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九
八

)
諸
地
域
へ

.の
販
賣
網
の
.掌
握
の
故
に
、
リ
ュ
ー
、不
！

v

ル
ク
製
鹽
者
は
リ

ュ
ー
ベ
ッ
ク
鹽
囘
潜
業
者
と
協
力
す
る
こ
と
を
餘
儀
な
く
さ
れ
、
 

後
者
に
本
來
の
遠
隔
地
取
引
を
委
ね
た
の
.で
あ
っ
た
。
こ
：の
協
力
と
は
前
記
の
マ
ス
.コ
ベ
ー
取
引
を
指
す
。
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
製
鹽
苕
は 

生
産
に
携
は
る
の
み
で
な
く
、
そ
の
製
品
の
販
賣
に
も
關
與
し
た
。
然
し
彼
等
が
制
握
し
得
た
の
は
前
者
に
っ
い
て
で
あ
っ
て
、
後
#
を 

壟
斷
す
る
こ
と
は
出
來
な
か
っ
た
。
交
通
路
を
支
颳
し
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
他
方
、
リ
ュ
！
ベ
ッ
ク
の
鹽
囘
漕
業
#
は
マ
ス 

コ
。へ
ー
取
引
を
以
て
す
る
限
り
、

シ
テ
丨
>
 

ニッツ

蓮
送
獨
占
に
ょ
っ
て
の
み
そ
の
收
利
を
殖
し
得
た
の
で
あ
っ
た
。
兩
者
孰
れ
も
制
約 

を
受
け
た
の
：で
あ
る
。
そ
し
て
マ
ス
コ
ぺ
ー
取
引
ば
こ
の
後
三
十
年
戰
役
に
ょ
っ
て
取
引
關
係
の
攪
亂
す
る
に
至
る
時
ま
で
續
け
ら
れ
た 

の
で
あ
◊

た
0

'

.
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ブ

ル

グ

へ

.
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ル
メ
ナ
ゥ
河
及
び

H

ル
べ
河
を
下
る
水
路
が
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用
さ
れ
、
ブ
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デ
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ブ
ル
岁
へ
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四
、
再
建
期
の
勞
働
運
動

㈣

勞
働
階
級
と
苒
建
。'
內
戰
終
結
後
ま
も
な
く
南
部
の
黑
人
は
、
解
放
が
か
っ
て
の
奴
隸
制
と
あ
ま
り
變
っ
て
い
な
い
事
態
に
直
面
し

た
。
ブ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
所
有
者
は
君
臨
し
.っ
づ
け
、
舊
制
度
の
自
由
制
限
の
多
く
が
殘
存
し
た
。
黑
人
は
綿
栽
植
特
有
の
存
在
と
さ

れ
、
米
と
砂
糠
は
自
人
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
.黑
人
に
と
っ
て
は
思
办
ま
ま
に
自
由
を
求
め
る
こ
と
は
違
法
と
さ
私
た
。
こ
れ
は
ジ
ョ

ン
'ソ
ン
.を
'̂
心
と
す
る
南
^

奮
支
配
の
復
活
を
促
#
す
る
民
主
黨
の
，再
建
計
靈
に
.
.
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
0

黑
人
勞
働
#

は
解
放
宣
言
に
際
し
て
、
宣
言
に
よ
っ
て
約
束
さ
れ
た
政
治
的
市
民
的
權
利
の
ほ
か
に
、
自
由
の
物
的
基
礎
づ
け
と
し
て

四
〇
エ
ー
ヵ
ー
の
土
地
と
一
頭
の
ラ
馬
を
要
求
し
た
。
そ
し
て
黑
人
は
自
營
農
の
物
的
基
礎
づ
け
が
な
，い
限
り
奴
隸
で
あ
り
續
け
る
こ
と

を
お
そ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
極
ぐ
少
數
の
場
合
を
除
き
、
黑
人
の
土
地
所
有
は
實
現
し
な
か
っ
た
。
政
府
は
土
地
の
再
分
配
を
ぅ
け

.
 

*  

2
 

い
.な
か
っ
た
、
太
多
數
の
黑
人
に
對
し
て
、
萸
約
ま
た
は
通
用
關
係
の
な
い
勞
働
者
は
浮
浪
罪
に
問
わ
れ
る
旨
威
嚇
し
た
。
こ
こ
で
多
く

の
黑
人
は
舊
所
有
#

の
下
に
復
歸
す
る
よ
ぅ
餘
儀
な
く
さ
れ
た
。
 

‘

.南
部
に
お
け
る
黑
人
大
衆
が
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
權
に
反
抗
し
て
い
る
間
、
.奴
隸
廢
止
論
者
は
奴
隸
所
有
の
専
制
主
義
と
結
び
っ
く
大
統
領

の
再
選
を
妨
げ
よ
5

と
し
た
。
こ
れ
に
協
力
し
た
の
は
ブ
ラ
ン
テ
ー
、ン
ョ
ン
黑
人
勞
働
者
で
あ
り
、
彼
等
は
連
邦
軍
に
參
加
し
連
邦
政
府

.の
崩
壤
を
阻
止
し
た
功
績
者
と
し
て
、
解
放
を
實
現
ず
る
た
め
彼
等
の
歷
史
上
は
じ
め
て
の
政
治
的
活
動
を
な
し
た
。
こ
の
黑
人
の
要
求

を
支
持
し
た
.も
の
は
、
内
戰
中
連
邦
政
府
と
提
携
し
て
指
導
權
を
確
立
し
、
急
速
に
勢
力
を
增
大
し
た
産
業
資
本
で
あ
づ
た
。
彼
等
は
そ

の
最
も
有
利
な
地
位
を
維
持
す
る
た
め
に
、
南
部
貴
族
の
再
度
の
擡
頭
を
阻
止
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
。
こ
の
要
求
が
急
進
共
和
黨
の

中
核
を
な
し
、
彼
等
は
共
和
黨
政
權
の
た
め
に
黑
人
の
協
力
を
求
め
、
黑
人
の
投
票
權
を
認
め
、
南
部
を
分
離
さ
せ
た
指
導
者
.の
公
民
權

ノ
を
剝
奪
す
る
等
を
規
定
し
た
•再
建
法
案
の
政
綱
を
決
定
し
た
。

，
 

..

.

こ
の
間
勞
働
階
級
は
二
っ
に
分
か
れ
た
。
ド
ィ
ッ
人
勞
働
者
の
多
數
と
小
數
の
組
合
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
計
畫
に
反
對
し
て
解
放
主
_

#

、
産
業
資
本
家
と
共
同
行
動
を
と
っ
た
。
彼
等
は
人
種
、
信
條
に
よ
っ
て
選
擧
權
を
奪
う
こ
と
に
反
對
し
、
舊
奴
隸
所
有
を
徹
定
的
に

非
難
し
、
奴
隸
制
度
の
一
般
勞
働
條
件
に
お
よ
ぼ
す
惡
影
響
を
警
吿
し
た
。
こ
の
主
張
の
中
心
人
物
は
後
に
ナ
ィ
ト*

オ

ブ•
レ
ー
バ
ー

を
指
導
し
た
ス
テ
フ
ァ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
彼
は
解
放
自
由
民
に
選
擧
權
と
土
地
を
與
え
よ
、
と
要
求
し
た
。
.彼
は
黑
人
の
組
合
加
入
に
よ

り
そ
の
勞
働
條
件
を
自
人
並
み
に
改
善
す
る
以
外
に
は
、
白
人
勞
働
者
の
奴
隸
化
は
ま
ぬ
が
れ
得
な
い
、
.
と
主
張
1

た
。

メ 

欺
人
解
放
.を
支
持
し
急
進
共
和
黨
と
提
携
し
た
一
部
勞
働
組
合
に
對
し
て
、
大
多
數
の
勞
働
者
は
反
對
の
立
場
を
と
っ
た
。
、
彼
等
は
南

部
經
濟
が
自
tt
l
勞
働
に
よ
ろ
う
と
半
農
奴
的
勞
働
に
基
礎
を
お
こ
う
と
全
く
無
關
心
で
あ
っ
た
。
相
當
數
の
勞
働
者
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
#

服H

の
-出
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
常
に
勞
働
者
の
友
で
あ
る
と
信
賴
し
た
。
事
實
勞
働
#

階
級
の
要
求
に
同
情
を
示
し
、
官
營
印
刷
所
の
八

時
間
勞
働
實
施
な
ど
は
勞
働
#

の
好
評
を
拍
し
た
。
ジ
ョ

.ン
ソ
ン
に
よ
る
一
連
の
勞
働
政
策
は
、
多
數
勞
働
#
を
し
て
ハ
彼
の
南
部
に
お

?)

'

け
る
舊
奴
隸
所
有
莕
の
政
權
復
歸
政
策
採
用
の
反
動
的
實
績
を
無
視
さ
せ
る
に
充
分
で
あ
っ
た
。

勞
働
#

の
う
ち
に
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
對
杭
す
る
候
補
を
支
持
す
る
も
の
に
對
し
て
疑
を
も
っ
も
の
.が
多
か
っ
た
。
特
に
北
部
の
奴
隸
廢 

止
論
#

の
多
く
は
、
組
織
勞
働
者
の
要
求
に
っ
い
て
無
關
心
で
あ
り
、
こ
と
に
八
時
間
勞
働
制
に
反
對
し
て
い
た
。
そ
れ
故
北
部
に
お
い
.

 

ー

ぃ

-

:

て
は
、
勞
働
苕
の
直
面
す
る
敵
は
產
業
資
本
で
あ
っ
て
、
奴
隸
使
用
者
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
點
か
ら
奴
！S

制
反
對
の
統
一
は
容 

>
 

.

 

易
で
は
な
く
、
再
建
期
に
お
け
る
反
動
勢
力
の
進
出
を
可
能
な
.ら
せ
•た
の
で
あ
る
。

.

\

wh

「

：':
.

铋

「

全
國
勞
働
組
合」

.の
發
展
。

「

全
國
組
I」

成
立
の
氣
運
は
：
地
方
組
合
や
地
方
組
合
#

議
の
力
で
は
、
勞
働
莕
の
要
求
を
貫
徹 

'
'

.
\

南
北
戰
爭
•
再
建
期
に
お
け
一
る
勞
働
運
動
，
.
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で
き
ず
、
ま
た
勞
働
者
に
强
い
ら
れ
る
劣
惡
條
件
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
.
と
い
ぅ
意
識
か
ら
生
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
.
勞
働
者
の 

圆
爭
を
全
國
的
な
も
の
と
し
て
こ
そ
は
じ
め
て
、
集
中
化
し
た
資
本
力
と
對
等
に
な
り
ぅ
る
こ
と
を
理
解
し
た
。

長
期
に
わ
た
っ
て
全
國
的
な
勞
働
組
合
の
勢
力
の
結
集
を
お
く
ら
せ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
本
来
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
困
難
に
な 

る
。
資
本
は
刻
々
と
集
中
し
、
組
織
し
そ
し
て
强
ヵ
と
な
っ
て
い
く
0

戰
時
と
戰
後
€>
.事
情
は
、
資
本
を
益
々
强
火
な
ら
せ
、
勞
働
教
に 

最
大
の
犠
牲
を
强
い
た
。
蓄
積
さ
れ
た
宜
大
な
資
本
ヵ
は
勞
働
#

の
要
求
を
擊
破
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。
 

‘ 

全
國
組
合
は
、
全
國
の
勞
働
組
合
を
持
續
的
な
統
.
一
行
動
に
導
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
.そ
の
生
滅
は
當
時
の
勞
働
運
動
の
特
質 

を
知
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ア
メ
リ
ヵ
資
本
主
義
が
形
成
さ
办
て
い
く
過
程
.の
勞
使
關
係
を
分
析
す
る
た
め
に
も
重
要 

で
あ
る
0 

/

內
戰
中
の
地
方
組

合

會

議
を
主
體
と
し
た
全
國
組
合
會
議
結
成
の
計
畫
が
失
敗
し
た
の
ち
も
、

シ
ル
ヴ
ィ
ス
等
に
ょ
っ
て
數
囘
同
様
な 

全
國
組
合
連
合
體
が
提
唱
さ
れ
た
の
ち
に
、1

.

八
六
六
年
バ
ル
チ
モ
ー
ア
に
全
國
會
議
が
招
集
さ
れ
た
。
全
國
の
地
方
組
合
會
議
、
勞
働 

組
合
、
八
時
間
連
盟
，そ
の
他
の
勞
働
團
體
に
向
っ
て
.、
勞
使
關
係
の
改
革
を
は
か
る
た
め
に
、
全
面
的
な
統
一
行
動
を
促
進
さ
せ
る
こ
と 

に
協
力
を
求
め
た
。
ま
た
八
時
間
勞
働
制
の
實
現
の
た
め
の
効
果
的
統I

行
動
が
、
特
に
重
要
な
議
案
で
あ
っ
た
。

第
ヤ
囘
會
議
に
は
六
0

名
の
代
表
者
を
集
め
、
末
組
織
勞
働
者
、
未
組
織
地
域
の
組
織
の
た
め
の
協
力
、

ス
ト
ラ
イ
キ
行
動
は
愼
重
に 

な
さ
る
べ
き
こ
と
、
で
き
れ
ば
仲
裁
解
決
が
望
ま
し
い
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
。
こ
の
外
に
、

シ
ヵ
ゴ
ド
イ
ツ
人
勞
働
#

協
#
提
唱
に
ょ
る 

勞
働
#

階
陕
は
舊
政
黨
と
別
な
獨
自
の
政
嚴
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
決
議
が
採
撵
さ
れ
た
。
.し
か
し
こ
の
提
案
に
は
相
當
擻
の
反 

對
意
見
が
あ
っ
た
。
當
時
の
組
織
.勞
働
莕
の
意
識
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
は
、
囚
人
勞
働
#
に
上
る
製
品
め
ボ
イ

コ
ッ
ト
、
住
宅
問
題 

土
地
解
吹
、
技
術
救
^

I、

勞
_

菩
圖
書
室
の
設
立
、
勞
働
出
版
物
へ
，の
援
助
、
資
本
主
義
制
度
に
對
抗
し
う
る
，も
の
と
し
て
の
坐
產
協

同
組
合
の
設
立
、
婦
人
勞
働
苕
組
織
の
援
助
等
，の
'決
議
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。

•

紙
一
囘
會
議
の
主
要
な
缺
陷
は
、
資
本
主
義
制
度
'に
對
す
る
空
想
的
認
識
に
基
づ
い
た
ス
ト
ラ
イ
キ
.對
策
と
生
産
協
同
組
合
主
義
、
0 

人
！1：

題
の
無
視
、
黑
人
解
放
を
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
た
急
進
共
和
黨
と
の
提
携
に
ふ
れ
な
か
っ
た
こ
と
離
で
あ
っ
た
。
こ
の
點
で
は
シ 

ル
ヴ
ィ
ス
が
病
氣
で
缺
席
し
な
か
っ
た
ら
全
く
違
っ
た
結
果
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
缺
陷
は
ー
八
六
七
年
の
シ
ヵ
ゴ
■大
#

で
大
部
^

め
ら
れ
た
。
こ
の
大
會
で
は
憲
章
を
っ
く
り
、

.

#
長
制
を
設
け
て
組
織
活
動
の
推 

進
を
は
か
っ
た
。
.

し
か
し
實
質
的
な
發
展
は
ニ
A

六
八
年
シ
ル
ヴ
ィ
ス
が
會
長
に
就
任
し
て
か
ら
で
あ
る
。
彼
，は
全
國
に
組
織
の
旅
を
續
け
末
組
織
地
域 

に
次
々
と
組
合
を
っ
く
っ
て
い
づ
た
。
こ
の
活
動
は
組
合
の
著
る
し
い
墦
大
を
も
た
ら
し
、

一
八
六
九
年
に
は
會
長
自
身
は
總
組
合
員
六 

.〇
萬
と
誇
稱
し
た
。
 

.
•

. 

.

シ
ル
ヴ
ィ
.ス
は
響
の
動
向
に
も
關
心
を
よ
せ
、
組
合
養
を
國
會
に
送
っ
て
、|

た
ち
參
動
に
注
意
し
、
あ
ら
ゆ
る
點
で
諸
立 

法
を
組
合
に
と
.っ
て
有
利
に
な
る
よ
う
に
仕
向
け
よ
う
と
し
て
議
員
た
ち
に
働
き
か
け
た
0

.

.

.

.

，全
國
勞
働
組
合
の
.實
績
に
っ
い
て
は
、
八
時
問
勞
働
制
、.
勞
働
婦
人
の
組
織
化
、
.
黑
入
勞
働
苕
組
織
、
國
際
勞
働
戰
線
結
成
え
の
協
力

協
同
組
合
と
通
貨
改
革
に
っ
い
て
の
活
動
、
政
治
行
動
等
の
廣
汎
な
分
野
に
お
け
る
蓮
動
の
う
ち
：に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

■
-
'
 

- 

, 

,

- 

- 

V
'

 

' 

——

脚
八
時
間
勞
働
.

g

運
動
。
勞
働
時
間
の
短
縮
は
、
T

メ
リ
力
勞
働
者
に
と
っ
て
非
常
に
魅
力
あ
る
要
求
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
多
年
に 

わ
た
‘る
時
間
短
縮
.に
っ
い
て
の
太
衆
行
動
が
、
■
こ
こ
.に
結
集
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
.る
0,
一
 

八
五
0

年
以
前
に
あ
っ
て
は
' 

ー
〇
時
間 

ま
た
は
九
時
I

働
の
要
求
が
多
く
、'
八
時
間
勞
働
の
要
求
策
な
る
將
來
え
の
希
望
と
し
て
め
ベ
ら
^
 

し
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三田擧會雜等第四

•
•十
七
卷
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六
號
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1

A(

六
0

四
，

)

1

:八
五
0

年
に
は
、

ュ
ー
.
ョ
ー
ク
の
勞
働
組
合
員
の
大
衆
集
會
が
八
時
間
勞
働
の
契
求
を
決
議
し
、
そ
の
翌
年
に
は
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ 

ィ

ャ
機
械
工
の
組
織
が
同
じ
要
求
實
現
の
た
め
に
結
成
さ
れ
た
。
五
四
年
に
は
ボ
ス
ト
ン
の
勞
働
教
が
、
五
九
年
に
は
鑄
物H

.
鍛
治H

組
合
が
、
こ
の
問
題
を
と
り
あ
.げ
た
。

.

•

戰
時
中
、

一
八
六
ニ
年
鑄
物
エ
組
合
は
、
八
時
間
勞
働
を
組
合
の
最
大
問
題
と
し
て
他
一
切
の
要
求
に
優
先
す
る
も
の
と
し
た
。
こ
の
.

頃
ボ
ス
ト
ン
勞
働
組
合
會
議
で
は
基
金
を
集
め
て
、
こ
の
目
的
達
成
の
た
め
に
敎
育
と
ロ
ビ
ー
の
活
動
を
す
る
專
門
委
員
會
を
設
け
た
。

こ
れ
ら
一
連
の
運
動
は
、
ィ
ラ
.
ス
チ
ュ
ヮ
ー
ド
の
献
身
的
な
活
.動
に
ょ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
彼
は
勞
働
時
間
短
縮
の
要
求
を

州
の
、
ま
.た
全
國
の
問
題
に
發
展
さ
せ
、
當
時
の
勞
働
運
動
の
據
點
と
し
て
こ
れ
を
高
揚
さ
せ
た
上
に
、
勞
働
階
級
の
組
織
的
壓
カ
を
議

員
に
加
え
て
文
法)

を
成
立
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
。
彼
の
理
へ
論
の
中
心
は
勞
働
者
が
長
時
間
勞
働
に
服
す
る
と
き
に
は
、
食
事
と
睡
眠
以
外
.

は
全
く
考
え
ら
れ
な
く
な
り
、
.賃
金
そ
の
他
の
要
求
さ
え
も
自
覺
し
な
く
な
る
、
と
い
う
點
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
耐
#

の
最
も
强
カ

な
應
カ
を
も
た
ら
し
う
る
惯
習
と
大
衆
の
意
見
が
形
成
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
す
べ
て
の
改
革
は
停
止
し
て
了
う
、
と
論
じ
た
。
勞
働

莕
が
時
間
的
に
餘
裕
を
%■
■

っ
に
い
だ
れ
ば
、
そ
の
生
活
慣
習
は
變
り
、
條
件
改
善
の
努
力
は
、
如
何
な
る
壓
迫
を
も
は
ね
の
け
て
前
進
す

る
。
そ
し
て
勞
働
#

は
單
に
勞
働
條
件
の
改
善
の
み
で
な
く
、
賃
金
制
度
を
廢
し
て
生
產
協
同
體
を
中
心
と
す
る
理
想
社
#

の
建
設
を
も

實
現
し
う
る
、
と
主
張
し
た
。

こ
の
運
動
は
、

一
八
?

1

年
の
農
地
解
放
の
立
法
に
ょ
っ
て
全
國
的
な
土
地
解
放
の
國
民
運
動
が
下
火
と
な
っ
た
の
ち
、
こ
れ
に
っ
ぐ 

國
民
運
動
と
な
り
、.
ア
メ
リ
ヵ
勞
働
運
動
の
一
大
特
色
と
な
っ
た
。

r

勞
働
時
間
を
短v

す
れ
ば
.、
そ
れ
だ
け
賃
金
を
高
く
す
る
こ
と
に 

な
るJ

'

と
い
う
標
語
は
、
以
後
數
十
年
に
わ
た
っ
て
全
ア
メ
リ
ヵ
勞
働
莕
の
、
さ
ら
に
ョ
ー a

ッ
パ
勞
働
者
の
行
動
目
的
と
な
っ
た
。
 

こ
れ
よ
り
さ
き
、

一
八
四
〇
年
代
の
十
時
間
勞
働
制
要
求
の
壓
カ
に
よ
っ
て
大
統
領
ヴ
ァ
ン
.
プ
ュ

1

レ
ン
は
政
府
胄
^
勞
働
莕
の
八

時
間
勞
働
を
公
認
し
た
。
，そ
の
後
政
府
は
勞
働
時
間
を
短
縮
し
て
、
そ
の
.代
り
賃
金
を
引
下
げ
た
。
こ
の
賃
下
げ
に
對
し
て
抗
議
が
お
こ 

っ
た
が
、
政
府
は
關
係
地
域
內
の
一
般
水
準
賃
金
を
支
拂
う
と
稱
し
て
實
質
的
賃
下
げ
を
續
け
た
。
こ
の
賃
下
げ
は
一
般
勞
働
教
の
ま
双 

を
か
っ
た
。
シ
ル
ヴ
ィ

.ス
は
、
政
府
が
っ
ね
に
鐵
道
、
土
地
、
機
械
、
金
鑛
、
ゥ
ィ
ス
キー

等
の
百
大
資
本
と
結
束
し
て
い
る
が
、
勞
働 

莕
は
い
っ
ま
で
も
無
關
心
で
は
い
ら
れ
な
い
と
言
明
し
た
。
大
統
領
グ
ラ
ン
ト
に
對
し
て
選
擧
公
約
で
あ
っ
た
八
時
間
制
實
施
を
要
求
し 

た

.°
こ
の
壓
カ
の
た
め
に
、
政
府
は
勞
働
時
僩
を
短
か
く
し
て
も
、
，賃
金
引
下
げ
は
行
わ
な
い
趣
旨
の
政
令
を
出
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ 

,を
强
制
す
る
實
體
法
規
定
が
な
か
.っ
た
た
め
に
、
そ
の
賢
益
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
ま
た
最
高
裁
判
所
も
、
八
時
間
勞
働
法
は
、
政
府
が
八 

時
間
以
上
ま
た
は
以
下
の
勞
働
協
約
を
結
ぶ
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
な
い
、，
と
判
決
し
た
。' 

.

.

.
こ
れ
と
平
行
し
て
一
八
六
五
年
以
後
マ
サチュ

ゥ
セ
ッ
ッ
は
じ
め
數
州
で
、
八
時
間
勞
働
法
案
が
州
議
會
で
と
り
あ
げ
ら
れ
賛
否
の
討 

論
が
續
け
ら
れ
た
。
こ
の
•よ
う
な
全
國
的
事
情
の
中
で
、
ヵ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
、
六
六
年
八
時
間
勞
働
法
が
成
立
し
た
。
そ
の
結
果 

さ
き
の
數
州
の
議
會
に
お
い
て
も
同
様
立
法
が
通
過
し
た
。

.

.

し
か
し
こ
れ
ら
の
法
律
が
成
立
し
て
も
、
使
用
莕
は
そ
の
實
施
を
拒
否
し
.續
.け
た
の
で
、
實
際
上
の
効
果
は
少
な
か
っ
た
。
使
用
者
は 

崩
用
契
約
に
八
時
間
以
上
の
勞
働
を
拒
.否
す
る
も
の
を
解
雇
す
る
旨
の
條
項
を
入
れ
て
.勞
働
#

に
强
要
し
た
。
勞
働
者
階
級
は
單
な
る
立 

法
の
み
で
は
不
充
分
で
あ
る
こ
と
を
自
覺
し
、
そ
の
.完
全
實
施
を
要
求
す
る
運
動
を
各
州
で
ま
き
お
こ
し
た
。
そ
の
た
め
一
八
六
八
年
に 

は
、

へ
.ン
シ
ル
.ヴ
ァ11ブ
#

の
炭
坑
地
帶
、
.
一
一
ュー

ョ
ー
ク
市
、
そ
の
他
の
都
市
を
中
心
に
多
く
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
お
こ
り
、
七
三
年
ま 

で
續
い
た
。
.
こ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
っ
て
八
時
間
勞
働
の
實
施
に
成
行
し
た
場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
七
三
年
の
恐
慌
は
失
業 

を
增
大
さ
せ
、
よ
う
や
く
確
立
し
た
僅
か
の
改
善
を
す
べ
て
一
掃
し
.た
。

.

L0)

全
體
と
し
て
み
る
と
き
、
こ
の
立
法
活
動
の
具
體
的
成
果
に
.は
見
る
べ
き
も
の
.が
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
全
國
勞
働
者
階
級
の
統
一
行

■
南

.北
娥
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建
期

^
お
け
る
勞
働
連
動

.'

1
九

(

六
0
五)



M

^

^

^

s

f

f

R

«

^

^

^

^

p

l

^

^

p

^

^

p

l

^

l

i

®

l

s

^

^

9

i

J

l

^

s

p

m

J

l

i

l

l

l

f

f

i

M

W

E

.
 ̂

t 

X 

>
<
>
'
、 

<
* ノ 

-
、r
' 
ゝ
、

>

)

<
、
* 

* 

c 

» 

 ̂

V 

f

^

.■
-へJ*
'
. 

"
■»
-■*;*
-
;へ.
;V, 

'
,
;-
■.
.
 

-
,
.
-
.
v

:-
'.
-
,r-
-:
l-
.
;-
’-:,
---.
,-

;.'■
■,
.
 

>.:r
.:■
;
.
:
ぐ
.
v';
r
:.
;

-

-̂v
^;
-'
-
-'
/
^:
.i:
.
,
-ン:'
-

v-
'
,
,
v
-

>;
'̂
-:
:
-
^
7
ぃ

て

'ン
v

'

、

.v
:J
.-'
^

'

f,'
:
J
tA
-'
.v.
-.

':
'

; 

.
;
:
-,
.>
•
•;
-
-;■
:
.•
■

.

、
'
.
-
,

.4
;-
'

^
;.
-.
'
'
.
'
:

へ
.:
':
-
:
-
--
'

-.
'
、
;=
-
.
.
.'
;

;

-:■
•
•
. 

-
•

'.
•
>
.
”
;-
'
.*<
-
-'
f

..'
-
.
.
v
;:
-
.'!
.
'
.
-
-
.
.
. 

:

、
...
■
■•'
.
.■,
:■
*
'
H
--
l
'
'
v'
*

rI-
、'.
.
-
'
•:
•
. 

,
*-
.
-
7 

•
.
.
. 
:■

■>.
 

.

.
、

.

.

. 

■-
/

.

.

-:•
.
.
.
:■
;
';
'
';
-
''.
V

L-
'ソ

-
■
••
•
.
-
-
:
•
. 

.
V 

-
.
.

て
'
*
.
.
- 

.

.

.

.

. 

. 

.

.

. 

.

-;
-
: 

■
.-
•

.

ヤ
 
i
d
.
:
v

ft
:-
/
-.
'
l'
:
:
.
v
:>
v
-
'
:
:
,
-
.
:
.
- 

 ̂

^
0
.
;

ベ -'

4
.

「

.-

.'
•/>
:
,:-
:
;;-
"

.vt
/-
;
:
:
:
:-
/
-
。':
;

'

.

.

^

 

^
'
.
^
r
.
A
-
7
.
 ̂

-
'
y
>
‘
：
.
-

•;
?
•
-
:
•
-
>
、
.. 

.

.
c

*r
-
" 

く
 v..:-.- 

.

.

.

.
; 

.

:

'

•

:

-
 

: 

ノ

 

.

. 

. 

•
•
-
. 

. 

. 

•

.'
:
,
.
.
.
.
.
.
.

i
v
\
\
.I-
V
,
.
'I.:.
.

..

.

.
-
|.
'
\
-
;
|
-
.

た
,

'
.
.
,

1

.
-■
■ 

.

.

.

. 

: 

. 

, 

* 

f

,

.

…

.

.
,
:
'
. 

‘
 

- 

,
.
,
-
■, 

4
. 

.
:
. 

.

.

.

. 

.

.

. 

r

.-
又
■' . 

.4-
' 

: 

-

 

. 

.
:■ 

.

. 

-■•
-
•
:

 

.

.

.

. 

- 

'
 

.
,
.:
■
:
-
 

.,'

.

.
i
';
、
 

-
.
.
, 

. 

,
:■.
.
.

 

■ 

く 

- 

■ 

L 

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

. 

•

. 

- 

- - 
.

.

:-
-■
■

H
E
學
會
雜
誌
第
四
十
七
卷
-
第

六

號
:

* 

.ニ

〇

(

六
◦
六)

»

ぃ.'へ

■

.動
が
偉
大
な
力
と
な
る
こ
と
を
深
く
印
象
づ
け
、
ま
た
'立
法
活
動
の
形
式
的
勝
利
は
こ
れ
を
實
瑰
さ
せ
う
る
力
を
伴
わ
な
い
な
ら
ば
無
意 

'.
妹
で
あ
る
こ
と
を
も
自
覺
さ
せ
た
。「

こ
の
點
で
は
、

ア
メ
リ
カ
勞
働
卷
階
級
は
樂
觀
的
理
想
主
義
運
動
の
高
揚
と
そ
の
反
動
と
の
經
驗
を 

V 

.

:

改
め
て
反
復
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
よ
り
高
度
の
統
一
と
階
級
的
獨
立
政
治
活
動
を
指
向
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
八
時 

,

.

.

.

間
勞
働
制
の
間
題
は
後
の
運
動
に
引
繼
が
れ
て
い
っ
た
。：

.

.

.■■
-
'
.
■ 

r
.
.
.
-
' 

.

.

.

.

.

'

.
 

.

.

.
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.■•
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■

.

軸
婦
人
勞
働
者
と
組
合
運
動
。
終
戰
時
ご
ろ
に
は
、
內
戰
進
行
中
よ
り
增
加
し
て
い
っ
た
婦
人
勞
働
者
の
組
合
運
動
え
の
關
心
が
高
ま 

'■
■•::■■
-

;

.っ
た
。
勞
働
者
全
體
の
條
件
も
改
善
さ
れ
る
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
が
、
婦
人
勞
働
者
の
場
合
そ
れ
は
も
っ
と
劣
悪
な
も
の
で
あ
っ
た
。

‘

.

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
男
子
勞
働
組
合
の
婦
入
勞
働
者
に
對
す
態
度
は
遨
だ
し
く
敵
對
的
で
あ
っ
.た
。
彼
等
は
戰
後
の
失
業
增
加
の
惡
條
件
は 

p

l::
;
;

:

ノ 

婦
人
勞
働
#
の
た
め
に
一
曆
惡
化
す
る
と
感
じV

、

婦
人
を
產
業
勞
働
よ
り
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
狀
態
を
緵
和
し
よ
う
と
し 

-'
-
.
'•■
-

.

た
。
し
か
し
戰
爭
と
戰
後
の
事
情
は
婦
人
勞
働
者
の
排
除
を
不
可
能
に
し
た
。
政
府
の
雇
用
し
た
多
數
の
婦
人
事
務
職
員
は
、
從
來
の
男 

’ 

子
職
員
よ
り
優
れ
た
作
業
を
、
男
子
よ
り
も
は
る
か
に
低
い
約
半
額
の
賃
金
で
、
や
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
一
般
產
業
の
婦
人
勞
働
#
採 

響

，'.
:
ー.

\

用
の
動
因
.と
な
づ
た
。
そ
の
結
果
男
子
の
賃
金
が
婦
人P
水
準
に
引
下
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
.て
、
男
子
の
婦
人
に
.對
す
る
反
感
は
ま
す 

.
ま
す
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
婦
人
勞
働
莕
を
非
難
し
て
も
事
態
は
好
轉
す
る
わ
け
は
な
く
、
結
局
婦
人
を
組
合
に
加
入
さ
せ
て
そ
の 

條
件
の
改
，善
.を
援
助
す
る
外
に
途
が
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

一
九
六
五
年
一
一
ュ
ー
，
ョ
ー
ク
裁
縫
工
組
合
は
婦
人
の
如
入
を
歡
乳
す
るS
日
決
議
し
た
。
し
か
し
當
初
は
大
多
數
の
組
合
は
婦
人
の
如 

-

'
.入
を
拒
否
し
.た
の
で
婦
人
組
合
が
結
成
さ
れ
た
a
そ
の
う
ち
：に
婦
人
靴
エ
や
カ
ラ
ー
勞
働
組
合
は
ス
ト
ラ
ィ
キ
を
お
こ
し
、
こ
れ
を
男
子 

-  

組
合
が
積
極
的
に
援
助
し
た
。
六
七
年
六
九
年
に
は
葉
卷
煙
草H

と
印
刷
工
組
合
が
婦
人
め
加
入
を
認
め
た
。
こ
の
た
め
に
從
來
ス
ト
ラ

... 

'

ゃ
？̂.;爾な
^
'.
...
'
 

.
.
.
.
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:

■
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.
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.

 

.

■
•
.

イ
破
.り
と
な
っ
て
.い
.た
婦
人
勞
働
者
は
男
子
の
組
合
活
動
に
協
力
す
る
こ
と
と
な
っ
.た
。
.
. 

.

.

印
刷
工
組
合
は「

全
國
組
合」

の
指
示
に
も
と
ず
い
て
：；
婦
人
支
部
と
梅
件
の
差
を
廢
Jh
し
て
、
.男
女
混
成
の
支
部
と
し
、
同
一
'勞
働 

同
一
賛
金
を
確
立
し
た
。
そ
の
結
果
男
女
勞
働
卷
間
の
融
和
が
も
た
ら
さ
れ
て
組
合
の
發
展
を
助
け
た
。
こ
の
經
驗
に
も
と
ず
い
て「

全 

國
組
合」

第
一一

囘
會
議
は
、
同
一
勞
働
同
一
賃
金
の
實
現
に
努
力
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
。

婦
人
勞
働
鞒
の
組
合
活
動
を
通
じ
て
、
婦
人
參
政
權
を
中
心
と
す
る
婦
人
圑
體
は
、T

全
國
組
合」

と
の
協
力
を
求
め
た
。

シ
ル
ヴ
ィ 

ス
の
優
れ
た
政
治
性
と
進
歩
的
な
立
場
は
、
.
こ
の
協
力
を
可
能
に
レ
た
が
、
彼
の
死
後
多
數
組
合
指
導
者
が
婦
人
の
社
會
的
地
位
の
向
上 

に
っ
い
て
の
深
い
理
解
に
缺
け
て
い
た
た
め
、
協
力
關
係
は
斷
た
れ
た
。
し
か
し
婦
人
勞
働
苕
の
組
合
內
の
地
位
は
發
展
し
て
、

「

全
國 

組
合」

の
副
龠
長
ー
名
を
婦
人
指
導
者
と
.す
る
に
い
た
っ
た
。

• 

: 

■
.

し
か
し
全
體
と
し
て
は
婦
人
勞
働
哲
に
對
す
る
理
解
は
進
展
す
る
こ
と
が
な
く
'

一
八
七
三
年
に
い
た
っ
て
も
、
三
〇
全
國
組
合
の
ぅ 

ち
、
僅
か
一
一
っ
の
前
記
組
合
の
み
が
婦
人
の
組
合
加
入
を
認
め
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。そ

：： Q

た
め
七
一
一
年
ご
ろ
ま
で
に
大
多
數
の
婦
人
組 

合
は
崩
壞
し
て
7

っ
た
。
こ
の
事
態
に
直
面
し
て「

全
國
勞
働
組
合」

の
指
導
者
だ
っ
た
フ
ュ
ー
ム
は
、

一

八
七
〇
年
、
男
子
組
織
勞
働 

苕
が
勞
働
力
の
最
も
弱
い
.部
分
を
强
化
し
て
、
.
資
本
家
階
級
の
主
力
と
な
っ
て
い
る
勞
働
陣
營
の
分
裂
を
改
め
て
、，
統
一
を
も
た
ら
す
ま 

で
は
、
婦
人
勞
働
者
の
條
件
は
改
善
さ
れ
な
い
、
と
い
っ
た
。
.彼
の
言
葉
が
ブ
メ
リ
ヵ
勞
働
者
に
廣
く
理
解
さ
れ
る
に
.い
た
る
ま
で
に
は 

さ
ら
に
多
年
の
經
驗
を
.必
要
と
し
た
。
 

. 

■'

.

.
g

黑
人
問
題
。
黑
人
解
放
が
、
戰
時
中
の
典
同
戰
線
の
戰
後
に
お
け
る
分
裂
に
ょ
っ
て
坐
折
し
た
こ
と
に
ふ
れ
、
こ
れ
が
再
建
期
の
社 

會
關
係
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
反
應
し
た
點
に
っ
い
て
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
戰
後
多
數
の
解
放
さ
れ
た
.黑
人
が
北
部
產
業 

南
北
戰
爭
泰
建
期
に
お
け
ー
る
勞
働
運
動
：
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六
〇
八〕

'に
流
入
し
た
た
め
、
す
で
.に
產
業
內
で
組
合
を
結
成
し
て
い
た
自
人
勞
働
#

は
、
流
入
し
た
黑
人
を
敵
視
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

一
八
六 

五
年
、
南
部
に
い
た
黑
人
機
械
工
は
十
萬
人
と

い
わ
れ
、
.約
ニ
萬
の
白
人
機
械
工
よ
り
は
る
か
に
多
數
で
あ
っ
た
。

こ
の
ほ
か
、
煙
草 

煉
瓦
、
造
船
等
の
產
業
に
も
多
數
の
黑
人
勞
働
笤
が
い
た
。

.

當
時
北
部
に
あ
っ
て
は
.黑
人
勞
働
者
は
極
め
て
少
數
で
あ
っ
た
。
し
か
し
戰
後
北
部
の
黑
人
勞
働
#

數
は
激
增
し
た
。
黑
人
は
差
別
待 

遇
を
う

..

け
、
熟
練
職
に
は
っ
け
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
多
數
の
勞
働
組
合
は
黑
人
勞
働
者
の
加
入
を
拒
否
し
、
そ
の
上
組
合
員
が
同
一
職
場
. 

で
黑
人
と
一
共
に
働
ら
く
こ
と
を
禁
じ
さ
え
し
た
。
白
人
勞
働
者
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
.黑
人
勞
働
者
の
流
入
が
、
失
業
を
增
し
、
赁 

_

金
基
準
を
引
下
げ
る
.こ
と
を
お
そ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

.

こ
れ
に
對
し
て
、

「

.全
國
勞
働
組
合」
指
導
部
は
婦
人
勞
働
#

に
對
す
る
と
同
樣
な
方
針
を
と
っ
た
。
こ
れ
を
よ
く
物
語
る
も
の
と
し 

て
は
、、
シ
カ
ゴ
會
議
の
直
前
に
だ
さ
れ
た
カ
メ
ロ
.1
ノ
の「

勞
働
者
に
1

う̂」

と
い
う
文
書
の
中
の
黑
人
に
っ
い
て
言
及
し
た
も
の
が
あ
る 

こ
の
中
で
、
人
種
、
民
族
、
宗
敎
等
に
よ
っ
て
差
別
し
統
一
を
破
壌
す
る
な
ら
ば
、
勞
働
者
階
級
の
單一

の
利
益
は
失
わ
れ
る
。
そ
の
單 

一
の
利
害
は
' 

社
會
に
お
け
る
唯
■一
 

の
對
立
が
勞
働
す
る
階
級
と
他
人
の
勞
働
に
よ
つ
て
生
き
て
い
く
階
級
の
間
に
あ
る
こ
と
か
ら
生
ず 

.る
、
と
み
た
。
 

•

カ
メ 
P

ン
と
と
も
に
シ
ル
ヴ
ィ
ス
、
ト
レ
ヴ
ェ
リ
ッ
ク
も
共
に
黑
人
勞
働
者
の
組
合
を
主
張
し
た
が
、
反
對
苕
も
多
ぐ
決
定
は
延
期
さ 

れ
た
。
そ
の
翌
年
も
延
期
と
な
っ
た
が
、
こ
の
間
に
黑
人
勞
働
組
合
が
結
成
さ
れ
、
激
し
い
ス
ト
ラ
イ
キ
を
は
じ
め
た
。
六
七
年
に
は
南 

部
の
黑
人
勞
働
#

ス
ト
ラ
イ
キ
は
全
面
に
鑛
が
っ
た
。
し
か
も
黑
人
と
と
も
に
白
人
勞
働
者
が
ス
ト
ラ
イ
キ
に
參
加
し
、
南
部
の
歷
史
上 

.

最
大
の
抗
議
示
威
行
進
の
.と
き
に
は
白
人
、
黑
人
が
共
に
參
加
し
た
。
サ
ヴ
ァ
ナ
沖
仲
土
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
最
も
强
カ
な
も
の
で
、
黑
人 

勞
磡
#

は
白
人
勞
働
菩
ど
全
く
同
一
の
條
件
を
要
求
し
て
成
果
を
あ
げ
た
。
こ
の
事
實
ば
黑
人
勞
働
者
に
圑
結
の
威
力
を
自
覺
さ
せ
た
の

で
、
彼
等
の
ス
ト
ラ
イ
キ
.は
ま
す
ま
す
擴
大
し
て
い
っ
た
。
.

一
八
六
九
年
に
は
バ
ル
チ
モ

ー

ア
で
州
內
の
黑
人
勞
働
莕
の
會
議
を
開
き
、
固
定
的
組
織
を
結
成
し
て
執
行
部
を
設
定
し
た
。

こ
の
氣 

運
は
全
國
の
黑
人
勞
働
苕
に
大
き
な
反
響
を
ょ
び
、
全
國
的
に
彼
等
の
勞
働
組
合
を
結
成
す
る
こ
と
を
討
議
し
、
そ
吖
後
全
國
の
黑
人
勞 

働
#

の
中
心
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は「

全
國
勞
働
組
合」

に
參
加
す
る
か
、
黑
人
の
み
の
勞
働
組
合
を
結
成
す
る
か
、
に
っ
い
て
論
議
が 

あ
っ
て
、
結
論
と
し
て
二
っ
の
方
向
に
進
む
こ
と
に
な
っ
た
。
六
九
年
のr

全
國
勞
働
駔
合」

.會
議
に
は
}

m

四
十
名
の
ぅ
ち
九
名
の
黑
人 

代
表
が
參
加
し
た
。
そ
の
結
果
白
人
と
黑
人
勞
働
者
の
理
解
が
深
ま
り
、
組
合
運
動
を
中
心
と
す
る
統
一
が
强
化
さ
れ
た
。

.

r

全
國
勞
働
組
合」

の
決
定
が
下
部
に
傅
え
ら
れ
t

と
き
、
一
一
ュ
ー

.
ョ
ー
ク
勞
働
組
合
會
議
は
直
ち
に
こ
れ
に
應
じ
た
。
數
ヵ
月
の 

の
ち
全
國
大
工
組
合
が
そ
の
大
會
に
お
い
て
中
央
の
決
定
を
ぅ
け
い
れ
た
。
し
か
し
大
多
數
の
勞
働
組
合
は
黑
人
勞
働
者
の
組
合
加
入
を 

拒
否
し
た
。
こ
の
保
守
的
な
差
別
感
は
丁
度
婦
人
勞
働
菩
に
對
す
る
と
.同
様
で
あ
っ
た
。

，黑
人
勞
働
苕
は
大
多
數
の
白
人
勞
働
組
合
の
差
別
を
不
滿
と
し
て
、

一
八
六
九
年
メ
リー

ラ
ン
ド
そ
の
他
の
.州
で
、
黑
人
勞
働
苕
の
州 

大
會
を
開
い
.た
.。
そ
こ
で
は
、
白
人
勞
働
苕
と
の
協
力
を
自
標
と
し
た
が
、
6

人
の
黑
人
差
別
の
な
く
な
る
ま
で
、
黑
人
勞
働
苕
を
統
一 

す
る
要
望
を
決
定
し
た
。
當
時
多
く
の
使
用
者
は
、
黑
人
勞
働
苕
に
對
し
極
端
に
差
別
的
條
件
を
强
要
し
て
い
た
た
め
に
、

こ
れ
に
抵
抗 

..す
る
手
段
と
し
て
の
勞
働
組
合
の
必
要
を
痛
感
し
た
。
少
な
く
と
も
黑
人
沖
仲
士
組
合
の
經
驗
は
、
黑
人
間
の
勞
働
組
合
え
の
關
心
を
高 

め
た
。
各
州
の
大
會
で
は
恒
常
的
組
織
委
員
會
と
全
國
黑
人
勞
働
會
議
え
の
代
*

を
指
名
し
た
。

•

•

.同
年
末
‘の
全
國
大
會
は
^

シ
ン
ト
ン
で
開
か
れ
た
が
、
そ
の
特
色
は
黑
人
勞
働
苕
の
窮
乏
’を
反
映
し
て
、
南
部
勞
働
者
は
旅
費
さ
え
も 

な
く
出
席
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
僅
か
五
名
の
勞
働
者
代
表
の
み
で
、
ほ
か
は
全
部
辯
護
士
や
牧
師
、
敎
師
、
商
人
等
で
あ
っ
た
。
こ
の 

全
國
會
議
を
支
配
し
た
主
要
問
題
は
、

r

全
國
勞
働
組
合
會
議」

'に
類
す
.る
も
の
で
あ
っ
た
。
鹛
人
勞
働
者
の
組
合
運
動
を
擴
大
す
る
こ 

■南
北
戰
爭
，>
.再
建
期
に
お
け
る
勞
働
運
動
•
.
. 

. 
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17)
と
、
白
人
勞
働
者
と
協
力
し
て
，で
き
れ
ば
同
一
組
合
に
加
入
し
て
同
.一
勞
働
條
件
を
確
立
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
國
際
的
勞
働
運
動
と
結
合 

す
る
こ
と
等
で
あ
っ
た
。
こ
の
大
俞
は
マ
イ
ヤ
ー
を
會
長
に
選
出
し
た
。

マ
イ
ヤー

は
シ
ル
ヴ
ィ
X

と
同
様
各
地
に
旅
行
し
て
黠
人
勞
働 

献

#

に
臨
み
、
勞
働
組
合
な
1

に
は
熟
練
エ
，の
職
は
不
安
定
と
な
る
こ
と
、
黑
人
勞
働
#

が
白
人
勞
働
組
合
に
.協
力
し
て
勞
働
條
件
の 

改
善
に
努
力
し
な
い
限
り
、
全
勞
働
者
の
地
位
の
向
上
は
實
現
し
得
な
い
こ
と
を
カ
說
し
た
。
そ
の
結
果
各
地
に
黑
人
勞
働
組
合
結
成
の 

氣
運
が
.お
こ
っ
た
。

.

人
種
を
超
え
て
の
勞
働
#

連
帶
の
運
動
に
も
拘
ら
ず
、
自
人
、
黑
人
勞
働
者
双
方
の
.大
多
数
の
意
見
は
、

こ
の
連
帶
の
强
化
を
阻
止
し 

た
。
そ
の
最
大
：婴
闪
は
、
共
和
黨
に
對
す
る
兩
柝
問
の
態
度
の
扪
異
で
あ
っ
た
。
奴
隸
解
放
の
椎
進
矜
と
し
て
共
和
鐵
は
、
黑
人
^

と
っ 

て
絕
對
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
點
再
建
期
の
大
統
領
選
擧
に
當
っ
て
の
勞
働
組
合
の
民
主
黨
支
持
は
、
黑
人
に
と
っ
て
は
不
滿
で
あ 

っ
た
。
こ
の
感
情
は
、
民
主
黨
大
統
領
に
ょ
る
解
放
阻
止
.策
と
相
ま
っ
て
黑
人
勞
働
莕
間
に
高
潮
し
て
い
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。
っ
ぎ 

に

「

全
國
勞
働
組
ム
ロ」

大
會
が
黑
人
代
表
の
反
對
に
も
拘
ら
ず
勞
働
黨
支
持
を
決
定
し
た
の
ち
、
マ
イ
ヤ
ー
自
身
も
從
來
の
提
携
え
の
努 

力
を
す
て
、
黑
人
組
合
の
脫
巡
と
な
っ
た
。
そ
の
後
の
谍
人
勞
働
會
議
は
ダ
グ
ラ
ス
を
會
長
に
選
出
し
た
が
、
彼
は
熱
烈
な
共
和
黧
支
持 

教
で
あ
っ
て
、
勞
働
#
の
日
常
經
濟
陬
題
を
全
く
無
視
し
て
、
專
ら
政
治
活
動
に
沒
頭
し
た
の
で
、
全
汎
の
勞
働
運
動
の
退
潮
と
共
に
黑 

人
勞
働
#

の
組
合
運
動
も
微
弱
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。

㈣

國
際
提
携
。
當
時
の
ア
メ
リ
カ
勞
働
運
動
は
' 

ド
イ
ツ
の
マ
ル
キ
ス
ト
と
イ
ギ
リ
ス
の
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
の
影
響
を
强
く
ぅ
け
て
い

た
。
そ
の
上
內
戰
中
の
ョ
ー
ロ
ッ
パ
勞
働

#

階
級
の
解
放
軍
支
持
も
あ
っ
た
.の
で
、
ア
メ
リ
カ
勞
働
者
階
級
の
■國
際
的
關
心
は
高
ま
っ
で

.
 

§

い
た
。
ま
た
當
時
の
ョ
ー

ロ
ッ
パ
勞
働
者
階
級
の
闢
梦
は
、
ア
メ
リ
カ
に
報
導
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
ょ
ぅ
な
關
係
か
ら
、

「

全
國
勞
働
組

參

證

■
暴

藝

畫

達

合」

の
沽
働
と
國
際
勞
働
荇
^
:(

第一

イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル)

と
は
、夫
々
の
火
會
開
#:
か
ら
議
事
内
容
に
い
た
る
ま
で
洚
ろ
し
く
近
似
し

C21)

て
ぃ
た
。
こ
の
表
面
上
の
類
似
點
の
背
後
に
は
、
二
っ
の
運
働
に
共
通
す
る
幾
多
の
要
因
が
あ
っ
た
。
第
一
に
マ
ル
ク
ス
、

H

ン
ゲ
ル
ス 

の
ョ
ーa

ッ
パ
の
同
調
苕
に
對
應
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
は
シ
ル
ヴ
ィ
ス
、
ト
レ
ヴ
ュ
リ
ッ
ク
、

.ジ
ヱ
サ

_
ッ
ブ
の
よ
う
な
勞
働
運
動
指
導
^

S

) 

§

の
う
ち
の
國
際
主
義
者
と
ゥ
•
ェ
デ
：マ
イ
ヤ
ー
、
ゾ
ル
ゲ
の
よ
う
な
.マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
協
力
し
た
。
第
一
一
に
は
國
際
勞
働
哲
協
會
設
立
を 

イ
ギ
リ
ス
勞
働
組
合
が
積
極
的
に
支
持
し
た
理
由
に
は
、
そ
の
中
の
社
會
主
義
潜
の
動
き
も
あ
っ
た
と
し
て
も
、
勞
働
組
合
が
大
睦
勞
働 

.救
の
*̂

入
に
よ
っ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
破
り
や
低
貨
金
の
睡
力
を
感
じ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
を
画
際
勞
傲
#
の
協
力
に
よ
っ
て
防
止
し
よ
う
と 

す
る
點
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
對
應
し
て
ア
メ
リ
カ
勞
働
組
合
も
海
外
か
ら
の
移
民
流
入
に
對
し
て
、
國
際
勞
働
苕
の
階
級
的
協
力
を
求
め 

よ
う
と
し
て
い
た
。
さ
ら
に
一
般
的
な
共
通
點
は
、

一
八
六
◦

年
代
に
ヨ
ーa

ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
蒸
氣
交
通
機
關
と
電
信
の
導 

入
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
勞
働
苕
の
劣
悪
な
條
件
に
對
す
る
勞
働
#

の
最
初
の
組
織
的
抵
抗
が
推
進
さ
れ
た
。
當
時
、
こ
の
抵
抗
が
効 

果
を
あ
げ
.て
お
れ
ば
、
社
會
改
革
や
國
民
運
働
、
政
治
行
動
に
向
う
こ
と
は
な
か
っ
た
ろ
う
C

國
際
勞
働
者
協
#
の
當
初
の
綱
領
は
マ
ル 

ク
ス
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
心
は
勞
働
組
合
の
要
求
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
勞
働
組
合
の
要
求
で
あ
っ
た
普
通 

選
擧
權
と
勞
働
#

團
結
權
に
っ
い
て
は
車
に
各
國
勞
働
者
階
級
獨
自
の
政
治
組
織
の
確
立
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
當
初
に
は
階
級
協
調 

主
義
と
對
立
し
た
が
、
後
に
は
無
政
府
主
義
と
の
對
立
が
激
げ
し
く
な
っ
て
政
治
色
を
濃
く
し
て
い
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
勞
働 

組
合
は
、
協
同
組
合
中
心
主
義
か
ら
出
發
し
て
グ
リ
ー
ン
バ
ッ

ク
要
求
の
形
を
と
っ
た
、
イ
ン
ン
レ
ー

シ
ョ
ン
の
主
張
に
移
行
し
て
い
っ 

た
。
こ
の
勞
働
運
動
の
目
的
と
行
動
め
轉
換
は
、
直
接
的
目
的
め
實
現
が
困
難
と
な
り
、
知
識
階
級
が
參
加
し
た
た
め
に
、
賃
金
勞
働
哲 

の
_

爭
が
社
會
問
題
解
決
ま
た
は
勞
働
者
投
票
集
め
の
た
め
の
政
治
鬪
爭
に
、
關
心
が
移
っ
た
か
ら
で
あ
っ
•
た
。

上
述
し
た
よ
う
に
、■.國
際
提
携
を
促
進
す
る
機
會
が
多
か
っ
た
の
で
あ
：る
が
、
.

「

全
國
勞
働
組
合」

は
公
式
に
國
際
勞
働
者
協
會
に
加 

'
.南
北
戰
爭

.
再
建
期
に
ぉ
.け
る
勞
働
運
動
：

.
'
:
-
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•
. 

'

入
し
な
か
っ
た
。
各
大
會
で
は
友
好
的
關
係
を
認
め
た
が
、
多
數
の
耝
合
は
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
事
情
の
相
異
が
餘
り
に
大
き
い 

か
ら
、

n
r

丨
ロ
ッ
パ
に
適
合
す
る
方
式
が
ア
メ
リ
カ
：で
は
役
立
た
な
い
、
と
信
じ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
國
で
は
絕
對
主
義
の
當
然
の
結
果 

と
し
、
勞
働
卷
階
級
の
は
る
か
に
大
き
な
抵
抗
が
現
わ
れ
、
國
爭
の
面
で
も
强
化
し
た
組
織
カ
杧
ょ
る
高
度
の
政
治
活
動
が
日
程
に
の
ぼ 

っ
て
い
^

：ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
政
府
が
ヨ
ー
ロ
ッ
。ハ
に
比
較
し
て
進
步
的
に
規
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
變
革
は
問
題
と
な
ら
ず
、
 

單
に
菡
本
原
則
が
行
政
上
の
運
營
に
反
映
し
さ
え
す
れ
ば
足
り
る
と
考
え
ら
れ
た
。‘
こ
れ
に
對
し
て
富
者
と
質
困
巷
と
の
間
の
圃
爭
は
世 

界
各
國
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
國
際
的
勞
働
團
體
え
の
加
入
は
ア
メ
リ
カ
の
勞
働
運
動
を
强
化
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
シ
ル
ヴ 

ィ
ス
.等
は
主
張
し
た
が
、
大
多
數
の
支
持
を
得
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
情
勢
の
も
と
で
國
際
勞
働
者
協
會
の
ア
メ
リ
カ
支
部
は
社
會
主
義
者
の
グ
ル
ー
ブ
を
も
っ
て
一
八
六
七
年
に
設
立
さ
れ
た
。
こ
の 

支
部
數
は
增
加
し
て
、
'
一
八
七一

一
年
.に
は
約
三
〇
支
部
と
五
千
の
會
員
と
な
っ
た
。
當
時
の
社
會
主
義
者
は
ラ
ッ
サ
ー
ル
派
と
マ
ル
ク
ス 

派
に
分
れ
て
い
た
が
、

一
八
六
八
年
合
體
し
て
一
一
ユ
ー
ョ
ー
ク
社
會
黨
を
っ
く
っ
た
。
社
會
黨
は
初
め「

全
國
勞
働
組
合」

に
參
加
し
た 

.
が
、
間
も
な
く
脫
退
し
て
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
克
部
確
立
に
專
念
し
た
。
各
勞
働
組
合
に
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
.ョ
ナ
ル
加
入
を
勸
誘
し
た 

■
が
、
各
國
勞
働
者
間
の
分
裂
が
あ
っ
て
友
好
關
係
が
缺
け
て
い
た
た
め
に
、
大
量
加
入
を
ぅ
る
目
的
は
成
行
し
な
か
っ
た
.。
そ
の
終
局
目 

的
は
、
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
同
じ
く
、
勞
働
者
階
級
の
經
濟
的
解
放
で
あ
っ
て
、
■そ
の
た
め
に
は
す
べ
て
の
政
治
的
運
動
も
手
段
と
し

.

§
 

ノ
 

:

て
從
風
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
。

§

イ
ン
ク
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の

こ
の
招
請
.に
對
し
て
勞
働
者
は
消
極
的
で
あ
っ
た
が
、
中
間
階
級
の
改
良
主
義
者
が
關
心
を
ょ
せ
た
9

そ
の
た 

.

め
內
部
對
立
が
は
げ
し
く
な

り
、
支
部
の
積
極
的
活
動
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
’改
良
主
義
者
た
ち
は
.婦
人
參
政
權
、
自
由
戀
愛
そ
の 

他
の
運
動
を
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
中
心
課
題
に
し

ょ

ぅ

とさ
え
し
た
0

こ
れ
に
對
し
て
、、ソ
ル
.ゲ
は
、
勞
働
者
大
衆
を
階
級
と
し
て
組
織

m~rK*

•r;ri
>
v
\
-
M
;r
.
.
f
'
<«
<
.
.
i
,l
*
^
v
^
*
*
*
\
v
^
.
*
"
i
.
* 
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し
、そ
の
中
に
階
級
意
識
を
創
り
だ
し
、國
際
勞
働
#
協
會
の
目
的
で
あ
る
勞
働
の
解
放
に
堅
く
結
合
さ
せ
る
こ
と
を
任
務
と
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
支
部
が
勞
働
者
大
衆
と
の
結
合
を
强
化
し
う
る
前
に
、
國
際
情
勢
は
急
轉
-L
、
パ
リ
.
コ
ン
ミ
ユ
ン
を
頂
點
と 

し
て
、
國
際
勞
働
運
動
の
後
退
が
は
じ
め
ら
れ
た
。

ョ
ー
ロ
ッ
パ
各
國
の
激
げ
し
い
.反
動
化
に
比
較
し
て
ア
メ
リ
カ
の
方
が
、
は
る
か
に 

餘
裕
が
あ
つ
だ
の
で
、
そ
の
上
無
政
府
主
義
者
と
の
對
立
を
避
け
る
.た
め
に
、

一
八
七
一
一
年
國
際
勞
働
者
協
會
の
本
部
を
ア
メ
リ
カ
に
移 

し
た
。
そ
し
て
そ
の
後
數
年
間
の
微
弱
な
活
動
を
續
け
た
の
ち
、

フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
會
議
を
最
後
と
し
て
消
滅
し
た
。

.

㈣
協
同
組
合
運
動
。
.「

全
國
勞
働
組
合」

の
初
期
の
活
動
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
八
時
間
勞
働
制
、
黑
人
勞
働
者
の
組
織
、
婦
人 

の
權
利
擴
張
、
國
際
的
統
一
等
で
あ
つ
た
。
そ
の
後
間
も
な
く
資
本
攻
勢
が
開
始
さ
れ
る
に
お
よ
ん
で
、

シ
ル
ヴ
ィ
ス
を
も
含
め
て
多
く 

の
組
合
指
導
者
は
、
新
生
勞
働
組
合
の
み
で
對
抗
し
得
な
い
と
考
ぇ
は
じ
，め
た
。
大
幅
な
機
械
採
用
は
熟
練
勞
働
者
を
職
場
か
ら
驅
逐 

し
、
連
續
的
な
賃
下
げ
は
ス
ト
ラ
イ
キ
を
次
々
と
誘
發
し
た
。
た
と
え
ス
ト
ー
フ
イ
キ
.
'に
勝
利
し
て
4'
、
勞
働
者
は
賃
金
制
度
內
で
は
勞
働 

條
件
の
低
下
を
防
止
す
る
こ
と
も
恒
常
的
な
安
定
を
得
る
.こ
と
も
で
き
な
い
。
多
く
の
指
導
者
は
、

一
八
.六
七—

六
八
年
の
鑄
物H

の
敗 

北
を
は
じ
め
多
く
の
勞
働
組
合
の
敗
北
を
み
て
、
組
合
の
主
要
戰
術
と
し
て
の
ス
.ト
ラ
イ
キ
に
賴
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
協
同
組
合
ノ 

.運
動
に
解
決
の
途
を
求
め
た
。
同
時
の
勞
働
組
合
の
强
化
に
關
心
を
も
た
な
か
つ
た
ラ
ッ
サ
ー
ル
主
義
者
の
影
へ
i

f
見
逃
せ
な
い
。

協
同
組
合
論
#

の
.主
張
に
よ
れ
ば
、
資
本
攻
勢
に
對
.し
て
勞
働
#

階
級
の
生
産
と
消
費
の
協
同
組
合
が
あ
れ
ば
、
勞
働
者
の
製
品
を
販 

寶
し
て
利
潤
を
あ
げ
、
こ
れ
を
組
合
基
金
や
勞
働
組
合
活
動
に
支
出
す
れ
ば
、
組
合
は
危
機
を
突
破
で
き
.る
し
、
ま
た
こ
れ
と
平
行
し
て 

生
產
協
同
組
合
も
强
化
す
る
。
生
産
協
同
組
合
は
解
雇
さ
れ
た
組
合
活
動
家
を
吸
集
し
て
ゆ
け
る
か
ら
、
組
合
鬪
爭
も
積
極
的
に
行
う
こ 

と
が
で
き
る
。

.

南
北
戰
爭
•
再
建
期
に
.お
け
る
勞
働
運
動 

ニ
七
ハ
六
ー
ー
ー
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.こ
の
理
論
に
も
と
ず
い
て
、

一
八
六
六
年
ア
ル
バ
ー
ー
ー
と
ト
ロ
イ
の
侦
用
矜
が
饍
物
エ
組
合
令
拒
否
し
た
と
き
、
周
逆
勞
働
矜
の
出
资 

に
よ
っ
て
鑄
物
の
坐
產
«

同
組
合
を
設
立
し
て
、
數
年
間
に
わ
た
.
.っ
て
鑄
物H

五
十
數
名
を
雇
入
れ
、
多
額
利
潤
を
收
め
た
上
に
、
勞
働 

條
件
を
改
善
し
た
。
こ
の
經
驗
は
鑄
物H

組
合
指
導
#

シ
ル
ヴ
ィ
ス
を
刺
戟
し
て
、
.全
國
に
生
產
協
同
組
合
を
設
け
、
こ
れ
を
組
合
の
下 

に
お
，.い
て
全
國
連
鎖
工
場
に
發
展
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
课
ピ
ッ
ッ
バ
ー
グ
そ
の
た
の
鑄
物H

組
合
は
、
北
ア
メ
リ
カ
鑄
物
丁
ー
國
際 

保
護
生
產
«

同
組
合
と
そ
の
名
稱
ま
で
改
め
た
。
.し
か
し
協
同
組
合
が
資
本
生
義
體
制
.の
中
で
存
續
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
運
營
に
資 

本
主
義
的
な
面
を
も
.た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
.協
同
組
合
は
當
初
の
紙
合
基
準
條
件
を
放
棄
し
て
、
資
本
主
義
企
業
の
猶
範
と
な
る
ど
こ 

ろ
で
.は
な
く
、
反
勞
働
#

的
な
資
本
攻
勢
に
從
う
も
の
が
多
く
な
っ
た
。

協
同
組
合
を
困
難
な
ら
せ
た
の
は
、
第
一
に
資
本
主
義
企
業
が
こ
れ
と
競
爭
す
る
た
め
に
製
品
を
原
價
採
算
を
無
視
し
て
廉
賣
し
た
。

1

般
新
聞
等
報
導
が
フ
ラ
ン
ス
共
產
主
義
で
あ
る
と
宣
傳
し
た
。
經
營
が
拙
劣
で
あ
り
、
資
本
主
義
を
廢
す
る
た
め
の
事
業
に
出
資
を
求 

め
る
の
.で
あ
る
か
ら
當
然
資
本
の
入
手
が
困
難
で
あ
っ
た
、
そ
の
結
果
協
同
組
合
は
す
べ
て
株
式
會
社
に
轉
換
し
て
勞
働
者
の
解
放
よ
り 

は
利
燜
の
逍
求
に
專
念
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
協
同
組
合
に
か
け
た
希
望
が
崩
れ
て
、
多
く
の
組
合
指
導
者
は
、
失
敗
の
原
因
と
し
て
勞
働
#

階
級
が
政
府
よ
り
.の
財
政
支
出
を 

求
め
る
だ
け
.の
政
治
力
に
缺
け
て
い
た
點
を
指
摘
し
た
。
.そ
し
て
政
治
行
動
へ
の
進
出
を
指
向
し
た
。
こ
れ
は
ラ
ッ
サ
I

ル
の
主
張
に
從 

う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
他
の
指
導
者
は
通
貨
制
度
を
改
革
し
て
大
資
本
-€
»
ー
 

方
的
金
融
探
占
を
解
消
す
る
必
要
を
痛
感
し
た
。

⑽
政
治
行
動
。
理
想
の
實
現
に
失
敗
し
た「

全
國
勞
働
組
合」

の
多
數
指
導
者
は
、
可
能
性
の
限
度
を
無
視
し
て
政
治
行
動
を
强
化
し 

.た
。

l

L
l

霞
^

^

^

^

內
戰
直
後
に
あ
っ
て
は
、
勞
働
組
合
の
政
治
行
動
に
っ
い
.て
の
能
度
は
不
統
一
で
あ
っ
た
。
あ
る
組
合
は
政
治
活
動
を
禁
じ
た
。
勿
論 

こ
の
禁
止
は
組
合
內
部
統
一
を
亂
す
こ
と
を
防
止
し
た
も
の
で
、
組
合
外
の
活
動
は
自
由
で
あ
っ
た
。
し
か
し
大
工
、
桶
エ
、
左
官
、
煙 

草H
、

坑
夫
等
の
組
合
は
、
政
治
え
の
關
心
を
示
し
た
。
こ
と
に
大
工
組
合
は
職
場
內
の
權
利
に
限
定
せ
ず
に
、
州
議
會
、
法
廷
、
連
邦

國
會
に
お
い
て
も
權
利
は
主
張
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
決
■

し
た
。
ィ
ギ
リ
ス
の
影
響
を
ぅ
け
た
■勞
働
者
の
多
い
產
業
で
は
、
と
く
に
政

. 

• 

'

治
丨
立
法
え
の
關
心
が
高
く
、
ぺ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
一
一
ア
坑
夫
は
勞
働
組
合
を
合
法
化
す
る
州
法
を
一
九
六
八
年
に
通
過
さ
せ
た
。
六
九
年
に 

は
炭
坑
監
察
法
を
成
立
さ
せ
て
>

危
險
防
止
方
策
を
進
め
た
。

す
べ
て
の
.組
合
が
坑
夫
組
合
の
ょ
ぅ
に
活
發
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
八
時
間
勞
働
制
、
中
國
勞
働
#

の
移
入
、
勞
働
團
體
攻
擊
の
た 

め
に
共
謀
罪
を
適
用
す
る
.な
ど
に
っ
い
て
.は
、'勞
働
組
合
は
無
視
で

き

な
か
っ
た
。
旣
成
政
黨
が
利
益
を
代
表
し
な
い
こ
と
に
な
れ
ば
、
 

各
地
に
勞
働
教
階
級
の
獨
立
政
治
活
動
が
盛
ん
に
な
る
0.
各
地
の
氣
運
は
荜
新
勞
働
黨
を
形
成
さ
せ
た
。
州
勞
働
黨
の
最
も
强
カ
だ
っ
た 

の
は
マ
サ
チ
ュ
ゥ
セ
ッ
ッ
で
あ
っ
た
。
同
州
で
は

一

八
六
五
年
の
選
舉
に
お
い
て
僅
か
玉
遲
間
の
準
備
で
州
上
院
ー
名
、
下

陸

一
一
名
を 

選
出
し
た
。

一
八
七
〇
年
州
知
事
選
擧
に
勞
働
黨
.は
奴
隸
廢
止
論
#

を
候
補
に
推
し
た
が
、
日
常
組
織
活
動
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に 

壓
倒
的
人
氣
に
も
拘
ら
ず
破
れ
た
。
’
そ
の
後
黨
勢
は
衰
え
勞
働
陣
營
內
に
八
時
間
勞
働
を
主
と
す
る
派
と
通
貨
改
革
を
主
と
す
る
も
の
に 

分
裂
し
て
崩
壞
し
た
。
こ
れ
と
同
様
な
運
命
を
各
州
勞
働
黨
も
た
ど
っ
た
。

勞
働
黨
の
活
動
は
旣
成
政
黨
を
刺
戟
七
て
こ
ぞ
っ
て
勞
働
哲
階
級
の
要
求
を
と
り
あ
げ
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
勞
働
#
に
相
當
の
好
條 

件
を
も
た
ら
し
た
。

.
'

一
八
六
七
年
の「

全
國
勞
働
組
合」

.大
會
で
は
勞
働
黨
設
立
決
議
が
可
決
さ
れ
た
が
、
そ
の
翌
年
は
そ
の
發
足
が
否
決
さ
れ
た
。
し
か 

し
綱
領
は
っ
く
ら
れ
た
が
、
そ
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
通
貨
改
革
、
.
.銀
行
制
度
改
正
等
金
融
に
.關
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
八
七
一
一
年
の
全 

南
北
戰
哦
.
捋
姐
期
に
お
け
る
勞
働
運
動 

ニ

九

(

六
一
五)
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國
大
會
で
は
大
統
領
候
補
を
選
出
し
た
が
、
そ
の
後
內
紛
が
獷
.大
し
、
同
時
に
候
補
#

が
辭
退
し
た
の
で
、
大
統
領
候
補
と
し
て
は
奴
隸 

論

-#
で
あ
る
民
主
黨
候
補
を
a

蘭
し
た
の
で
、
そ
の
政
治
性
と
無
方
針
が
非
難
さ
れ
た
。
勞
働
黨
進
出
の
氣
運
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
旣 

成
政
黨
對
立
の
中
に
解
消
し
て
い
っ
た
。

通
貨
改
革
運
動
も
同
様
に
勞
働
運
動
の
本
質
か
ら
離
れ
て
い
た
。
通
貨
論
苕
は
勞
働
者
の
對
抗
す
べ
き
も
の
と
し
て
獨
占
的
金
融
資
本 

家
の
み
に
注
肖
し
て
、
賃
金
要
求
の
直
接
の
相
手
の
'産
業
資
本
家
を
無
視
し
て
い
た
。
資
本
の
恐
れ
た
の
は
生
産
の
場
に
お
け
る
勞
働
苕 

の
'攻
擊
で
.あ
る
が
、
問
.題
が
通
貨
に
集
中
さ
れ
て
い
る
限
.り
安
全
な
狀
態
に
お
か
れ
た
。
こ
.の
よ
う
に
し
て
高
潮
し
た
勞
働
運
動
は
あ
ら 

ゅ
る
面
に
挫
折
を
餘
儀
な
く
.名
れ
る
こ
と
に
な
る
0

.
 

■ 

^

.g
「

全
國
勞
働
組
合」

の
衰
滅
.0
當
初
非
常
な
發
達
を
期
待
さ
れ
た
.勞
働
組
合
の
全
國
連
合
體
も
、
再
建
期
の
進
行
に
伴
う
反
動
的
な
.

攻
勢
に
直
面
し
て
、
指
導
者
の
多
く
は
勞
働
組
合
本
來
.の
使
命
よ
り
逸
脫
し
て
い
っ
た
。
通
貨
改
革
や
勞
働
組
合
の
組
織
力
の
上
に
立
た 

な
い
選
擧
本
位
の
政
治
運
動
に
專
念
し
て
い
っ
た
こ
上
が
、
組
合
運
動
の
弱
體
化
と
崩
壞
の
根
源
と
な
っ
た
。
ラ
ッ
サ
.丨
ル
主
義
の
影
響 

を
う
け
た
多
く
の「

全
國
熒
働
組
合」

.
指
導
#

は
、
，連
合
體
の
基
礎
で
あ
.る
各
勞
働
組
合
よ
り
浮
き
あ
が
っ
て
、
議
員
選
出
の
た
め
の
政 

治
沽
動
を
重
耍
視
し
た
。
そ
の
結
果
選
出
さ
れ
た
議
員
は
、
勞
働
組
合
の
要
求
.か
ら
遊
離
し
た
議
院
版
動
に
終
始
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、

勞
.働
組
合
が
無
視
さ
れ
た
。

:

「

全
國
勞
働
組
合」

.は
、

一
八
六
八
.、
六
九
年
と
逐
次
に
加
盟
組
合
を
失
っ
て
い
っ
た
。

ー
八
七
〇
丨
七
ー
年
ご
ろ
.に
は
、
ほ
と
ん
ど 

全
組
合
が
脱
退
し
た
。
そ
し
て
勞
働
苕
數
が
減
ず
る
反
面
、
辯
護
土
、
.牧
師
、
政
治
屋
等
の
數
が
增
加
し
て
、
各
要
求
は
相
互
に
矛
盾
對 

'立
し
、
極
度
に
統
一
の
な
い
も
の
，に
な
っ
た
。
全
國
煙
草
エ
組
合
員
は
脫
退
に
際
し
て
、
政
黨
化
し
た「

全
國
會
議」

か
ら
勞
働
組
合
は 

、

..

.

:
,v
.
'
'

'
入

.
|

■讓

B
E
—

何
等
ぅ
る
も
の
が
な
く
な
っ
た
と
い
っ
た
。
.七
一
年
大
會
に
は
勞
働
組
合
代
表
は
僅
か
一
一
名
と
な
り
、
大
多
數
は
農
民
代
表
で
あ
っ
た
。
 

遂
に
七
ニ
年
に
は「

全
國
勞
働
組
合」

.は
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
。

'

「

全
國
勞
働
組
合」

の
存
在
は
短
か
い
年
月
で
あ
っ
た
が
、
■
ア
メ
リ
-力
勞
働
運
動
の
發
達
に
と
づ
て
は
重
要
な
.一
時
期
で
あ
る
。
こ
の
運 

動
は
當
時
の
勞
働
者
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
問
題
を
す
べ
て
集
約
し
た
。
そ
の
敎
育
活
動
に
ょ
っ
て
重
要
問
題
の
す
べ
て
に
づ
い
て
全
國 

的
に
勞
働
組
合
を
動
か
す
こ
と
.が
で
き
た
。
こ
の
運
合
體
は
黑
人
勞
働
者
の
加
盥
を
認
め
た
最
初
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
婦
人
勞
働
者 

に
對
し
て
同
.一
勞
働
同
.一
賃
金
の
原
則
を
適
用
し
、
婦
人
を
組
合
の
指
導
的
な
幹
部
に
採
用
し
た
世
界
最
初
の
勞
働
圑
體
で
あ
っ
た
。
國 

會
に
大
衆
圑
體
の
壓
力
を
か
け
た
最
初
の
勞
働
組
合
で
あ
り
、
勞
働
省
の
創
設
を
ま
た
勞
働
時
間
の
短
縮
を
要
求
し
、
八
時
間
制
を
公
務 

員
に
適
用
す
る
こ
と
に
援
助
を
輿
え
、
鐡
道
資
本
に
對
す
る
不
正
な
土
地
交
附
を
批
難
し
、
國
際
勞
働
者
f

に
代
表
.を
送
り
、
さ
ら
に 

州
勞
働
黨
結
成
に
努
め
た
。
こ
れ
等
活
動
を
通
じ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
進
步
性
を
維
持
さ
せ
る
た
め
に
は
、
勞
働
者
、
農
民
、
.
小
生
產
莕
の 

統
一
.あ
る
結
合
が
必
要
で
あ
づ
た
ぬ
で
あ
る
。

• 

'

(2
2
)ナ
イ
ト
.
オ
ブ.

レー

バ
ー
の
出
現
。
こ
の
勞
働
圑
體
.の
主
要
活
動
は
次
の
時
期
に
屬
す
る
。
し
か
し
そ
の
出
現
は
一
八
六
九
年
で

、
8
 
ノ

あ
っ
て
、「

全
國
勞
働
組
合」

の
時
代
で
あ
る
。
ナ
イ
ト
.
才

ブ
.
レ
I

バ
ー
.の
起
り
は
、
む
し
ろ
そ
の
創
設
者
ス
テ
フ
ァ
ン
ス
が
、

フ

ラ
デ
ル
プ
ィ

ャ
衣
服
载
斷
エ
組
合
員
と
し

て
敗
北
し
た
と
き
、
全
く
別
な
强
ヵ
な
組
合
を
っ
く
つ
て
再
起
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
と
き
に 

M

る
。
 

.

一
八
六
九
年
衣
服
裁
斷
エ
組
合
を
解
散
し
、
新
組
織
を
結
成
し
た
。
こ
の
組
織
が
ナ
ィ
ト.

ォ
ブ
•
レ
ー
バ
ー
と
稱
し
、
會
員
の
絕
對 

秘
密
主
義
を
決
定
し
た
ノ
當
時
の
勞
働
團
體
は
常
に
儀
式
を
重
ん
じ
た
が
、
■そ
の
點
ナ
ィ
ト
の
右
に
で
る
も
.の
は
な
か
っ
た
。
入
會
希
望 

南
北
戰
爭
ょ
再
建
期
に
ぉ
け
る
勞
働
運
動
ン 

. 
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八)

. 

教
に
は
秘
密
涨
從
相
互
援
助
を
宣
誓
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
.ナ

イ

ト

は宣
誓
の
の
ち
に
.、
團
體
の
目
的
に

っ
い
て
、

企
業
制
度
の
否
定 

で
も
な
く
反
資
本
で
も
な
い
が
、
過
度
に
利
己
的
な
資
本
が
他
人
の
權
利
を
侵
害
す
る
こ
と
を
警
戒
す
る
。
資
本
の
無
力
者
に
對
す
る
暴 

力
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
他
全
な
世
論
を
お
こ
し
、
勞
働
教
の
創
造
し
た
資
本
の
適
正
な
分
配
を
要
求
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ 

の
，こ
め
に
、

秘

密

、

協

力

、

敎

育

の

三

原

則

を

守

っ

て

、

一
切
の
人

® '
、

性

別

等

の

差

別

を

な

く

す

る

團

體

を

っ

く

る

こ

と

を

誓

約

さ

せ 

る
o 

, 

-

ナ
イ
ト
は
協
力
を
得
て
條
件
を
改
善
し
、
さ
ら
に
資
本
主
義
を
協
同
組
合
に
よ
っ
て
漸
進
的
に
變
化
さ
せ
る
。
條
件
改
善
は
職
能
組
合 

が
行
う
が
、
資
本
主
義
を
し
り
ぞ
け
て
協
同
主
義
を
代
置
す
る
場
合
に
は
職
能
に
關
係
な
い
混
合
組
合
が
中
心
と
な
る
。
敎
育
は
努
働
#
 

階
級
を
分
裂
さ
せ
て
い
る
偏
見
と
對
立
と
を
な
く
し
ナ
イ
ト
の
直
接
的
ま
た
は
終
局
的
な
目
的
達
成
に
と
っ
て
重
大
な
役
割
を
も
っ
も
の 

で
あ
る
。
 

•

ス
テ
フ
ァ
ン
ス
の
目
的
は
全
勞
働
#

を
性
、
■人
種
、
信
條
の
如
何
に
か
か
わ
り
な
し
に

一

っ
の
抱
括
的
な
大
衆
團
體
に
組
織
す
る
こ
と 

で
あ
っ
た
。
こ
の
.點
は
、
彼
が
廣
く
政
治
經
濟
問
題
を
と
り
あ
げ
教
育
し
た
こ
と
と
相
俟
っ
て
ノ
當
時
の
指
導
者
の
う
ち
最
も
優
れ
て
い 

.た
こ
と
を
示
し
た
。
し
か
し
ス
テ
フ
ァ

'ノ
ス
は
勞
働
組
合
主
義
と
い
.う
よ
り
人
道
主
義
#

で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
勞
働
組
舍
の
組
織
强 

化
で
は
な
く
、
も
■っ
と
廣
m

な
勞
働
#

階
級
の
メ
ー
ソ
ン
組
織
と
で
も
い
う
よ
う
な
大
.衆
團
體
を
目
的
と
し
た
。
全
體
と
し
て
彼
は
空 

想
的
な
思
想
か
ら
架
空
的
な
問
題
の
摑
ぇ
方
を
し
て
い
た
。
 

•

.

初
期
の
ナ
イ
ト
は
■ス
テ
フ
ァ
ン
ス
の
職
種
別
組
合
が
餘
り
に
狹
ま
す
ぎ
る
と
批
判
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
職
種
別
組
合
を
主
體
と
し 

た
。
徒
弟
の
經
驗
の
な
い
勞
働
莕
は
衣
服
裁
斷
X

組
合
を
除
い
て
は
加
入
を
許
.さ
な
い
。
婦
人
は

一
八
八
ニ
年
ま
で
加
入
を
許
さ
れ
な
か 

つ
た
ナ
イ
ト
が
ぺ
ン
シ
'ル
ヴ
ァ1

1

ァ
州
の
炭
坑
製
鐵
地
帶
に
組
織
を
獷
大
す
る
ま
で
は
、
そ
の
保
守
的
な
性
格
は
維
持
さ
れ
て
、
職
種
別

組
合
が
中
心
で
あ
り
續
け
た
o

(

あ
と
が
き

)

本
稿
は
、

ア
メ
リ
カ

勞
働
運
動
の
傳
統
と
い
わ
れ
る
も
の
が
ア
メ
リ
カ
特
有
の

必
然
的
關
係
と
み
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、

こ
の
點
を

 

歴
史
的

發
展
の
各
段
階
の
分
析
を
通
じ
て

再
評
價
す
る
た
め
の
一
部
で
あ
っ
た

0

こ
の
目
的
は
こ
の
部
分
の
.再
評
價
に
っ
い
て

統

j
的
に
と

P
ま
と
め
い 

な
か
っ
た
點

、

茜
だ
心
.殘
リ
が
あ
る
こ
と
を
附
記
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

.0

註

(

1)

大
統
領
、ジ
ョ
ソ

y
ン
は
南
部
出
身
で
あ
っ
た
の
で
、
解
放
後
の
黑
人
を
拘
束
し
た
元

«
所
有
者
に
歸
屬
さ
也
る
こ
と
を
意
圖
し
て
、黑
人
を
浮

 

浪
罪
に
問
い
、
投
獄
し
、
入
獄
中
地
主
の
下
で
働
ら
か
せ
た
。

.
こ
の
ょ
ぅ
な
手
續
を
制
度
化
し
た
倐
令
を

W
J?o
o?r
Q
oa.
®
と
い
っ
た
。
政
府
の
被
解
放
 

者
局
は
、
當
時
こ
の
手
續

§
が
如
何
に
敫
果
的
に
黑
人
の

.解
放
を
阻
ん
だ
か
を
認
め
て
い
る

。
.

(

2) 

S
t
e
p
h
a
n
s
,

 

U
r
i
a
h

 

S
m
i
t
h

 

(1821

丨1
8
8
2
)

洋

裁

ェ

、

，

一

八
六
ニ
年
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ

.ャ
婦
人
衣
料
ェ
組
合
を
組
織
し
、

一

八
六
九

年

ナ
イ 

ト

•
ォ
ブ

•
レ
ー
パ
.丨
を
組
織
し
て
、

.一
九
七
九
年
ま
で
そ

®.
最
高
指
導
者
の
地
位
を
占
め
た

0

(

3)

こ
れ
は
素
朴
な
勞
働
者
階
級
に
共
通
す
る
未
熟
な
政
治
的
自
覺
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

;

(

4)

勿
論
こ
の
間
北
部
資
本
と
南
部
舊
勢
力
の
對
立
の
背
後
に
は
、黑
人
の

半
奴
隸
的
條
件
に
對
す
る
北
部
資
本
の
好
意
的
な
態
度
も
あ
っ
た
。
こ
の
點

 

に
っ
い
て
は

「

金
國
組
合J

大
會
決
議
の
中
の
黑
人
勞

働
者
と
白
人

勞
働
者
と
の

統

「

利
害
に
關
す
る
部
分
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
點
に
っ
い
.て

.は 

C
o
m
m
o
n
s
,

 D
o
c
u
m
e
n
t
a
r
y

 H
istory pp. 

v
o
l
.
I
X

 pp. 

159—
160 

參
照
。

(

6) 

c
o
m
m
o
n
s
,

 

<0
^
. 

w
v
s
- 

T
O
T
M
S 

O
O
H
P
B
O
O
W
-

 

p
 

§• 

S

I

P

(

6)

こ
の
點
、
時
を
同
じ
く
し
て
行
は
れ
た
第
一
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ

'ナ
ル

0;
ジ
.ユ'ネ
ー
ヴ
會
議
も
勞
働
時

.間
の
短
縮
を
最
大
間
題
と
し
て
と
リ
-あ
げ
た
の

 

と
一
致
し
て

.い
る
。
こ
の
會
議
は
國
內
各
新
聞
に
ょ
つ
て
ア
メ
リ
カ
に
新
時
代
を
も
た
ら
す
强
カ
な
組
織
の
出
現
と
し
て
報
導
さ
れ
た

0
ま
た
、
マ
ル
ク
 

.ス
は
ニ
っ
，の
看
議
を
對
比
し
て
ア
メ
リ
カ
の
組
合
運
動
を
賞
揚
す
る
手
紙
を
友
人
に
送
っ

.た
。

(

7) 

C
o
m
m
o
n
s
,

 

D
o
c
u
m
e
n
t
e
r
y

 

H
i
s
t
o
r
y
,

<J
0
1
.

I
V. 

p. 

330 
.參
照
0
そ
と
に
集
錄
さ
れ
た
イ
リ
ノ
イ
ズ
州
法
は
當
時
他
州
の
も
の
に
も
共

南
北
戰
.爭

• 
•西
建
期
に
お
け
る

勞
働
運
動 

/
 

.
 

三

三

(

六
一
九)
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'三

四

(

六
ニ 
2 

通
す
る
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
が
非
常
に
ル

I
ズ
なr

見
宣
言
的
な

'も
の
で
、
違
反
に
對
す
る
規
定
が
な
く
：、ま
た
す
ベ
て
の
事
例
が
例
外
と
な
り
う
る
よ

 

う
な
適
用
外
規
定
が
あ
る
。

(

8)

ス
チ
ウ
ァ
ー
ド

50
勞
働
時
間
短
縮
理
論
は
、
そ
れ
が

..終
局
的
に
資
本
本
主
義
制
廢
止
を
意
圖
す
る
點
で
は
マ
ル
ク
ス
と
一
致
す
る
が
、彼
に
あ
っ
て

 

.
は
時
間
疸
縮
が
で
き
れ
ば
直
ち
に
生
庳
者
と
し
て
の
勞
働
者
は
資
本
主
義
的
雇
用

か

ら
解
放
さ
れ

て
.生
產
者
協
同
社
會
を
實
現
ず
る

も
の
と

な
し

た
。
 

そ
し
て
こ
の

®
堪
の
背
茇
に
は
、
消
費
の
增
大
が
生
庳
の
增
太
と
生
.庫
設
備
の
增
大
を
も
た
ら
し
社
會
は
繁
榮
す
る
と
な
す
樂
觀
的
な
熱
情
的
な
も
の

 

で
あ
り
、
こ
れ
が

.ア
メ
.リ
カ
勞
働
階
紙
の
。ハ
イ
オ
一
一
ー
ア
的
な
理
想
主
義
精
神
を

と
ら
え

‘て
異
常
な
共
鳴
を
呼
び
熱
狂
的
な
大
運
動
と
な
っ
た
。

 

D
o
u
g
l
a
s

 

D
o
r
o
t
h
y

 

W
-
, Ira S

t
e
w
a
r
d

 o
n

 C
o
m
s
u
m
p
t
i
o
n

 a
n
d

 U
n
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
,

 

J
o
u
r
n
a
l

 of

 Political E
c
o
n
o
m
y
,

 

A
u
g
，

1
9
3
2.

彼
の
思
想
が

匕
の

よ
う
に
マ
ル
ク
ス
と

異
っ
て
い
た
が
、

後
に
資
本
論
第
一
卷
を
硏
究

し
た
と

き
異
常
な
關
心
を
示
し
、；
ア
メ
リ
カ
勞
働
者
の
理
解
し
う

 

る
よ
う

な
飜
譯
の
意
志
を

マ
ル
ク
ス
の

友
人S

o
r
g
e

に
通
信
し
て
い
る

0 

r
9

) 

j

 

p

，
H
h
e 

Life, 

S
p
e
e
c
h
e
s
,

 

L
a
b
o
r
s

 a
n
d

 E
s
s
a
y
s

 

of 

W
.

 H
.

 

Sylvis, 

1
8
7
2. cf. 

F
o
r
n
e
r
.

こ
l
は
.ア
メ 
9

.カ
の
57
:
.法
制
度
が

.上
、
下
兩
議
會
に
、
さ
ら
に
連
邦
と
州
に
分
散
し
て
お
リ
、
そ
の
各
々
の
管
轄
權
が
あ
る
た

め
、勞
働
運
動
の
政
 

治
的
陋
力
が
分
散
し
て
微
力
な
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
二
の
點
イ
ギ
リ
ス
の
單
一
な
立
法
制
度
と
異
な
て
、
ア
メ
リ
カ

S

る
現
實
的
な
勞
働
者
階

級
の
政

'治
活
動
の
發
展
を
妨
げ
て
來
て
い
る
。

(

1)

ー
八
七
〇
、
八
〇
年
代
の
ナ
イ
卜

•
オ
ブ

.
レ

ー

パ

ー

の

運.動、

A
o
年
九
〇
年
代
以
後
の

A

F

Lの
運
動
、
一
八
九
〇
平
以
後
の
第

I

一
 
イ
ン
タ
ナ

シ
ヨ

ナ
ル
參
加
各
國
主
驳
組
令
の
運
動
を
い
う
。
 

.

ベ
2)

こ
の
點
に
瓶
し
て

マ
ル
ク
ス

ル
、
ア
メ
リ
カ

「

全
國
組
合」

の
進
步
的
性
格
に
感
激
し
て
、

イ
ギ
リ
ス
、、
フ
ラ
ン
ス
の

勞
.働
組
合
の
婦
人
を
排
除
す

 

る
爱
進
性
を

指
摘
し
た
。
そ
し
て

「

婦
人
の
理
解
と
協
力
の
な
い
社
會
變
革
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
歴
史
は
明
示
し
て
い
る
。
社
會
の
進
步
は
婦
人
の

 

社
會
的
地
位
に
よ
っ
て
正
確
に
測
定

2
れ
る
。し
と
ア
メ
リ
カ
の
友
人
に
書
い
た
。
マ
ル
ク
ス

'.H
ン
ゲ
ル
■ス
.書
翰
集
、
參
照

。

,

....
 

.

.

.

.

(

13) 

c
i
e
r
o
n
,

 

A
n
d
r
e
w

 C
a
r
r

 

(1834—
1
8
9
0
)

印
刷
工
。
印
刷
工
組
合
で
活
動
的
で
あ
リ
、

一
A
六
四
丨
八
〇
年
間
シ

ヵ

ゴ

の

$
o
^
^
y'J
q丨

m
a
n

w*A
d
v
o
c
a
t
e

の
編
集
を
し
て
最
大
の
勞
働
出
版
物
縞
集
者
と
い
'^
れ
.た
。
六
年
間「

全
國
勞
働
組
合」

の
政
策
委
員
會
の
委
員
長
を
っ
と
め
、

1

八
六
九
年
、
パ
ー
ゼ
ル
の
第
一
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
大
會
の「

全
國
勞
働
組
合」

代
表
と
し
て
出
席
し
た0

s
 

C
o
m
m
o
n
s
,

 

D
o
c
u
m
e
n
t
a
r
y
w
i
s
t
o
r
y
,

 I
X
. 

pp. 

1
5
7—

1
6
0.

15)
o
a
r
p
e
n
t
e
r
s

 a
n
d

 J
o
i
n
e
r
s

 N
s
i
o
n
a
i

 

U
n
i
o
n
.

(

16)

賃
金
、
徒
弟
法
適
用
の
差
別
が
最
も
間
題
に
さ
れ
た
が
、

黑
人
勞
働
者
は
熟
練
職
を
拒
否
さ
れ
、多
く
の
場
合「

般
勞
働
者
の
好
ま
な
い
勞
働
の
み 

に
就
業
の
機
會
が
限
定
さ
れ
た
。
こ
の
傾
向
は
現
在
で
も
强
く
殘
っ
て
お
る
が
、
そ
の
根
本
理
由
は
白
人
一
般
こ
と
に
白
人
勞
撕
者
間
に
存
す
S-
黑
人
に 

.對
す
る
差
別
意
識
で
あ
る
。
こ
の
點
で
は
婦
人
勞
働
者
が
當
面
し
た
困
難
と
類
似
點
が
多
い

0 

:

(

l
v_
金
米
黑
人
勞
働
#
讓
の
ヮ
シ
ン

ト
ン
大
會
席
上
、
セ
ラ
•
マ
ル
チ
ン
が
同
會
議
の
代
表
と
し
て
第
一
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
。ハ

リ
會
議
に
出
席
す 

る
よ
ぅ
選
擧
さ
れ
た
。

(

18) 

M
y
e
r
,

 

I
s
a
a
c

內
戰
後
優
れ
た
黑
人
务
働
運
働
指
導
者
と
な
っ
た
パ
，ル
チ
モ
.丨
ア
の
船
‘の
塡
隙
エ
。
バ
ル
チ
モ
I
ア
黑
人
塡
隙
エ
組
合
と
全
國
黑 

人
勞
働
組
合
の
初
代
會
長
。
そ
の
言
說
活
動
に
は
シ
ル
ヴ
ィ
ス
に

類
す
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。

(

19) 

■ 

Douglass, 

Frede
r
i
c
k

 

(

1
8
1
7
丨
100
凑)

一
八
三
七
年
奴
隸
制
よ
り
逃
亡
し
、
講
演
著
述
に
よ
っ
て
奴
隸
反
對
運
動
に
献
身
し
た
。
解
放
宣
言 

布
吿
を
促
進
し
、
黑
人
の
北
軍
編
入
實
現
に
努
め
た
0

全
國
黑
人
勞
働
組
合
會
長
、

ハ
イi

公
陡
な
ど
を
勤
め
、
常
に
婦
人
參
政
權
運
動
を
支
援
し
た
L

广2

V-w
o
r
k
i
n
g
m
a
n

w*A
d
v
o
c
a
t
e

は
國
際
勞
働
者
協
會
へ
の
代
表
で
あ
つ
た
0

日
肖
0

»
が
編
集
し
、
し
ば
し
ば
マ
ル
ク
ス
の
論
文
や
ゾ
.ル
ゲ
の 

文
書
を
掲
載
し
た
。Na

t
i
o
n
a
l

 w
o
r
k
m
a
n
.

は
マ
ル
キ
ス
ト

.に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
、

ョ
I
T3
ッ
。ハ
勞
働
事
情
を
報
導
し
、
勞
_
者
階
級

.の
國
隙
的
提 

携
の
必
耍
を
論
じ
た
。

'

s

) 

c
o
m
m
o
n
s
,
: D
o
c
u
m
e
n
t
a
r
y

 Historv, 

I
X
- 0
, 

43.

22) 

W
e
d
e
m
y
e
r
,

 

J
o
s
e
p
h

 

(
1
8
1
8
1
1
8
6
6
)

 

j

八

四
六
年
マ
ル
ク
ス
と
知
り
、

j

A
五
一
年
ア
メ
リ
ヵ
に
渡
り
、
ア
メ
リ
ヵ
在
住
ド
イ
ッ
人
勞
働
運 

南
北
，職

？

再

建
期
：に
凇
け
る
勞
働

.運
動

.
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三
田
學
會
雜
誌
第
四
十
七
卷
第
六
號

 

~ 

三

六

(

六
ニ
ニ

)
功
の

指
導
者
と
し
て
社
會
主
義
的
機
關
誌
を
編
集
し
た
。
內
戰
中
は
解
放
軍
に
參
加
し
て
准
將
と
な

0
、
の
ち
に
セ
ン
ト

•
ル
イ
ス
で

a
i
e 
?

§
 

Z
e
i
t

を
編
集
し
、

ア
メ
リ
カ

•
マ
ル
キ
ス
ト
の
先
龌
者
と
さ
れ
て
い
る
。

23
.

〕

g
o
lァp

s
d
e
r
i
c

prA
d
o
l
p
h

 

(
1
8
2
8
1
1
9
0
6
)

ド
イ
ツ
に
生
れ
一
八
四
八
年
の
革
命
に
參
加

し
、

一
八
五
一
一
年
に
.ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
。

I

八 

五

へ

年

ー

ー

ユ
ー

ヨ
ー
ク

*
i»
ソ
ミ

.ユ
ニ
ス
ト

•
ク
ラ
ブ

.に
加
わ
り
、

し

ば
し
ば

マ
ル
ク
ス
、
工
ン
ゲ
ル
ス
と
文
通
し
た
。

.一.八
六j

ハ
年
力
ら

七
六
年
ま
て 

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
第
一

イ
ソ
タ

ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
指
導
者
で
あ
っ
た
。
社
會
主
義
勞
働
黨
設
立
に
活
躍
し
，，、
ま
た
國
際
勞
働
組
合
の
組
織
活
動
を
助
け 

た
。
晚
年
ド
イ
ツ

2
<d
0
<d
N
.̂
ct
-
に
ア
メ
リ
カ
勞
働
運
動
に
っ
い
て
多
く
の
寄
稿
を
の

.せ
た

。

_

(

24)

イ
ギ
リ
ス

.で
は
チ
ャ

_
1チ
ズ
ム
の

あ
と
を

受
け
て
普
通
選
擧
權
を
得
た
勞
働
者
階
級
は
全
國
改
良
同
盟
と
合
同
勞
働
組
合
運
動
を

•推
進

3
せ
第

j 

イ
ソ
タ
ナ
シ
ョ

.ナ
ル
の
中
心
を
形
成
し
て
い
た
。
そ
し
て
支
配
階
級
の
後
進
國
介
入
政
策
に
反
對
し
て
ア
メ
リ
カ
內
戰
、ポ
ー
ラ
ン
ド
獨
立
運
動
、
イ
タ 

リ
ヤ
の
ガ
リ
パ
ル
デ
人
民
解
放
蓮
動
等
に
積
極
的
な
支
持
を
與
え
た
。

:

•

フ
ラ
ン

ス
で
は

第
二

帝
國
の
反

勞
働
者

政
策
の

弾

壓
に
對

す
る

抵
抗
を
強
め
全
國
會
議
の
名
の
下
に
全
國
的
連
合
體
を
っ
く
り
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
激
發
さ 

せ
、
普
佛
戰

#>
の
終
り
に
臨
ん
で
。ハ
リ

.コ
ン
ミ
ユ
ー
ン
の
臨
時
政
府
を
樹
立
し
た

。

.

.

ド
イ
ツ
で
は

』

八
五
四
年
に
全
國
勞
働
者
同
盟
が
彈
壓
さ
れ
た
の
ち
、

一
八
六
六
ご
ろ
か
ら
各
種
の
勞
働
組
合
が
再
連
さ
れ
、
マ
ル
ク
ス
.派
の
勞
働
者
敎 

育
同

^
指
導
下
の
勞
働
運
動
が
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
參
加
し
て
勢
力
を
占
め
て
い
た
。

(

25) 

C
o
m
m
o
n
s
,

 

D
o
c
u
m
e
n
t
a
r
y

 History, 

IX, 

p. 

3
5
8
'
C
o
p
y
-
B
o
o
k

 

of. t
h
e

 

C
e
n
t
r
a
l

 C
o
m
m
i
t
t
e

 

o
f

 

dcr
®-
-

?
3
crA

m
e
r
i
c
a
n

 

F
e
d
e
r
a
t
i
o
n

 of the. I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

 

w
o
r
k
i
n

cfq
m
e
n
w
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
.

(

26
ノ

h-
l

ĉ
B:
.

«
d.
co
gM.—

co
资
.
こ
の

點
に
っ
い
て

ゾ
ル
ゲ
は
委

景
會
の
た
め
の

イ
ン
タ

ナ
シ
ョ
ナ
ル
本
部
あ
て
の
報
吿

の
中
で
ア

メ
リ

力

勞
働
者
階
級

の 

意
識
と
勞
働
運
動
の
弱
點
に

っ
い
て

述
べ

て
い
る
。
勞
働
箭
の
大
部
分
は
移
民

.で
あ
っ
て
ア

.メ
リ

力
.で

富
を
っ
く
っ
て
歸
國
す
る
考
え
を
も
っ
て
い
る
。
 

使
用
敫
は
か
っ
て
移
民
と
し
て
渡
米
し
て
富
を
っ
く
っ
た
の
で
.、

こ
の

事
實
を
も
っ
て

勞
働
者
に
幻
想
を
も
た
せ
、

そ
の

結
果
勞
働
港
は
勞
働
運
動
を
資

 

本
舉
に
な

る
一
方
便
と
さ
え
倩
じ
て
い
る
の
弋

、勞
働
考
は
常
に
混
亂
レ

た

氣
持
ち
で
次
か
ら
次
え
と
目

的
達
成
の
手
段
を
追
っ
て
廻
る
こ
と
に
な
る
。

f

.
f-
, 

r 

f、が
f
 

倉
,
.*
f
 

i

f舞
I

fei
m

I

そ
.こ
で
改
良
主
義
政
黨
の
活
動
が
こ
れ
ら
の
浮
動
的
勞
働
者
を
引
き
っ

.け
、
勞
働
者
解
放
や
人
類
の
幸
ー

1
.が
、
普
通
選
擧
、

一
般
教
育
制
度
、
農
地
解

 

放
、
.共
通
言
語
等
の
實
施
に
ょ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
各
種

.の
國
民
政
治
運
勤
に
幾
展
さ
せ
た
。
そ
し
て
人
道
主
義
渚
や
科
學
者
た
ち
の
腐
敗
政

 

治
批
列
を
屮
心
と
す
る
全
く
實
現
性
の
な
い
架
空
の
理
想
主
義
が
多
年
に
わ
た
っ
て
勞
働
者
を
含
む
國
民
大
衆
の
感
情
を
か
き
た
で

る

こ
と
に
成
功
し
 

た
。

そ
の
上
に
勞
働
運
動
指
導
潰
の
う
ち
に
野

'心
家
や
利
己

'的
動
機
か

.ら
身
を
投
じ
免
も
の
も
多
く
、ま

.た
誠
實
な
指
導
者
に
.も
政
治
的
な
無
知
識
の
た
め
に

 

保
守
黨
に
社
會
改
良
を
ゆ
だ
ね
ょ
う
と
す
る
も
の
も
あ
っ
て
運
動
の
進
展
を
妨
げ
た
。
そ
の
た
，め
に

「

全
國
勞
働
組
合

」

大
會
に
あ
っ
て

.も
、
一
八
六
六
 

半
の
運
動
の
方
針
と
一
八
七
〇
丨
七
一
年
の
そ
れ
は
全
く
異
な
た
も
の
で
あ
っ
た
。

.
前
者
は
勞
働
組
合
に
卽
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
後
の
場
合
.に
は
完

 

金
に
ィ
ン
フ
レ

I
シ
ョ
ン
譜
美
に
轉
じ
て
い
っ
た
。

(

27) 

Lassalle, 

F
e
r
d
i
n
a
n
d

は
餘
り
に
も

有
名
で
あ
る
が
、
こ
の
論
點
と
の
關
連
に
っ
い
て
の
ベ
る
。
彼
の
賃
金
鐵
則
か
ら
勞
働
紫
階
級
の
經
濟
的

 

袈
求
達
成
は
經
濟
的
手
段
で
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、選
擧
權
を
獲
得
行
使
し
て
議
會
に
多
數
の
勞
働
者
代
表
を
嚴
出
し
て
政
府
を
し
て
生
產
者
協
同
組

 

合
設
立
の
资
金
信
用
を
出
さ
せ
る
べ
き

だ
と
い

う
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
勞
働
組
會
を
弱
體
化
さ

'せ
自
由
主
義
的
な
ブ
ル
'ジ
ョ
ァ
政
黨
に
追
隨

さ
せ
る 

こ
と
に
な
る
と
批
雛
さ
れ
た

0

(

28)
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t
h
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稱 K
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g
h
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 o
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L
a
b
o
r
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南
北
戰
苹
♦
再
建
期
に

お
け
る

勞
働
運
動

三
七
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