
で
も
あ
っ
た
。

　
流
入
し
た
の
は
も
ち
ろ
ん
工
場
労
働
者
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
中
央
工
業
地
帯
諸
県
か

ら
の
農
業
労
働
者
が
地
元
農
民
の
副
業
営
業
の
結
果
手
薄
に
な
っ
た
農
村
労
働
力
を
補
完

す
べ
く
や
っ
て
き
た
。
ヴ
ォ
p
コ
ラ
ム
ス
ク
、
ル
ザ
、
モ
ジ
ャ
イ
ス
ク
と
い
っ
た
農
業
郡

で
は
、
取
り
入
れ
時
に
特
に
人
手
が
不
足
し
た
た
め
に
、
兵
土
が
そ
の
た
め
に
動
員
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

る
と
い
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
よ
り
高
報
酬
を
も
と
め
て
副
業
的
な
稼
業
に
精
を
出
す
農

民
に
代
わ
っ
て
、
近
隣
県
か
ら
の
農
民
が
モ
ス
ク
ワ
県
の
農
業
を
担
う
こ
と
に
よ
り
学
報
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（表14）モスクワ県ボゴロツク郡工場労働者出身地別分希（％）

出　身地 全体 男 女

モスクワ県ボゴロツク郡 50．4 50．5 50．1

モスクワ県のその他の郡 11．4 12．2 10．2

リャザン県 15．3 13．8 17．9

ヴラジーミル県 11．0 ・11．0 11．0

スモレンスク県 4．0 4．1 3．9

トゥーラ県 3．3 3．6 2．8

カルーが県 1．8 2．0 l13

その他の県 2．8 2．8 2．8

100．0 100．0 100．0

［典拠］　CCC，　O瓢eπcaHHTap麗。窺CTaTHCT照賦，
　　　　T．3，B闘π．愈慌，　M．，188曼，　CTP・82・

［注］　同4巻1部の表19に具体的数字がある。

　
こ
こ
で
は
『
モ
ス
ク
ワ
県
統
計
報
告
集
』

き
出
し
て
み
た
い
。

　
①
ヤ
ム
キ
ン
ス
カ
や
郷
の
ボ
ゴ
ロ
ツ
ク
市
早
婚
に
は
モ
ス
ク
ワ
地
方
最
大
級
の
綿
工
場
「
ボ
ゴ
ロ
ツ
コ
ー
グ
ル
ホ
フ
ス
カ
ヤ
・
マ
ヌ

フ
ァ
ク
ト
ゥ
ー
ラ
」
が
所
在
し
た
。
モ
ロ
ゾ
フ
資
本
が
所
有
し
た
当
工
場
は
工
場
敷
地
六
〇
〇
〇
デ
シ
ャ
チ
ー
ナ
、
建
物
三
〇
〇
を
誇
り
、

紡
錘
八
万
以
上
、
力
織
機
一
五
〇
〇
台
を
設
置
し
た
。
調
査
し
た
一
八
八
三
年
七
月
に
は
労
働
者
七
五
〇
〇
人
を
数
え
、
工
場
に
住
む
者

は
そ
の
家
族
を
含
め
て
一
万
五
〇
〇
人
、
さ
ら
に
周
辺
に
一
五
〇
．
○
人
が
居
住
し
、
工
場
関
係
者
は
合
計
一
万
二
〇
〇
〇
人
で
あ
っ
た
。

た
の
か
。

．
同
心
の
う
ち
中
で
最
も
工
業
的
で
あ
っ
た
の
は
東
部
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
県
境
に
位
置
し
た
数
郷

で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
に
は
工
場
が
集
中
し
、
郷
住
民
に
占
め
る
工
場
労
働
者
の
比
率
を
高
め
て

い
た
。
ヤ
ム
キ
ン
ス
ガ
や
郷
六
五
・
五
％
、
ズ
エ
フ
ス
カ
や
郷
三
八
・
四
％
、
オ
セ
ー
エ
フ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
な

カ
ヤ
郷
三
七
・
六
％
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
外
部
か
ら
流
入
す
る
住
民
の
比

率
を
も
上
昇
さ
せ
た
。
全
郡
平
均
（
一
八
六
九
年
）
＝
・
○
％
の
と
こ
ろ
、
ヤ
ム
キ
ン
ス
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

ヤ
郷
以
下
三
七
・
四
、
三
六
・
○
、
・
二
八
・
四
各
％
で
あ
っ
た
。
同
一
の
工
場
労
働
者
は
半
数

を
自
郡
が
供
給
し
て
い
た
が
、
リ
ャ
ザ
ン
県
や
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
県
か
ら
も
全
体
の
一
五
・
三
％
、

＝
・
○
％
と
か
な
ヶ
の
流
入
を
み
た
（
表
1
4
参
照
）
。

　
こ
れ
ら
工
業
的
諸
郷
は
モ
ス
ク
ワ
地
方
の
最
も
典
型
的
な
織
布
地
帯
で
あ
り
、
農
民
の
副
業

的
営
業
は
ほ
と
ん
ど
例
外
な
し
に
織
布
に
特
化
し
て
い
た
。
農
民
た
ち
は
「
主
人
の
（
×
。
c
。
塁

畠
§
）
」
側
（
つ
ま
り
工
場
側
）
か
ら
原
料
の
供
給
を
受
け
て
そ
れ
を
機
小
屋
か
農
家
で
加
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

す
る
か
、
工
場
に
雇
用
さ
れ
る
か
し
た
の
で
あ
る
。

　
に
見
え
る
工
場
調
査
報
告
を
読
ん
で
、
労
働
力
の
配
置
状
態
に
つ
い
て
幾
つ
か
の
特
徴
を
引
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近代ロシアの労働者と農民

五
八
二
二
人
を
調
査
し
た
結
果
で
は
、
そ
の
出
身
地
は
他
県
か
ら
四
六
・
五
％
、
同
旨
か
ら
三
八
・
四
％
、
モ
ス
ク
ワ
県
の
他
郡
か
ら
一

　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

五
・
一
％
で
あ
っ
た
。

　
②
同
郷
の
シ
。
ハ
エ
フ
織
染
工
場
で
は
か
っ
て
二
五
〇
〇
人
の
労
働
者
が
い
た
が
、
調
査
し
た
一
八
八
三
年
秋
の
不
況
時
に
は
一
二
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
に
減
少
し
た
。
そ
の
大
半
は
地
元
住
民
で
あ
り
、
二
・
五
～
六
ヴ
ェ
ル
ス
タ
の
近
隣
村
か
ら
く
る
者
は
弁
当
持
参
で
通
っ
て
来
た
。

　
③
ボ
ゴ
ロ
ツ
ク
市
に
所
在
し
た
ク
。
ブ
リ
ャ
ー
ノ
ヴ
ァ
商
会
織
布
工
場
は
夏
期
に
労
働
者
が
四
分
の
一
も
工
場
に
残
ら
ず
、
著
し
く
減
産

　
　
　
ぬ
　

し
て
い
た
。

　
④
ズ
エ
ヴ
ォ
村
に
あ
っ
た
ジ
ミ
ン
の
綿
織
工
場
で
は
夏
に
農
作
業
に
関
わ
る
労
働
力
を
補
充
し
て
、
リ
ャ
ザ
ン
県
と
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

か
ら
織
工
を
採
用
し
た
。

　
⑤
ボ
ゴ
ロ
ツ
ク
市
の
シ
。
ハ
ー
エ
フ
絹
工
場
で
は
労
働
者
た
ち
（
一
八
八
四
年
五
月
調
査
時
一
〇
〇
人
、
夏
に
は
五
〇
人
）
の
大
半
は
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

場
か
ら
工
場
へ
と
移
動
し
、
長
期
に
と
ど
ま
る
者
は
大
変
少
数
で
あ
っ
た
。

　
⑥
テ
レ
ニ
ン
ス
カ
や
郷
の
ト
リ
ャ
ー
．
フ
キ
ン
綿
織
・
染
色
工
場
で
は
労
働
者
の
大
半
は
隣
接
諸
郡
か
ら
の
流
入
者
で
あ
り
、
彼
ら
は
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　

場
か
ら
工
場
へ
移
り
、
そ
の
構
成
は
年
々
変
化
し
た
。

　
⑦
グ
レ
ブ
ネ
フ
ス
カ
や
郷
の
ズ
プ
コ
フ
絹
織
工
場
の
労
働
者
（
三
C
O
人
、
夏
期
一
八
○
人
）
の
多
く
は
工
場
か
ら
三
ヴ
ェ
ル
ス
タ
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

内
の
最
寄
り
村
か
ら
や
っ
て
来
た
。

　
⑧
イ
ヴ
ァ
ノ
フ
ス
カ
や
郷
の
ホ
ミ
ャ
コ
フ
絹
工
場
で
は
夏
期
に
労
働
者
が
半
減
し
、
特
に
草
刈
り
時
に
は
全
員
が
農
作
業
へ
出
て
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ま
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
全
て
の
者
が
一
～
三
ヴ
ェ
ル
ス
タ
の
村
か
ら
や
っ
て
き
て
い
た
。

　
⑨
ヤ
ム
キ
ン
ス
カ
や
郷
に
一
八
世
紀
末
か
ら
所
在
し
た
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ
の
絹
織
工
場
で
も
半
数
十
人
の
労
働
者
の
ほ
と
ん
ど
が
工
場
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

ら
二
～
六
ヴ
ェ
ル
ス
タ
の
村
々
か
ら
来
た
。

　
⑩
グ
レ
ブ
ネ
フ
ス
カ
や
郷
の
レ
ゼ
ル
ソ
ン
絹
工
場
の
場
合
、
三
〇
〇
～
四
〇
〇
人
の
労
働
者
の
ほ
と
ん
ど
全
て
が
三
～
六
ヴ
ェ
ル
ス
タ
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お
　

離
れ
た
シ
チ
ェ
ル
コ
ヴ
ォ
村
の
出
身
者
で
あ
っ
た
。
’

　
⑪
同
郷
の
コ
ン
ド
ラ
シ
ェ
フ
兄
弟
の
二
つ
の
絹
工
場
に
働
く
合
計
三
〇
〇
人
ほ
ど
の
労
働
者
は
地
元
八
村
の
出
身
で
、
そ
れ
ら
は
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

て
ト
ル
ヴ
ェ
ツ
コ
ー
イ
公
爵
の
一
つ
の
世
襲
領
地
を
構
成
し
て
い
た
。

　
⑫
シ
ャ
ロ
フ
ス
カ
や
郷
の
ブ
ル
ノ
フ
の
じ
ゅ
う
た
ん
工
場
労
働
者
は
百
人
以
上
（
夏
期
六
〇
人
）
だ
が
、
そ
の
九
割
ま
で
が
オ
ブ
ボ

ス
の
フ
バ
ダ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

フ
大
村
の
町
人
と
シ
ャ
ロ
ヴ
ァ
や
村
の
農
民
で
あ
っ
て
、
そ
の
構
成
は
大
き
く
安
定
し
て
い
た
。

　
⑬
ベ
ズ
ー
ボ
フ
ス
カ
や
郷
に
所
在
す
る
ム
ラ
。
フ
レ
フ
の
綿
織
・
染
色
工
場
で
は
労
働
者
数
は
夏
期
農
作
業
時
の
八
○
人
か
ら
四
旬
斎

（
復
活
祭
前
の
七
週
間
）
時
の
一
八
○
人
ま
で
の
間
を
動
い
た
が
（
一
八
八
四
年
二
月
調
査
）
、
地
元
織
工
は
自
宅
で
働
く
こ
と
を
好
み
、
モ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

ク
ワ
県
ブ
ロ
ン
ニ
ツ
ィ
郡
と
リ
ャ
ザ
ソ
県
エ
ゴ
リ
エ
フ
郡
か
ら
労
働
者
の
流
入
を
み
た
。

　
⑭
ド
ル
ホ
フ
ス
カ
や
郷
の
ボ
チ
ン
兄
弟
綿
織
工
場
で
も
地
元
民
は
自
宅
で
働
く
こ
と
を
好
ん
だ
究
め
、
リ
ャ
ザ
ン
県
の
最
寄
り
村
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
お
　

労
働
者
が
流
入
し
た
。

　
⑮
イ
ヴ
ァ
ノ
フ
ス
カ
や
郷
に
綿
織
工
場
を
所
有
す
る
ヤ
ク
シ
ン
に
よ
れ
ば
、
地
元
住
民
は
低
賃
金
を
嫌
っ
て
小
規
模
織
布
工
場
で
働
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

こ
と
を
好
ま
ず
、
よ
り
大
き
な
工
場
へ
（
こ
の
場
合
ド
ミ
ト
ロ
フ
郡
へ
）
行
く
傾
向
が
あ
っ
た
。

　
⑯
ズ
エ
フ
ス
カ
や
郷
の
ジ
ミ
ン
商
会
所
有
綿
織
工
場
に
は
一
八
八
四
年
七
月
時
点
で
八
五
〇
人
の
労
働
者
が
い
た
が
、
女
が
三
二
七
人

と
か
な
り
の
割
合
を
占
め
た
（
内
訳
、
既
婚
一
九
四
、
寡
婦
三
六
、
未
婚
九
四
）
。
労
働
者
の
う
ち
。
讐
。
日
葭
憲
と
よ
ば
れ
た
独
身
労
働

者
は
工
場
に
短
期
間
し
か
住
ま
ず
、
工
場
住
民
の
放
浪
分
子
O
℃
。
長
岡
§
雪
Φ
寓
Φ
零
を
、
残
り
の
部
分
が
「
た
え
ず
戻
っ
て
く
る
労
働
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　

目
。
。
6
0
農
国
。
．
国
。
ω
認
卿
月
弩
月
雷
①
窟
O
o
自
Φ
」
を
そ
れ
ぞ
れ
構
成
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
個
別
的
情
報
か
ら
労
働
者
の
あ
り
方
に
つ
い
て
と
り
あ
え
ず
次
の
よ
う
に
論
点
（
仮
説
）
な
い
し
特
徴
を
乱
暴
に
取
り

出
し
て
み
よ
う
。

　
ア
　
大
工
場
ほ
ど
労
働
市
場
が
広
く
、
し
か
も
そ
こ
に
は
労
働
者
自
身
の
志
向
性
が
部
分
的
に
作
用
し
て
い
る
（
論
拠
と
な
る
情
報
①
、
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⑮
）
。

　
イ
　
不
況
期
の
人
員
削
減
は
ま
ず
流
入
労
働
者
か
ら
な
さ
れ
、
地
元
労
働
者
が
固
定
的
な
基
幹
労
働
力
を
い
つ
も
形
成
し
た
（
②
）
。

　
ウ
　
し
か
し
、
そ
の
地
元
労
働
者
も
夏
期
に
は
農
作
業
の
た
め
工
場
を
離
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
場
合
、
他
所
か
ら
の
労
働
力
が
補

充
さ
れ
た
（
③
、
④
）
。

　
工
　
労
働
者
に
工
場
間
移
動
が
観
察
さ
れ
た
（
⑤
、
⑥
）
。

　
オ
　
地
元
労
働
者
用
の
労
働
市
場
の
ひ
ろ
が
り
は
工
場
か
ら
精
々
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
円
周
内
部
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
こ
の
こ
と

が
彼
ら
と
家
（
農
作
業
）
と
の
往
復
運
動
を
可
能
に
し
た
（
⑦
、
⑧
、
⑨
）
。

」
力
　
し
か
も
特
定
な
工
場
と
村
と
の
間
に
歴
史
的
な
関
係
が
労
働
力
の
需
給
を
め
ぐ
り
確
立
し
て
い
た
と
思
え
る
（
⑩
、
⑪
、
⑫
）
。

　
キ
　
地
元
織
工
は
工
場
労
働
よ
り
も
自
宅
（
機
小
屋
な
い
し
農
家
）
で
の
労
働
を
好
む
傾
向
が
み
う
け
ら
れ
た
（
⑬
、
⑭
）
。

　
ク
　
工
場
労
働
者
も
性
別
や
家
族
状
態
に
よ
り
当
然
あ
り
方
が
相
違
し
た
（
⑯
）
。

近代ロシアの労働者と農民

　
右
に
取
り
出
し
た
論
点
（
仮
説
）
を
さ
ら
に
検
討
し
よ
う
。

　
ロ
シ
ア
工
業
発
展
の
最
も
特
徴
的
な
こ
と
の
｝
つ
は
資
本
主
義
経
営
が
小
さ
な
目
o
o
Φ
自
畠
で
発
生
し
た
こ
と
で
あ
る
。
知
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
都
市
に
で
は
な
く
、
農
村
に
工
場
が
進
出
し
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
レ
ー
ニ
ン
を
は
じ
め
同
時
代
人
も
注
目
し
て
い
た
。

農
村
部
に
成
立
し
た
工
場
を
中
核
と
す
る
拠
点
に
つ
い
て
は
、
趨
。
寓
岡
目
自
Φ
臣
。
Φ
。
雪
Φ
臣
ρ
呉
越
。
文
墨
舘
び
要
旨
月
Φ
胃
ワ
曾
9
謡
臨
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

目
o
o
雪
雲
（
あ
る
い
は
単
に
目
o
o
Φ
き
蹴
）
、
留
O
唱
畠
。
Φ
8
自
。
と
い
っ
た
用
語
が
従
来
使
用
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
う
ち
口
8
Φ
員
実
は
現

代
ソ
連
で
い
わ
ば
「
ニ
ュ
ー
・
タ
ウ
ン
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
、
旧
来
の
村
落
。
雪
。
（
な
い
し
泪
。
℃
Φ
b
5
田
）
と
は
そ
の
出
自
が
異
な
る

人
為
的
に
創
出
さ
れ
た
新
し
い
村
落
と
い
っ
た
意
味
合
い
が
こ
め
ら
れ
、
口
o
o
Φ
岩
属
o
o
Φ
自
9
。
蚤
と
い
っ
た
言
い
方
も
さ
れ
る
。
　
一
方
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

臼
9
。
9
鵠
ぎ
Φ
。
Φ
自
。
と
同
系
列
で
越
。
岳
唱
。
Φ
o
Φ
自
。
と
も
言
わ
れ
て
工
業
の
時
系
列
的
発
展
度
合
い
も
意
識
し
た
用
語
法
も
あ
る
が
、
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論説

閑
。
弓
自
。
器
℃
葦
登
魯
g
。
9
渚
二
三
。
Φ
自
（
あ
る
い
は
甘
9
語
臣
Φ
o
Φ
轟
。
弓
。
寓
寓
目
葛
臣
踏
＝
　
り
。
℃
o
員
。
冨
）
と
い
っ
た
言
い
方
も
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　

そ
の
例
と
し
て
ボ
ゴ
ロ
ツ
ク
市
が
グ
ル
ホ
フ
、
イ
ス
ト
ノ
キ
ン
、
ウ
ス
ペ
ン
ス
キ
：
の
各
工
場
村
に
囲
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
上
げ
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
新
興
の
工
業
拠
点
を
ツ
ァ
ー
リ
政
府
は
「
都
市
」
に
認
定
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
一
八
六
三
年
＝
月
一
一
日
法

に
よ
り
、
農
村
の
都
市
改
造
に
あ
た
り
戸
長
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
を
必
要
と
し
て
実
質
規
制
し
、
身
分
的
課
税
原
理
に
一
致
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

の
法
が
機
能
し
続
け
た
こ
と
は
い
た
く
都
市
形
成
を
さ
ま
た
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
相
変
わ
ら
ず
村
と
呼
ば
れ
な
が
ら
も
都
市
顔
負
け
の
人
口
を
擁
す
る
工
業
村
が
モ
ス
ク
ワ
地
方
を
中
心
に
存
在
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
ヴ
ォ
ダ
ル
ス
キ
ー
は
一
八
九
七
年
セ
ン
サ
ス
か
ら
人
口
五
〇
〇
人
以
上
の
大
き
な
村
落
は
全
国
に
約
＝
二
〇
〇
あ
り
、
そ
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ち
モ
ス
ク
7
県
に
最
多
の
五
〇
〇
が
集
中
し
、
そ
れ
ら
の
内
二
〇
〇
が
工
場
村
か
ク
ス
タ
ー
リ
村
で
あ
っ
た
と
み
て
い
る
。
な
お
、
，
同
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

ン
サ
ス
で
最
大
の
工
業
村
は
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
県
の
オ
レ
ホ
ヴ
ォ
ー
ズ
エ
ヴ
ォ
の
四
万
三
一
〇
〇
人
で
あ
る
。

　
モ
ス
ク
ワ
市
を
円
の
中
心
と
す
る
と
半
径
ほ
ぼ
一
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
円
周
上
に
セ
ル
プ
ホ
フ
市
と
タ
リ
ン
郡
カ
レ
ー
エ
フ
ス
カ
や

郷
が
位
置
し
、
そ
こ
に
工
場
や
機
小
屋
そ
し
て
労
働
者
の
一
定
の
集
中
・
集
積
を
み
た
が
、
そ
の
内
側
の
、
特
に
モ
ス
ク
ワ
市
近
郊

目
。
誉
。
o
ぎ
謬
Φ
の
東
部
が
よ
く
繊
維
工
業
が
発
達
し
た
華
実
と
も
に
中
央
工
業
地
帯
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
綿
工
業
は
ほ
ぼ
均
等
に
、
絹
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

業
は
二
σ
～
七
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
帯
に
、
ラ
シ
ャ
工
業
は
○
～
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
帯
に
分
布
し
た
。
モ
ス
ク
ワ
市
東
部
近
郊
に
工
業
地

点
が
集
中
し
た
の
は
歴
史
的
地
理
的
理
由
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
モ
ス
ク
ワ
県
で
は
セ
ル
プ
ホ
フ
市
を
除
き
、
郡
都
は
工
業
地
と
認
め
る
こ

　
　
　
　
　
せ
　

と
は
出
来
な
い
。

　
さ
て
、
右
に
取
り
出
さ
れ
た
論
点
の
幾
つ
か
は
労
働
市
場
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
（
直
接
的
に
は
ア
、
オ
、
力
）
。
ま
ず
こ
の
問
題
に
限

定
し
よ
う
。

　
オ
で
は
地
元
労
働
者
の
労
働
市
場
は
工
場
か
ら
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
と
推
測
し
た
が
、
私
の
気
づ
い
た
他
の
資
料
と
つ
き
合
わ

せ
る
と
ど
う
か
。
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近代ロシアの労働者と農民

　
①
ボ
ゴ
ロ
ツ
ク
郡
と
並
ぶ
モ
ス
ク
ワ
県
の
工
業
郡
で
あ
る
ブ
ロ
ン
ニ
ツ
ィ
郡
の
竿
石
工
場
「
ラ
ー
メ
ン
ス
カ
や
綿
紡
織
工
場
」
（
一
八

八
○
年
現
在
、
紡
錘
七
万
三
〇
〇
〇
、
力
織
機
七
〇
〇
、
恒
常
的
労
働
者
三
一
九
〇
〈
地
元
二
七
五
五
、
流
入
四
三
五
〉
）
の
場
合
、
こ
の

工
場
を
紹
介
し
た
シ
ー
ド
ロ
フ
は
「
工
場
圏
倉
O
当
季
恩
窓
口
畠
」
な
る
用
語
で
労
働
市
場
を
示
し
、
こ
の
場
合
そ
れ
は
直
径
二
五
ヴ
ェ

ル
ス
タ
の
円
か
ら
成
り
立
ち
、
円
周
内
に
同
郷
三
二
村
を
ふ
く
み
、
最
寄
り
村
落
の
住
民
は
七
五
％
が
工
場
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

二
五
ヴ
ェ
ル
ス
タ
は
夏
期
に
臨
時
に
一
〇
〇
〇
人
以
上
の
泥
炭
採
掘
人
を
採
用
し
た
場
合
の
ひ
ろ
が
り
で
あ
ろ
う
。

　
②
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
県
イ
ヴ
ァ
ノ
ヴ
ォ
ー
ヴ
ォ
ズ
ネ
セ
ン
ス
ク
市
に
所
在
し
た
ガ
レ
ー
リ
ン
綿
工
場
に
は
一
八
八
七
～
九
〇
年
時
の
労
働

者
出
身
地
調
査
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
二
八
六
七
人
は
基
本
的
に
周
辺
の
シ
ュ
ー
や
郡
、
ネ
レ
フ
ト
郡
、
ス
ズ
ダ
リ
郡
、
コ
ヴ
ロ
フ
郡

出
身
で
あ
る
が
、
ヴ
ァ
シ
ー
リ
エ
フ
は
労
働
者
を
一
〇
人
以
上
出
し
た
郷
二
八
を
三
グ
ル
ー
．
フ
化
し
、
同
市
付
近
、
大
き
な
工
場
村
を
含

む
郷
、
農
村
工
場
中
心
地
の
周
辺
に
あ
り
、
農
村
工
場
地
区
を
形
成
す
る
郷
と
い
ず
れ
も
工
業
的
な
い
し
工
場
的
な
郷
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。
彼
の
計
算
に
よ
れ
ば
、
同
工
場
へ
労
働
者
を
供
給
す
る
「
イ
ヴ
ァ
ノ
ヴ
ォ
ー
シ
ュ
ー
や
工
場
圏
」
の
半
径
は
六
五
～
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
そ
の
基
幹
部
分
は
三
〇
～
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。

　
③
こ
の
イ
ヴ
ァ
ノ
ヴ
ォ
ー
ヴ
ォ
ズ
ネ
セ
ン
ス
ク
に
つ
い
て
チ
ー
ホ
ノ
ブ
が
一
八
九
九
年
の
五
六
九
三
労
働
者
の
出
生
地
調
査
を
分
析
し

て
、
同
市
は
半
径
五
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
ら
労
働
者
を
引
き
つ
け
て
い
る
。
出
生
地
は
一
九
世
紀
前
半
、
す
で
に
家
内
織
布
と
大
工
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

の
下
請
け
が
広
範
に
普
及
し
て
い
た
所
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
す
る
結
論
を
導
い
て
い
る
。

　
④
ヤ
ロ
ス
ラ
ヴ
リ
県
の
玉
村
工
場
最
大
手
で
あ
っ
た
「
ガ
ヴ
リ
ロ
フ
ー
ヤ
ム
ス
カ
ヤ
・
マ
ヌ
フ
ァ
ク
ト
ゥ
ー
ラ
」
（
亜
麻
織
布
。
ヴ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　

リ
ー
コ
エ
村
近
郊
に
所
在
）
の
場
合
、
「
五
ヴ
ェ
ル
ス
タ
以
内
か
ら
労
働
者
の
七
割
を
集
め
て
い
た
。

　
⑤
「
大
ヤ
ロ
ス
ラ
ヴ
リ
・
マ
ヌ
フ
ァ
ク
ト
ゥ
ー
ラ
」
は
一
九
＝
二
年
に
、
所
在
し
た
ヤ
ロ
ス
ラ
ヴ
リ
垂
心
労
働
者
の
半
数
、
全
県
数
の

四
分
の
一
に
あ
た
る
九
四
一
一
人
を
集
め
た
同
県
の
代
表
的
都
市
工
場
で
あ
っ
た
。
そ
の
労
働
市
場
は
工
場
か
ら
一
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以

内
が
三
割
、
｝
二
〇
キ
ロ
メ
…
ト
ル
以
上
が
五
割
と
全
く
二
分
さ
れ
た
。
後
者
の
場
合
、
労
働
者
を
供
給
し
た
の
は
特
に
ヴ
ラ
ジ
ー
、
ミ
ル
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論説

（表15）ヴラジーミル県シューや郡の「地元」労働者と「非地元」労働者

原籍地と

H場の距離

家で食事する労働者

通　　年 一　　時

通年工場で食べ、

Qる労働者
労働者数

0－1
Q－5
U－10
P1－15
P6－20
Q1以上

iヴェルスタ）

1109（95．9）

Q935（90．1）
P327（33．5）

@46（1．6）
@7（0．4）
@4（0，3）

42（3．6）194（6．0）762（19．2）87（3．1）

@6（0．3）
@1（0．1）

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

l157（8．2）
R257（23．1）3965（28．1）2804（19．9）1776（12．6）

P143（8．1）

5428（38．5） 1092て7，7） 7582（53．8） 14102（100）

［典拠］　本節の注（45）のチーホノフ論文、107頁。

県
ユ
リ
エ
フ
郡
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
農
民
副
業
と
し
て
家
内
織
布
の
発
展
を
み
て
い
た
同
郡
で
は

、
一
八
七
〇
年
代
中
頃
か
ら
有
資
格
織
工
が
大
量
に
同
工
場
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

故
、
同
工
場
が
選
ば
れ
た
の
か
、
残
念
な
が
ら
説
明
に
欠
け
る
）
。

　
こ
れ
ら
五
つ
の
事
例
は
今
回
私
が
関
連
資
料
を
読
む
中
で
気
づ
い
た
、
具
体
的
数
値
を
示
し
た
貴

重
な
も
の
で
あ
る
。
サ
ム
プ
ル
数
が
極
め
て
少
な
い
が
敢
え
て
次
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
｝
、
在
村
工
場
の
場
合
、
①
、
④
と
も
ほ
ぼ
半
径
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
余
り
か
ら
大
半
の
労
働
者

を
調
達
し
て
い
る
が
、
両
者
は
最
大
手
の
も
の
故
、
在
村
工
場
労
働
市
場
の
ひ
ろ
が
り
を
仮
説
オ
の

よ
う
に
標
準
な
い
し
平
均
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
の
は
大
き
な
誤
り
で
は
な
い
だ
ろ
ヶ
こ
と
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
チ
ー
ホ
ノ
ブ
は
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
県
の
代
表
的
工
業
郡
シ
ュ
ー
ヤ
に
関
し
て
、
在
野

工
場
の
近
辺
（
一
ヴ
ェ
ル
ス
タ
以
内
）
は
ほ
と
ん
ど
農
業
的
で
な
く
、
工
場
か
ら
離
れ
る
に
つ
れ
労

働
者
の
経
営
に
お
け
る
農
業
の
役
割
が
増
大
す
る
が
、
五
ヴ
ェ
ル
ス
タ
の
距
離
で
そ
れ
以
上
離
れ
て

も
各
種
の
農
業
指
標
は
変
化
し
な
く
な
る
か
ら
、
五
ヴ
ェ
ル
ス
タ
が
工
場
の
作
用
が
及
ぶ
範
囲
と
み

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
付
表
1
5
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
五
ヴ
ェ
ル
ス
タ
以
内
の
労
働
者
は
日
常
的

に
家
と
の
間
を
往
復
す
る
「
地
元
寓
Φ
。
愛
翫
Φ
」
で
あ
る
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
（
六
～
一
〇
は
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

間
、
一
一
以
上
が
「
非
地
元
国
Φ
器
。
謡
器
」
）
。

　
二
、
さ
ら
に
⑤
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
都
市
工
場
で
も
こ
の
五
な
い
し
一
〇
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以

内
の
部
分
が
基
幹
労
働
力
を
一
定
形
成
し
た
だ
ろ
う
こ
と
。
都
市
工
場
の
場
合
、
そ
の
不
足
部
分
を

は
る
か
遠
方
か
ら
の
、
歴
史
的
に
ル
…
ト
が
っ
く
ら
れ
た
出
稼
ぎ
労
働
力
で
補
う
二
重
構
造
が
あ
っ

た
ろ
う
こ
と
。
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近fヒロシアの二労諸嬢．者と渥廷主忌

（表16）ヴォ1・・コラムスク郡の嗣業従事状態（1881年）

2830人
412
266
558
1160
234
200

1386人
221
414
105
147

　　54

171

　　61

213

（67．

（9．

（6．

（13．

（27．

（
（

1％）

　　8

　　3

　　3

　　3

5．6

4．8

）
）
）
）
）
）

（32．9％）

（

（
（
（
（
（
（
（

5．2

9．8

2．5

3。5

1．4

4．1

1．4

5．0

）
）
）
）
）
）
）
）

§出稼ぎ小常業
1．打毛．」：（コストロマ、ニジェゴロド県などへ）
2．暖炉工・煙突掃除人
3．工場労働者（モスクワ市、ペテルブルグ市などへ）
4．モスクワ市での稼ぎ（門番、日雇など）
5．モスクワ市でキャベツ取り入れ
6．行商

§地元での稼ぎ
1．地元小工場での労働
2．大11二・指物師（一部モスクワ市などへ）
3鍛冶・バター製造・棺桶屋
4縫製・製靴
5．製革
6．弓取り

7．牧童

8．森林小営業

2．大11二・指物師（一部モスクワ市などへ） 414 （9．8　）

3鍛冶・バター製造・棺桶屋 105 （2．5‘）

4縫製・製靴 147 （3。5）
5．製革 54 （1．4）
6．弓取り 171 （4．1）
7．牧童 61 （1．4）
8．森林小営業 213 （5．0）

合　　　　　　計 4216 （100．0）

CGG，　oT訊eJI　caHHTapHon GTaTHCTHKH， T．3，BHn．6，　M．，　i882，　CTP．80．［典拠］

者
の
約
一
六
％
に
相
当
す
る
と
い
う
か
ら
統
計
上
は
全
体
像
を
推
定
す
る
に
充
分
で
あ
ろ
う
。

が
農
業
郡
各
地
で
見
ら
れ
た
よ
う
だ
が
、
今
の
私
は
こ
れ
以
上
の
資
料
を
も
た
な
い
。

　
ま
だ
検
討
す
べ
き
論
点
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
次
節
以
降
に
お
く
っ
て
、

本
節
の
最
後
に
農
業
郡
で
の
人
の
動
き
に
つ
い
て
＝
言
し
て
お
き
た
い
。

　
「
小
営
業
は
ほ
と
ん
ど
最
終
的
に
消
滅
し
て
し
ま
い
、
大
工
場
工
業
は
農
奴
解
放
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ゆ
　

長
期
に
わ
た
り
な
ぜ
か
根
付
か
な
い
」
（
モ
ジ
ャ
イ
ス
ク
郡
）
よ
う
な
農
業
郡
に
あ
っ

て
、
農
業
の
み
で
生
活
し
え
な
い
人
々
は
ま
ず
地
元
に
か
ろ
う
じ
て
存
在
す
る
工
業
施

設
を
貴
重
な
稼
ぎ
場
と
み
て
占
拠
す
る
か
ら
、
こ
れ
ら
諸
郡
の
工
場
労
働
者
で
地
元
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

身
者
が
占
め
る
割
合
が
高
く
な
っ
た
。
例
え
ば
、
タ
リ
ン
郡
で
は
ほ
ぼ
九
割
に
達
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

ヴ
ェ
レ
や
郡
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
当
然
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
足
す
る
た
め
、
農
業
郡

で
は
遠
方
へ
の
出
稼
ぎ
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
｝
八
七
六
年
の
全
県
平
均
男
子
の
三
八
％

ほ
ど
に
旅
券
が
渡
っ
た
と
す
る
資
料
で
、
郡
別
最
多
の
セ
ル
プ
ホ
フ
（
五
｝
％
）
以
下
、

ル
ザ
、
ヴ
ォ
ロ
コ
ラ
ム
ス
ク
、
コ
ロ
ム
ナ
、
モ
ジ
ャ
イ
ス
ク
（
四
四
・
五
％
）
ま
で
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

て
が
農
業
郡
で
あ
っ
た
。
農
業
郡
で
も
ク
ス
タ
ー
リ
生
産
未
発
達
の
郷
ほ
ど
出
稼
ぎ
率

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

は
上
昇
し
、
例
え
ば
ヴ
ェ
レ
や
郡
の
そ
れ
ら
の
郷
の
男
子
は
七
割
近
く
が
出
稼
ぎ
し
た
。

　
『
モ
ス
ク
ワ
県
統
計
報
告
集
』
（
衛
生
統
計
編
）
第
三
巻
第
六
分
冊
に
ゼ
ム
ス
ト
ヴ
ォ

参
事
会
が
ヴ
ォ
ロ
コ
ラ
ム
ス
ク
郡
の
一
時
的
義
務
負
担
農
民
四
一
＝
六
人
に
対
し
て

行
っ
た
副
業
営
業
調
査
結
果
が
載
っ
て
い
る
（
表
1
6
を
参
照
）
。
四
二
一
六
人
は
当
該

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
稼
ぎ
七
割
、
地
元
三
割
と
い
っ
た
割
合
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@．

ｨ
け
る
小
工
業
の
展
開
」
［
九
産
大
］
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工
業
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ク
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福
ﾅ
機
械
制
織
布
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農
村
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内
織
布
が
並
存
し
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こ
と
は
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が
国
の
経
済
史
研
究
で
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の
認
識
に
な
っ
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い
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。
例
え
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⇔
」
、
［
新
潟
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．
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］
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械
制
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．
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ｪ
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七
〇
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末
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八
○
年
代
初
め
に
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退
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至
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な
い
。
［
む
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八
七
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の
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近代ロシアの労働者と農民
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．
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叢
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論
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（
二
七
巻
二
号
、
一
八
四
頁
）
の
よ
う
に
、
農
業
と
工
業
と
を
結
合
す
る
農
戸
を
多
数
か
か
え
る
村
落
全

「
工
業
村
落
」
と
す
る
の
は
少
し
乱
暴
で
あ
る
。

ロ
コ
。
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舞
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二
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①
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帽
．
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。
。
・
こ
の
論
点
を
め
ぐ
っ
て
、
チ
ー
ホ
ノ
ブ
は
、
ツ
ァ
ー
リ
政
府
は
明
ら
か
に
都

市
が
新
た
な
産
業
地
点
と
し
て
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
を
望
ま
ず
、
恐
れ
て
い
た
と
す
る
（
《
器
ω
．
8
占
こ
。
弓
．
窃
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モ
ス
ク
ワ
周
辺
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論説．
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’
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市
化
し
な
か
っ
た
こ
と
は
欧
米
の
研
究
者
も
着
目
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ブ
ラ
ド
レ
ー
は
、
モ
ス
ク
ワ
の
後
背
地
は
驚
く
ほ
ど
わ
ず
か
し
か
都

市
化
し
な
い
。
モ
ス
ク
ワ
の
隣
接
各
県
全
て
は
欧
露
の
都
市
居
住
者
の
平
均
的
割
合
を
越
え
ず
、
越
え
た
の
は
モ
ス
ク
ワ
県
の
四
郡
の
み
で
あ

る
。
モ
ス
グ
ワ
県
の
後
背
地
の
都
市
住
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の
割
合
は
大
変
に
ゆ
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取
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六
　
副
業
に
携
わ
る
人
た
ち

　
節
を
改
め
て
残
さ
れ
た
論
点
を
検
討
し
た
い
。
論
点
は
多
岐
に
渡
り
複
雑
で
あ
る
故
、
便
宜
的
な
整
理
を
加
え
る
が
、
到
底
十
全
た
る

も
の
に
は
な
り
え
な
い
こ
と
を
前
以
て
お
断
り
し
て
お
く
。

　
労
働
力
移
動
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
副
業
的
営
業
を
地
元
で
行
う
か
遠
方
へ
出
稼
ぎ
す
る
か
が
最
も
区
別
さ
る
べ
き
基
準
と
な
ろ
う
。

勿
論
、
既
述
の
通
り
、
農
民
に
と
っ
て
地
元
と
出
稼
ぎ
の
間
の
壁
を
越
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
。

近代ロシアの労働者と農民

　
關
　
地
元
労
働

　
●
振
り
子
移
動

　
地
元
に
工
場
な
ど
の
働
き
場
が
あ
れ
ば
農
民
は
自
宅
か
ら
そ
こ
へ
通
う
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
既
に
触
れ
た
地
元
の
労
働
市
場
の
核
心
部

分
を
構
成
す
る
動
き
で
あ
り
、
精
々
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
半
径
を
限
度
と
し
た
。
例
え
ば
、
ラ
ー
メ
ン
ス
カ
や

工
場
の
場
合
、
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
近
村
か
ら
く
る
農
民
は
自
分
の
村
に
住
ん
で
い
た
（
更
に
遠
方
か
ら
の
貫
け
出
稼
ぎ
者
は
特
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

モ
ス
ク
ワ
地
方
の
場
合
、
工
場
宿
舎
に
居
住
し
た
。
同
工
場
の
場
合
、
比
率
は
半
々
）
。
こ
う
し
た
農
民
の
往
復
運
動
を
チ
ー
ホ
ノ
ブ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
振
り
子
移
動
冨
曽
霞
岩
雷
Φ
寓
弓
℃
9
。
月
票
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
●
労
働
の
継
承
性

　
自
宅
付
近
に
工
場
が
長
期
間
存
在
す
れ
ば
、
世
代
を
越
え
て
一
家
が
工
場
労
働
に
関
わ
る
可
能
性
は
高
く
な
る
（
特
に
主
人
が
工
場
労

働
す
る
家
を
「
工
場
一
家
倉
O
℃
重
臣
旨
薫
陸
」
と
い
う
場
合
が
あ
る
）
。
つ
ま
り
、
工
場
労
働
が
農
家
の
伝
統
と
な
る
。
ロ
シ
ア
．
ソ
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ヴ
ィ
エ
ト
で
は
こ
の
こ
と
を
工
場
労
働
め
継
承
性
（
連
続
性
）
弓
Φ
Φ
冨
。
目
Φ
臣
o
o
景
骨
O
着
出
。
・
ω
9
。
切
。
員
。
ぎ
弓
。
碧
着
鋤
・
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の
継
承
性
を
示
す
数
値
は
幾
つ
か
あ
る
の
だ
が
、
例
え
ば
、
デ
メ
ン
チ
ェ
フ
は
一
八
八
四
～
五
年
の
セ
ル
プ
ホ
フ
、
コ
ロ
ム
ナ
、
ブ
ロ

ン
ニ
ツ
ヨ
三
郡
調
査
（
工
場
労
働
者
一
万
八
五
七
六
人
）
で
継
承
率
を
五
五
％
と
し
、
特
に
「
繊
維
加
工
労
働
者
」
に
七
〇
・
五
％
を
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
、
全
般
に
機
械
労
働
を
や
る
グ
ル
ー
。
フ
ほ
ど
継
承
率
は
高
く
な
る
と
し
て
、
こ
れ
を
あ
た
か
も
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
度
を
測
る
目

安
と
見
た
。
乱
暴
に
言
う
と
、
こ
の
視
角
は
レ
ー
ニ
ン
を
経
由
し
て
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
史
学
界
に
ま
さ
に
継
承
さ
れ
、
中
で
も
一
九
六
六
年
の

イ
ヴ
ァ
ー
ノ
ブ
論
文
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
こ
の
長
大
な
作
品
は
労
働
者
階
級
の
人
的
補
充
源
と
し
て
農
民
だ
け
に
で
な
く
、

労
働
者
の
家
族
に
も
目
を
向
け
る
べ
き
こ
と
を
正
当
に
指
摘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
継
承
労
働
者
こ
そ
が
土
地
と
の
関
係
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

切
断
し
て
い
る
本
来
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
形
成
す
る
だ
ろ
う
と
み
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
見
方
が
予
断
の
結
果
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
自
宅
付
近
に
工
場
が
あ
れ
ば
農
作
業
の
傍
ら
で
工
場

労
働
を
続
け
ら
れ
る
か
ら
、
’
す
す
ん
で
土
地
を
捨
て
よ
う
と
は
し
な
い
（
こ
れ
は
大
切
な
点
だ
）
で
あ
ろ
う
。
私
以
外
に
も
反
論
に
相
当

す
る
（
と
私
自
身
が
み
な
せ
る
）
議
論
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
援
用
し
よ
う
。
ロ
シ
コ
ー
ヴ
ァ
は
一
八
八
一
年
の
ペ
ス
コ
フ
の
モ
ス
ク
ワ

市
繊
維
労
働
者
調
査
（
四
三
九
｝
人
）
〔
後
出
〕
で
の
四
二
・
八
％
と
デ
メ
ン
チ
ェ
フ
の
右
の
七
〇
・
五
％
を
比
較
し
て
こ
う
言
う
ー
モ

ス
ク
ワ
市
の
方
が
小
さ
な
数
字
な
の
は
一
見
予
期
し
え
な
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
同
市
の
工
場
は
広
く
か
ら
労
働
者
を
集
め
、
一
方
、

最
寄
り
工
場
に
稼
ぎ
を
求
め
る
農
民
は
親
と
同
じ
工
場
へ
行
く
か
ら
、
当
然
の
数
値
だ
。
．
し
か
し
、
同
時
に
彼
ら
は
世
代
を
越
え
て
土
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
の
結
び
つ
き
を
維
持
し
て
い
る
。
チ
ー
ホ
ノ
ブ
は
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
県
イ
ヴ
ォ
ノ
ヴ
ォ
ー
ヴ
ォ
ズ
ネ
セ
ン
ス
ク
市
の
労
働
者
の
中
で
工
場

労
働
の
継
承
性
が
よ
り
認
め
ら
れ
る
の
は
分
与
地
持
ち
農
民
で
あ
り
、
分
与
地
な
し
農
民
は
工
場
労
働
す
る
た
め
の
準
備
段
階
を
徒
弟
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
て
た
だ
働
き
す
る
余
裕
す
ら
な
い
の
で
あ
る
〔
こ
の
点
も
大
切
で
あ
る
〕
、
と
い
う
。
も
う
一
人
、
現
代
ア
メ
リ
カ
の
労
働
史
家
ジ
ョ
ン

ソ
ン
の
場
合
、
幾
つ
か
の
数
字
を
あ
げ
て
、
継
承
労
働
者
の
存
在
は
進
歩
や
変
化
よ
り
も
む
し
ろ
時
に
伝
統
主
義
や
後
進
性
と
結
合
し
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
（
7
）

る
も
の
だ
と
結
論
し
て
い
る
。
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近代ロシアの労働者と農民

　
●
工
場
労
働
の
「
定
員
」

　
地
元
工
場
に
働
く
継
承
労
働
者
の
割
合
は
モ
ス
ク
ワ
地
方
に
あ
っ
て
早
く
て
㎝
八
七
〇
年
代
、
ふ
つ
う
「
八
八
○
年
代
に
あ
る
「
定
の

数
値
を
得
て
固
定
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
工
場
労
働
が
農
民
に
よ
っ
て
本
格
的
に
認
識
さ
れ
、
構
造
的
に
そ
れ
が
農
民
経

営
の
「
端
を
担
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
ヴ
ォ
ダ
ル
ス
キ
ー
は
、
モ
ス
ク
ワ
県
と
特
に
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
県
に
つ
い
て
調
べ
た
後
、
｝
八
八
○

年
代
以
降
（
そ
れ
以
前
の
資
料
な
し
）
、
地
元
労
働
者
の
比
重
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
一
九
世
紀
後
半
、
工
場
に

同
郷
人
労
働
者
の
し
っ
か
り
と
し
た
定
員
岩
弓
。
義
臣
之
Φ
閑
。
零
胃
Φ
胃
匿
℃
g
・
q
o
霞
×
窃
Φ
義
塁
。
ロ
コ
が
発
生
し
た
こ
と
を
示
し
、
こ
の
定
員
は

労
働
老
の
自
然
減
少
や
生
産
の
一
時
的
拡
張
に
か
か
わ
ら
ず
維
持
さ
れ
た
。
彼
ら
は
基
幹
的
な
継
承
労
働
者
か
ら
成
り
立
ち
、
い
つ
も
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
人
か
ら
補
充
さ
れ
た
、
と
い
う
。

　
一
方
、
問
題
の
デ
メ
ン
チ
ェ
フ
の
場
合
、
工
場
労
働
者
を
父
と
す
る
労
働
者
（
つ
ま
り
継
承
労
働
者
）
の
発
生
に
触
れ
た
個
所
で
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
七
〇
年
代
の
工
業
発
展
に
お
い
て
は
継
承
労
働
者
部
分
の
存
在
は
稀
薄
に
な
っ
た
（
℃
9
D
ω
顛
隅
知
属
q
い
O
諭
）
と
だ
け
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ

の
こ
と
は
継
承
労
働
者
に
定
員
が
存
在
し
、
そ
れ
以
上
必
要
な
労
働
力
は
出
稼
ぎ
者
等
、
他
か
ら
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
ず
、
生
産
の
拡
大

に
伴
い
そ
の
よ
う
に
し
た
結
果
、
比
重
が
低
下
し
た
（
稀
薄
に
な
っ
た
）
と
こ
こ
で
は
よ
ん
で
お
き
た
い
。

　
●
労
働
年

　
こ
れ
か
ら
後
の
三
つ
の
論
点
は
出
稼
ぎ
労
働
に
も
よ
く
関
係
す
る
。

　
モ
ス
ク
ワ
県
の
農
業
郡
で
は
織
工
の
年
間
労
働
日
数
は
九
月
一
五
日
か
ら
翌
年
四
月
一
五
日
ま
で
の
間
、
祝
日
を
の
ぞ
き
、
約
一
七
〇

日
＼
工
業
郡
で
は
九
月
一
五
日
か
ら
六
月
二
九
日
ま
で
同
様
に
約
二
こ
○
日
、
全
県
平
均
で
は
｝
九
〇
～
二
二
〇
日
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で

　
　
　
ね
ね

あ
っ
た
。
「
工
場
年
臼
9
。
α
窟
爵
恩
り
。
泪
」
は
復
活
祭
（
三
月
下
旬
）
か
ら
次
の
そ
れ
ま
で
と
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
ほ
と
ん
ど
の
工
場
で

は
聖
母
祭
（
｝
○
月
一
日
）
を
間
に
入
れ
て
一
年
二
期
制
の
雇
傭
契
約
を
結
び
、
半
年
毎
に
出
来
高
払
い
賃
金
基
準
と
労
働
者
数
の
変
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

を
な
し
え
た
か
ら
、
労
働
者
の
移
動
が
年
二
回
、
と
く
に
お
こ
り
え
た
の
で
あ
る
。
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（表17）モスクワ県ボゴロツク郡工場年間稼働状況

生産　部　門 通年稼働
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夏ほぼ中断 春か夏に稼働
計

更紗染め・同型つけ綿紡績・機械織絹・ビロード・錦綿および羊毛の織布ラシャ・絨毯・羊毛紡化学染色磁器・製陶’プラトークのプリント

ｺ・ボタン・金銀モール
ｻの他

　　き
撃
戟
@
1
0
　
　
4
　
　
2
　
1
0
　
　
4
　
　
6
1
1
9

l
l
　
9
　
珪

　
　
§
1
0
7
　
2
9
　
1
0
　
　
4
　
1
1
　
1
0
　
　
4
1
9

計 97 120 10 227
［典拠］CCC，　oτπe皿caH珊apm敷cTaTHcT照H，　T．3，　BHπ．　H，　M．，1885，　c叩．123．

・
ク
ワ
県
在
村
工
場
で
の
帰
村
率
は
も
は
や
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
と
し
て
も
、

事
情
も
考
慮
し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、

　
ボ
ゴ
ロ
ツ
ク
郡
工
場
の
年
間
稼
働
状
況
を
表
1
7
に
見
て
明
ら
か
な
よ
う
に
か
な
り
の

工
場
は
通
年
稼
働
せ
ず
、
特
に
夏
期
に
中
断
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
労
働
者

で
あ
る
農
民
が
工
場
を
離
れ
て
農
作
業
に
出
て
し
ま
う
こ
と
（
同
因
O
員
）
を
最
大
の
理
由

と
し
た
。
冬
の
工
場
労
働
で
「
や
つ
れ
て
し
ま
っ
た
」
織
工
た
ち
に
と
り
夏
に
農
作
業

を
や
る
こ
と
は
新
鮮
な
空
気
と
陽
光
に
よ
り
自
身
の
健
康
を
回
復
さ
せ
る
と
い
う
大
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
　

な
意
味
も
持
っ
た
の
で
あ
る
。
デ
メ
ン
チ
ェ
フ
は
わ
が
国
の
全
般
的
経
済
事
情
に
よ
り

賃
金
は
い
つ
も
夏
よ
り
冬
が
低
く
、
従
っ
て
工
場
主
に
と
り
夏
期
に
労
働
者
数
を
減
ら

し
た
方
が
得
で
あ
る
と
あ
た
か
も
夏
の
こ
う
し
た
状
況
を
工
場
主
側
が
人
為
的
に
も
た

ら
し
た
か
の
よ
う
な
話
を
し
て
労
働
者
と
土
地
と
の
関
係
を
軽
視
し
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
工
場
側
が
夏
期
に
賃
金
を
上
げ
て
労
働
者
の
引
き
留
め
に
力
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

使
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
読
者
は
混
乱
を
強
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
、

　
●
農
作
業
へ
出
る
こ
と

　
デ
メ
ン
チ
ェ
フ
に
も
う
少
し
つ
き
合
お
う
。
彼
は
労
働
者
が
農
作
業
へ
出
る
帰
村
率

を
左
右
す
る
の
は
そ
の
出
生
地
で
は
な
く
い
か
な
る
業
種
に
関
わ
る
か
で
あ
り
、
よ
り

一
般
化
す
れ
ば
工
場
労
働
者
が
土
地
と
の
結
び
つ
き
を
切
る
最
も
重
要
な
原
因
は
手
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
か
ら
機
械
生
産
へ
移
行
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
一
般
命
題
と

し
て
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
こ
で
は
、
デ
メ
ン
チ
ェ
フ
が
い
う
よ
う
に
モ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
は
在
村
で
あ
る
故
そ
の
必
要
性
が
都
市
工
場
ほ
ど
な
い

表
1
8
に
示
す
ペ
ス
コ
フ
の
モ
ス
ク
ワ
市
調
査
で
は
常
に
工
場
に
と
ど
ま
る
部
分
が
三
割
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近代ロシアの労働者と農民

（表18）モスクワ市繊維労働者のあり方（1881年）
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U
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9
臼
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計
朧
聾
郵

澄
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③
②
の
う
ち
町
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4
1
3
3
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O
7
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7
5
3
3
5
1
4
2
7
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鵬

②
の
う
ち
兵
　
　
士

O
J
O
り
「
O
F
D
3
ウ
白
り
乙
り
0
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瓢

②
誰
努
に

7
7
7
－
1
8
0
U
Q
u
8
1
　
　
　
り
乙

2
9
9
7
4
2
2
4
3
3
8
6
8
6
1
3
0
4
3
1
1
2
9
7
0
5
6
　
2
1
1
　
　
2
1
　
　
4
1

餅
2

①
サ
ン
プ
ル
数

－
『
0
9
白
4
R
u
－
冒
O
F
O
1
2
6
7
502

S2
S9
O7
V0
S0
Q7
O8
V2
P3
O2
S7

㎜
6

種
業

　
　
1
1
工
1
1
〃
ヤ
織
　
　
シ
綿
発
毛
ラ

工
難
事
肛
工
工
工
紅
工
場
工
鞍
部
難
雛
鰹

者
働
労
全
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に
も
満
た
な
い
こ
と
、
こ
れ
ら
労
働
力
の
あ
り
方
を
全
体
と
し
て
考

え
な
い
こ
と
に
は
理
論
的
整
理
（
？
）
を
加
え
て
み
て
も
そ
れ
は
早
急

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

で
地
に
足
が
つ
い
て
い
な
い
感
じ
を
い
な
め
な
い
の
で
あ
る
。

　
●
労
働
力
の
流
動
性
．

　
労
働
力
の
流
動
性
と
い
う
こ
と
で
は
、
す
で
に
見
た
農
業
労
働
者

の
方
が
天
候
的
影
響
を
強
く
受
け
る
こ
と
も
あ
り
、
工
場
労
働
者
よ

り
も
そ
の
動
き
は
不
安
定
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
一
方
で
、
ロ
シ
ア
の
労
働
者
は
「
な
ん
で
も
屋
（
p
寅
良
6
や

p一

＆
y
α
Φ
ω
）
」
の
評
判
を
え
て
い
た
よ
う
に
村
で
働
い
た
り
、
工
場

へ
行
っ
た
り
、
遠
方
に
出
稼
ぎ
し
た
り
仕
事
の
あ
り
方
次
第
と
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

た
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
も
否
定
し
え
な
い
。
こ
の
限
り
で
は
彼
ら
の

流
動
性
も
高
か
っ
た
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ロ
シ
ア
で
は
何

年
工
場
に
働
い
て
い
る
か
の
調
査
は
よ
く
な
さ
れ
た
が
、
残
念
な
が

ら
そ
の
間
に
幾
つ
の
工
場
を
渡
り
歩
い
た
か
は
た
ず
ね
て
は
い
な
い
。

私
の
気
道
い
た
断
片
的
数
値
を
幾
つ
か
あ
げ
る
と
、
一
八
九
九
年
戸
別
調
査
に
よ
る
と
イ
ヴ
ァ
ノ
ヴ
ォ
ー
ヴ
ォ
ズ
ネ
セ
ン
ス
ク
市
の
郊
外

に
い
た
労
働
者
六
二
五
一
人
の
う
ち
一
〇
三
八
人
（
一
六
％
）
が
一
年
の
う
ち
に
工
場
を
換
え
て
い
る
。
そ
の
う
ち
五
八
三
人
は
三
ケ
所

　
　
　
　
　
　
　
り
　

を
か
わ
っ
て
い
る
。
例
の
「
大
ヤ
ロ
ス
ラ
ヴ
リ
・
マ
ヌ
フ
ァ
ク
ト
ゥ
ー
ラ
」
に
働
く
ス
タ
ヴ
ァ
チ
ン
ス
カ
や
郷
出
身
農
民
七
八
六
人
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ち
、
二
〇
六
～
二
二
三
人
は
か
つ
て
「
ガ
ガ
ー
リ
ン
・
マ
ヌ
フ
ァ
ク
ト
ゥ
ー
ラ
」
に
働
い
た
こ
と
が
あ
る
。
質
問
を
受
け
た
労
働
者
の
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

ぼ
二
割
は
自
分
の
村
か
ら
直
接
、
イ
グ
ァ
ノ
ヴ
ォ
ー
ヴ
ォ
ズ
ネ
セ
ン
ス
ク
へ
入
っ
て
い
な
い
。
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論説

　
こ
れ
か
ら
の
情
報
は
ま
さ
に
中
途
半
端
で
、
想
像
力
を
た
く
ま
し
く
さ
せ
る
だ
け
の
も
の
で
し
か
な
い
。
一
年
間
な
い
し
半
年
間
の
労

働
契
約
制
は
契
約
更
新
時
に
一
定
の
流
動
性
を
も
た
ら
し
た
と
思
え
る
が
、
圧
倒
的
に
多
く
の
労
働
者
は
年
々
同
じ
雇
い
主
の
所
へ
戻
り
、

移
動
・
流
動
に
あ
た
っ
て
も
こ
れ
ま
た
一
定
の
団
体
性
、
，
組
織
性
（
例
え
ば
、
．
右
に
見
る
よ
う
に
同
郷
三
二
〇
〇
人
余
り
が
あ
る
工
場
か

ら
別
の
工
場
へ
ま
と
ま
り
て
移
動
す
る
と
い
う
よ
う
な
）
と
い
っ
た
も
の
が
あ
っ
て
、
決
し
て
カ
オ
ス
的
錯
綜
的
な
移
動
に
は
な
ら
な

か
っ
た
印
象
を
受
け
る
。
．

57　（1　・66）　66

・
二
　
出
稼
ぎ
労
働

　
O
ア
ル
テ
リ

　
人
々
の
移
動
に
あ
た
っ
て
そ
之
に
組
織
性
や
団
体
性
を
も
た
ら
す
の
に
力
が
あ
っ
た
一
つ
は
ア
ル
テ
リ
で
あ
る
。
こ
こ
・
で
ア
ル
テ
リ
と

は
「
契
約
に
基
づ
く
平
等
な
何
人
か
の
結
合
体
で
、
経
済
目
標
を
追
求
し
、
連
帯
責
任
で
結
び
つ
き
、
小
営
業
に
労
働
な
い
し
労
働
と
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

本
を
も
っ
て
参
加
す
る
も
の
」
（
イ
サ
三
曲
フ
）
ぐ
ら
い
に
考
え
て
お
こ
う
。
も
っ
と
も
用
語
法
上
は
一
九
世
紀
に
は
共
通
利
益
を
め
ざ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
グ
ル
ー
プ
を
さ
す
よ
う
に
ル
ー
ズ
に
使
用
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
そ
う
し
た
用
法
は
採
用
し
な
い
。

　
小
営
業
弓
。
言
口
。
自
が
副
業
と
し
て
農
家
に
と
り
決
定
的
な
意
味
を
持
て
ば
、
農
業
を
や
る
者
、
小
営
業
を
や
る
者
あ
る
い
は
両
方
を

や
る
者
、
等
々
と
一
家
の
中
に
分
業
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
B
・
B
の
用
語
を
借
用
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
「
家
族
連
合
」
　
8
奮
嘗
塁

9。

潤
B
o
長
。
月
§
は
横
に
拡
張
さ
れ
て
「
親
類
附
の
同
盟
」
宕
泪
。
弓
田
臣
昌
o
o
6
ω
を
も
生
み
出
し
た
で
あ
ろ
う
。
親
類
間
で
機
小
屋
を
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

有
す
る
よ
う
な
こ
と
は
よ
く
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
や
は
り
昔
か
ら
ロ
シ
ア
農
村
に
存
在
し
た
農
民
間
の
一
時
的
な
共
同
労
働

「
助
け
合
い
ヤ
自
。
寓
0
4
乾
を
加
え
れ
ば
、
最
小
限
の
日
常
的
労
働
組
織
は
出
来
上
が
る
。

　
ア
ル
テ
抹
の
組
織
す
る
労
働
力
は
こ
れ
ら
よ
り
幾
分
か
は
幅
広
く
、
代
表
者
で
あ
る
ス
タ
ー
ロ
ス
タ
が
目
的
と
必
要
に
応
じ
て
労
働
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

と
雇
傭
契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
ふ
つ
う
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
地
縁
的
血
縁
的
人
間
関
係
か
ら
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア



近代ロシアの労働者と農民

の
公
衆
が
こ
の
ア
ル
テ
リ
に
対
し
て
関
心
を
最
も
増
大
さ
せ
た
の
は
一
八
六
〇
年
代
中
葉
か
ら
一
八
七
〇
年
代
初
頭
の
こ
ろ
で
あ
っ
て
ア

ル
テ
リ
原
理
の
生
産
（
信
用
・
消
費
）
部
門
へ
の
適
用
が
試
み
ら
れ
た
。
人
々
は
共
同
体
的
土
地
所
有
と
並
ん
で
ア
ル
テ
リ
に
ロ
シ
ア
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　

会
の
発
展
に
果
た
す
で
あ
ろ
う
独
自
な
役
割
を
期
待
し
、
工
業
の
共
同
組
合
的
進
展
を
模
索
す
る
人
も
出
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ヴ
ェ
ー
リ
県
ゼ
ム
ス
ト
ヴ
ォ
が
ア
ル
テ
リ
振
興
に
こ
と
の
ほ
か
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
ア
ル
テ
リ
は
実
に
多
方
面
に
機
能
し
た
。
工
業
（
な
い
し
生
産
）
分
野
の
ア
ル
テ
リ
は
生
産
原
料
の
確
保
を
目
的
と
し
た
「
原
料
ア
ル

テ
リ
」
（
木
材
加
工
、
皮
革
な
ど
に
よ
く
普
及
）
、
製
品
、
販
売
の
た
め
の
「
倉
庫
ア
ル
テ
リ
」
、
生
産
全
般
に
か
か
わ
り
、
中
心
的
な
位
置

を
し
め
た
「
生
産
ア
ル
テ
リ
」
、
機
械
や
設
備
の
共
同
利
用
を
目
的
と
し
た
「
補
助
的
ア
ル
テ
リ
」
に
普
通
四
分
類
さ
れ
る
が
、
工
場
制
生

産
の
現
場
で
、
こ
の
種
の
生
産
ア
ル
テ
リ
に
出
会
う
こ
と
は
少
な
か
っ
た
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
例
外
的
だ
っ
た
の
は
捺
染
工
ア
ル
テ

リ
で
あ
り
、
そ
れ
は
繊
維
工
場
内
部
で
あ
た
か
も
自
立
し
た
個
別
的
な
組
合
を
構
成
し
、
工
場
側
は
ア
ル
テ
リ
の
代
表
者
碧
6
Φ
自
隔
日
の

み
と
関
係
を
も
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
捺
染
作
業
の
性
格
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
事
情
も
作
用
し
て
労
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

運
動
時
に
も
彼
ら
は
独
自
な
動
き
を
見
せ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
生
産
ア
ル
テ
リ
は
ク
ス
タ
ー
リ
工
業
レ
ベ
ル
に
も
全
般
的
に
そ
れ
ほ
ど
普
及
し
な
か
っ
た
が
、
や
は
り
例
外
的
だ
っ
た
の
は
ク
ス
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
　

リ
織
工
の
ア
ル
テ
リ
で
あ
り
、
こ
れ
は
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
県
と
コ
ス
ト
ロ
マ
ー
県
に
最
も
み
ら
れ
た
。

　
生
産
ア
ル
テ
リ
が
最
も
存
在
し
た
の
は
大
工
、
石
工
、
土
木
な
ど
の
出
稼
ぎ
者
に
お
い
て
で
あ
る
。
「
出
稼
ぎ
ア
ル
テ
リ
」
と
で
も
称
し

て
よ
い
こ
れ
ら
い
わ
ゆ
る
渡
り
手
工
業
の
場
合
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
、
特
定
地
区
か
ら
特
定
業
種
の
働
き
手
が
出
か
け
る
慣
行
が

あ
っ
た
。
例
え
ば
、
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
県
ス
ド
ゴ
ツ
ク
郡
ス
リ
フ
ツ
ォ
ー
フ
村
か
ら
出
た
大
工
ア
ル
テ
リ
は
モ
ス
ク
ワ
市
で
彫
刻
装
飾
や
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ザ
ン
ス
カ
や

せ
木
と
い
っ
た
手
の
こ
ん
だ
仕
事
を
し
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
十
二
月
～
復
活
祭
、
復
活
祭
～
七
月
八
日
、
変
容
祭
（
八
月

六
日
）
な
い
し
聖
母
昇
天
祭
（
八
月
一
五
日
）
～
聖
ゲ
オ
ル
ギ
ー
記
念
日
（
一
一
月
二
六
日
）
の
年
三
期
間
、
八
～
一
五
人
ほ
ど
の
ア
ル

テ
リ
を
構
成
し
た
。
ア
ル
テ
リ
の
ス
タ
ー
ロ
ス
タ
は
全
員
の
旅
券
を
整
え
、
鉄
道
切
符
を
入
手
し
〔
鉄
道
に
つ
い
て
は
後
出
〕
、
モ
ス
ク
ワ
か
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ら
村
へ
税
を
送
金
す
る
か
自
分
で
運
ん
だ
り
し
た
。
賃
金
の
最
終
的
な
精
算
は
帰
村
し
て
か
ら
な
さ
れ
、
ス
論
旨
ロ
ス
タ
は
ま
ず
純
益
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

均
分
し
て
か
ら
、
仕
事
の
出
来
栄
え
に
応
じ
て
メ
ソ
。
バ
ー
間
で
幾
分
か
の
差
を
つ
け
る
こ
と
を
し
た
。

　
こ
の
ほ
か
暖
炉
工
、
左
官
、
炭
焼
き
夫
、
木
挽
き
と
い
っ
た
人
た
ち
も
含
め
全
体
と
し
て
建
設
関
係
に
生
産
ア
ル
テ
リ
が
普
及
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
そ
れ
ら
が
と
り
わ
け
共
同
作
業
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
ロ
シ
ア
工
業
史
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
渡
り
手
工
業
は
一

九
世
紀
に
お
け
る
ク
ス
タ
ー
リ
工
業
登
場
と
と
も
に
衰
退
し
て
行
く
運
命
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
人
々
の
特
徴
的
な
動
き
と
し
て
お
さ
え
て

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
決
し
て
生
産
的
で
な
い
の
だ
が
、
両
首
都
を
は
じ
め
と
す
る
都
市
に
「
乞
食
ア
ル
テ
リ
g
。
鷺
Φ
部

臣
泪
湊
」
も
強
固
に
存
在
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
た
い
（
八
節
参
照
）
。

　
生
産
ア
ル
テ
リ
の
よ
う
に
直
接
、
生
産
過
程
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
以
上
に
普
及
し
た
の
が
給
食
ア
ル
テ

リ
図
昌
幽
雷
匡
Φ
碧
8
良
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
大
小
ほ
と
ん
ど
全
て
の
工
場
で
観
察
さ
れ
た
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
綿
紡
織
工
場
で
は
例
外

的
に
し
が
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
家
族
持
ち
労
働
者
は
独
自
に
食
事
を
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
単
身
者
の
多
く
が
こ
れ
に
参
加
し
た
の

　
　
　
　

で
あ
る
。
一
八
八
一
年
に
モ
ス
ク
ワ
史
繊
維
工
場
調
査
を
公
表
し
た
ペ
ス
コ
フ
．
に
よ
れ
ば
、
工
場
側
は
労
働
者
へ
の
給
食
を
や
ら
ず
、
こ

の
給
食
ア
ル
テ
リ
に
ま
か
す
傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
や
は
り
ス
タ
ー
ロ
ス
タ
が
選
出
さ
れ
、
収
支
㎝
切
を
と
り
し
き
っ
た
が
、
彼
が

文
盲
の
場
合
は
「
ゼ
ム
ス
ト
ヴ
ォ
」
。
。
Φ
画
図
爵
と
呼
ば
れ
た
計
算
係
が
有
給
で
働
い
た
。
ペ
ス
・
コ
フ
は
そ
の
報
告
書
に
市
内
各
工
場
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

給
食
ア
ル
テ
リ
一
覧
を
掲
載
し
て
い
る
。
給
食
ア
ル
テ
リ
は
工
場
に
入
っ
た
労
働
者
間
で
便
宜
を
図
る
こ
と
を
第
一
と
し
た
か
ら
、
人
の

移
動
に
直
接
の
影
響
や
作
用
を
及
ぼ
す
こ
と
は
少
な
か
っ
た
と
思
え
る
が
、
そ
こ
で
作
ら
れ
た
人
間
関
係
が
移
動
に
何
ら
か
の
意
味
合
い

を
持
っ
た
ろ
う
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　
こ
の
項
の
最
後
に
「
新
し
い
ア
ル
テ
リ
」
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
二
〇
世
紀
初
頭
の
大
戦
前
夜
モ
ス
ク
ワ
市
に
生
産
ア
ル
テ
リ
が
一
四

五
数
え
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
貴
金
属
工
、
銀
メ
ッ
キ
エ
な
ど
を
中
心
と
し
た
、
西
欧
流
の
協
同
組
合
運
動
と
し
て
の
ア
ル
テ
リ
結
成
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

動
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
伝
統
的
な
ア
ル
テ
リ
と
は
質
的
に
区
別
さ
れ
る
内
容
を
孕
ん
で
い
た
。
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近代ロシアの労働者と農民

　
●
同
郷
人
が
つ
く
る
世
界

　
出
稼
ぎ
ア
ル
テ
リ
は
同
郷
人
で
構
成
さ
れ
る
機
会
が
多
か
っ
た
の
だ
が
、
同
郷
人
ω
Φ
竃
話
窓
が
つ
く
る
世
界
ω
Φ
§
ヨ
Φ
。
弓
匂
・
。
は
よ
り

広
く
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
。
一
般
に
人
々
が
み
せ
た
集
団
行
動
と
ゼ
ム
リ
ャ
ー
チ
ェ
ス
ト
ヴ
ォ
と
の
有
機
的
関
連
を
指
摘
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
ろ
う
。
出
稼
ぎ
ア
ル
テ
リ
に
典
型
例
を
見
る
よ
う
な
特
定
の
場
か
ら
く
る
労
働
者
が
特
定
の
職
種
に
集
中
す
る
傾
向
と
い
っ
た
こ
と

だ
け
で
な
く
、
労
働
争
議
に
お
い
て
も
そ
の
基
礎
単
位
と
な
っ
た
の
が
同
一
地
区
出
身
者
が
多
か
っ
た
作
業
場
臣
S
薯
舞
舘
で
あ
っ
た

と
い
っ
た
事
例
（
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
『
モ
ス
ク
ワ
金
属
（
グ
ジ
ョ
ン
）
』
工
場
で
四
一
人
中
三
七
人
が
ニ
ジ
ェ
ゴ
ロ
ド
県
の
あ
る
町
の
出
身
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

で
あ
っ
た
例
を
あ
げ
て
い
る
）
ま
で
、
資
心
的
に
論
証
は
困
難
な
の
だ
が
、
同
郷
人
が
つ
く
る
世
界
が
人
々
の
動
き
に
一
定
の
作
用
を
果

た
し
た
こ
と
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
●
鉄
道

　
さ
て
、
農
民
た
ち
は
遠
方
へ
の
移
動
に
あ
た
り
徒
歩
か
馬
で
行
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
鉄
道
が
か
な
り
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
意
外
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
高
い
運
賃
を
支
払
う
余
裕
な
ど
農
民
に
は
全
く
な
か
っ
た
は
ず
と
す
る
の
は
勝
手
な
想
像
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　

　
ロ
シ
ア
の
鉄
道
は
貨
物
運
送
を
第
一
と
し
、
旅
客
輸
送
に
意
を
た
い
し
て
払
わ
な
か
っ
た
ろ
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
中
央
工
業
地
帯

の
核
心
部
分
を
東
西
に
横
切
っ
た
モ
ス
ク
ワ
ー
ー
ニ
ジ
ェ
ゴ
ロ
ド
線
の
場
合
、
一
八
六
三
～
八
五
年
の
貨
物
収
入
は
一
億
一
四
三
四
万
ル
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

ブ
リ
で
あ
っ
た
が
、
旅
客
収
入
は
四
三
七
〇
万
ル
ー
ブ
リ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
工
場
は
鉄
道
と
結
ば
れ
る
こ
と
で
発
展
し
よ
う
と
し
、
例

え
ば
ボ
ゴ
ロ
ツ
ク
市
と
例
の
「
グ
ル
ホ
フ
ス
カ
ヤ
・
マ
ヌ
フ
ァ
ク
ト
ゥ
ー
ラ
」
は
一
八
八
五
年
、
同
線
ス
テ
パ
ノ
ヴ
ォ
駅
か
ら
同
市
を
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　

過
し
、
工
場
の
あ
る
村
ま
で
支
線
を
引
く
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
の
鉄
道
に
労
働
者
た
ち
も
乗
っ
た
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ー
ヤ
“
イ
ヴ
ァ
ノ
、

ヴ
ォ
線
で
は
労
働
者
の
移
動
は
ほ
と
ん
ど
一
年
を
通
し
て
み
ら
れ
、
シ
ュ
ー
ヤ
と
イ
ヴ
ァ
ノ
ヴ
ォ
の
間
を
往
復
し
て
、
時
に
そ
の
団
体
は

八
○
○
人
に
な
っ
た
。
モ
ス
ク
ワ
”
ニ
ジ
ェ
ゴ
ロ
ド
線
に
は
労
働
者
の
団
体
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
四
月
、
八
月
、
一
〇
月
に
モ
ス
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ワ
へ
行
く
出
稼
ぎ
者
が
み
ら
れ
、
彼
ら
の
戻
り
は
三
月
末
か
四
月
初
め
、
六
月
末
、
」
一
月
と
な
っ
た
。
ト
ヴ
ェ
ー
リ
県
ゼ
ム
ス
ト
ヴ
ォ
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参
事
会
議
長
に
よ
れ
ば
、
同
県
農
民
で
稼
ぎ
に
出
る
の
は
毎
年
一
二
万
人
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
五
万
人
が
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
へ
鉄
道
で
行
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
三
～
四
月
に
一
万
二
〇
〇
〇
人
）
、
モ
ス
ク
ワ
へ
は
四
万
五
〇
〇
〇
人
（
同
期
一
万
五
〇
〇
〇
人
）
が
そ
う
し
た
。

　
一
八
八
五
年
置
タ
ガ
ン
ロ
グ
、
特
に
ロ
ス
ト
フ
の
鉄
道
駅
は
南
部
か
ら
故
郷
へ
戻
る
労
働
者
た
ち
で
あ
ふ
れ
か
え
っ
た
。
南
部
が
不
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

の
た
め
、
彼
ら
は
仕
事
に
あ
り
つ
け
な
か
っ
た
の
だ
。
農
業
出
稼
ぎ
者
に
は
遠
路
、
徒
歩
で
行
く
者
も
多
か
っ
た
の
だ
が
、
・
彼
ら
を
満
載

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

し
た
鉄
道
は
ま
さ
に
「
生
き
た
貨
物
」
列
車
と
な
っ
た
。
　
一
八
九
六
年
に
カ
ル
イ
シ
ェ
フ
が
一
五
年
前
に
ク
ル
ス
ク
ー
ー
ハ
リ
コ
フ
”
ア
ゾ

フ
鉄
道
を
利
用
し
た
出
稼
ぎ
一
〇
〇
〇
人
を
調
査
し
た
結
果
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
そ
の
八
四
％
は
出
稼
ぎ
に
二
～
六
ケ

月
を
つ
か
い
、
稼
ぎ
平
均
は
三
八
・
・
ニ
ル
ー
ブ
リ
、
支
出
は
二
一
・
八
ル
ー
ブ
リ
で
純
益
一
六
ル
ー
ブ
リ
四
〇
カ
ペ
．
イ
カ
（
月
平
均
四

ル
ー
ブ
リ
）
で
あ
っ
た
か
ら
、
人
々
は
わ
ず
か
の
収
入
を
え
よ
う
と
移
動
を
繰
り
返
し
た
の
で
あ
る
。
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三
　
副
業
農
家

　
こ
こ
で
副
業
に
た
ず
さ
わ
る
家
族
レ
ベ
ル
の
話
を
少
し
し
た
い
。
す
で
に
何
度
か
述
べ
た
よ
う
に
、
副
業
や
出
稼
ぎ
を
す
る
農
家
は
標

準
的
で
あ
っ
て
、
逆
に
よ
り
貧
困
な
層
に
は
そ
う
し
た
こ
と
を
す
る
余
裕
さ
え
な
か
っ
た
と
考
え
た
い
。
少
な
く
と
も
工
業
諸
県
で
は
農

民
土
地
規
模
と
農
村
か
ら
出
る
度
合
い
と
の
間
に
直
接
的
関
連
性
は
な
く
、
む
し
ろ
分
与
地
の
多
い
「
不
在
農
家
。
弓
。
饗
S
昌
5
昌
Φ
萄
。
琶
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

が
よ
り
多
く
見
ら
れ
る
、
と
は
ル
イ
ソ
ジ
ュ
ン
ス
キ
ー
の
言
で
あ
っ
た
。
「
不
在
農
家
」
と
は
一
家
全
員
が
離
村
し
、
農
村
と
は
租
税
支
払

い
な
ど
で
わ
ず
か
に
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
を
さ
す
。

　
●
早
婚
と
大
家
族
制
？

　
さ
て
、
早
婚
と
大
家
族
制
が
工
業
的
な
出
稼
ぎ
と
結
合
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
ロ
シ
ア
の
社
会
経
済
発
展
に
重
大
な
帰
結
を
も
た
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
た
、
と
す
る
の
が
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
結
論
の
一
つ
で
あ
る
。
男
子
農
民
は
出
稼
ぎ
に
そ
な
え
て
な
る
べ
く
早
く
結
婚
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、

お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
彼
ら
が
大
家
族
制
を
維
持
し
た
と
す
る
こ
と
は
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
。



近代ロシアの労働者と農民

ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
そ
れ
を
証
左
す
る
と
す
る
幾
つ
か
の
数
値
を
あ
げ
た
り
、
非
農
業
的
出
稼
ぎ
が
早
婚
・
大
家
族
制
の
パ
タ
ー
ン
持
続
に
貢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

献
し
た
か
ら
、
そ
れ
は
農
村
部
の
保
守
主
義
を
強
化
す
る
役
割
を
持
っ
た
と
ま
で
主
張
す
る
。
．
ま
た
近
年
、
女
性
労
働
者
論
を
公
刊
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ゆ

グ
リ
ク
ス
マ
ン
の
場
合
も
大
家
族
制
は
革
命
ま
で
ロ
シ
ア
の
家
族
組
織
の
最
も
優
勢
な
形
態
で
あ
っ
た
と
言
い
放
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
問
題
な
の
は
改
革
期
ロ
シ
ア
の
家
族
制
を
相
変
わ
ら
ず
（
り
F
。
）
大
家
族
制
の
み
で
つ
か
ま
え
て
済
ま
し
て
い
て
よ
い
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
　

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
松
井
憲
明
氏
の
論
考
が
よ
く
示
す
よ
う
に
、
農
奴
解
放
後
二
〇
年
間
で
農
置
上
～
三
戸
に
一
戸
が

分
割
さ
れ
、
一
八
八
○
年
代
に
む
け
男
子
働
き
手
が
複
数
い
る
農
戸
で
、
と
く
に
兄
弟
間
で
家
族
分
割
が
お
き
、
男
子
働
き
手
が
一
人
し

か
い
な
い
非
常
に
多
く
の
「
個
人
経
営
型
」
の
農
家
が
生
み
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
大
家
族
制
の
衰
退
過
程
に
つ
い
て
は
、
同
時
代

人
も
現
代
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
史
家
も
異
句
同
音
に
述
べ
て
い
る
。
一
八
九
九
年
の
セ
ミ
ョ
ー
ノ
ブ
は
当
時
の
代
表
的
地
誌
に
お
い
て
、
今
は
家

族
生
活
の
あ
り
方
は
移
行
期
に
あ
り
、
新
し
い
生
活
原
理
と
古
い
そ
れ
が
闘
っ
て
い
る
と
し
た
上
で
、
家
族
分
割
は
昔
は
極
め
て
ま
れ
で

あ
っ
た
が
、
今
や
最
も
月
並
み
な
現
象
0
9
。
寓
器
。
。
9
。
嵩
畏
臣
Φ
墨
田
Φ
霞
凶
だ
と
し
、
つ
い
で
に
「
今
日
結
婚
し
、
明
日
分
か
れ
る
。
Φ
弓
。
迫
笛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

韓
雷
§
。
卸
。
＄
零
冨
。
鋸
Φ
自
目
自
雷
」
と
い
っ
た
流
行
文
句
ま
で
紹
介
し
て
い
る
。
一
方
、
ア
ン
フ
ィ
ー
モ
フ
た
ち
は
次
の
よ
う
に
言
う

一
改
革
期
に
始
ま
る
大
家
父
長
制
家
族
の
衰
退
過
程
は
ま
ず
非
黒
土
地
帯
に
み
ら
れ
、
そ
こ
で
は
出
稼
ぎ
と
非
農
業
的
稼
業
が
若
者
に

益
々
独
立
し
た
地
位
を
与
え
た
。
大
家
父
長
制
の
衰
退
は
全
体
と
し
て
村
団
の
若
返
り
を
も
た
ら
し
、
そ
こ
に
は
女
も
よ
く
顔
を
出
す
よ

　
　
　
　
　
れ
　

う
に
な
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
改
革
期
の
少
な
く
と
も
モ
ス
ク
ワ
地
方
に
つ
い
て
早
婚
は
と
も
か
く
、
大
家
族
制
を
こ
と
さ
ら
強
調
す
る
の
は
疑

問
で
あ
る
。
家
族
分
割
の
結
果
生
ま
れ
た
「
個
人
経
営
型
」
の
農
家
が
ど
の
よ
う
な
副
業
経
営
を
行
っ
て
い
た
か
、
そ
の
具
体
例
は
私
の

　
　
　
の
　

紹
介
文
を
み
て
ほ
し
い
。

　
●
女
の
位
置

　
改
革
期
、
農
村
の
著
た
ち
の
地
位
に
も
変
化
が
生
じ
た
と
思
え
る
。
夫
が
出
稼
ぎ
な
ど
で
家
を
空
け
る
機
会
が
増
え
た
分
、
残
る
妻
の
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役
割
は
大
き
く
な
り
家
政
を
執
る
中
心
と
な
っ
た
の
は
相
変
ず
で
あ
っ
た
が
、
家
族
分
割
の
進
行
に
と
も
な
い
主
婦
一
人
一
人
の
発
言
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

は
上
昇
し
た
だ
け
で
な
く
、
家
族
分
割
自
体
が
彼
女
た
ち
の
切
願
で
な
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
く
な
っ
た
。

　
女
自
身
が
外
部
で
働
く
機
会
が
増
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
コ
ロ
ム
ナ
郡
の
絹
生
産
に
慣
れ
て
い
た
娘
た
ち
は
同
郡
に
工
場
が
少
な
い
の

で
遠
方
ま
で
喜
ん
で
働
き
に
出
た
し
、
ボ
ゴ
ロ
ツ
ク
郡
ザ
ポ
ノ
ル
ス
カ
や
郷
ス
テ
ニ
ン
ス
カ
や
村
の
コ
モ
フ
兄
弟
絹
工
場
に
は
リ
ャ
ザ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

県
や
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
県
か
ら
娘
た
ち
が
や
っ
て
き
て
い
た
。

　
通
例
、
主
婦
は
農
村
に
と
ど
ま
る
傾
向
が
強
く
、
寡
婦
は
出
稼
ぎ
す
る
割
合
が
高
か
っ
た
。
表
1
9
は
ヤ
ロ
ス
ラ
ヴ
リ
県
、
二
〇
世
紀
初

頭
の
男
一
八
才
以
上
、
女
一
、
六
才
以
上
の
家
族
状
態
別
出
稼
ぎ
者
割
合
を
示
し
て
い
る
（
左
側
が
男
、
右
側
が
女
）
。
こ
の
表
を
示
し
た
ヴ
ォ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ロ
ビ
エ
フ
は
今
日
農
村
で
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
「
寡
婦
グ
ル
ー
プ
」
を
発
達
さ
せ
る
土
壌
が
あ
る
と
コ
凶
ン
ト
し
て
い
る
。
従
っ
て

出
稼
ぎ
者
の
年
令
構
成
は
男
よ
り
女
が
高
く
な
る
傾
向
が
あ
り
、
村
団
側
と
し
て
も
分
与
地
維
持
能
力
が
乏
し
い
寡
婦
た
ち
の
出
村
・
離

村
を
む
し
ろ
す
す
ん
で
承
認
し
た
か
ら
、
全
体
と
し
て
女
子
労
働
者
は
男
子
よ
り
も
農
村
と
の
関
係
を
切
る
こ
と
が
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
て
、
都
市
な
ど
へ
の
男
子
出
稼
ぎ
者
は
ふ
つ
う
農
村
の
娘
と
の
結
婚
を
選
ん
だ
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

（表19）家族状態と出稼ぎ率
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で
あ
ろ
う
。
全
て
の
目
8
℃
員
皇
国
は
貧
し
い
者
も
豊
か
な
者
も
み
な
が
愛
娘
を
妻
に
し
た
の
で
あ
る
。
両
親

も
息
子
が
そ
う
す
る
こ
と
を
望
み
、
一
月
に
結
婚
し
て
、
三
月
に
夫
は
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
へ
出
稼
ぎ
に
出
て
新
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

は
そ
の
ま
ま
村
に
残
り
、
子
供
が
な
い
場
合
の
み
、
ま
れ
に
夫
を
た
ず
ね
た
り
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

選
択
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
村
娘
た
ち
が
翻
嵩
薯
月
藁
国
を
好
ん
だ
と
い
っ
た
理
由
と
は
別
に
、
都
市

（
出
稼
ぎ
の
夫
）
1
一
農
村
（
そ
0
妻
）
関
係
を
人
間
関
係
的
に
保
つ
こ
と
で
出
稼
ぎ
農
家
の
複
合
的
家
計
の
維

持
を
可
能
に
す
る
た
め
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
モ
ス
ク
ワ
市
に
移
り
住
ん
だ
若
い
農
婦
は
農
村
に
戻
っ
て
結
婚
し
、
そ
こ
で
子
供
を
育
て
る
こ
と
も

　
　
　
　
お
　

行
わ
れ
た
。
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_
村
部
か
ら
多
数
の
男
子
が
出
稼
ぎ
に
出
た
結
果
、
男
女
の
比
率
に
大
き
な
不
均
衡
が
生
じ
た
。
一
八
九
七
年
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ス
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M
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業
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。
バ
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〇
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．
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弓
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弓
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。
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8
し
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器
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ヨ
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碧
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℃
↓
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弓
し
。
。
O
O
◎

O
O
ρ
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昌
Φ
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図
8
塁
。
田
。
雷
g
o
冨
目
s
美
戸
ρ
ド
u
6
雪
●
。
。
噸
。
弓
●
O
ド

一『

ﾓ
寓
　
韓
O
噸
O
弓
℃
・
●
9
ゆ
O
●

凶
『
O
冨
　
韓
O
・
O
↓
唱
．
O
　
・

8
ρ
。
長
雪
。
霊
竃
9
翌
g
。
↓
爲
零
弓
莫
国
．
↓
の
♪
‘
・
ド
。
弓
’
鵠
O
』
O
♪
器
伊
。
。
　
朝
・

国
・
罫
泪
O
器
胃
ぴ
①
銅
《
歪
ω
・
8
幽
・
．
o
弓
●
二
．
醤
畠
ρ
。
。
撃
。
。
O
賜
さ
ら
に
O
O
P
o
三
豊
。
礼
奏
9
巨
冨
畠
。
弓
雪
国
。
目
舞
．
ρ
♪
タ
ド
。
暮
●
国
。
。
O
●

有
馬
前
掲
論
文
、
二
五
頁
も
参
照
。

こ
の
点
で
興
味
深
い
の
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
リ
ャ
ザ
ン
州
で
な
さ
れ
た
か
っ
て
の
出
稼
ぎ
労
働
者
に
対
す
る
聞
き
取
り
調
査
で
あ
る
。
彼
ら

は
農
村
経
営
を
存
続
さ
せ
つ
つ
、
特
別
な
生
産
技
能
を
持
た
な
か
っ
た
た
め
し
ば
し
ば
出
稼
ぎ
稼
業
を
変
え
て
い
た
。
一
、
二
例
を
あ
げ
る
と
、

5τ　（1　・73）　73



論説

、

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）

、
（
2
2
）

（
2
3
）

（
2
4
）

（
2
5
）

5

　　　　　　　　　ノヘ　　ノへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　32　31　30　29　28　27　26
）　　）　　）　　）　　）　　）　　）

じ

．
一
．
八
、
八
○
年
生
の
A
昏
且
・
“
ハ
イ
ド
ゥ
ー
リ
ソ
は
一
六
才
で
モ
ス
ク
ワ
に
出
て
荷
馬
車
の
駅
者
を
や
り
、
三
年
中
て
カ
シ
ー
ラ
に
移
っ
て
レ
ン

ガ
エ
愚
者
、
，
村
籍
雄
，
允
あ
と
再
び
モ
ス
ク
ワ
へ
出
て
、
三
年
間
㌻
ガ
誓
書
、
六
年
間
野
薄
鍋
を
や
り
、
そ
の
後
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ

へ
行
っ
、
て
駅
者
、
門
番
、
モ
X
ク
ワ
駅
で
の
赤
帽
を
や
っ
た
。
同
年
生
の
H
・
H
・
．
ク
ニ
ャ
ー
ゼ
フ
は
八
才
か
ら
牧
童
を
し
た
り
、
従
兄
弟
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書
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七
　
モ
ス
ク
ワ
市
の
労
働
力
移
動

　
最
初
の
一
八
九
七
年
全
国
セ
ン
サ
ス
の
う
ち
モ
ス
ク
ワ
市
部
分
の
編
者
ブ
ル
ン
ネ
マ
ン
は
そ
の
序
言
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
ー

ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
は
遥
か
に
多
く
の
イ
ン
テ
リ
尚
け
の
仕
事
が
あ
り
、
女
も
か
な
り
容
易
に
仕
事
を
見
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
モ
ス

ク
ワ
で
は
仕
事
は
よ
り
忍
耐
強
い
、
男
の
気
質
を
も
と
め
ら
れ
る
、
の
で
あ
る
。
モ
ス
ク
ワ
で
は
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
よ
り
男
性
住
民
の
比
率
が

高
く
、
古
い
首
都
へ
働
き
に
来
る
男
性
は
そ
の
故
郷
と
の
結
び
つ
き
を
断
っ
て
は
い
ず
、
故
郷
に
家
族
は
残
っ
て
い
て
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の

場
合
ほ
ど
家
族
は
そ
の
夫
、
兄
弟
、
息
子
た
ち
の
と
こ
ろ
へ
移
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
…
…
モ
ス
ク
ワ
は
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
、
オ
デ
ッ

サ
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
よ
う
な
大
都
会
の
よ
う
に
自
県
と
容
易
に
分
け
ら
れ
惹
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
モ
ス
ク
ワ
は
今
日
ま
で
県
民
と
同
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

性
を
保
ち
、
県
と
密
接
に
結
ば
れ
て
い
る
。

　
こ
の
発
言
は
モ
ス
ク
ワ
市
の
周
辺
農
村
部
と
の
い
わ
ば
連
続
性
を
強
調
し
て
い
て
、
そ
の
近
代
的
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
と
い
っ
た
側
面
に
は

触
れ
て
い
な
い
ゆ
大
き
な
農
村
と
大
都
会
と
い
っ
た
矛
盾
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
モ
ス
ク
ワ
は
持
ち
続
け
て
き
て
い
る
と
思
う
の
だ
が
、
こ
こ
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（表20）モスクワ地方とペテルブルグ地方の労働力分布（％）

ペテルブルグ市
同市を除く

k西諸県
モスクワ市

　同市を除く

cXクワ周辺県

都市労働者

S労働者

87．2

U6．5

12．8

R3．5

68．8

Q8．4

31．2

V1．6

n．r．　PHH照K）HcKH龍．　KpecTbπHe　H　PopoA…，　cTp・160・［典拠］

で
は
前
者
の
イ
メ
ー
ジ
に
沿
う
話
を
し
た
い
。

　
ロ
シ
ア
で
は
出
稼
ぎ
者
を
特
別
な
呼
び
方
を
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
例
え
ば
ヴ
ャ
ト
カ
県
調
査
に
見
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
用
語
と
し
て
矯
日
富
罠
が
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
遠
く
へ
追
い
や
る
と
か
使
い
に
や
る
と
い
っ
た
意
味
の

気
。
葛
串
か
ら
発
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
別
に
、
特
に
リ
ャ
ザ
ン
、
ト
ゥ
ー
ラ
、
カ
ル
ー
が
諸
県
か
ら
工
場
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

入
っ
た
者
は
最
下
層
の
労
働
を
し
て
軽
蔑
を
も
っ
て
。
弓
Φ
表
罫
側
と
よ
ば
れ
た
り
し
た
。
だ
が
、
な
ん
と
い
っ

て
も
有
名
な
の
は
農
村
か
ら
都
会
へ
稼
ぎ
に
行
く
者
を
さ
し
た
目
弓
Φ
℃
月
鼠
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
す
で
に
何

度
も
触
れ
た
用
語
だ
が
、
読
者
に
注
意
を
喚
起
す
れ
ば
、
こ
の
言
葉
は
ピ
ー
テ
ル
、
づ
ま
り
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ

に
行
く
者
だ
け
を
指
さ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
工
、
石
工
、
ペ
ン
キ
屋
、
左
官
な
ど
手
職
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

持
ち
、
都
市
へ
出
稼
ぎ
す
る
者
一
般
を
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
都
会
的
に
洗
練
さ
れ
て
く
る
こ

と
（
？
）
を
村
民
（
特
に
娘
）
か
ら
評
価
さ
れ
た
話
も
す
で
に
し
た
。
こ
こ
で
こ
だ
わ
り
た
い
の
は
、
何
故
、

ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
あ
っ
て
、
モ
ス
ク
ワ
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
モ
ス
ク
ワ
は
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
周
辺
地
方
に
豊
か
な
労
働
力
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
点
で
、

そ
れ
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
と
は
対
照
的
で
あ
っ
た
。
表
2
0
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
モ
ス
ク

ワ
地
方
で
は
労
働
力
の
七
割
が
モ
ス
ク
ワ
周
辺
に
分
布
し
、
モ
ス
ク
ワ
に
は
三
割
し
か
な
く
、
ペ
テ
ル
ブ
ル

グ
地
方
で
は
全
く
逆
で
あ
る
。
さ
ら
に
都
市
労
働
者
は
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
市
に
九
割
近
く
集
中
し
た
が
、
モ
ス

ク
ワ
市
は
七
割
で
、
三
割
は
周
辺
中
小
都
市
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
周
辺
に
労
働
力
が
豊
か
な
た
め
、
モ
ス
ク
ワ
市
の
労
働
市
場
は
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
市
よ
り
も
狭
く
な
り
、
そ

の
周
辺
地
方
と
の
間
で
よ
り
濃
厚
な
人
文
地
理
的
関
係
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
一
八
八
二
年
と
一
八
九
七
年
の
二
つ
の
セ
ン
サ
ス
か
ら
モ
ス
ク
ワ
市
の
職
業
別
労
働
者
分
布
を
み
よ
う
（
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（表21）モスクワ市職業別労働者分布

1882年 1897年 センサス
職　　業

センサス 全　　体 男1 女

召使・日雇 90，704 139，540 59，698 79，842

衣料関係 65，362 65，172 34，671 30，501

軍務・教会・役人 58，460 68，203 52，216 15，987
自由業など
繊維加工 58，053 63，421 37，003 26，418

商業 52，553 56，103 51，585 4，518

運送 34，924 30，951 30，771 180

農業・鉱業 19，632 7，454 6，012 ユ，442

宿屋・飲食業 18，926 20，939 17，359 3，580

食品加工 17，233 、16，438 14，802 1，636

金利・年金生活 15，062 26，168 9，312 16，856

木材加工 14，934 18，783 18，215 568

建設 11，234 22，166 22，042 124

機械・金属 10，001 29，783 29，175 608

［典拠］ nepe皿脆cb　MocKBH　玉882　roAa，　BHn．2，　M．，1885，

oTp・至3重のi　34・nepBa窟　Bceo61ロa且　鷹θpeπHcb＿，　T．

XXIV，　ropo江MocKBa，　oTp．　xxxiv－v，　i　70471．

料
関
係
」
は
ま
ず
縫
製
業
・
仕
立
業
を
さ
す
が
、
　
八
九
〇
年
の
モ
ス
ク
ワ
市
工
業
施
設
調
査
で
は
第
一
位
が

八
一
六
施
設
、
二
万
三
三
九
四
人
と
し
て
履
物
生
産
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
・
洗
濯
、
・
さ
ら
に
は
床
屋
ま
で
も
含
ん
で
い
る
。

基
本
的
に
手
労
働
で
あ
っ
て
ミ
シ
ン
の
導
入
も
労
働
者
の
集
中
を
う
な
が
す
ま
で
い
か
ず
、

大
経
営
と
小
経
営
の
共
存
は
続
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
分
野
で
生
産
の
集
中
を
さ
ら
に
む
つ
か
し
く
し
た
要
因
と
し
て
あ
っ
た
の
が
、

流
行
の
変
化
と
と
も
に
労
働
の
季
節
的
性
格
で
あ
っ
た
。
シ
ー
ズ
ン
は
三
月
～
六
月
と
九
月
～
｝
二
月
初
め
の
年
二
回
で
、
そ
の
間
、
残

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

業
続
き
の
労
働
と
な
っ
た
が
、
シ
ー
ズ
ン
外
は
ほ
ぼ
五
割
の
失
業
者
が
出
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
季
節
的
な
出
稼
ぎ
労
働
者
は
縫

製
業
に
と
り
む
し
ろ
便
利
な
存
在
で
も
あ
っ
た
。

表
2
1
）
。
残
念
な
が
ら
調
査
方
法
と
整
理
の
仕
方
も
異
な
り
、

ま
た
そ
の
精
度
も
問
題
と
な
り
う
る
も
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ら

か
ら
厳
密
な
数
値
を
引
き
出
そ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
作

表
上
、
か
な
り
無
理
な
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
を
し
て
い
る
個
所
も

あ
る
か
ら
、
大
体
の
傾
向
が
知
れ
る
々
ら
い
の
も
の
と
見
て

ほ
し
い
。

　
さ
て
、
何
よ
り
も
注
目
し
て
よ
い
の
は
、
こ
の
都
市
経
済

に
あ
っ
て
、
最
大
の
労
働
力
を
必
要
と
し
た
の
が
「
召
使
・

日
雇
」
で
あ
り
、
次
い
で
「
衣
料
関
係
」
で
あ
っ
て
、
工
場

制
工
業
は
二
の
次
、
三
の
次
の
位
置
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
「
召
使
・
旦
雇
」
は
説
明
を
要
さ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
「
衣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
衣
料
・
履
物
等
」
で
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縫
製
業
の
場
合
、

　
　
　
　
　
　
小
さ
な
作
業
場
毎
の
分
業
が
な
さ
れ
た
か
ら
、

57　（1　．78）　78
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工
場
制
工
業
で
は
、
「
繊
維
加
工
」
の
う
ち
「
工
場
織
布
」
と
し
て
登
録
さ
れ
た
二
万
八
四
三
八
人
（
一
八
八
二
年
セ
ン
サ
ス
）
が
最
大
グ

ル
ー
プ
で
あ
る
。
別
の
一
八
九
〇
年
調
査
は
織
布
（
二
六
四
施
設
、
二
万
三
四
二
人
目
、
染
色
・
仕
上
（
一
六
六
、
八
五
八
三
）
、
織
物
・
刺
し
ゅ

う
（
＝
二
九
、
二
二
八
六
）
、
ふ
さ
飾
り
・
錦
（
＝
三
、
一
七
九
一
）
、
そ
の
他
（
五
二
、
二
七
〇
五
）
の
計
七
五
二
施
設
、
三
万
五
六
八
九
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
「
繊
維
加
工
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
織
布
が
依
然
と
し
て
か
な
り
の
程
度
、
手
作
業
に
依
拠
す
る
技
術
レ
ベ
ル
に

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
八
八
○
年
代
初
頭
も
ペ
ス
コ
フ
調
査
で
は
モ
ス
ク
ワ
市
男
子
繊
維
労
働
者
九
四
二
一
人
の
う
ち
、
手
織
工
が
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
二
五
人
と
ほ
ぼ
半
数
を
占
め
、
第
二
位
の
糸
巻
工
八
〇
七
人
を
大
き
く
引
き
離
し
て
い
る
。
一
八
七
九
年
の
モ
ス
ク
ワ
市
織
布
工
業
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

査
で
は
手
織
が
織
布
生
産
全
体
の
六
割
強
を
占
め
て
い
た
。

　
工
業
施
設
も
小
規
模
な
も
の
が
多
か
っ
た
。
一
八
八
七
年
で
一
施
設
平
均
労
働
者
一
二
人
と
い
う
数
字
が
あ
り
（
こ
れ
は
同
時
代
人
で

も
「
工
場
」
と
は
よ
ば
な
い
数
で
あ
る
）
、
そ
れ
は
一
八
七
九
年
以
降
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
九
六
五
〇
施
設
調
査
で
は
半

数
の
四
八
九
九
が
労
働
者
一
人
～
五
人
で
あ
り
、
最
大
級
の
一
〇
一
人
以
上
は
一
一
四
社
に
す
ぎ
な
い
。
も
っ
と
も
そ
の
寺
社
ほ
ど
に
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

○
万
人
余
り
の
労
働
者
の
う
ち
三
分
の
一
が
集
中
し
て
い
た
。
こ
こ
に
は
小
企
業
と
大
企
業
の
典
型
的
な
並
存
・
共
存
が
あ
っ
た
と
見
て

よ
い
だ
ろ
う
が
、
ブ
ラ
ド
レ
ー
に
言
わ
せ
る
と
、
む
し
ろ
同
時
代
人
た
ち
は
モ
ス
ク
ワ
を
小
規
模
生
産
の
中
心
と
見
な
し
続
け
て
い
た
こ

　
　
　
　
　
　

と
に
な
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
も
新
旧
二
重
経
済
の
い
ず
れ
に
目
を
引
き
つ
け
ら
れ
る
か
に
よ
る
面
も
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
な
ど
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

新
た
な
工
場
制
工
業
の
展
開
を
懸
命
に
見
い
出
そ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
全
体
か
ら
す
れ
ば
、
改
革
期
モ
ス
ク
ワ
は
ま
ず
は
行
政
的
商
業
的
で
あ
っ
て
第
一
級
の
工
業
都
市
と
は
言
い
が
た
い
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
こ
れ
も
相
対
的
な
話
で
あ
っ
て
、
周
辺
の
中
小
の
諸
都
市
と
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
工
業
的
で
あ
っ
た
。
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

モ
ス
ク
ワ
市
の
場
合
、
工
業
施
設
は
市
の
最
も
外
部
、
つ
ま
り
環
状
道
路
（
サ
ド
ー
ヴ
ァ
ヤ
）
の
外
側
の
い
わ
ゆ
る
第
三
地
帯
及
び
市
南

部
の
モ
ス
ク
ワ
川
右
岸
地
区
（
ザ
モ
ス
ク
ヴ
ォ
レ
ー
チ
エ
）
に
よ
く
展
開
し
た
。
性
格
上
、
衣
料
と
履
物
生
産
部
門
の
み
が
中
心
部

（
ツ
ェ
ン
ト
ル
）
に
多
か
っ
た
。
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（表22）モスクワ市の人口

年 合　　計 男 女

1864

P871

P882

P897

36万4148

T9万0468

V5万3469

X7万8537

22万9424（63．0）

R4万6824（58．7）

S3万2447（57．4）

T5万4478（56．7）

13万4724（37．0）

Q4万3644（41．3）

R2万1022（42．6）

S2万4059（43．3）

［典拠］ nepBa冠Boeo6皿aπnepen既。寿…，　ropoπMocHBa，　GTp・P【・

　
こ
の
際
、
モ
ス
ク
ワ
地
方
の
諸
県
が
県
外
か
ら
の
流
入
者
の
八
割
を
供
給
し
た
が

ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
、
ト
ヴ
ェ
ー
り

た
の
で
な
か
っ
た
。
繰
り
返
す
が
、

と
ま
っ
て
生
活
す
る
傾
向
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ト
ロ
フ
郡
の
出
身
者
は
ス
ー
シ
ェ
フ
ス
カ
や
区
に
、

　
モ
ス
ク
ワ
が
周
辺
の
人
々
に
稼
ぎ
場
を
多
く
提
供
し
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
り
、
農
村
で
困
窮
し
た
人

た
ち
は
逃
避
場
と
し
て
こ
の
町
を
絶
え
ず
思
い
浮
か
べ
た
に
相
違
な
い
。

　
モ
ス
ク
ワ
市
の
人
口
は
表
2
2
の
よ
う
に
増
加
し
て
、
世
紀
転
換
期
に
一
〇
〇
万
人
に
達
し
た
と
推
定
さ

れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
今
回
、
主
た
る
対
象
と
し
て
い
る
時
期
に
あ
た
る
、
．
一
八
七
一
年
か
ら
一
八
八
二
年

の
間
は
年
率
二
％
ほ
ど
の
増
加
で
あ
る
。
男
女
比
は
六
〇
年
代
に
か
な
り
縮
ま
っ
た
も
の
の
そ
の
後
、
縮

小
傾
向
に
は
あ
る
が
ほ
と
ん
ど
横
ば
い
で
男
が
多
い
。
こ
の
こ
と
は
後
に
見
る
よ
う
に
農
村
部
か
ら
の
単

身
流
入
が
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
続
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
モ
ス
ク
ワ
市
民
の
出
身
地
別
分
布
を
み
る
と
、
ま
ず
市
内
生
ま
れ
と
市
外
生
ま
れ
の
比
率
が
ほ
ぼ
一
定

し
て
い
た
こ
と
に
気
付
く
。
つ
ま
り
、
市
内
生
ま
れ
だ
け
見
る
と
一
八
八
二
年
二
六
・
一
％
、
一
八
九
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
　

年
二
六
・
一
％
、
一
九
〇
二
年
二
七
・
七
％
で
あ
っ
た
。
モ
ス
ク
ワ
市
生
ま
れ
と
モ
ス
ク
ワ
県
生
ま
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

合
わ
せ
る
と
一
八
八
二
年
五
〇
・
四
％
、
一
八
九
七
年
四
九
・
七
％
で
こ
れ
も
安
定
し
て
い
た
。
外
国
出

身
者
は
無
視
し
う
る
数
で
、
従
っ
て
、
モ
ス
ク
ワ
市
民
の
ほ
ぼ
半
数
が
周
辺
諸
県
か
ら
や
つ
セ
き
た
こ
と

に
な
る
。
す
で
に
引
用
し
た
ペ
ス
コ
」
フ
調
査
で
は
モ
ス
ク
ワ
県
外
者
が
五
七
・
七
％
と
わ
ず
か
に
ふ
え
る
，

が
、
こ
の
命
題
は
工
業
労
働
者
の
み
に
つ
い
て
も
成
立
す
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ペ
ス
コ
フ
調
査
で
は
カ
ル
ー
ガ
、
ス
モ
レ
ン
ス
ク
、

、
ト
ゥ
ー
ラ
、
リ
ャ
ザ
ン
の
周
辺
六
県
で
県
外
者
の
九
八
％
を
占
め
る
）
、
満
遍
な
く
モ
ス
ク
ワ
へ
人
が
出

　
　
特
定
の
地
区
が
ま
と
ま
っ
た
数
の
人
を
送
り
出
し
、
し
か
も
彼
ら
は
モ
ス
ク
ワ
市
内
に
お
い
て
も
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
例
え
ば
、
モ
ス
ク
ワ
県
下
の
モ
ス
ク
ワ
郡
、
ズ
ヴ
ェ
ニ
ゴ
ロ
ド
郡
、
ド
、
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
ォ
・
ロ
コ
ラ
ム
ス
ク
郡
、
ク
リ
ソ
郡
、
コ
ロ
ム
ナ
郡
の
出
身
者
は
レ
フ
ォ
ル
ト
フ
ス
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カ
ヤ
区
に
、
ボ
ゴ
ロ
ツ
ク
郡
と
ブ
ロ
ン
ニ
ツ
ィ
郡
の
出
身
者
は
ロ
ゴ
ー
シ
ス
カ
や
区
に
、
モ
ジ
ャ
イ
ス
ク
郡
の
出
身
者
は
ピ
ャ
ト
ニ
ツ
カ

ヤ
、
ロ
ゴ
ー
シ
ス
’
カ
ヤ
、
ヤ
キ
マ
ン
ス
カ
ヤ
の
各
区
に
多
く
、
カ
ル
ー
が
県
と
ス
モ
レ
ン
ス
ク
県
出
身
者
は
レ
フ
ォ
ル
ト
フ
ス
カ
や
区
に
、

リ
ャ
ザ
ン
県
と
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
県
の
出
身
者
は
ロ
ゴ
ー
シ
ス
カ
や
区
に
、
ト
ヴ
ェ
ー
リ
県
出
身
者
は
メ
シ
チ
ャ
ン
ス
カ
や
区
に
そ
れ
ぞ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

集
ま
る
傾
向
を
み
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
や
は
り
同
郷
人
問
題
の
所
在
を
基
礎
づ
け
る
事
柄
で
あ
ろ
う
。

　
モ
ス
ク
ワ
市
民
の
身
分
別
構
成
に
占
め
た
農
民
身
分
の
割
合
は
表
2
3
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
農
民
身
分
の
者
が
少
し
ず
つ
増
加
し
て
き
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

い
る
か
ら
、
編
者
の
ブ
ル
ン
ネ
マ
ン
は
「
明
ら
か
に
モ
ス
ク
ワ
の
住
民
は
ま
す
ま
す
農
民
的
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
一
八
八
二
年
セ
ン
サ
ス
に
よ
れ
ば
、
自
分
で
稼
い
で
い
る
自
活
者
は
モ
ス
ク
ワ
市
内
生
ま
れ
の
者
の
三
八
・
三
％
で
、
そ
の
扶
養
者
は

か一平
ら弩均

（表23）モスクワ住民の農民身分割合（％）

・
六
一
人
で
あ
っ
た
が
、
外
部
か
ら
の
流
入
者
は
八
三
・
四
％
が
自
活
者
で
あ
り
、
そ
の
扶
養
者
は
平
均
○
・
二
人
で
あ
っ
た

流
入
者
の
圧
倒
的
部
分
が
単
身
の
出
稼
ぎ
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
改
め
て
知
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
モ
ス
ク
ワ
住
民
の
実
に
半
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

　
　
　
　
　
　
以
上
が
家
族
を
農
村
に
残
し
て
出
て
き
た
周
辺
地
域
か
ら
の
農
民
な
の
で
あ
っ
た
。
モ
ス
ク
ワ
は
人
間
関
係
的
に

1871年 1882年 1897年

男
女

64．7

S3．6

65．9

S9．1

69．7

T5．7

［典拠］ nepBa疲　Bceo6皿a月　nepenHcb・
MOCRBa，　C叩．　xxvii．

「OPOA

い
っ
て
も
大
き
な
農
村
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
自
体
が
モ
ス
ク
ワ
の
近
代
史
に
与
え
た
諸
影
響
は
今
後
、
特
に
注

意
深
く
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
毎
年
、
人
々
は
故
郷
と
の
間
の
往
復
運
動
を
し
た
か
ら
、
例
え
ば
繊
維
労
働
者
は
聖
母
祭
（
一
〇
月
一
日
）
か

ら
ク
リ
ス
マ
ス
（
一
二
月
二
五
日
）
の
間
が
最
多
で
あ
り
、
聖
ペ
テ
ロ
祭
（
六
月
二
九
日
目
か
ら
八
月
中
ご
ろ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

で
の
夏
期
に
最
少
と
な
り
、
そ
の
後
徐
々
に
ふ
え
出
す
と
い
っ
た
周
辺
農
村
工
業
地
帯
に
見
ら
れ
た
の
と
同
じ
パ

タ
ー
ン
が
観
察
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

　
だ
が
、
女
の
場
合
、
特
に
寡
婦
は
、
既
述
の
通
り
、
農
村
を
見
捨
て
て
生
活
の
資
を
モ
ス
ク
ワ
に
求
め
て
く
る

傾
向
が
強
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
は
ず
れ
る
例
外
と
な
り
え
た
。
し
か
し
そ
う
で
な
い
部
分
は
モ
ス

ク
ワ
を
単
な
る
稼
ぎ
の
た
め
の
一
時
的
な
場
所
と
み
な
し
て
い
て
、
そ
こ
で
結
婚
し
よ
う
と
す
る
者
は
少
数
で
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あ
ウ
た
か
ら
、
彼
女
ら
は
生
粋
の
モ
ス
ク
ワ
っ
子
と
は
鋭
い
差
違
を
分
け
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
モ
ス
ク
ワ
へ
や
っ
て
き
た
者
た
ち
は
農
村
部
で
特
に
技
能
を
持
ち
、
読
み
書
き
が
出
来
る
部
分
で
あ
っ
た
訳
で
は
決
し
て
な
か
っ

た
。
概
し
て
言
え
ば
、
近
代
化
論
者
の
一
部
に
は
右
の
よ
う
な
部
分
が
都
市
に
集
中
し
、
都
市
化
が
促
進
さ
れ
る
と
同
時
に
農
村
と
の
間

の
格
差
が
顕
在
化
す
る
よ
う
に
問
題
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
む
き
が
あ
る
の
だ
が
、
話
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た

・
「
優
秀
な
」
人
材
が
自
ら
集
ま
っ
て
き
た
の
な
ら
ば
、
モ
ス
ク
ワ
市
当
局
や
資
本
家
、
有
識
者
な
ど
が
組
織
的
な
労
働
者
養
成
を
め
ぐ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

危
機
観
を
抱
く
必
要
竜
さ
ほ
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
こ
こ
に
は
市
内
生
ま
れ
の
労
働
者
養
成
も
順
調
で
な
か
っ
た
問
題
も
あ
る
）
。
ペ

ス
コ
フ
に
よ
れ
ば
、
よ
り
単
純
な
職
種
に
他
県
出
身
者
が
就
く
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
綿
織
工
は
主
に
カ
ル
ー
が
県
、
モ
ス
ク
ワ
県
の
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ジ
ャ
イ
ス
ク
、
ル
ザ
、
ヴ
ェ
レ
ヤ
、
ヴ
ォ
ロ
コ
ラ
ム
ス
ク
の
各
郡
か
ら
や
っ
て
き
て
い
た
。

　
毎
年
、
宅
ス
ク
7
市
に
流
入
し
た
人
数
は
一
〇
万
人
余
り
と
推
定
さ
れ
る
（
一
八
八
二
年
セ
ン
サ
ス
で
は
前
年
に
一
〇
万
五
三
〇
人

が
流
入
〉
が
、
そ
う
し
え
部
分
が
市
内
に
と
ど
ま
り
続
け
た
の
で
は
決
し
て
な
く
（
年
平
均
人
口
増
加
率
か
ら
す
れ
ば
一
年
に
二
万
人
程

し
か
増
加
し
な
い
）
、
毎
年
、
一
〇
万
人
近
い
数
が
モ
ス
ク
ワ
市
か
ら
出
て
・
い
た
こ
と
に
な
る
。
モ
ス
ク
ワ
市
は
人
の
出
入
り
の
激
し
い

町
で
あ
っ
た
。
そ
の
出
る
部
分
は
ま
ず
出
稼
ぎ
者
で
戻
る
人
々
の
ほ
か
に
、
四
〇
才
以
上
の
軍
令
に
な
っ
て
（
労
働
能
力
を
喪
失
し
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　

し
て
）
モ
ス
ク
ワ
を
立
ち
去
る
人
た
ち
が
あ
っ
た
。
彼
ら
が
生
ま
れ
故
郷
の
農
村
へ
戻
る
こ
と
を
示
す
資
料
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
逆
に

そ
れ
以
外
に
行
く
先
を
考
え
に
く
い
で
あ
ろ
う
。

　
も
う
一
つ
無
視
し
え
な
か
っ
た
の
は
市
内
で
生
ま
れ
た
私
生
児
や
孤
児
か
主
に
モ
ス
ク
ワ
養
育
院
の
養
い
児
目
旨
。
。
冨
Φ
量
と
し
て
県
下

に
ひ
ろ
く
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
モ
ス
ク
ワ
全
県
下
で
は
一
八
八
三
～
九
七
年
の
私
生
児
は
二
万
二
四
八
四
人
で
全
出
産
の
二
・

四
％
に
相
当
し
た
（
欧
露
五
〇
県
平
均
で
二
・
七
％
と
い
う
数
字
が
あ
る
）
が
、
モ
ス
ク
ワ
市
で
は
二
五
万
二
五
六
人
の
出
生
に
対
し
て

五
万
六
六
三
一
人
、
二
二
・
六
％
と
高
率
を
示
し
た
。
子
供
ら
の
多
く
は
農
村
部
に
送
ら
れ
て
養
育
さ
れ
た
が
、
そ
の
数
は
モ
ス
ク
ワ
養

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

育
院
関
係
だ
け
で
　
八
九
八
年
で
約
一
〇
万
人
に
達
し
て
い
た
。
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ﾈ
上
の
議
論
は
主
に
セ
ン
サ
ス
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
が
、
当
然
、
セ
ン
サ
ス
に
か
か
ら
な
い
も
う
一
つ
の
人
の
流
れ
が
あ
っ
た
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

の
規
模
は
ぽ
と
ん
ど
表
向
き
の
数
値
（
セ
ン
サ
ス
数
値
）
に
等
し
い
だ
ろ
う
と
す
る
推
定
も
あ
る
。
節
を
変
え
て
、
最
後
に
そ
の
方
も
少

し
み
て
み
た
い
。

（
－
）
目
・
憲
＝
§
。
月
銘
§
・
目
。
＝
§
・
島
島
。
§
蚕
。
・
量
Φ
喝
揖
p
。
。
寄
も
・
塗
ヨ
冨
冨
蜜
§
・
。
・
・
自
。
‘
§
“
．
。
弓
・
・
罫
護
剛
剛
・

（
2
）
目
』
・
℃
塁
泪
。
。
塁
。
雪
p
閑
羅
器
器
国
呂
箋
…
8
噸
零
器

（
3
）
8
ρ
。
葺
Φ
自
。
臣
竃
。
翌
畠
。
岳
目
窪
議
臼
』
・
轡
↑
駒
・
。
弓
』
。
。
醐
●

（
4
）
甲
甲
閾
轟
起
§
℃
o
閑
爵
●
《
歪
。
。
・
o
o
幽
●
・
o
弓
．
自
・
さ
ら
に
切
・
目
・
O
Φ
寓
。
躍
。
界
《
盗
。
・
o
o
タ
糟
．
零
墨
ゆ
O
O
．

（
5
）
自
』
』
…
§
・
。
8
§
臣
。
・
岩
・
。
§
g
。
窪
窪
着
・
、
・
。
署
。
＝
・
・
自
棄
§
満
①
。
§
℃
。
§
・
』
舅
、
冒
。
・
Φ
爵
8
・
§
・
還
・
。
霞
・

　
　
　
　
　
謡
8
男
畠
き
8
℃
霞
ぎ
8
謡
・
竃
‘
ゆ
O
謹
．
。
弓
・
。
。
博
。
。
●

（
6
）
↓
。
胃
畠
。
ξ
。
匪
目
Φ
臣
器
・
雷
Φ
巻
塁
・
3
℃
。
誉
竃
8
・
臣
。
－
§
盟
。
。
8
・
・
』
・
”
§
押
S
ワ
♪
球

（
7
1
）
国
●
〉
・
。
§
塁
』
。
量
§
男
§
起
。
臣
§
⊇
。
§
Φ
＝
§
Φ
国
雷
⊇
。
。
§
§
茸
℃
国
・
塁
。
§
愚
・
出
塁
寓
‘
ゆ
。
　
劇
嘘
ξ
書
』

　
　
　
　
　
o
o
暢
ω
O
．

（
8
）
↓
。
暮
零
§
臣
目
。
臣
器
罷
①
奮
・
・
三
。
・
℃
・
μ
。
』
。
。
．

（
9
）
戸
〉
』
8
ぎ
・
・
《
奉
・
●
8
・
‘
雪
℃
・
。
。
醐
・
。
悼
●

（
1
0
）
罫
閑
・
勺
。
器
畠
僧
・
芽
角
。
。
●
8
幽
．
．
冨
9
揖
p
。
。
o
・

（
1
1
）
↓
。
℃
り
。
琴
§
臣
舅
。
臣
器
ω
雷
①
§
§
三
§
」
ド

（
2
1
）
　
』
●
b
ロ
『
9
巳
O
ざ
一
玄
F
℃
眉
●
㊤
①
。

（
1
3
）
例
え
ば
、
国
8
。
冨
国
．
寓
o
o
歪
鎚
弓
●
倉
冨
●
・
一
霧
野
嵩
・
ω
．

（
1
4
＞
．
』
§
雷
匿
§
音
窒
目
①
℃
婁
。
ぴ
：
ち
．
×
白
く
．
3
℃
。
演
竃
。
§
p
§
．
零
幹
自
』
』
・
。
§
●
ぎ
’
・
・
．
舞
望
二
割
℃
．
。
・
罎
●

（
5
1
）
　
目
Φ
℃
Φ
目
国
O
ぴ
蜜
O
O
民
切
匿
匪
o
o
o
o
鱒
り
O
消
P
国
属
目
・
ド
竃
；
一
g
o
o
o
μ
o
弓
廿
●
、
O
O
●

（
1
6
）
↓
窪
夷
P
。
弓
．
罫

（
1
7
）
巨
①
琶
＝
§
曾
ゆ
：
①
℃
①
§
。
ぴ
：
ち
§
量
§
国
p
s
℃
・
ざ
鼠

（
1
8
）
目
薯
①
望
。
び
ぎ
。
器
匿
　
。
。
。
。
悼
3
員
。
…
り
S
℃
．
鵠
。
。
。
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論説

（
1
9
）
「
莞
ス
ク
ワ
で
仕
事
を
す
る
特
に
農
民
身
分
の
多
《
の
者
は
農
村
に
そ
の
家
族
を
お
い
て
い
て
、
時
々
そ
れ
を
訪
れ
る
だ
け
で
あ
る
」
（
一
八
九

　
　
七
年
セ
ン
サ
ス
編
者
の
言
。
（
O
剛
”
・
×
≦
嘗
）
。

（
2
0
）
目
・
〉
．
目
8
男
畠
●
＜
器
①
・
8
幽
．
嘘
。
弓
」
・

（
2
1
）
一
八
七
一
年
忌
ス
ク
ワ
市
住
民
調
査
で
は
寡
婦
は
女
の
’
一
七
・
六
九
％
を
占
め
、
ペ
ス
コ
フ
調
査
で
は
繊
維
工
場
女
子
労
働
者
二
二
三
八
人
の

　
　
内
訳
は
未
婚
二
九
・
八
％
、
既
婚
五
五
．
三
％
、
寡
婦
一
四
．
九
％
。
O
畠
謡
曾
匿
①
。
蚕
Φ
」
畠
①
巻
属
属
凶
。
翼
蓉
①
全
図
ツ
竃
8
窃
属
名
器
℃
①
謬
畠

　
　
旨
想
器
O
唱
　
o
。
謹
弓
。
誉
．
罫
”
ゆ
。
。
誤
ゆ
。
弓
．
≦
・
戸
〉
・
調
8
ぎ
切
・
《
器
。
・
・
8
ξ
8
ワ
博
自
・
諌
瞬
．

（
2
2
）
竃
・
蓼
・
美
身
鼻
0
8
9
塁
Φ
属
・
・
目
。
巴
弓
8
網
。
。
岩
弓
9
自
・
①
竃
8
岩
・
。
・
霞
『
。
℃
。
碧
・
菱
ぎ
℃
雷
・
Φ
霞
。
『
・
9
℃
・
誉
謡
8
ぎ
旨
き
弩
。
写

　
　
潤
・
二
器
ω
爵
§
冨
。
。
舅
・
．
，
ぎ
書
9
［
罫
§
“
］
．
。
号
p

（
2
3
）
戸
〉
．
口
8
属
。
り
く
器
9
8
f
S
Ψ
め
ゆ
“
．
＝
。
。
り
　
琴

（
4
2
）
旨
Φ
窟
雷
。
曽
8
。
o
月
窒
自
ε
Φ
目
。
ぴ
●
L
3
℃
。
瀕
寓
8
歪
p
。
召
≧
苧
≧
芦

（
2
5
y
O
O
ρ
。
長
髪
8
墨
弓
暑
属
畠
9
雪
国
。
冨
護
》
ρ
ρ
国
益
戸
O
．
罫
お
S
．
8
，
　
ド
窃
P
　
な
お
、
モ
ス
ク
ワ
養
育
院
に
つ
い
て
は
、
高
田
和
失

　
　
　
「
近
代
ロ
シ
ア
の
労
働
者
教
育
」
〔
九
大
〕
『
社
会
科
学
論
集
』
二
八
集
、
一
九
八
八
年
二
月
、
五
の
e
を
見
て
ほ
し
い
。
鈴
木
健
夫
氏
が
紹
介

　
　
し
た
モ
ス
ク
ワ
県
モ
ジ
ャ
イ
ス
ク
郡
コ
ル
ジ
ェ
ニ
村
の
場
合
、
．
＝
二
戸
で
一
六
人
も
養
い
子
を
引
き
受
け
て
・
い
た
。
、
鈴
木
前
掲
書
、
二
九
一
頁
。

（
2
6
）
例
え
ば
、
』
・
0
σ
冨
色
①
ざ
蜜
↑
燭
，
H
象
●
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八
　
ヒ
1
ト
ロ
フ
カ
の
人
た
ち

’

　
一
九
〇
〇
年
に
『
職
業
的
乞
食
』
に
関
す
る
著
作
を
公
刊
し
た
A
・
レ
ヴ
ェ
ン
ス
テ
ム
は
そ
の
冒
頭
で
一
八
七
七
年
の
内
務
省
の
数

字
と
し
て
、
全
国
で
乞
食
を
生
業
と
し
て
い
る
者
は
三
〇
万
人
で
、
こ
れ
は
最
少
の
推
定
値
だ
と
し
た
。
彼
は
乞
食
が
増
加
す
る
理
由
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

し
て
政
府
に
よ
る
貧
民
救
済
政
策
の
不
備
、
流
刑
制
度
や
首
都
か
ら
の
所
払
い
制
の
存
在
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
コ
レ
㌔
の
著
者
は
な
か

な
か
の
改
良
家
と
思
え
、
ま
た
薯
作
図
体
は
当
該
問
題
を
よ
く
整
理
し
た
貴
重
な
好
著
で
あ
る
。
彼
は
乞
食
と
な
る
経
済
的
原
因
と
し
て

●



近代ロシアの労働者と農民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
の
諸
点
を
列
挙
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
家
族
分
割
に
よ
る
貧
困
化
と
ク
ス
タ
ー
リ
営
業
の
不
在
、
南
部
諸
県
へ
の
人
口
流
入
と
借
地
料

の
上
昇
、
い
く
つ
か
の
地
方
で
稼
ぎ
場
が
な
い
こ
と
、
農
村
か
ら
都
市
及
び
工
場
中
心
地
へ
移
住
し
て
も
、
稼
ぎ
が
な
い
こ
と
、
新
天
地

へ
の
移
住
と
労
働
力
の
夏
期
の
移
動
に
生
じ
る
問
題
。

　
彼
は
こ
れ
ら
の
論
点
を
単
に
指
摘
す
る
だ
け
に
と
ど
め
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
は
私
た
ち
が
す
で
に
検
討
し
て
き
た
事
柄
と
大
き
く

重
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
教
会
の
影
響
か
ら
乞
食
に
対
す
る
寛
容
が
至
る
所
で
見
受
け
ら
れ
、
そ
う
し
た
「
ロ
シ
ア
の
生
活
上
の
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

質
」
が
結
果
的
に
乞
食
を
ふ
や
す
こ
と
に
力
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
指
摘
は
大
切
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
本
の
最
大
の
利
点
は
乞
食
の
全
国
的
分
布
と
タ
イ
．
フ
に
つ
い
て
見
通
し
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
乞
食
が
少
な
い
か

全
く
認
め
ら
れ
な
い
地
方
は
南
ス
テ
ッ
プ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
左
岸
、
南
西
部
、
沿
。
ハ
ル
ト
地
方
、
北
部
、
南
東
ス
テ
ッ
プ
の
一
部
と
い
っ
た

い
わ
ば
周
縁
部
で
あ
り
、
一
方
、
「
乞
食
の
巣
臣
旺
盛
。
護
Φ
卍
8
智
」
が
存
在
し
、
一
村
全
体
が
乞
食
稼
業
を
や
っ
て
い
る
よ
う
な
地

方
は
中
央
黒
土
、
中
央
非
黒
土
、
中
央
ヴ
ォ
ル
ガ
、
西
部
の
一
部
と
い
っ
た
帝
国
中
央
部
分
に
集
中
す
る
傾
向
が
み
と
め
ら
れ
る
。
も
っ

と
も
、
彼
は
特
に
乞
食
稼
業
が
発
達
一
だ
県
と
し
て
、
ク
ル
ス
ク
県
以
外
に
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
と
ト
ボ
リ
ス
ク
両
県
を
、
同
様
に
都
市
で
は

ア
ス
ト
ラ
ハ
ン
、
カ
ザ
ン
、
キ
エ
フ
、
モ
ス
ク
ワ
、
　
ニ
コ
ラ
エ
フ
、
オ
リ
ョ
ー
ル
、
オ
デ
ッ
サ
、
ペ
テ
ル
。
フ
ル
グ
、
サ
ラ
ト
フ
、
チ
ェ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

ス
ト
フ
ォ
ヴ
ォ
、
ヘ
ル
ソ
ン
、
ツ
ァ
リ
ー
ツ
ィ
ン
を
列
挙
し
て
い
る
か
ら
、
乞
食
が
中
央
部
に
多
く
周
縁
部
に
少
な
い
と
い
う
の
は
あ
く

ま
で
原
則
と
し
て
だ
が
、
こ
れ
か
ら
少
し
く
検
討
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
モ
ス
ク
ワ
地
方
と
く
に
モ
ス
ク
ワ
市
の
場
合
、
貧
民
問
題

が
全
国
的
に
み
て
深
刻
な
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
こ
で
確
認
し
て
お
い
て
よ
い
。

　
レ
ヴ
ェ
ン
ス
テ
ム
は
乞
食
の
タ
イ
プ
を
農
村
部
と
都
市
部
に
分
け
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
教
会
建
設
の
資
金
集
め
を
（
名
目
に
）

す
る
か
、
単
に
施
し
を
求
め
る
か
す
る
場
合
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
際
、
特
徴
的
な
こ
と
は
特
定
の
村
落
な
い
し
郷
が
乞
食
稼
業
に
い
わ

ば
特
化
を
見
せ
た
こ
と
で
あ
り
、
例
え
ば
ニ
ジ
ェ
ゴ
ロ
ド
県
ア
ル
ザ
マ
ス
キ
ー
郡
の
ピ
ヤ
ヴ
ォ
ー
チ
ノ
エ
・
オ
ー
ゼ
ル
村
の
男
子
全
員
は

教
会
建
設
費
の
お
も
ら
い
を
や
り
、
ヴ
ォ
ロ
グ
ダ
県
ウ
ス
チ
ス
イ
ソ
リ
ス
キ
ー
郡
の
ヴ
ォ
ゴ
ロ
ド
郷
及
び
ウ
ス
チ
ネ
シ
郷
で
は
全
住
民
の
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論説

四
分
の
一
に
あ
た
る
一
万
五
〇
〇
〇
～
二
万
人
が
大
挙
し
て
＝
月
初
め
に
べ
ル
ミ
県
へ
と
乞
食
に
出
か
け
、
二
月
な
い
し
三
月
に
帰
村

す
る
往
復
運
動
を
規
則
正
し
く
続
け
て
い
た
。
さ
ら
に
コ
ス
ト
ロ
マ
ー
県
の
マ
カ
リ
エ
フ
ス
キ
ー
郡
ス
コ
ロ
ボ
ガ
ト
フ
ス
カ
や
郷
か
ら
は

ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
、
ニ
ジ
ェ
ゴ
ロ
ド
、
ヤ
ロ
ス
ラ
ヴ
リ
の
各
県
へ
と
集
団
的
な
乞
食
が
出
た
し
、
モ
ス
ク
ワ
県
の
場
合
は
そ
う
し
た
乞
食
の

拠
点
と
し
て
二
ヶ
所
が
有
名
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ヴ
ェ
レ
や
郡
ヴ
イ
シ
ェ
ゴ
ロ
ド
ス
カ
や
郷
シ
ュ
ヴ
ァ
重
氏
ヴ
ォ
村
か
ら
は
年
三
回
、

秋
に
黒
土
諸
県
へ
、
冬
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
沿
バ
ル
ト
諸
県
へ
、
春
に
両
首
都
と
特
に
そ
の
別
荘
地
へ
乞
食
に
出
か
け
て

お
り
、
も
う
一
つ
ボ
ゴ
ロ
ツ
ク
郡
の
ザ
ホ
ー
ト
（
ω
頸
。
国
。
員
）
と
呼
ば
れ
る
、
エ
リ
ザ
ロ
ー
ヴ
ォ
、
ダ
ヴ
イ
ド
ヴ
ォ
、
リ
ャ
ホ
ー
ヴ
ォ
、

バ
ー
ル
ス
コ
エ
、
コ
ス
チ
ー
ノ
の
各
村
を
併
せ
た
地
方
は
著
し
く
乞
食
稼
業
が
発
達
し
て
い
た
。
ヴ
ラ
ジ
ー
、
・
・
ル
県
で
は
、
ゴ
ロ
ホ
ヴ
ェ

ツ
キ
ー
郡
ヴ
ェ
ル
フ
ネ
ー
ー
ラ
ン
デ
ホ
フ
ス
カ
や
郷
の
い
く
つ
か
の
村
々
で
縫
製
、
大
工
、
木
挽
き
な
ど
の
出
稼
ぎ
営
業
を
や
る
農
民
以
外

の
部
分
が
「
ち
ょ
っ
と
し
た
稼
ぎ
自
。
り
ぎ
①
窟
寓
Φ
o
自
。
」
と
し
て
乞
食
を
や
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
ス
ド
ゴ
ツ
キ
ー
郡
の
ミ
リ
ノ
フ
ス
カ
ヤ
、

ト
ゥ
チ
コ
フ
ス
カ
ヤ
、
ボ
リ
シ
ェ
グ
リ
ゴ
リ
エ
フ
ス
カ
ヤ
の
三
郷
を
あ
わ
せ
た
い
わ
ゆ
る
ア
ド
ブ
シ
チ
ン
（
〉
岩
国
月
莞
）
地
方
は
乞
食

の
巣
で
、
村
民
の
多
く
が
晩
秋
に
乞
食
稼
業
に
出
て
全
国
を
さ
ま
よ
い
、
春
の
農
作
業
ま
で
に
帰
村
す
る
移
動
を
繰
り
返
し
た
。
こ
の
よ

う
な
事
例
を
レ
ヴ
ェ
ン
ス
テ
ム
は
よ
く
採
集
し
て
い
て
紹
介
に
切
り
が
な
い
か
ら
、
あ
と
モ
ス
ク
ワ
地
方
で
目
に
と
ま
っ
た
事
柄
を
少
し

挙
げ
る
だ
け
に
し
よ
う
。
ニ
ジ
ェ
ゴ
ぼ
ド
県
セ
ミ
ョ
ー
ノ
フ
ス
キ
ー
郡
ホ
フ
ロ
ム
ス
カ
や
郷
だ
け
で
乞
食
が
三
五
〇
〇
人
も
い
る
。
同
県

パ
ラ
フ
ニ
ン
ス
キ
国
郡
ゴ
ロ
デ
ツ
村
に
い
る
乞
食
は
流
入
し
て
き
た
者
た
ち
で
彼
ら
は
土
地
に
は
関
わ
ら
ず
、
通
年
乞
食
を
や
っ
て
．
い
る
。

カ
ル
ー
が
県
で
は
ジ
ズ
ド
リ
ン
ス
キ
ー
郡
の
四
丁
（
ザ
プ
ル
ー
ド
ノ
エ
、
グ
シ
ョ
ー
フ
カ
、
ザ
ゴ
リ
ー
チ
、
オ
ス
リ
ン
カ
）
で
、
住
民
の

大
半
が
乞
食
を
や
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
稼
業
は
と
く
に
萸
三
碧
匿
目
8
0
目
。
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
リ
ャ
ザ
ン
県
の
場
合
、
リ
ャ
ザ

ン
郡
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
郡
そ
し
て
ス
コ
ピ
ン
ス
キ
ー
郡
の
い
く
つ
か
の
条
々
で
は
乞
食
稼
業
が
世
代
を
越
え
て
継
承
さ
れ
、
人
々
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
れ
を
「
真
っ
当
な
稼
ぎ
弓
雷
輯
臣
昌
起
。
寓
口
。
雪
」
と
み
な
し
て
挙
る
。

　
こ
の
よ
う
な
乞
食
稼
業
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
す
ぐ
前
に
示
し
た
り
ャ
ザ
ン
県
の
事
例
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
か
な
り
の
歴
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近代ロシアの労働者と農民

史
的
背
景
を
有
し
て
い
た
こ
と
で
、
例
え
ば
一
八
四
〇
年
代
の
時
点
で
ツ
ァ
ー
リ
政
府
は
モ
ス
ク
ワ
県
の
ヴ
ェ
レ
や
郡
と
モ
ジ
ャ
イ
ス
ク

郡
の
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ロ
フ
伯
の
農
奴
の
う
ち
特
に
子
づ
れ
の
女
が
か
な
り
の
割
合
で
乞
食
を
や
っ
て
い
る
の
を
見
餐
め
て
い
た
の
だ
が
、
第

一
次
大
戦
前
夜
に
あ
っ
て
も
ヴ
ェ
レ
や
郡
の
か
つ
て
の
シ
ュ
ヴ
ァ
二
日
フ
伯
の
世
襲
領
地
の
女
た
ち
が
モ
ス
ク
ワ
で
あ
た
か
も
出
稼
ぎ
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

業
の
よ
う
に
乞
食
を
や
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
リ
キ
日
届
⇔
良
憲
と
よ
ば
れ
て
い
た
。
私
が
た
ま
た
ま
見
た
の
が
「

八
四
〇
年
代
と
記
述
す
る
文
献
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
当
地
の
乞
食
稼
業
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
て
、
都
市
部
の
乞
食
に
つ
い
て
は
、
レ
ヴ
ェ
ン
ス
テ
ム
は
よ
り
多
く
の
タ
イ
プ
分
け
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
①
「
聖

地
巡
礼
者
」
と
「
墓
園
人
足
」
。
前
者
は
大
き
な
祝
日
に
教
会
に
人
が
あ
ふ
れ
る
時
に
、
後
者
は
人
々
が
墓
地
に
く
る
祖
先
供
養
の
日
に
そ

れ
ぞ
れ
施
し
を
求
め
て
動
き
回
る
部
分
で
あ
り
、
次
い
で
②
「
せ
む
し
」
は
自
己
の
不
幸
な
形
相
に
対
す
る
同
情
と
憐
み
を
求
め
て
通
り

や
家
々
を
俳
失
す
る
人
た
ち
で
、
こ
の
呼
び
名
は
と
く
に
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
認
め
ら
れ
る
。
③
い
つ
も
首
服
を
着
用
し
て
い
る
が
偽
の
巡

礼
者
で
あ
る
国
電
。
舘
§
月
口
で
、
こ
れ
は
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
少
な
く
、
モ
ス
ク
ワ
に
多
く
見
ら
れ
る
。
④
「
火
事
罹
災
者
き
8
℃
Φ
き
量
」

は
中
央
部
ロ
シ
ア
の
郡
都
に
多
く
出
没
し
、
ア
ル
テ
リ
を
組
む
場
合
も
み
ら
れ
る
。
⑤
「
移
住
者
・
Φ
冨
8
器
出
量
」
は
南
部
の
ハ
リ
コ
フ
、

オ
デ
ッ
サ
、
ロ
ス
ト
フ
な
ど
の
大
都
会
に
大
量
に
み
ら
れ
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
は
こ
の
巨
大
な
人
々
の
流
れ
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
か
ら
全
く

見
ら
れ
な
い
。
⑥
「
不
具
者
属
9
。
器
葦
」
は
首
都
よ
り
地
方
都
市
に
多
く
見
ら
れ
、
オ
ロ
ネ
ツ
県
で
は
冬
期
に
彼
ら
が
一
〇
日
間
ほ
ど
ア

ル
テ
リ
を
組
ん
で
回
る
。
最
後
に
⑦
「
作
家
た
ち
8
霞
塾
則
Φ
慧
」
は
読
み
書
き
が
出
来
る
が
、
怠
け
者
で
酒
飲
み
で
つ
い
に
は
貧
民
窟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

に
陥
っ
た
連
中
で
あ
る
。

　
実
は
右
の
分
類
は
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
乞
食
稼
業
に
つ
い
て
の
A
・
H
・
ス
ヴ
ィ
ル
ス
キ
ー
の
研
究
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
モ
ス
ク
ワ
に
つ
い
て
も
多
か
れ
少
な
か
れ
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
分
類
の
仕
方
の
当
否
を
問
う
こ
と
は
い
ま
は
し
な
い

で
、
同
時
代
人
た
ち
の
命
名
法
に
関
心
を
向
け
よ
う
。
特
に
「
移
住
者
」
に
乞
食
の
一
タ
イ
プ
を
示
す
用
語
法
が
存
在
し
た
こ
と
に
改
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
注
目
し
よ
う
。
そ
れ
は
移
住
者
の
実
態
を
正
確
に
表
現
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
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以
上
を
簡
単
な
前
置
き
に
し
て
、
モ
ス
ク
ワ
市
に
お
け
る
貧
民
（
窮
貧
者
）
問
題
を
労
働
力
移
動
の
問
題
を
気
に
か
げ
な
が
ら
見
て
み

た
い
。

　
困
窮
七
放
浪
す
る
子
供
た
ち
の
存
在
は
こ
の
町
で
は
一
七
世
紀
末
か
ら
問
題
と
さ
れ
、
当
初
は
教
会
な
い
し
修
道
院
が
彼
ら
を
収
容
し

て
読
み
書
き
、
手
職
を
教
え
た
が
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
期
に
な
り
、
彼
ら
は
「
工
場
」
へ
移
さ
れ
労
働
力
の
一
環
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
対
応
は
一
九
世
紀
前
半
に
モ
ス
ク
ワ
市
の
戦
争
孤
児
部
局
が
本
格
的
に
浮
浪
児
対
策
に
乗
り
出
し
た
時
に
も
採
用
さ
れ
、
一
八

三
八
年
法
は
そ
う
し
た
子
供
た
ち
を
ひ
と
ま
ず
孤
児
院
、
養
育
院
、
労
働
院
と
い
っ
た
施
設
に
収
容
し
た
の
で
あ
る
。
既
に
触
れ
た
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

に
、
「
モ
ス
ク
フ
養
育
院
」
は
子
供
を
大
量
に
農
村
へ
送
り
、
そ
こ
で
手
職
を
習
わ
せ
た
。
　
　
〉

　
モ
ス
ク
ワ
市
が
よ
り
一
般
的
な
慈
善
事
業
に
乗
り
出
し
た
の
は
ず
っ
と
遅
く
一
八
八
七
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
カ
メ
ネ
ッ
カ
ヤ
の
整

理
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
以
前
は
こ
の
分
野
に
関
し
て
も
市
の
行
政
上
の
独
自
性
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
例
外
的
に
市
の
施
設
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
，
、
・

あ
っ
た
の
は
ル
カ
ヴ
ィ
シ
ニ
コ
フ
孤
児
院
と
市
営
宿
泊
所
の
み
で
あ
っ
た
。
市
当
局
は
一
八
八
○
年
代
に
こ
の
事
業
へ
直
接
関
わ
る
意
欲

昌を

搗
ｱ
七
た
結
果
、
一
八
八
七
年
に
慈
恵
院
弓
国
舞
ω
o
O
貝
Φ
o
田
①
臣
。
り
。
起
器
℃
Φ
霞
目
の
諸
施
設
が
市
に
移
轄
さ
れ
、
特
に
一
八
九
三

年
、
市
側
の
請
願
を
う
け
た
政
府
が
「
義
摘
金
の
募
集
、
扶
養
料
の
分
配
及
び
被
扶
養
者
に
対
す
る
恒
常
的
な
監
督
の
た
め
の
」
貧
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

関
す
る
地
区
別
保
護
機
関
の
開
設
を
認
可
し
た
こ
と
が
こ
の
事
業
の
本
格
化
を
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
る
。
一
八
九
六
年
の
陰
門
ネ
ッ
カ
ヤ

は
市
内
に
医
療
援
助
施
設
を
の
ぞ
き
慈
恵
施
設
を
五
九
数
え
て
い
る
。
そ
の
う
ち
「
労
働
能
力
あ
る
乞
食
に
仕
事
を
供
給
す
る
」
労
働
院

勺
9
。
O
。
4
匿
員
。
竃
は
一
八
九
四
年
に
七
八
五
人
を
扱
っ
て
い
る
。

　
市
営
宿
泊
照
り
。
℃
。
岩
戸
9
き
自
Φ
義
臣
旨
碧
冨
は
一
八
七
九
年
に
開
設
さ
れ
て
、
安
価
な
食
堂
を
付
設
し
た
一
八
九
四
年
に
は
「
日
平

均
＝
二
〇
〇
人
に
利
用
さ
れ
、
こ
の
年
並
に
四
八
万
二
二
〇
二
人
（
男
三
八
万
七
九
三
八
人
、
女
九
万
四
二
六
四
人
）
の
の
べ
宿
泊
者
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

数
え
た
（
一
八
七
九
年
は
年
間
一
五
万
人
弱
）
の
だ
が
、
そ
れ
に
何
倍
か
す
る
貧
者
を
収
容
し
き
れ
な
い
で
い
た
。
彼
ら
は
私
営
の
木
賃

宿
に
入
る
か
、
路
上
で
野
宿
を
強
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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勿
論
、
モ
ス
ク
ワ
市
に
お
け
る
慈
善
事
業
を
担
っ
た
の
は
市
当
局
の
み
で
は
な
か
っ
た
。
一
八
八
○
年
代
、
約
一
万
五
〇
〇
〇
人
が
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

〇
七
の
中
小
の
私
設
救
貧
院
の
援
助
を
受
け
て
い
た
。
A
・
H
・
ス
ト
レ
カ
ロ
ー
ヴ
ァ
が
代
表
者
と
な
っ
て
、
一
八
六
三
年
三
月
、
「
勤
勉

奨
励
協
会
O
O
月
Φ
。
岳
。
目
。
。
泪
℃
Φ
臣
国
弓
満
員
。
き
皇
国
」
が
開
設
さ
れ
た
。
こ
の
民
間
団
体
は
貧
し
い
女
に
家
で
の
仕
事
を
与
え
る
こ
と
を

当
初
の
目
的
と
し
、
翌
年
に
は
縫
製
学
校
を
つ
く
り
、
さ
ら
に
無
料
医
療
活
動
を
な
し
、
一
八
七
二
年
に
は
モ
ス
ク
ワ
市
で
最
初
の
大
衆

無
料
食
堂
出
碧
。
彊
窒
越
×
田
を
ヒ
ー
ト
ロ
フ
カ
〔
後
出
〕
の
「
ス
テ
パ
ー
ノ
ブ
の
家
」
に
開
い
た
。
こ
の
団
体
は
ロ
シ
ア
最
古
の
私
的
慈

善
団
体
で
あ
る
帝
国
博
愛
協
会
言
署
Φ
冨
8
℃
窯
。
Φ
＄
自
注
実
。
墓
O
鵠
。
Φ
。
o
月
Φ
。
6
じ
・
。
や
養
育
院
b
d
。
。
目
冨
話
自
記
亜
型
自
と
協
力
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
　

に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
該
問
題
に
市
当
局
以
外
に
民
間
や
政
府
も
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
の
一
端
は
観
察
さ
れ
よ
う
。

　
問
題
の
性
格
上
市
内
に
集
積
さ
れ
た
貧
民
対
策
は
市
が
中
心
と
な
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
国
に
お
け
る
地
方
自
治

的
発
想
の
貧
困
さ
な
い
し
欠
除
と
い
っ
た
大
前
提
は
基
本
的
に
問
題
を
未
解
決
の
ま
ま
放
置
し
た
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
全
市
的
な
職

業
紹
介
所
℃
Φ
男
。
寓
Φ
長
円
①
亭
臣
国
ぎ
胃
。
℃
⇔
は
一
九
世
紀
末
に
至
っ
て
も
な
く
、
か
ろ
う
じ
て
一
八
九
五
年
四
月
に
プ
レ
チ
ス
テ
ン
と
第

一
ハ
モ
フ
ニ
キ
の
二
つ
の
保
護
機
関
が
共
同
し
て
就
業
仲
介
所
口
。
。
℃
Φ
遅
溶
Φ
自
9
。
国
岩
陰
。
℃
¢
富
国
弓
隠
輿
臣
匿
蜜
Φ
8
鵠
ω
9
。
国
自
爵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

を
開
設
し
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

近代ロシアの労働者と農民

　
ブ
ラ
ド
レ
ー
は
二
〇
世
紀
初
頭
モ
ス
ク
ワ
市
に
お
け
る
住
宅
困
窮
者
を
全
市
民
の
三
分
の
一
に
あ
た
る
約
三
五
万
人
と
推
定
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
一
万
五
〇
〇
〇
人
が
ホ
ー
ム
レ
ス
、
一
八
万
人
が
一
つ
の
ア
パ
ー
ト
の
内
部
を
さ
ら
に
分
け
た
一
隅
に
寝
台
を
借
用
す
る
者
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

あ
る
。
後
者
の
「
部
屋
」
代
は
、
そ
れ
で
も
、
一
ヵ
月
に
六
ル
ー
ブ
リ
平
均
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ブ
ラ
ド
レ
ー
の
周
到
な
推
計
手
続
き
は

説
得
力
を
と
も
な
い
、
改
め
て
驚
く
ほ
ど
の
住
宅
事
情
で
あ
っ
た
こ
と
を
我
々
は
知
る
の
で
あ
る
。

　
モ
ス
ク
ワ
市
に
暮
ら
す
人
々
の
い
わ
ば
自
己
防
衛
的
な
居
住
形
態
が
右
の
一
八
万
人
が
採
用
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
自
給
的
、
共
同
体
的
か
つ
制
度
的
な
も
の
で
複
数
の
部
屋
か
ら
な
る
ア
パ
ー
ト
を
一
部
屋
ず
つ
使
う
と
か
、
一
部
屋
を
さ
ら
に
分
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け
る
と
か
す
る
人
間
関
係
に
は
ふ
つ
う
何
ら
か
の
親
密
さ
が
前
提
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
ブ
ラ
ド
レ
ー
は
ア
ル
テ
リ
に
よ
る
居
住

形
態
の
普
及
に
着
目
し
て
、
一
八
九
七
年
セ
ン
サ
ス
で
モ
ス
ク
ワ
市
男
子
全
人
口
の
二
五
％
（
女
子
の
場
合
は
一
〇
％
）
が
ア
ル
テ
レ
型

の
世
帯
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
て
、
住
民
の
約
二
割
も
が
共
同
世
帯
に
居
住
し
た
こ
と
は
、
労
働
市
場
の
必
要
に
よ
り
形
成
と
解
体
を
繰
り

返
す
ア
ル
テ
リ
の
よ
う
な
労
働
者
の
結
合
体
が
い
ま
だ
に
重
要
な
社
会
的
機
能
を
果
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
ア
ル
テ
リ
は
住
宅
不
足
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ
　

対
す
る
集
団
的
反
応
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。

　
モ
ス
ク
ワ
市
に
お
け
る
住
宅
事
情
の
劣
悪
さ
を
維
持
し
続
け
る
の
に
力
が
あ
っ
た
の
は
恒
常
的
に
出
入
り
を
す
る
大
量
な
人
口
移
動
と

対
策
者
の
力
不
足
で
あ
る
。
モ
ス
ク
ワ
警
察
長
官
H
・
M
・
オ
ガ
リ
ョ
ー
フ
の
提
案
を
う
け
た
モ
ス
ク
ワ
総
監
B
・
A
・
ド
ル
ゴ
ル
ー
コ

フ
は
一
八
六
四
年
、
モ
ス
ク
ワ
市
会
に
対
し
流
入
者
向
け
の
木
賃
宿
整
備
を
進
言
し
た
が
、
後
者
は
さ
し
て
そ
れ
に
関
心
を
示
さ
な
か
っ

た
。
こ
の
問
題
に
市
会
が
重
い
腰
を
あ
げ
た
の
は
、
一
八
七
九
年
に
チ
フ
ス
が
貧
民
窟
を
中
心
に
流
行
し
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
「
成

果
」
が
既
に
の
べ
た
と
こ
ろ
の
こ
の
年
に
最
初
の
市
営
無
料
木
賃
宿
（
収
容
五
一
〇
人
）
と
し
て
ロ
ゴ
ー
シ
ス
カ
や
区
に
つ
く
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

「
市
営
宿
泊
所
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
市
当
局
は
こ
の
面
で
格
段
の
改
善
策
を
ど
ら
ず
、
一
八
九
七
年
に
モ
ス
ク
ワ
市
の
住
宅

問
題
に
関
す
る
提
言
を
ま
と
め
た
ロ
シ
ア
技
術
協
会
モ
ス
ク
ワ
支
部
衛
生
部
会
ば
市
営
の
低
料
金
の
風
呂
付
き
宿
泊
所
を
と
り
あ
え
ず
一

万
人
分
建
設
す
る
こ
と
、
そ
し
て
「
流
入
す
る
農
村
人
自
書
目
出
塁
。
Φ
亭
。
男
碧
潭
潤
」
．
を
恒
常
的
な
都
市
住
民
と
分
け
る
こ
と
を
主
張
し

　
　
　
　
の
　

た
の
で
あ
る
。
技
術
協
会
側
が
後
者
を
い
う
の
は
公
営
宿
泊
所
の
欠
を
補
っ
て
い
る
民
間
木
賃
宿
が
呈
す
る
余
り
の
惨
状
に
対
す
る
と
り

あ
え
ず
の
対
応
策
と
で
も
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

・
モ
ス
ク
ワ
市
で
そ
う
し
た
民
間
木
賃
宿
が
集
中
し
た
の
が
ミ
ャ
ス
ニ
ツ
カ
や
区
第
三
地
区
に
位
置
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
ヒ
ー
ト
ロ
フ
市

場
×
国
弓
畠
治
臣
。
属
」
あ
る
い
は
単
に
「
ヒ
ー
ト
ロ
フ
カ
×
§
℃
舞
岡
9
。
」
で
あ
っ
た
。
直
シ
ア
帝
国
の
首
都
の
中
心
部
に
所
在
し
た
こ
の

貧
民
窟
に
つ
い
て
ト
ル
ス
ト
ー
イ
（
「
何
を
な
す
べ
き
か
」
）
も
ゴ
ー
リ
キ
ー
（
「
ど
ん
底
」
）
も
強
い
関
心
を
抱
き
、
特
異
な
作
家
B
・
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

リ
ャ
ロ
フ
ス
キ
ー
は
よ
く
ヒ
ー
ト
ロ
フ
カ
探
訪
記
を
書
い
た
。
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近代ロシアの労働者と農民

　
こ
こ
に
は
広
場
を
囲
ん
で
五
棟
の
木
賃
宿
が
あ
っ
た
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
は
ギ
リ
ャ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
叙
述
に
詳
し
い
の
だ
が
、

最
大
の
宿
「
ク
ラ
コ
フ
の
家
」
だ
け
で
六
三
室
に
三
〇
〇
〇
人
が
入
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
、
一
八
八
五
年
の
市
当
局
の
数
値
は
ヒ
ー
ト
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

フ
カ
全
体
で
八
七
六
八
人
を
計
上
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
数
字
は
市
や
警
察
が
必
要
最
小
限
の
一
人
あ
た
り
空
間
な
る
も
の
か
ら
割
り
出

し
た
適
正
人
数
を
大
き
く
越
え
て
お
り
、
さ
ら
に
事
態
を
深
刻
に
し
た
の
は
季
節
に
よ
り
一
時
的
に
こ
こ
の
人
口
数
が
増
大
し
た
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
復
活
祭
後
の
春
と
聖
母
昇
天
祭
（
八
月
一
五
日
）
後
の
秋
の
年
二
期
、
こ
こ
は
モ
ス
ク
ワ
に
職
を
求
め
て
流
入
す
る
大
量

の
労
働
人
民
の
い
わ
ば
通
過
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
期
に
は
一
人
当
り
％
立
方
サ
ー
ジ
ェ
ン
（
一
サ
ー
ジ
ェ
ン
は
約
二
ニ
メ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

ト
ル
）
し
か
空
間
が
な
い
ほ
ど
の
混
み
具
合
い
を
み
せ
た
。

　
ヒ
ー
ト
ロ
フ
カ
は
労
働
力
市
場
と
し
て
モ
ス
ク
ワ
市
経
済
に
と
り
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
労
働
力
の
売
買
に
つ
い
て

公
的
な
制
度
化
が
乏
し
い
中
、
流
入
者
の
み
な
ら
ず
失
業
者
に
と
っ
て
も
就
職
情
報
が
飛
び
交
う
大
切
な
場
で
あ
っ
た
。
地
方
か
ら
く
る

人
々
は
こ
こ
を
一
時
的
な
住
ま
い
と
し
て
職
を
探
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
う
ま
く
行
か
ず
、
こ
こ
で
の
滞
在
が
長
引
く
に
つ
れ
、
周
囲
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　

飲
酒
、
淫
蕩
、
賭
事
の
世
界
に
身
を
も
ち
く
ず
し
、
自
ら
ヒ
ー
ト
ロ
フ
カ
の
恒
常
的
住
人
葦
弓
畠
Φ
目
と
な
る
者
も
出
た
の
で
あ
る
。

　
ヒ
ー
ト
ロ
フ
カ
の
住
人
た
ち
の
様
相
に
つ
い
て
、
私
は
C
・
ク
ー
リ
ン
が
『
ロ
シ
ア
の
富
』
誌
一
八
九
八
年
二
号
で
紹
介
し
た
ミ
ャ
ス

ニ
ツ
カ
や
市
保
護
機
関
に
よ
る
住
人
調
査
（
三
七
二
一
人
対
象
。
内
訳
、
男
二
六
五
七
人
、
女
一
〇
六
四
人
）
を
と
く
に
興
味
深
く
読
ん
だ
。
ク
ー

リ
ン
は
こ
こ
の
住
人
を
①
流
入
農
民
で
職
を
求
め
て
い
る
者
た
ち
で
、
そ
れ
は
農
民
外
套
（
O
Φ
眉
冨
高
羽
9
0
）
か
半
外
套
（
ぎ
ヨ
α
切
歪
）
を
着
用

し
て
い
て
一
目
で
そ
う
だ
と
分
か
る
部
分
と
、
②
労
働
能
力
の
喪
失
者
で
い
つ
も
放
浪
し
飲
酒
し
て
お
り
、
浮
浪
人
（
ω
O
自
O
弓
O
℃
O
弓
Φ
鋼
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

と
よ
ん
で
も
よ
い
部
分
に
二
分
し
て
い
る
。
こ
の
区
分
に
は
同
意
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
さ
て
、
ヒ
ー
ト
ロ
フ
カ
の
住
人
の
年
令
構
成
は
全
市
平
均
よ
り
も
高
い
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
年
少
者
は
少
な
か
っ

た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
住
人
調
査
は
二
〇
才
以
下
を
八
・
四
％
と
し
、
そ
の
大
半
は
手
工
業
の
徒
弟
稼
業
か
ら
逃
亡
し
て
き
た
者
た
ち
で

　
　
　
　
　
　
　
お
　

あ
る
と
し
て
い
る
。
一
方
、
。
ハ
フ
ル
ー
シ
ン
は
一
五
四
人
の
一
〇
才
以
下
年
少
者
乞
食
に
何
故
ヒ
ー
ト
ロ
フ
カ
に
入
っ
た
の
か
を
た
ず
ね
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た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
紹
介
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
「
居
場
所
を
失
な
う
」
が
五
六
人
で
「
不
明
」
同
数
と
と
も
に
最
大
数
で
あ
り
、

次
い
で
「
モ
ス
ク
ワ
に
着
い
た
ば
か
り
で
居
場
所
が
見
つ
か
ら
な
い
」
が
一
四
人
、
「
両
親
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
」
八
人
、
「
家
族
の
乱
暴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

か
ら
逃
げ
た
」
五
人
な
ど
と
続
く
。
「
子
供
の
時
か
ら
ヒ
ー
ト
ロ
フ
カ
に
い
る
」
と
答
え
た
者
は
二
人
で
し
か
な
い
。
「
居
場
所
を
失

な
」
つ
た
こ
と
の
具
体
的
内
容
は
不
明
だ
が
、
モ
ス
ク
ワ
で
の
酷
な
徒
弟
修
業
か
ら
の
逃
避
場
と
し
て
の
性
格
は
否
定
し
え
な
い
よ
う
に

思
え
る
。
職
を
定
め
る
こ
と
を
自
ら
拒
否
し
た
若
者
は
こ
こ
を
根
拠
地
と
し
て
、
特
に
夏
期
に
は
市
外
周
辺
を
放
浪
し
て
歩
き
回
っ
た
た

め
、
そ
の
数
は
減
少
し
た
が
、
復
活
祭
や
ク
リ
ス
マ
ス
な
ど
の
大
き
な
祝
日
に
伴
う
稼
ぎ
を
期
待
し
て
、
そ
の
前
に
は
市
内
に
戻
っ
て
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
た
。

　
住
人
調
査
は
出
生
県
も
示
し
て
い
て
、
モ
ス
ク
ワ
県
三
九
％
、
リ
ャ
ザ
ン
県
一
四
％
、
ト
ゥ
ー
ラ
県
一
二
・
八
％
。
カ
ル
ー
が
県
八
・

七
％
、
ト
ヴ
ェ
ー
リ
県
五
・
八
％
、
・
ヤ
ロ
ス
ラ
ヴ
リ
六
五
・
六
％
、
ス
モ
レ
ン
ス
ク
県
五
・
一
％
、
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
県
五
・
○
％
、
そ
の

他
三
・
四
％
で
あ
る
。
ま
た
家
族
状
況
は
大
雑
把
に
言
っ
て
、
男
が
独
身
五
割
、
妻
帯
四
割
、
男
や
も
め
一
割
、
女
が
独
身
四
割
、
亭
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

持
ち
三
割
、
寡
婦
三
割
で
あ
る
。

　
職
業
分
布
の
方
は
多
い
順
に
男
は
雑
役
労
働
者
（
三
八
・
三
％
）
、
職
人
（
二
一
二
・
一
％
）
、
商
人
・
店
員
（
二
・
三
％
）
、
召
使
（
八

・
一
％
）
、
工
場
労
働
者
（
臼
9
。
a
℃
着
臣
Φ
）
（
四
・
七
％
）
等
で
あ
り
、
女
は
召
使
（
四
三
・
三
％
）
、
職
人
（
二
六
・
四
％
）
、
雑
役
労
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

者
（
九
・
八
％
）
、
工
場
労
働
者
（
同
上
）
（
九
・
三
％
）
、
売
春
婦
・
乞
食
等
（
七
・
八
％
）
等
で
あ
る
。
男
の
雑
役
労
働
者
は
土
方
、
暖

炉
工
、
木
挽
き
な
ど
で
、
圧
倒
的
に
流
入
者
た
ち
で
あ
り
、
一
方
、
女
の
召
使
は
と
く
に
料
理
女
、
小
間
使
が
主
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ク
ー
リ
ン
は
ヒ
ー
ト
ロ
フ
カ
に
お
い
て
、
「
同
郷
た
る
こ
と
」
。
。
Φ
§
溶
Φ
。
弓
切
。
が
一
定
の
機
能
を
果
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
モ
ス
ク
ワ
で
同
郷
人
を
語
い
出
す
た
め
、
ヒ
ー
ト
ロ
フ
カ
の
空
い
た
場
所
に
同
郷
人
が
宿
な
し
の
同
郷
人
を
よ
ぶ
傾
向

が
あ
る
。
さ
ら
に
ア
ル
テ
リ
を
組
む
な
ど
し
て
モ
ス
ク
ワ
へ
や
っ
て
く
る
土
方
、
暖
炉
工
、
泥
炭
生
産
工
な
ど
は
同
郷
人
別
に
住
ん
で
い

る
。
春
に
な
る
と
ヒ
ー
ト
ロ
フ
カ
の
住
人
た
ち
は
近
郊
へ
散
り
労
働
す
る
が
、
同
郷
人
に
つ
い
て
の
情
報
収
集
の
た
め
や
秋
の
賃
金
精
算
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近代ロシアの労働者と農民

の
あ
と
同
郷
人
と
一
緒
に
帰
村
し
よ
う
と
ヒ
ー
ト
ロ
フ
カ
に
集
ま
っ
て
く
る
。
具
体
的
に
ど
の
職
種
を
選
択
す
る
か
は
、
従
っ
て
、
出
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

地
同
郷
人
間
に
ま
か
さ
れ
る
面
が
強
く
、
そ
れ
は
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
多
分
に
歴
史
的
に
な
さ
れ
た
選
択
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
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）

（
4
）

（
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）
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）
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）
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目
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自
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国
窪
自
①
き
閑
9
超
O
Φ
℃
霞
国
：
こ
。
弓
●
醐
。
。
’
は
ス
モ
レ
ン
ス
ク
県
の

乞
食
稼
業
に
ふ
れ
て
、
ド
ロ
ゴ
ブ
シ
市
（
一
万
八
九
二
四
人
）
の
町
人
は
地
元
に
稼
ぎ
が
な
く
、
農
民
の
間
で
「
小
営
業
的
乞
食
業
」
を
や
っ

て
い
る
と
い
う
。

o
』
』
9
。
昌
着
差
．
§
き
白
雪
出
器
霞
得
Φ
＝
9
。
誉
弓
田
ぎ
薄
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雷
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。
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。
雷
‘
。
↓
や
㎝
0
6
《
　
こ
ご
で
大
き
な
比
重
を
占
め
た
「
巡
礼
」
一
般
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、
中
村
喜
和
「
ロ

シ
ア
民
衆
の
宗
教
意
識
」
の
三
（
『
民
衆
文
化
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
所
収
）
を
参
照
。

こ
の
点
で
参
照
さ
れ
て
よ
い
の
は
、
移
動
展
覧
派
C
・
B
・
イ
ヴ
ァ
ー
ノ
ブ
の
一
八
八
九
年
の
作
品
「
途
上
で
。
移
住
者
の
死
」
．
で
あ
る
。

と
り
あ
え
ず
高
田
．
「
近
代
ロ
シ
ア
の
労
働
者
教
育
」
、
＝
一
一
頁
以
下
を
見
て
ほ
し
い
。
　
　
　
　
一

こ
れ
も
と
り
あ
え
ず
、
同
右
、
一
二
八
頁
以
下
を
見
て
ほ
」
し
い
。

国
・
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弓
●
）
・
罫
ゆ
。
。
。
。
。
。
・
。
弓
℃
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悼
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O
P
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●
　
「
勤
勉
奨
励
協
会
」
に
つ
い
て
、
O
・
即
切
賃
垂
目
舞
（
8
や
悼
9
の
記
述
に
混
乱
が
あ
る
。

罫
員
顎
。
巴
男
g
．
《
臣
ω
．
8
‘
●
噸
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弓
・
ド
㎝
ゆ
O
・
匪
O
・

』
・
」
．
ロ
σ
♂
色
Φ
ざ
蜜
↑
噛
℃
●
ω
o
卜
。
●

57　（1　・93）　93



論説

（
1
7
）
．
屋
斜
℃
．
8
。
。
u
器
9

（
1
8
）
誉
誤
翼
皇
§
§
ぎ
曼
。
冨
§
§
凶
暑
畠
。
麗
壽
…
ゆ
。
弓
．
。
．

（
1
9
）
国
§
・
§
忌
。
§
等
8
§
曇
蜀
8
§
。
9
§
・
。
』
8
§
。
§
。
・
奮
①
霞
。
り
。
婁
藁
葺
・
℃
冒
p
o
ω
泪
。
℃
§
①
畏
①
図
昌
§
雇

　
　
　
．
塁
p
竃
‘
圃
。
。
O
ρ
o
弓
●
ρ
旨
・

（
2
0
）
彼
の
作
品
の
一
部
は
最
近
、
邦
訳
が
出
た
。
『
帝
制
末
期
の
モ
ス
ク
ワ
』
（
村
手
義
治
訳
）
、
中
央
公
論
社
、
～
九
八
五
年
（
中
公
文
庫
、
一
九
九

　
　
　
　
〇
年
）
。
『
世
紀
末
の
モ
ス
ク
ワ
』
（
中
田
甫
訳
）
、
群
像
社
、
㎝
九
八
五
年
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
羅
。
呈
器
国
竃
8
器
済
国
の
訳
。

（
2
1
）
〉
』
§
8
。
琶
●
×
鍔
8
・
℃
塁
。
ξ
・
・
。
。
。
§
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・
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；
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♪
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8
思
§
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×
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麗
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器
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ぎ
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①
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《
ξ
§
8
。
。
・
§
§
》
鴇
　
。
。
。
。
。
’
蓄
吻
。
弓
・
匝
醐
。
。
・

（
2
3
）
労
働
市
場
と
し
て
の
ヒ
：
ト
ロ
フ
カ
に
つ
い
て
は
多
く
の
証
言
が
あ
る
。
例
え
ば
、
O
①
碧
噂
。
塁
Φ
塁
Φ
…
り
．
8
ワ
ω
・
〉
’
窓
鎚
碧
。
奨
P
　
く
饗
9
。
・
・

　
　
　
　
自
己
ぴ
炉
。
弓
・
謡
。
。
。
謡
O
．
O
・
閑
。
℃
9
Φ
更
。
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《
器
①
●
」
o
o
幽
‘
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弓
．
悼
O
O
由
曾
な
ど
。
国
．
O
．
Ω
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Φ
日
払
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器
（
《
歪
。
。
・
o
冨
↓
密
噸
自
や
＝
S
は
り
ャ
ザ

　
　
　
　
ン
県
パ
フ
マ
チ
ェ
ー
エ
フ
ス
カ
や
郷
ド
ゥ
ド
キ
ノ
村
で
は
春
に
な
る
と
女
や
娘
、
少
年
そ
し
て
少
し
の
男
が
徒
歩
で
モ
ス
ク
ワ
へ
行
き
、
ヒ
ー

　
　
　
　
ト
ロ
フ
カ
市
場
で
請
負
人
の
手
配
に
よ
り
主
に
ズ
エ
ヴ
ォ
で
泥
炭
生
産
に
従
事
し
、
食
費
主
人
持
ち
で
月
に
四
一
五
ル
レ
ブ
リ
を
稼
い
だ
事
例

　
　
　
　
を
あ
げ
て
い
る
。

ノ　　　　　　　ノロ　　　　　　　　　　　　　　　　
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P

特
に
こ
の
点
で
例
外
的
で
あ
っ
た
の
は
売
春
稼
業
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
同
郷
人
的
結
束
な
ど
は
な
く
、
直
接
こ
の
稼
業
に
入
る
者
も
少
な

か
っ
た
こ
と
は
エ
ン
ゲ
ル
が
二
人
の
医
師
に
よ
る
調
査
結
果
を
紹
介
し
て
示
し
て
い
．
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
売
春
婦
に
な
る
の
は
都
市
で
数
年
、

主
に
召
使
を
や
っ
た
者
が
多
か
っ
た
。
じ
ロ
．
、
〉
・
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5
σ
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九
　
お
わ
り
に

近代ロシアの労働者と農民

　
お
そ
ら
く
一
八
七
〇
年
代
末
か
ら
一
八
八
○
年
代
に
か
け
て
の
時
期
に
ロ
シ
ア
中
央
部
の
モ
ス
ク
ワ
地
方
に
は
副
業
を
不
可
欠
と
す
る

よ
ヶ
な
農
民
経
営
が
構
造
的
に
成
立
し
、
標
準
的
な
い
し
中
農
的
な
最
も
ふ
つ
う
の
農
家
は
農
業
以
外
の
何
ら
か
の
稼
業
に
従
事
し
て
い

た
。
地
域
的
に
み
て
、
歴
史
的
に
ク
ス
融
雪
り
あ
る
い
は
小
営
業
の
伝
統
に
欠
け
て
専
ら
農
業
に
た
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
本
論
で
農
業

郡
と
よ
ん
だ
地
方
で
は
近
く
に
適
当
な
手
間
稼
ぎ
場
が
な
い
た
め
に
や
お
ら
遠
方
へ
の
出
稼
ぎ
を
強
い
ら
れ
た
が
、
た
ま
た
ま
何
か
の
手

職
を
持
つ
連
中
が
ま
と
ま
れ
ば
ア
ル
テ
リ
を
組
ん
で
の
旅
を
長
年
に
渡
り
繰
り
返
し
た
し
、
そ
う
で
な
く
専
ら
単
純
肉
体
労
働
に
は
げ
ん

で
農
業
旦
雇
い
、
泥
炭
掘
り
を
や
る
人
た
ち
も
い
た
。
一
方
、
本
論
で
工
業
郡
と
よ
ん
だ
ク
ス
タ
ー
リ
的
伝
統
に
富
ん
だ
地
方
で
は
事
情

は
逆
転
し
、
地
元
で
副
業
に
は
げ
む
割
合
が
過
半
を
占
め
、
遠
方
へ
の
出
稼
ぎ
は
そ
の
必
要
を
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
農
民
自
身
も
そ
れ
を

望
む
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
減
少
し
た
の
で
あ
る
。
筆
者
は
農
業
郡
で
は
出
稼
ぎ
営
業
七
、
地
元
営
業
三
、
工
業
郡
で
は
そ
の
逆
の

割
合
ぐ
ら
い
だ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。

　
モ
ス
ク
ワ
県
ボ
ゴ
ロ
ツ
ク
郡
の
よ
う
な
中
央
工
業
地
帯
核
心
部
で
は
本
格
的
な
繊
維
工
業
が
成
立
・
展
開
を
み
せ
て
い
た
か
ら
、
こ
う

し
た
地
方
で
は
農
民
た
ち
は
ま
す
ま
す
も
っ
て
地
元
で
の
賃
稼
ぎ
に
精
を
出
す
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
こ
の
地
方
で
み
ら
れ
た
、
工
場
制
工

業
と
そ
れ
を
支
え
る
農
民
工
業
と
か
ら
成
る
二
重
経
済
は
近
代
ロ
シ
ア
の
工
場
労
働
者
の
あ
り
方
を
最
も
典
型
的
に
特
徴
づ
け
た
と
い
っ

て
よ
く
、
半
径
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
基
礎
単
位
と
す
る
労
働
市
場
が
工
業
村
を
と
り
ま
き
、
そ
う
し
た
小
宇
宙
が
こ
こ
に
ま
さ
し
く
散
在

し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
で
は
労
働
者
で
あ
る
農
民
の
振
り
子
移
動
が
み
ら
れ
、
工
場
労
働
は
世
代
を
越
え
て
継
承
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
農
家
と
地
元
工
場
を
ワ
ン
セ
ッ
ト
に
し
た
関
係
は
こ
の
時
期
に
等
し
く
確
実
に
家
々
を
と
ら
え
た
た
め
に
、
工
場

の
基
幹
労
働
力
と
な
る
部
分
は
周
辺
農
家
か
ら
一
定
量
を
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
供
給
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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右
に
み
た
よ
う
な
労
働
関
係
が
存
在
し
た
中
央
工
業
地
帯
の
中
心
に
浮
ん
で
い
た
の
が
モ
ス
ク
ワ
市
で
あ
っ
た
。
モ
ス
ク
ワ
は
決
し
て

第
一
級
の
工
業
都
市
で
は
な
か
っ
た
が
、
低
技
術
・
低
技
能
な
仕
事
を
大
量
に
供
給
し
う
る
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
周
辺
か
ら
人
々

が
稼
ぎ
を
も
と
め
て
絶
え
ず
流
入
し
た
。
こ
の
限
り
で
モ
ス
ク
ワ
は
農
村
か
ら
の
逃
避
場
で
あ
り
、
そ
れ
は
最
大
限
モ
ス
ク
ワ
地
方
全
域

か
ら
労
働
，
力
を
吸
収
し
た
。
市
在
住
者
の
半
数
以
上
は
農
村
か
ら
や
っ
て
き
た
単
身
出
稼
ぎ
者
で
あ
り
、
彼
ら
の
一
部
は
ヒ
ー
ト
ロ
フ
カ

を
形
成
し
、
そ
れ
を
維
持
し
た
。
モ
λ
ク
ワ
へ
や
α
て
き
た
男
は
妻
を
農
村
に
残
す
か
、
帰
村
し
て
村
娘
と
結
婚
し
再
び
モ
ス
ク
ワ
へ
出

た
か
ら
、
，
こ
の
町
と
農
村
と
は
人
間
関
係
上
も
強
く
結
合
さ
れ
て
い
た
。
当
該
期
に
激
し
く
進
行
し
た
家
族
分
割
の
結
果
生
み
出
書
れ
た
、

男
子
の
働
き
手
が
一
人
し
か
い
な
い
「
個
人
経
営
型
」
の
農
家
の
場
合
は
こ
と
の
ほ
か
右
の
人
間
関
係
を
指
摘
し
え
た
で
あ
ろ
う
。
大
家

族
制
の
崩
壊
と
と
も
に
寡
婦
の
面
倒
を
み
る
家
族
が
失
わ
れ
た
こ
と
も
寡
婦
を
わ
ざ
わ
ざ
都
市
へ
押
し
や
り
、
長
期
に
滞
在
さ
せ
る
の
に

力
を
か
し
た
。

．
一
方
で
モ
ス
ク
ワ
と
い
う
町
は
恒
常
的
に
大
量
の
人
を
は
き
出
し
続
け
た
。
出
稼
ぎ
者
、
労
働
能
力
を
弱
化
し
た
高
齢
者
そ
し
て
こ
の

町
で
生
み
お
と
さ
れ
た
私
生
児
た
ち
が
農
村
へ
還
流
し
た
。

　
細
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
さ
し
て
気
に
せ
ず
乱
暴
に
言
え
ば
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
こ
う
し
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。

　
本
論
表
題
を
大
き
く
「
労
働
者
と
農
民
」
と
し
た
示
、
そ
う
し
た
の
は
両
者
の
境
界
を
一
旦
は
ず
し
て
み
る
こ
と
が
h
存
在
す
る
」
労

働
者
を
観
察
す
る
前
提
に
な
る
だ
ろ
う
と
す
る
見
通
し
に
立
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
本
論
で
は
労
働
市
場
と
か
モ
ス
ク
ワ
市
、
往
復
運
動
な
ど
と
い
っ
た
「
場
」
に
関
わ
る
概
念
あ
る
い
は
具
体
例
を
意
識
的
に
多
く
扱
っ

た
。
こ
こ
で
は
人
々
の
生
活
を
と
り
し
き
っ
た
旧
常
的
空
間
の
ひ
ろ
が
り
全
体
を
気
に
か
け
た
（
勿
論
、
・
そ
れ
が
い
ま
だ
十
分
で
な
い
の

は
よ
く
承
知
し
て
い
る
）
。
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
の
だ
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
こ
の
時
期
の
「
労
働
者
」
の
あ
り
方
を
土
地
と
の
関
係

（
所
有
す
る
か
、
農
作
業
に
関
わ
る
か
）
に
専
ら
限
定
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
異
を
と
な
え
よ
う
と
す
る
意
図
か
ら
で

あ
っ
た
。
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「
労
働
者
」
と
か
「
農
民
」
と
か
と
か
く
人
は
何
ら
か
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
第
三
者
に
対
し
用
い
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
カ
テ

ゴ
リ
ー
自
体
が
多
く
の
抽
象
を
経
た
後
の
産
物
で
あ
り
、
歴
史
的
具
体
的
対
象
へ
の
そ
の
適
用
は
時
と
し
て
む
し
ろ
有
害
で
さ
え
あ
り
う

る
こ
と
は
承
知
し
て
お
い
て
よ
い
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
無
色
透
明
な
い
し
無
味
乾
燥
し
た
、
改
め
て
語
ら
ず
も

が
な
の
叙
述
が
な
さ
れ
う
る
こ
と
、
あ
る
い
は
事
態
の
一
面
の
み
を
誇
張
し
、
均
衡
を
欠
い
た
叙
述
が
な
さ
れ
う
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ

と
は
実
際
例
と
と
も
に
心
得
て
お
い
て
よ
い
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。

　
本
論
は
結
果
的
に
「
農
民
的
な
労
働
者
」
（
こ
う
し
た
言
い
方
は
し
た
く
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
し
て
お
く
）
の
存
在
を
重
視
し
強
調
す

る
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
こ
の
限
り
で
私
の
議
論
は
例
え
ば
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
そ
れ
に
近
い
。
だ
が
、
労
働
者
の
世
界
は
多
様
な

＼
フ
ァ
ク
タ
ー
か
ら
成
り
立
ち
、
ロ
シ
ア
の
場
合
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
い
わ
ば
「
農
民
的
な
労
働
者
」
論
で
全
体

を
押
し
切
ろ
う
と
す
る
が
、
少
な
く
と
も
も
う
一
つ
の
、
独
自
な
文
化
、
教
育
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
供
給
す
る
「
都
市
」
が
も
た
ら
す
、

「
農
民
的
な
労
働
者
」
と
は
異
な
る
労
働
者
群
の
存
在
を
も
み
よ
う
と
す
る
私
は
彼
と
立
場
を
分
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
議
論
に
は
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

の
場
所
が
用
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

近代ロシアの労働者と農民

（
1
）

と
り
あ
え
ず
、
高
田
和
夫
「
近
代
ロ
シ
ア
の
労
働
者
教
育
」
、

集
』
一
二
集
、
　
一
九
八
一
年
二
月
を
み
て
ほ
し
い
。

同
じ
く
「
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
・
サ
ー
ク
ル
と
労
働
者
」
、
［
九
大
］
『
社
会
科
学
論

【
付
記
】
本
稿
は
一
九
八
九
年
七
月
一
五
日
、
北
海
道
大
学
ス
ラ
ブ
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告
会
で
行
っ
た
報
告
「
近
代
ロ
シ
ア
の
労
働
力
移
動
に
つ

　
　
　
い
て
」
を
大
幅
に
補
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
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