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三
田

學
會
雜
難
第
四

十

八

卷

，第
十
號

(

七
七
ニ)

，同

一
勞
働
同
一
賃
金

J

の
原
則
と
婦
人
勞
働
問
題

俊

雄

i

一
九
五
四
年
十
一
.一
月
ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
開
か
れ
た
世
界
勞
働
組
合
連
盟
第
七
囘 

總
評
議
會
は
そ
の
一
般
決
議
の
な
か
で
こ
ぅ
の
べ
て
い
る
、

羅
人
勞
働
漭
の
賃
金
引
上
げ
。
世
界
勞
速
總
評
議
會
は
こ
の
目
的
の
た
.め 

に『

同
一
勞
働
同一
賃
金』

の
原
則
の
適
用
を
め
ざ
し
、
す
べ
て
の
國
で
ー
大 

力
ン
パ
ニ
ァ
を

ぅ
ち
だ
す
國
際
婦
入̂

働

^

^

!

を

組

織

す

る

こ

と

が

必
要
だ 

と
考
え
る
。
こ
の̂

は
勞
働
組
合
全
國̂

諸̂

組
織
の
全
面
的
な
支
持
の
も 

と
に
準
備
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

」

と

の
i

は
そ
の
後

多

く

の

國

，
々
に
大
き
な
反
響
を
ょ
び
おこ
し

、

す

で

に 

ィ
タ
リ
ヤ
を
は
じ
めと
す

る

い
く
つ
か
の國
で

は
國
際
婦
人
勞
働

者
'
!

の
た 

め
の
準
備
が
は
じ
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
虫
る
五
月
に

モ

ス

ク

ワ

で

開
か
れ 

た
世
界
勞
連
第
二
七
囘
執
行
局
會
議
は
、

一
九
五
六
年
六
月
に
こ
の

<
W
i

を

召 

_
す
る
こ

と

を

決
定
し
、
そ
の®

日
程
の
提
案
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
し
て

「

婦 

人
勞
働
港
の
た
め.に
、
平
等
の
權
利
、と
く
-に

『

同
一
勞
働
同
一
賃
金

』

の
原 

則
を
か

ち

と

る

た
め
に
、
統
一
行
動
を
發
展さ
せ

る

こ

と」

を

各
國
の
勞
働
組

合
全
國
中
央
組
織
と
あ
ら
ゆ
る
勞§

合
組
織
に
よ
び
か
け
た
。

す
で
に
世
界
勞
連
は
、

一
九
四
六
年
に

「

日 
一

0
0
0
一
 

員
^」

の
ぽ
員
に 

關
す
る
覺
書
を
國
際
連
合
に
提
出
し
た
。
そ
こ
で
國
際
連
合
經
濟
社
會
理
事
會 

は
、
一
九
四
八
年
三
月
そ
の
決
議
に
お
い
て
、
こ
の
覺
書
を
I

L

Oに
送
付
し
檢 

討
せ
し
.め
る
と
と
も
に
、
婦
人
の
地
位
に
關
す
る
委
員
會
に
も
こ
の
覺
書
を
送 

付
し
た
？
こ
の
委
員
會
は
一
九
四
九
年
べ
ィ
ル
ー
ト
で
を
開
い
た
が
、
そ 

の

で

も〉

世
界
勞
連
代
表
フ
ラ
.ン
ス
勞
纖
同
盟

(

C
G
T

)

執
行
委
員 

マ
リ
ア
•
ク
ゥH

ッ
ト
は
、
再
び「

同
一
勞
働
同
一
賃
金

」

に
關
す
る
決
議
案 

を
提
出
し
て
、
問
題
の
緊
急
性
を
訴
え
た
。
そ
の
結
果
一
九
五
〇
年
六
月
の

I 

L
O
第
三
三
囘
總
會
に
お
い
て
こ
の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、

一
九
五
一
年
六 

月
の
第
.三
四
囘
總
會
で
こ
の
原
則
に
關
す
る̂

 ̂(

第
一
〇
〇
號)

が
、
$
 

主
義
諸
國
の
す
ベ
て
の
使
用
者
代
表
の
反
對
と
若
干
の
政
府
代
表
の
楽
權
に
も 

か
か
わ
ら
ず
、
採
擇
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
自
體
は
、

〖

軟
欲
の
國
際
勞 

働
運
動
の
發
展
し
た
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
使
用
者
代
表
の
反 

對
に
示
さ
れ
た
よ
ぅ
に
、
ど
こ
の
資
本
主
義
諸
國
で
も
、
そ
の
後
資
本
家
階
級 

に
よ
つ
て
こ
の
原
則
の
適
用
が
さ
ま
た
げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
I

L

O加

盟
國
の
ぅ
ち
同_

を
妣
准
し
た
國
は
灾
の/\
.ヵ
國
に
し
如
す
ぎ
な
い0>

ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ビ
ヤ

(

一
九
五
ニ
年
五
月
ニ
ー
 

日
批
准)

ベルギー

(

一
九
五
ニ
年
五
月
ニ
ー

 

日批准

)

.
 

メキシコ

(

一九五ニ年八月二三日秕准

)

フ

ラ

ン

‘
ス(

一

九
五
三
年
三
月
一
〇日批准

)

ド
ミ
ニ
力

(

一九五三年九

月

ニー
一
日

批准)

.

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ

(

一九五三年

.一〇月ニ九日批准

)

.
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
.

(

一九五三年

 

一
二
月
ニ.九
日
批
准)

キ

ユ

ー

バ

(

一
九
五
四
年
一
月
一
三
日
批
准

)

し
力
も
こ
れ
ら
の
國
々
も
條
約
を
批.准
し
た
だ
け
.で
そ
：の
實
施
を
お.こ
.た
っ 

て
お
り
、
わ
ず
か
に
フ
ラ
ン
ス
だ
け
は
、
す
で
に
第
二
次
世
界
大
戰
中
の
反
フ 

ァ
ッ
シ
ョ
闘
维
で
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
勞
働
者
階
級
と
共
產
黨
の
力
が
戰 

後
い
ち
じ
る
し
く
强
ま
つ
た
の
で
、
共
產
黨
の
參
加
す
る
政
府
に
よ
っ
て
一
.九 

四
六
年
七
月
三
〇
日
命
令
が
出
さ
れ
男
女

「

同
一
勞
働
同
一
賃
金

」

の
原
則
が 

實
施
さ
れ
る
こ
と.に
な
つ
た
。
こ
の
た
め
男
女
間
の
賃
金
差
は
い
ち
じ
る
し
く 

減
少
せ
し
め
ら
れ
、
フ
ラ
ン
ス
支
配
階
級
が
共
產
黨
を
政
府
か
ら
逭
放
し
た
直 

前
の一

九
四
七
年
四
月
に
は
男
女
間
の
賃
金
差
は
七
九
％
ま
で
減
少
し
た
。
け 

れ
ど
も
そ
の
後
アメ
リ

力
に
支
持
さ
れ
た
反
動
攻
勢
は
い
よ
い
よ
强
ま
り
、
フ 

ラ
ン
ス
の
資
本
家
僧
級
は
、
國
際
收
支
の
逆
調
と
フ
ラ
ン
ス
商
品
の
割
高
を
强 

課

し

て
f3
女

「

同
一
勞
働
同
'一
賀
金」

の
原
則
の
適
用
に
ま
す
ま
す
强
く
反 

對
し
は
じ
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

ル
ー
べ
商

U
M
i

所

(
c
h
a
m
b
r
e

 d
e 

C
o
m
m
e
r
c
e

 

&
 

w
o
&
a
i
x

)

は
、

一
九
五
.四
年
九
月
三
日
の
例
會
に
お 

け
る
決
議
の
な
か
で
、
フ
ラ
ン
ス
だ
け
が
さ
き
の
I

L

Oの
條
約
を
實
行
し
て 

い
る

た

め
に
質
^
業
^;
か
不
公
平
な
負
擔
を
荷
つ
て
い
る
と
泣
言
を
の
ベ
て
い 

「

同一

勞
働
同
一
賃
金
-

」

の
原
則
と
婦
人
勞
働
間
題

る
：一

方
、
フ
ラ
ン
ス
以
外
の
勵
々
に
お
げ
る
資
本
家
階
敝
の
こ
の
區
則
に
た
い 

す
る
反
對
は
き
わ
め
て
强
く
、
イ
ギ
リ
ス
勞
働
黨
も
、

一
九
四
五
年
の
選
擧
で 

「

同
一
勞
働
同
'一
貢
会」

の
原
則
を
實
施
す
る
こ
と
を
保
證
し
て
政
權
に
っ
い 

た
が
、

一
九
四
七
年
六
月
大
藏
大
昆
ドI
ル
ト
ン
は
、
下
院
で
こ
の
原
則
を
承 

認
し
な
が
ら「

政
府
は
こ
の
原
則
を
現
在
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う 

は
っ
き
り
し
た
意
見
を
も
っ
て
い
る

」

と
演
説
し
、
勞
働
黨
幹
部
が
七
億
ポ
ン
ド 

の
眾
事
費
を
支
出
し
て
も
よ
い
と
考
え
て
い
る
の
に
、
男
女
間
の
賃
金
差
を
な 

く
す
た
め
に
は
三
、
五
〇◦
萬
ポ
ン
ド
の
經
費
が
必
要
だ
と
い
う
理
由
で
、

こ 

の
原
則
を
適
用
し
な
い
こ
と
を
表M
し
た
。
そ
の
後
勞
働
組
合
會
議
で
總

^
1
1

 

會
と
勞
働
鐵
の
反
對
令
お.し
き
っ
て「

同
一
勞
働
同
一
賃
金

」

を
耍
求
す
る
決 

議
が
通
過
し
、
政
府
も
や
む
を
え
ず
こ
の
原
則
を
み
と
め
た
が
、
實
際
に
こ
れ 

を
適
用
し
よ
う
と
は1
な
か
っ
た
、し
、
保
守
黨
政
府
に
な
っ
て
か
ら
は
な
お
さ 

ら
で
あ
る
。
ま
た
、

一
九
五
三
年
二
月
の
I
L
O織
轉 
1
委
員
會
で
使
用
者 

代
表
が
さ
き
の
條
約
に
再
び
反
對
し
國
際
經
營
港
連
盟
發
行
の

「

イ
ン
フ
ォ
ー 

メ

ー

シ

ョ

ン

•
ブ
レ
テ

イ

ン」
(lnforrrta

.c+-ion B
u
l
l
e
t
i
n
)

に
ベ

ル
ギ
ー 

織
維
_

經
營
者
連
盟
理
事
長J 
•
レ
メ H

ヶ
ル
ス
の
男
女「

同
一
勞
働
同
一 

賃
金」

原
1|
反
對
論
が
揭
軟
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う 

に
、
各
國
の
資
本
家
階
級
の
こ
の
原
則
に
た
い
す
る
反
對
は
日
に
日
に
强
ま
っ 

て
い
る
。
そ
し
て
フ
ラ
シ
ス
勞
働
總
同
盟
書
記
長
ブ
ノ
ア
•
フ
ラ
ッ
ク

ョ
ン 

が
、
さ
き
の
世
界
勞
連
總
評
議
會
の.席
上
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
資
本
主
義
諸 

國
と
植
民
地
從
屬
諸
國
に
お
い
戰
宰
政
策
が
強
化
さ
れ
る
に
し
た
が
い
、 

婦
人
勞
働
渚
が
と
く
に
搾
取
を
う
け
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
で
は
、
婦
人
と
男 

子
と
.の
あ
い
だ
の
賃
金
差
や
差
別
待
遇
が
非
常
に
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

五

(

七
七
三〕



三
®
學
會
雜
誌
第
四
十
八
卷
第
十
號

V
:

た
こ
と
は
、
あ
ら
そ
い
が
た
い
事
實
で
あ
る
.0
■

こ
の
よ
う
な
と
き
に
、
世
界
勞
連
が
あ
ら
た
め
て

「

同
一
勞
働
同1

賃
金」

の
原
則
の
適
用
を
め
ざ
し
て
國
際
婦
人
勞
働
^

#
議をしようと

.し

.て
.ヾ 

る
こ
と
は
、
大
き
な
意
義
を
も
つ
て
い
る
。
そ
こ
で
私
は
こ
の
原
則
に
っ
い
て 

婦
人
勞
簡
題
と
の
關
迎
で
若
干
の
理
論
的
を
試
み
よ
う
と
思
う
。
..

(

說 

一〕
'World 

T
r
a
d
e

 

U
n
i
o
n

 M
o
v
e
m
e
n
t
;

 F
e
b
r
u
a
r
y

 

1
901
5
.

12
1
0
.
to
; s

u
p
p
l
e
m
e
n
t
” 

D
o
c
u
m
e
n
t
s

 a
d
o
p

c+ed "by the 

7tli 

Session 

o
fc+
h
e 
Q

§
o>
H
g
J 

Council o
f

c+
-
h
e 

W
.

 F. 

T. 

u
.

 

csf
e
ニ) 

^yorld T
r
a
d
e
a
n
i
o
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 JVEovement, 

July 1955. 

• 

■(

联
三)

勞
働
畨
勞
働
統
計
調
查
部

「
戰
後
に
お
け
る
世
界
の
賃
金
問
題

」 

上
、

一
二 
ニ
頁
。

ニ

「

同
一
勞
働
同
一
賃
金

」

の
：原
則
は
資
本
主
義
の
も
と
で
發
展
し
た

「

近
代 

的」

能
舉
給
や
職
階
制
に
お
い
て
具
體
化
し
發
展
し
て

き

て

い

る

と

み

る
見
解 

が
あ
る
が
、
歴
史
的
に
も
理
論
的
に
も
こ
の
原
則
は
^

■
ぎ
階
級
の
要
求
で
あ 

っ
て
資
本
家
階
級
の
要
求
で
は
な
い
。

封
建
制
度
の
も
と
に
お
け
る
中
世
の
都
市
手
工
業
で
は
' 
そ
の
初
期
に
は
、

. 

職
人
が
妻
や
娘
を
そ
の
下
働
き
と
し
て
仕
事
に
#
*
さ
せ
て
い
た
だ
け
で
な 

く
、
女
だ
け
の
仕
事
と
さ
れ
て
い
たi

も
あ
っ
て「

婦
人
も
ま
た
親
方
の
資 

格
を
得
て
職
人
や
徒
弟
を
傭
い
入
れ
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た

」

。
そ
し
て
C 

の
よ
う
に
婦
人
が
社
會
的
に
必
要
な_

に
參
加
し
て
い
た
か
ぎ
り
、
男
と
鐵 

等
の
權
利
を
も
っ
て
都
市
の
政
治
に
參
與
し
た
女
職
人
も
少
く
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
大
多
擻
の
女-^
入
枕
、
ギ
ル
ド
の
姐
合
員
と
し
て
氣
女
の
夫
ゃ
兄
弟
戈

.
三
六
，

(

七
七
四)

.

ち
と
同
等
の
權
利
を.あ
た
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
.
と
い
う
の 

は
、.
こ
.の
當
時
.に
お
け
る
婦
人
は
や
は
り
私
的
な
家
事
勞
働
を
負
わ
さ
れ
て
い 

た
た
め
に
、
セ
い
て
い
の
女
職
人
が
補
助
的
な
仕
事
を
し
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
 

ま
た
徒
弟
修
行
を
さ
ま
た
げ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
婦
人
が
私
的 

な
家
事
勞
働
を
負
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
超
歷
史
的
な
、
诌
然
的
條 

件
に
よ
る
.の
で
は
な
く
て
、
歷
史
的
な
經
濟
的
條
件
に
も

AJ

づ
い
て
い
る
。

.

原
始
共
同
體
制
度
の
も
と
で
は
、
嬖
た
ち
に
ま
か
さ
れ
'た
家
計
の
き
り
ま
わ 

し
は
、
夫
た
ち
が
食
物
を
調
達
す
る
の
と
ま
つ
た
く
同
じ
よ
う
に
、

一.
っ
の
社 

會
的
に
必
要
な
產
業
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
家
父
長
制
家
族
が
あ
ら
わ
れ
る
と 

と
も
に
、
そ
し
て
そ
れ
に
も
ま
し
て
單
婚
家
族
が
，あ
ら
わ
れ
る
と
と
も
に
、
家 

計
の
き
り
ま
わ
し
は
、
そ
の
社
會
的
なi

を
失
っ
て
、
.一
っ
の
私
的
勞
役
と 

な
1
だ
。
し
か
も
單
婚
家
族
は
、
’原
始
の
自
然
發
生
的
な
共
有
財
產
に
た
い
す 

る
私
有
財
產
：の
勝
利
に
も
と
づ
い
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
人
の 

男
に
私
有
さ
れ
た
財
産
を
こ
の
男
の
子
孫
に
相
續
さ
せ
、
他
の
男
の
子
孫
に
は 

相
續
さ
せ
ま
い
と
す
る
欲
望
か
ら
、
父
親
の
う
た
が
い
な
い
子
を
生
む
と
い
う 

は
っ
き
り
し
た
目
的
で
、
男
の
支
配
の
う
え
に
き
ず
か
れ
た
も
の
で

V
る
。
そ 

の
.上
、
封
建
時
代
に
配
偶
者
を
決
定
し
た
の
は
こ
の
よ
う
な
男
の
支
配
を
土

！

|

 

と
す
る
家
族
の
利
害
で
あ
り
、
個
人
の
こ
の
み
で
は
^
か
っ
た
。

ま
.
さ

に

こ

の

よ

う

.

な
^
®
と̂
し
て
中
世
の
都
市
手

H

業
に
お
け
る
婦
人
も
、
 

夫
や
父
親
に
私
的
勞
役
と
し
て
の
家
事
勞
働
を
負
わ
さ
れ
な
が
ら
、
補
肋
的
な 

仕
事
し
か
さ
せ
ら
れ
ず
、
徒
弟
修
業
も
さ
ま
た
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ 

し
て
や
が
て
職
人
の
增
加
に
よ
っ
て
競
爭
が
は
げ
し
く
な
り
ギ
ル
ド
が
高
い
手 

工
業
的
熟
練
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
右
の
よ
う
な
こ
と
が
ロ
實
と
な
つ 

て
、
婦
A
は
ギ
ル
ド
か
ら
排
餘
さ
れ
る
ょ
う
忙
な
つ*:
。

と
こ
7>
か
封
建
制
度
の
內
鄱
に
資
本
主
義
が
芽
ば
え
、
資
本
の
原
給
的
蓄
橫 

と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
を
と
お
し
て
封
建
制
度
か
ら
資
本
主
義
へ
の
移
行
が
お
こ 

な
わ
れ
、
マ
ニ
ユフ
ァ

ク
チ
ユ
ア
が
發
展
し
て
く
る
と
、

「

そ
れ
が
と
ら
え
る 

ど
の
手
工
業
に
お
い
て
も
、
手
工

f

經
營
が
き
び
し
く
排
除
し
て
い
た
い
わ
ゆ 

る
不
熟
練
勞
働
溝
の
階
級
を
生
み
成
す

」

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
マ
ニ 

ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
が
私
的
な
家
事
罾㈣
に
し
ば
り
っ
け
ら
れ
て
い
た
婦
人
の
不 

熟
練
勞
働
に
門
戶
を
開
放
し
た
こ
と
は
當
然
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
マ
ニ
ュ
フ 

-ァ
ク
チ
ュ
ァ
は
ま
ず
婦
人
を
得
び
社
會
的
產
業
に
參
加
さ
せ
た
が
、
そ
れ
は
獨 

立
し
た
生
產
者
と
し
て
で
は
な
く
、
罾
ホ
家
に
よ
っ
て
と
く
に
低
い
賃
金
で
そ 

の
勞
働
を
搾
取
さ
れ
、
資
本
家
階
級
に
從
屬
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
し
て
で
あ 

つ
た
。
し
か
も
こ
の
段
階
で
は
、
自
分
の
勞
働
力
を
賫
る
こ
と
を
餘
儀
な
く
さ 

れ
だ
婦
人
の
存
在
は
、
ま
だ
偶
然
的
な
現
象
で
あ
り
、
霖
婦
、
孤
兒
、
そ
の
他 

の
身
密
り
の.な
，い
婦
人
な
ど
、
そ
の
數
は
き
わ
め
て
少
か
っ
た
。
そ
の
上
マ
ニ 

ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ

.ア
に
お
い
て
.は
、
熟
練
勞
働
者
の
ほ
う
が
ま
だ
優
勢
で
、
不
熟 

練
勞
働
者
の
數
は
は
な
は
だ
し
く
限
ら
れ
て
お
り
、
資
本
家
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の 

' 

_

を
身
^.
の
成
熟
し
た
度
合.や
、
カ
の
程
度
な
ど
に
合
わ
せ
る
こ.と
に
よ
っ
，
 

て
婦
人
や
兒
童
を
捧
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
.た
と
は
い
え
、
そ
れ 

枕
慣
習
と
男
子
發
働
者
の
反
抗
に
よ
つ
て
さ
ま
た
げ
ら
れ
て
W
が
。
■

機
械
制
大
工
業
の
段
階
に
な
る
と
、
機
搣
が
筋
力
を
不
用
に
す
る
か
ぎ
り
で

.
 

は
、
機
械
は
、
筋
力
の
な
い
勞
働
溝
、
あ
る
い
は
身
體
は

f

成
熟
だ
が
手
足
の 

一
層
し
な
や
か
な
勞
働
卷
を
使
用
す
る
た
め
の
手
段
に
な

(

っ
そ
と
で
資
本 

家
は
、
男
乎
勞
働
の
か
わ
り
に
婦
人̂
働
，お
よ
び
兒
童
勞
働
.を
っ
か
う
こ
と
が 

ず
っ
と
た
や
す
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
紐
績
に
し
て
も
機
織
に
し 

て
も
、
機
械
の
そ
ば
で
の
仕
事
は
お
も
に
き
れ
た
糸
を
っ
な
ぐ
こ
と
で
あ
り
、

「

同
一
勞
働
苘
一
賃
金

j
.

の
原
則
と
婦
人
勞
働
問
題

そ
の
他
の
こと

枕
す
ベ
て
機
械
が
や
っ
て
く
れ
る
よ
う
に.な
っ
た
。
こ5
1
P 

仕
事
に
は
力
は
す
こ
し
も
い
ら
な
い
が
、
指
さ
き
が
よ
ほ
ど
し
な
や
か
で
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
。
從
っ
て
、
そ
れ
に
は
男
子
が
不
必
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
 

男
子
の
手
は
筋
肉
や
骨
が
比
較
的
ふ
と
く
發
達
し
て
い
る
た
め
に
、
婦
人
や
子 

供
よ
り
も
不
適
當
で
さ
え
あ.る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、機
械
の
採
用
に
よ
っ 

'て
、.
成
年
男
子
勞
働
者
は
婦
人
や
兒
童
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
願
逐
さ
れ
て
い
っ 

た
。
し
か
も
一
股
に
資
本
主
義
が
發
展
し
て
技
術
が
進
步
す
れ
ば
、複
雜
な
機
械 

を
つ
か
え
る
高
度
な
熟
練
勞
働
若
に
た
い
す
る
需
要
が
生
ま
れ
る
と
と
も
に
、
 

勞
働
が
單
純
と
な
り
不
熟k
勞
働
者
に
た
い
す
る
需
要
が
增
大
し
て
き
た
。
そ 

れ
故
資
本
主
義
は
、
機
械
制
大
工
業
の
段
階
に
於
て
不
趴
M
の

婦
人
罾
㈣
ぉ
よ 

び
兒
童
勞
働
に
ま
す
ま
す
廣
い
門
戸
を
開
故
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
婦
人
の
社
會
的
へ
の
進
出
に
た
い
し
て
、
ィ
ギ
リ
ス
の
よ 

う
に
、
勞
働
組
合
が
專
門
的
な
熟
練
技
能
や
職
業
に
よ
っ
て
ぽ
ヰ
畠
子
罾
_
豸 

を
結
集
す
る
ギ
ル
ド
的
な
組
織
と
し
て
成
立
し
た
國
々
で
は
、
勞

f

合
が
婦 

人
勞
働
者
の
雇
用
に
反
對
し
、
婦
人
の
雇
用
を
禁
止
す
る
圃
體
i

を
資
本
家 

と
結
ぶ
よ
う
に
さ
え
な
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
‘勞
働
者
階
級
が
ま
だ
賢 

困
の
：根
本
原
因
や
そ
れ
を
な
く
す
た
め
の
方
策
を
み
い
だ
し
っ
っ
あ
っ
た
運
動 

の
初
期
に
お
い
て
は
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
明
ら
か
な
ギ
ル
ド
的 

反
動
で
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
婦
人
の
社
會
的
產
業 

へ
の
進
出
は
い
わ
ば
歴
史
的
必
然
で
あ
っ
て
、
ど
ん
な
力
も
こ
れ
を
お
し
と
ど 

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
機
械
技
術
が
進
涉
す
れ
ば
、
 

資
本
家
が
婦
人
勞
働
を
一
層
た
や
す
く
つ
か
う
こ
と
が
で
ぎ
る
よ
う
に
な
る
と 

い
う
ば
か
り
で
は
な
い。.
.

',
'

機
械
制
大
工
業
の
段
階
に
な
る
と
、
往
民
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
が
す
す
ん
で

兰
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三
田
學
會
雜
誌
第
四
十
八
卷
第
十
號
，

-
勞
働
渚
階
級
の
總
數
が
增
加
す
る
反
面
、
資
本
蓄
積
に
よ
っ
て
資
本
の
有
機
的 

構
成
が
高
ま
る
に
っ
れ
て
勞
働
力
に
た
い
す
る
需
要
が
相
對
的
に
少
く
な
る

。
.

.

 

だ
か
ら
勞
働
者
階
級
の

r

部
は
.、
資
本
蓄
積
が
必
要
と
す
る
の
に
く
ら
べ
て
相 

對
的
に
過
剩
と
な
り
、
資
本
蓄
積
の
た
め
の
產
業
豫
備
渾
と
し
て
失
業
ま
た
は 

半
失
業
狀
態
に.お
か
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
條
件
の
も
と
で
資
本
家
は
、
賃 

金
を
勞
働
カ
の
價
値
以
下
に
引
下
げ
る
の
で
あ
り
、
勞
働
カ
の
價
値
が
勞
働
奢 

と
そ
.の
家
族
の
必
要
と
す
る
生
活
手
段
の
價
値
に
よ
っ
•て
き
ま
る
か
ぎ
り
、
賃 

金
が
i

力
の
價
値
以
下
に
引
下
げ
ら
れ
れ
ば
、
勞
働
者
の
妻
や
娘
も
自
分
の 

勞
働
力
を
ど
う
し
て
も
寶
ら
な
い
わ
け
に
は
.い
か
な
く
な
つ
て
く
る
。
こ
う
し 

て
マ

ニ

ュ
フ
ァ
ク
チ
ユ
ア
の

^̂

と
ち
が
つ
て
、̂

0J
力
を
賣
る
こ
と
を
餘
儀 

な
く
さ
れ
る
婦
人
の
存
在
は
、
偶
然
的
で
な
く
必
然
的
な
現
象
と
な
る
。
し
か 

し
資
本
主
義
が
發
展
す
れ
ば
、
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
も
貧
困
化
し
沒
落
す
る
た 

め
に
、
自
分
の
生
計
を
た
て
へ
あ
る
い
は
家
族
の
收
入
を
.ふ
や
す
こ
と
を
餘
儀 

な
く
さ
れ
た
小
ブ
ル
ジa
ア
ジ
.
I

の
娘
や
婦
人
た
ち
も
自
分
の
勞
働
力
を
賣
る 

よ
う
に
な
つ
て
く
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
婦
人
た
ち
は
、
工
業
ば
か
り
で
な 

く
、
商
業
、
銀
む
、
保
ほ̂

胄
罾
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
部
門
で
、
男
子
に
か
わ 

っ
て
雇
い
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、

一
面
で
は
、
こ
れ
ら
の
部
門 

の
事
務
勞
働
者
が
、
本
来
は
熟
練
勞
働
を
お
こ
な
う
員
金
^

申
の
高
®
^

 

類
に
屬
し
て
い
た
が
、
事
務
所
內
で
の
分
業
の
發
達
に
よ
っ
て
勞
働
が
單
純
に 

な
る
ば
か
り
で
な
く
、
仕
事
を
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
に
よ
つ
て
熟
練
度
^
た
や 

す
く
た
か
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
るW未
熟
練
の
婦
人
勞
働
者
で
も
充
分 

こ
と
足
り
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
こ
う
し
て
ひ
と
た
び
婦
人
の 

知
的
能
力
に
た
い
す
る
需
要
が
っ
く
り
だ
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
、

「

讀
み
書
き 

箕
盤
、
女
の
知
識
は
そ
れ
で
充
分
だ

」

と
い
う
男
の
道
德
の
公
理
を
お
し

Q

付

_

三

八

(

七
七
六)

て
、
女
の
•子
に
も
、
男
の
子
と
同
じ
よ
う
に
、
事
務
勞
働
の
た
め
の
豫
備
敎
育 

.を
ほ
ど
こ
す
こ
と
が
必
耍
に
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
他
面
で
は
、
國
民
敎
育 

が
普
及
し
て
く
る
と
、
事
務
勞
働
者
を
、
こ
れ
ま
で
除
外
さ
れ
て
い
た
婦
人
か 

ら
も
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ.う
に
な
る
。

.こ

.の
±-
う
に
、
資
本
主
義
は
ま
す
ま
す
多
く
の
婦
人
を
社
會
的
產
業
に
參
加 

さ
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
不
可
避
的
な
傾
向
で
あ
る
。
け
れ
ど
も 

こ
の
傾
向
に
た
い
す
る
反
動
は
、
婦
人
の

「

侵
入」

に
脅
威
を
感
じ
て
い
る
熟 

練
男
子
勞
働
者
の
側
か
ら
た
え
ず
ひ
き
お
と
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

一
八 

六
四
年
第
一
ィ
ン
タI
ナ
ン
.ョ
ナ
ル
結
成
の
と
き
に
も
、
婦
人
の
社
會
的
產
業 

へ
の
進
出
を
制
限
す
る
法
律
の
制
定
を
主
張
す
る
小
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
右
_
が
あ 

っ
た
。.

.

ま
た
、

一
八
九
八
年
ジ
ュ
ール

.
ゲ
ー
ド
が
指
摘
し
たよ
う

に

、
.レ
ン 

ヌ
勞
働
組
合
大
會
に
お
い
て
は
、
職
場
を

「

生
活
の
必
要
か
ら
や
む
を
え
な
い 

未
婚
婦
人
^
^

亡
人」

だ
け
に
制
限
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
決
議
が
滿
場
一
致 

で
探
擇
さ
ヘ
れ
た。.

、だ
が
重
要
な
こ
と
は
、
婦
人
が
社
會
的
產
業
に
參
加
す
る
と
い
う
こ
と
は
進 

步
的
な
傾
向
だ
と.い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
、
ど
ん
な
に
苗 

痛
を
と
も
な
う
と
は
い
え
、
，婦
人
解
放
の
道
を
準
備
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し 

て
ゲ
.丨
ド
が
い
み
じ
く
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
.害
惡
は
婦
人
勞
働
そ
の
も
の
に 

あ
る
の
で
は
な
く
て
、
婦
人
勞
働
が
男
子
勞
働
と
同
じ
よ
う
に
、
否
、
そ
れ
识 

上
に
^
取
さ
れ
て
い
る
と
い.う
事
實
に
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
第
一
ィ
ン
タ

ー

ナ 

シ

H
ナ

ル

は

、

マ

ル

ク

ス

の
指
示
に
し
た
が
っ
て
、
婦
人
を
齔
#
的
產
業
に
參 

加
さ
せ
る
近
代
產
業
の
傾
向
が
、

「

資
本
主
義
制
度
の
も
と
で
は
畸
形
的
な
か 

た
ち
を
と
る」
と
は
い
え
、

「

進
步
的
で
賭
康
な
合
法
則
的
傾
向

」

で
あ
る
こ
と 

を
み
と
め
、
獨
人
の
勞'-
|
1と
備
康
を
保
護
す
る
法
律
の
廣
巩
な
發
展
を
こ
そ
要

求
し
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
婦
人
勞
働
漭
に
た
い
す
る
特
別
保
餿
法
は
、
婦
人 

の
肉
體
的
特
胜
か
ら
男
子
と
同
じ
よ
う
に
搾
取
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
害
惡
を
や 

わ
ら
げ
る
も
の
と
し
て
登
場
し
た
が
、
害
惡
は
さ
ら
に
、
.婦
人
勞
働
が
男
子
勞 

働
以
上
に
掷
取
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
實
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
何
よ
り 

も
、
' 資
本
家
が
婦
人
を
低
賃
金
な
る
が
ゆ
え
に
す
す
ん
で
採
用
.し
て
き
た
と
い 

う
歷
史
的
事
實
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
賃
勞
働
か
ら
閉
め 

出
さ
れ
る
こ
と
が
ま
さ
に

「

產
業
に
よ
る
死
-J
f
i

」

に
も
等
し
い
婦
人
勞
働
溝
自 

身
に
と
つ
て
は
、
あ
ま
り
に
も
自
明
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
婦
人
が
社
鲁 

的
產
業
に
進
出
し
て
男
子
と
同
じ
よ
う
な
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
な
る
ほ 

ど
、
婦
人
の
低
賃
金
は
目
立
つ
て
き
た
。
だ
か
ら
こ
そ
害
惡
を
い
さ
さ
か
で
も 

や
わ
ら
げ
よ
う
と
し
て
男
女

「

同
一
勞
働
同
一
賃
金

」

の
要
求
が
す
で
に
十

)

九 

世
紀
前
平
、散
發
的
に.で
は
あ
る
が
勞
働
組
合
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

し

か
も
そ
の
要
求
は
、ギ
ル

ド

的
な
.勞
働
組
合
か
ら
排
除
さ
れ
て
婦
人
、だ
け 

で
っ
く
ら
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
^
働
組
合
に
よ
っ
て
の
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で 

は
な
く
て
、
男
子
勞
働
渚
も
ふ
く
む
勞
働
組
合
に
よ
っ
て
出
さ
れ
て
い
る
。
こ 

れ
は
、
婦
人
が
社
會
的
產
業
に
參
加
す
る
と
い
う
合
法
則
的
な
傾
向
か
ら
男
子 

に
と
っ
て「

厄
介
な
競
爭
者」

と
し
て
の
婦
A
で
は
な
く
、「

經
濟
的
お
よ
び 

政
治
的
圆
带
の
同
志

」

と
し
て
の
_
入
を
み
い
だ
し
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
妻 

や
子
供
が
か
せ
が
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
賃
金
の
低
い
男
子
勞
働
卷
大
衆
で
あ
っ 

.た
と
い
う
事
實
に
も̂

つ
い
て
い
る。
、

■.

そ
の
上
男
女「

同
一
勞
働
同
一
賃
金

」

の
耍
求
そ
の
も
の
も
、
決
し
て
®
入 

勞
働
者
だ
け
の
要
求
で
は
な
く
、
勞
働
者
階
級
全
體
の
'要
求
に
ほ
か
な
ら
な 

い
。
と
い
う
の
は
、婦
人
勞
働
は
資
本
家
階
級
が
勞
働
者
階
級
全
體
に
た
い
す
る 

搾
取
を
强
め
る.て
こ
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
資
本
家
階
級
が

「

同
一
勞
働
同
一
賃
命

」

の
原
則
と
婦
人
勞
働
問
題

婦
人
の
お
か
れ
て
い
る
特
殊
な
條
件
を
利
用
し
て
、
婦
人
勞
働
者
に
男
子
よ
り 

も
低
い
賃
金
を
支
拂
い
、
あ
る
勞
働
部
門
で
は
、
へ
婦
人
を
男
子
よ
り
も
よ
く
働 

か
す
こ
と
に
よ
つ
て
、.そ
れ
'た
け
多
く
の
超
過̂

潤
を
^
取
し
う
る
と
V
う
た 

け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
舆
女
勞
働
溝
の
賃
金
に
差
が
つ
け
ら
れ
る 

な
ら
ば
、.
.男
女
勞
働
諸
が
互
に
競
爭
し
あ
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
資
本
家
は

こ 

の
競
爭
を
利
用
し
て
男
子
勞
働
者
の
賃
金
値
上
げ
を
ひ
き
と
め
る
こ
と
が
で
き 

る
ば
か
り
で
な
く
、
賃
金
を
ひ
き
さ
げ
る
こ
と
さ
え
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
男
女 

勞
働
者
が
團
結
し
て
男
女
間
の
賃
金
差
を
な
く
す
こ
と
は
、
か
れ
ら
相
互
間
の 

競
爭
を
お
さ
え
て
、
資
本
家
の
搾
取
の
强
化
を
阻
止
す
る
た
め
に
ど
う
し
て
も 

必
耍
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
的
歸
結
を
勞
働
卷
階
級
の
經
驗
の
な 

か
が
ら
ひ
き
出
し
て
、「

同
一
勞
働
同
一
賃
金

」

の
原
10
-
を
は
じ
め
て
か
か
げ 

た
の
は
、
第
二
イ
ン
'タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
結
成
の
一
八
八
九
年
七
月
パ
リ
大
會
に 

集
っ
た
世
界
各
國
の
勞
働
者
と
社
會
主
義
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
大
會
に

お
け
る 

國
際
勞
働
立
法
に
關
す
る
決
議
の
第
十
四
條
に
は
こ
う
書
い
て
.あ
.る
。

.「

同
一
勞
働
に
た
い
し
て
男
子
に
も
女
子
に
も
同
一
の
賃
金
と
同
一
の
勞
働 

の
便
宜
を
提
供
す
る
こ
と
。

」

そ
の
後
男
女「

同
一
勞
働
同
一
賃
金

」

の
原
則
は
、
ま
す
ま
す
多
く
の
勞
働 

組
合
に
よ
っ
て
う
ち
だ
さ
れ' 
熟
練
勞
働
者
の
勞
働
組
合
に
よ
つ
て
も

「

員
の 

仕
事」

へ
の
婦
人
の「

侵
入」

を
ふ
せ
ぐ
た
め
の手
段

と

し

て

支
持
さ
れ
る
よ 

う
に
な
つ
た
。
し
か
も
熟
練
勞
働
者
の
高
級
部
類
は
、
イ
ギ
リ
ス
を

は
じ
め
と 

す
る
先
進
資
本
主
義
諸
國
で
は
植
揭
地
か
ら
收
奪
.さ
れ
た
超
過
利
潤
の

「

お
こ 

ぽ
れ」

，
に
よ
っ
て
勞
働
貴
族
化1>
た
の
で
、
第
二イ
ン

タ

ー
チ
シ
a
ナ
ル

も
か
.
 

れ
ら
の
日
和
；
主
義
、.改
良
主
義
に
支
配
さ
れ
て
そ
の
革
命
的i

を
次
第
に 

失
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
男
女

「

同
一
勞
働
同
一
賃
金

」

の
原
則
に
っ
い
て

三

九

(

七
七
七)
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の
改
良
主
義
的
見
解
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
熟
練
男
子
勞
働
者
が 

婦
人
の
進
出
.を
ふ
せ
ぎ
き
れ
ない
こ

と

が
わ
か
づ
て
か
ら
は
、こ
の
原
則
を
、
 

婦
人
の「
侵
入」

を
ふ
せ
ぐ
た
め
で
は
な
く
、
男
子
の
賃
金
低
下
を
ふ
せ
ぐ
た 

め
の
手
段
と
み
る
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
男
：の
利
益
と
い
う
立
場
か
ら
出
發 

し
て
い
る
。

も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
見
解
に
た
い
し
て
、
す
べ
て
を

「

男
の
利
己
心」

に 

歸
す
る
女
■

張
論
渚
的
見
解
を
對
決
さ
せ
る
な
ら
ば
、
か
え
っ
て
男
女
間
に 

お
け
る
賃
金
の
差
別
待
遇
の
本
質
か
ら
眼
を
そ
ら
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ 

う
。
た
と
え
男
の
利
益
か
ら
出
發
し
て
い
る
に
せ
よ
、
婦
人
の
低
賃
金
が
男
子 

の
賃
金
を
も
引
下
げ
る
と
い
う
見
解
は
、
婦
人
勞
働
が
勞
働
者
階
級
全
體
に
た 

い
す
る
搾
取
を̂

め
る
て
こ
と
な
つ
て
い
る
と
い
う
本
質
的
事
情
の
部
，分
的
反 

映
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
こ
と
を
認
識
し
て
、

「
同
一
勞
働
同1

賃
金」

の 

原
則
を
男
子
の
賃
会
低
下
を
ふ
せ
ぐ
手
段
と

み
る
男
子
勞
働
卷
と
も
、
こ
の
原 

■則
を
め
ざ
し
て
統
一
行
動
を
と
る
と
い
う
の
が
、
眞
に
勞
働
者
階
級
の
立
場
で 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
實
男
女
勞
働
者
の
こ
の
原
則
を
要
求
す
る
闘
い
は
、
 

婦
人
が
重
耍
產
業
部
門
に
急
激
に
進
出
し
た
第
一
次
世
界
大
戰
前
後
に
巾
廣
く 

發
展
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
一
九
一
九
年
に
採
擇
さ
れ
た
I

L

O憲
章
も
第
四
十
一 

條
に
お
い
て「

男
子
も
女
子
も
同
一
の
價
値
あ
る
勞
働
に
對
し
て
は
同
一
の
賃 

金
を
う
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原
則

」

は
、「

特
別
さ
し
せ
ま
つ
.て
重
要
で 

あ
る」

と
宣
言
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
後1
乙
0
は
ー
九
ニ
八
年
に
こ
の
原 

則
を
は
じ
め
て
と
り
あ
げ
て
各
國
政
府
に
注
意
を
う
な
.が
し
、

一
九
三
七
年
、

三
九
年
に
も
こ
の
原
則
の
重
大
性
を
確
認
す
る
決
^
を
採
擇
し
た
。

け

れ

ど

も

男
，女
.

「

同
一
勞
働
同
一
賃
金

」

の
原
則
を
男
子
の
賃
金
低
下
を
ふ 

せ
ぐ
手
段
と
み
る
改
^
主
義
的
見
解
が
内
容
上
の

限
界
を
も

つ

て
お
り
、
經
濟

.
四
0 

(

七
七
八)

の
軍
#
化
と
戰
爭
の
過
程
で
こ
の
原
則
を
實
質
上
否
定
し
尜
る
獨
占
資
本

p

政 

策
を
合
理
化
す
る
よ
う
に
な
づ
た
こ
と
を
指
摘
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

第
一
次
世
界
大
戰
中‘ョ
I 
ロ
ッ
パ
の
資
本
主
義
諸
國
で
は
‘、
多
數
の
男
子
が 

戰
場
に
送
ら
れ
た
か
わ
り
に
、
婦
人
が
お
び
た
だ
し
く
戰
時
產
業
に

動

員

さ

れ 

た
が
"
.資
本
家
は
婦
人
を
と
く
に
低
い
賃
金
で
働
か
せ
た
の
で
、
男
子
の
賃
金 

に
た
い
す
る
脅
威
が
强
く
感
ぜ
ら
れ
、
男
子
の
賃
金
を
ま
も
る
た
め
に

「

同
一 

勞
働
同一

賃
金」

の
原
則
を
必
要
と
す
る
改
良
主
義
的
見
解
が
力
を
得
て
き 

た
。
し
か
も
そ
れ
は
、

「

男
の
仕
事」

と「

女
の
仕
事」

を
は
っ

き

り

わ
け
て 

前
者
に
は
高
い員

率
を
、
罾

肖

に
は
低
い
賃
率を
き

め

る

と

い

う

方
法
を
考
え 

る

よ

う

に
な
つ
た
。
シ
ド
ニ 

I
.ゥ
エ
ッ
プ
は
、

こ
れ
を「

產
業
上
の
男
女
分

離」
(industrial s

e
g
r
e
g
a
t
i
o
n

p
f th

e

 s
e
x
e
s
)

と

呼
び
、
そ

う

し

た

ば
あ
V
の
こ
と
を
こ
う
の.ベ
て
い
る
。

:「

婦
人
は
男
子
の
仕
事
に
は
雇
わ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、雇
主
は
男
子
と
同
じ 

高
率
で
賃
金
を
支
拂
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ら
、
男
子
勞
働
の
ほ
う
が
有
利 

だ
と
み
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
普
通
の
男
子
は
女
子
の
仕
事
を
や
ろ
う
と
は 

し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
賃
金
は
、
ほ
か
で
得
ら
れ
る
よ

り

低
い
率
で
支
_
わ
れ
、
 

そ
れ
で
は
、
か
れ
が
全
く
自
分
を_

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
於&-
が
。

」 

.だ
が
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
婦
人
の
職
業
分
野
が
擴
大
す
る
傾
向
を
阻
止
し 

て「

女
の
仕
事」

を
固
定
さ
せ
よ
う
と
す
る
點
で
は
、
婦
人
の

「

侵
入」

を
ふ 

せ
ぐ
と
い

.う
、
從
來
の
見
解
と
共
通
性
を
も
つ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
.
婦 

人
の
熟
練
技
能
が
た
か
ま
っ
て
も
、
彼
女
た
ち
を
そ
れ
に
適
し
た
仕
事
に
は
っ 

か
せ
な
い
で
、
依
然
と
し
て
熟
練
技
能
を
要
し
な
い
仕
事
に
お
し
こ
め
る
可
能 

性
を
資
本
家
に
あ
た
え
て
い
る
。
ま
た
、

「

女
の
仕
事」

は

「

男
の
仕
事」

■よ 

り
も
必
ず
賃
金
が
低
い
と
き
め
て
か
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「

女
の
；

B

事」

が

'熟
練
技
能
や
方
を
必
要
と
す
る
點
で'はr

男
の
仕
事」

と
ほ
と
ん
ど
か
わ
り
な 

い
ば
あ
い
に
も
さ
ら
に
低
い
賃
金
を
き
め
さ
せ
る
可
能
性
を
あ
た
え
、
婦
人
の 

低
賃
金
を
固
定
化
す
る
こ
と̂
み
と
め
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
.。
事
實
第
一
次 

世
界
大
戰
後
ア
メ
リ
ヵ
に
發
達
し
た
い
わ
ゆ
る
職
階
制
に
お
ホ
る
職
務
評
|
も 

資
本
家
が
右
.の
ょ
う
な
こ
と'^
お
こ
な
う
手
段
と
な
つ
て
い
る
。
こ
の
點
に
つ 

い
て
ゴ
ム
バ
ー
ク
は
そ
の
著

『

職
務
評
價
に
關
す
る
罾■
砠
合
必
携』

f 

L
a
l
^
o
r

. Un
i
o
n

 M
a
n
u
a
l

 o
n

 JoTd 

j
E
v
a
l
u
a
t
i
p
p
)

の
な
か
で
こ
う
の
ベ 

て
い
る
。

『

若
干
の
讓
に
お
い
て
は
、
男
子
と
女
子
の
職
務
の
間
に
、
歴
史
的
に
賃 

金
格
差
が
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
同
.一
の
職
務
に
っ
い
て
い
る
男
子
と
女
子 

が
相
異
る
賃
#'
'
を
も
ら
う
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
こ
.と
も
間
々
あ 

る
0
1>
か
し
も
つ
と
し
ば
し
ば
あ
る
の
は
、
あ
る
一
群
の
職
務
は

「

殳
子」

の 

.職
‘務
と
考
え
ら
れ
て
、
男
子
が
占
め
て
い
る
そ
れ
に
远
敵
す
る
程
度
の
技
能
を 

必
要
と
す
る
類
似
の
職
務
ょ
り
も
、

低
い
賃
率
を
吏
拂
わ
れ
て
い
る
こ
と
で 

あ
る
。
こ

う

い

う

職
務
に
對
し
て
は
、
職
務
評
價
が■
入
さ
れ
る
と
き、
.同
一
.
 

の
評
^
が
相
異
る
賃
禪
に
あ
た
え
ら
れ
る
た
め
に
、
賃
摩
を
き
め
.る
に
.っ
.い
て 

問
題
が
お
こ
る
こ
と
が
あ
る
。
過
去
に
お
い
て
は
、

は
一
つ
の
職
務
評
償

C

註
！
 
ニ〕

曲

線

，に
對
し
て
、
ニ
機
の
賃
率
農
を
あ
た.え
て
い
た
。

』 

■

，
ゥH

ッ
ブ
は
ま
た
、「

男
の
仕
事」

と

「

女
の
仕
事
.

」

と

を

わ
け
て
、

そ
れ 

ぞ
れ
ち
が
っ
た
一
定
の賃
_

を

き

め
れ
ば
、
あ
と
は「

男
女
が
同
一
の
工
程
.の 

な
か
.の
、
芷
に
同
一
の
_

に
お
い
て
直
接
お
互
い
に
齓
職
競
带

し

あ

う

少
數 

の
ば
あ
い」

だ
け
が
問
題
と
な
り
、
そ
の
ば
あ
い
.に
有
效
な
勞
働
組
合
運
動
が 

あ

り

う

る

と
考
え
る
。
だ
がそ
う

な
れ
ば
か
え
つ
て
こ
の

「

少
數
の
ば
あ
い」

に
男
女
間
の
競
爭
が
は
げ
し
く
な
つ
て1

組

合

運

動

に

ょ

っ

て

同

一

.勞

働

同 

「

同
一
勞
働
同
一
賃
金

」

の
原
則
と
.婦
人
勞
働
間
題

一
賃
金
の
‘原
則
を
適
用
さ
せ
が
た
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
現
實
に
お 

い
て
は
、
婦
人
が
社
鲁
的
產
業
に
進
出
す
る
傾
向
は
：や
は
り
お
さ
え
よ
う
も
な 

.ぐ
、

ま
す
ま
す
多
く
の
婦
人
が
男
子
と
同
ー
の
.仕
事
に
っ
く
よ
う
に
な
り
資 

本
家
は
、
婦
人
を「

女
の
仕
事」

な
み
の
低
い
賃
金
で
男
子
と
同
一
の
仕
事
に 

っ
か
せ
よ
う
.と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
こ
の

「

少
數
の
ば
あ
い.

」
に「

同
一
、 

勞
働
同
一
賃
金」

の
原
則
が
適
用
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
こ
と
が
あ
る
と 

す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
技
術
的
に
す
す
ん
だ

H

程
に
お
い
て
、
資
本
家
が
勞
務
管 

理
の
必
要
上
男
女
に.っ
い
て
同
一
の
個
數
賃
率
を
き
め
る
ば
あ
い
で
あ
る
。
し 

か
し
他
の
多
く
の
工
程
に
お
い
て
は
、
婦
人
を
さ
ら
に
低
い
賃
率
で
搾
取
す
る 

ば
か
り
で
な
く
、
限
ら
れ
た
範
園
の
工
程
に
お
い
て
、
女
子
の
賃
率
を
い
く
ら 

か
引
上
げ
る
と
し
て
も
、
男
子
の
賃
率
を
引
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
男
女
の
賃 

率
を
同
一
に
す
る.の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
帝
國
主
義
と
く
に
資
本 

主
義
の
全
般
的
危
機
の
段
階
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る

「

近
代
的」

能
率
給
の
も 

と
で
獨
古
資
本
が
最
大
限
利
潤
を
確
保
す
る
た
め
に
お
こ

な

う

よ

う

に
な
っ

て
 

お
り
、
と
り
わ
け
經
濟
裉
事
化
と
戰
爭
の
過
程
で
、
婦
人
を
取
需
產
業
に
お
け 

る「

男
の
仕
事」

に
i

的
に
引
入
れ
る
手
段
と
し
て
廣
沉
に
お
こ
な
う
よ
う 

に
な
っ
て
い
.る
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
ば
、
第
一
次
世
界
大
戰
中
の
一
九
一
六 

-

年
四
月
ィ
ギ
リ_ス
慈
善
機
關
雜
誌
に
の
せ
ら
れ
た

「

女
エ
の
1
練
と
保
識」

と 

い
う
一
文
に
も
の
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
男
女
の
賃
金
を
同
，一
に
す
る
こ
と 

が
■

「

必
ず
し
も
賃
金
の
增
加
を
意
味
し
な
い

」

よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
の
‘で
あ 

¥
ー̂

か
し
第
ニ
.次
世
界
大
戰
後
の
ー
九
四
八
年
に
施
行
さ
れ
た
改
正
1
1
0
.
 

憲
章
の
前
文
に
も
乳
ら
か
な
よ5'
-
-に
、「

同
一
勞
働
同
一
賃
金

」

.の
原
則
は
賃 

金
お
よ
.び
勞
働
條
件
の
向
上
を
目
的
と
し
て.い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
右
の
よ
う 

な
ば
あ
い
は
、
む
し
ろ

「

同

一勞
働
同

一賃
金」

の
原
則
を
う
ち
や
ぶ
る
も
の 

.1
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と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

, 

こ
の
點
で
す
で
に̂

一一
 
次

世
界
大
戰
前
の
一
九
二
八̂
プ
口
フ
ィ
ン
テ
ル
ソ 

(

赤
色
勞
働
組
合
イ
ン
タ
ーナ
シ
ョ
ナ
ル

.

)

が
第
四
囘
大
會
の
決
議
に
お
い
て 

「

同
一
勞
働
にた
い

す

る

同
一
賃
金
。
婦
人
の
增
大
す
る
勞
働
能
力
及
び
技
術 

の
進
涉
に
應
じ
て
全
般
的
な
賃
金
の
引
上
げ
。
後
れ
た
產
業
部
門
、
農
業
、
家 

內
工
業
に
お
け
る
婦
人
勞
働
渚
の
最
低
賃
金
制
の
確
立

」

を
要
求
し
た
こ
と
は
、 

「

岡
一
一
賃
金

」
の原則をまず明確に示したものであった。

第
一
一
次
世
與
大
戰
後
佌
思
勞
連
が
こ
の
原
則
を
め
ざ
し
て
ど

の

ょ

う

.に
闘
っ 

て
き
た
か
に
っ
い
て
は
す
で
に
胃
頭
に
記
し
た
が
、

一
九
五
三
年
に
開
か
•れ
た 

世
界
婦
人
大
會
の
婦
人-€
>
權
利
宣
言
が「

同
一
帶
働
同
一
賃
金

」

の
原
則
と
と 

も
に
、
あ
ら
ゆ
る
婦
人
大
衆
の
特
殊
要
求
を
か
か
げ
、
こ
の
原
則
を
要
衆
す
る 

勞
働
卷
階
級
の
闘
い
が
、
鹿
机
な
婦
人
運
動
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
さ
ら
に
は 

世
思
の
平
羽•

獨
立
•
自
由
を
ま
も
る
運
動
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
し 

た
こ
と
は
、
こ
の
原
知
を
め
ざ
す
闘
い
を
ま
さ
に
一
步
前
進
さ
せ
た

も

の

と

い 

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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三

最

後

に

「

同

一

勞

#■
同
一
，
賃

金」

の

原

則

は

、と

の

よ

う

な

^

を̂
%■
つ
た
も 

の

で

あ

る

か

を

理

論

的

に

明

か

に

し

て

み

よ

う

。

こ

の

點

に

つ

い

て

は

、

勞

賃 

が

勞

働

カ

の

價

格

の

轉

化

形

態

と

し

て

の

勞

働

の

^

^

と

い

う

現

象

形

態

で

あ 

る

と

い

う

こ

と

か

ら

、

個

々

の

勞

働

者

の

賃

金

が

勞

働

者

の

個

人

的

勞

働

支

汛

に
比
例
し
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
勞
働
のI

の
法
則
が
存
在
す
る
こ
と
を
認 

め
、「

同
一
勞
働
同
一
賃
金
の
原
則
は
、

ま
さ
に
勞
働
の
儐
格
を
支
配
す
る
法 

則
の
一
っ
で
あ
り
、
そ
の
い
み
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
原
則
で

(

註
！〕

あ
つ
た」

と

す

る

見
解
が
あ
る
。
.し
か

し

「

同
一
勞
働
同
一
賃
金

」

、の
原
則 

は
、.資
本
主
義
の
も
と
で
、
勞
働
力
の
價
格
•が
勞
働
の
價
格
と
い
う
現
象
形
態 

を

と

る
こ

と

か

ら

き

て

い

る

か
ぎ
り
で
は
、ブ
ル

ジ
ョ

ア
的
原
則
で
あ
る
が
、

勞
働
の
價
格
を
支
配
す
る
法
則
で
は
な
い
。
原
則
は
®

的
な
法
則
と
混
同
さ

. 

れ
て
は
な
ら
な
い
。
資
本
主
義
の
も
と
で
は
、

T

同
一
勞
働
同
一
賃
金

」

' 
の
原 

則
は
、「

平
等」

の
權
利
と
い
う
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
原
則
と
同
じ
よ
う
に
、
實
際 

と
矛
盾
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
勞
働
の
償
格
を
支
配
す
る
法
則
に
も 

と
づ
い
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
勞
働
の
價
格
を
支
配
す
る
法
則
は
、
や
は
り
、
 

勞
働
力
の
價
値
法
則
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
別
に
、
個
々
の
勞
働
者
の
勞
働
の
傾

r

 

格
を
決
定
す
る
法
則
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ 

ん
勞
働
カ
の
價
値
は
勞
働
者
階
級
全
體
の
平
#
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る 

が
、
勞
働
力
の
價
値
法
則
が̂

!
す
る
ば
あ
い
に
は
、
資
本
家
に
對
す
る
勞

11 

渚
間
の
競
爭
を
と
お
し
て
異
っ
た
種
類
の
勞
働
カ
.の
價
値
が
そ
れ
ぞ
れ
の
勞
働 

衰
の
勞
働
の
價
格
に
格
差
を
生
：ぜ
し
め
る
。
と
こ
ろ
が
鎅
練
勞
働
力
と
不
熟
練 

勞
働
力
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
、
勞
働
力
の
穂
類
と
勞
働
の
質
の
相
違
が
一
..被
す 

る
ば
あ
い
も
あ
る
が
、
家
族
を
養
っ
て
い
る
勞
働
者
の
勞
働
力
と
そ
う
で
な
い 

勞
働
渚
の
勞
働
力
、
男
子
勞
働
力
と
女
子
勞
働
力
、
成
熟
勞
働
力
と

i

熟
勞 

働
力
、
な
ど
と
い
う
ば
あ
い
の
よ
う
に
、
勞
働
力
の
種
類
と
勞
働
の
質
の
相
違

'
 

が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
ば
あ
い
が
多
い
。
•そ
の
上
、勞
働
力
の
價
値
法
則
は
、 

剩
餘
價
値
の
法
則
、
資
本
蓄
積
の
一
般
法
則
の
も
と
で
作
用
す
る
か
ぎ
り
、
相 

對
的
過
剰
人
口
の
壓
力
に
よ
つ
て
勞
働
の
價
格
は
勞
働
カ
の
價
値
以
下
に
引

「

同

一

勞

働

同

.一
賃
金」

の

原

則

と

婦

人

勞

働

問

題

下
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
壓
力
を
う

け

る

度
合
は
勞
働
力
の
種
類
に
よ 

っ
て
異
る
。.そ
れ
ゆ
え「

同
一
罾

0]
同
一
賃
金」
の
原
則
'a
貫

際
と
矛
盾
す
る 

の
で
あ
っ
て
、
生
產
手
段
の
私
的
資
本
主
義
的
所
有
が
な
く
な
っ
て

^
■
力
の 

價
値
法
則
が
效
カ
を
失
い、
生
^
-
段
の

社
會
的
所
有
の
も
と
で
勞
働
に
お
う 

じ
た
分
配
とい
う

新
し
い

社
會
主
義
の
法
則
が
そ
の
進
路
を
き
り
ひ
ら

い

て

く 

る

と

と
も
に
、
.こ
の

原
則
'は
も
は
や
實
際
と
は
矛
盾
し
な
く
な
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
こ
と
は
、「

平
等」

と
い
う
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
原
則
が
社
鲁
主
義

(
共
產
主 

義
の
第
一
段
階)

に

お

い

て

實
際
と
も
はや
矛
盾
す
る
こ

と

な

し

に

®

さ
れ 

る

と

い

う

こ
と
が
、「

ド
ィ
ツ
勞
働
著
黨
綱
領
評
課

」

の
な
か
で
マ
ル
ク
ス
に 

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
も
わ
か
る
。

さ
て
そ
れ
で
は「

同
一
勞
働
同
一
賃
金

」

の
原
則
を
實
際
と
對
立
せ
し
め
て 

■い
る
男
★
間
の
賃
金
.差
は
、
勞
働
力
の
價
値
法
則
の
作
用
に
よ
っ
て
い
か
に
生 

ぜ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か。

•

す
で
に
の
ベ
た
よ
う
に
、
勞
働
力
の
價
値
は
勞
働
者
と
そ
の
家
族
に
必
要
な 

生
活
手
段
の
價
値
に
よ
っ
て
き
ま
る
。
そ
れ
ゆ
え
勞
働
者
の
妻
や
娘
も
そ
の
勞 

働
力
を
賣
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
勞
働
力
の
債
値
は
夫
や
妻
や
娘
の
そ
れ
に
分
割 

さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
勞
―

の
價
値
は
階
級
全
體
の
平
均
と
し
て
は
家
族
に
必 

要
な
生
活
手
段
の
價
値
を
よ
り
少
く
し
.か
ふ
く
ま
な
く
な
っ
て
く
る
。
も
ち
ろ 

ん
資
本
主
義
の
發
展
に
よ
っ
て
增
加
す
る
婦
人
勞
働
著
の
な
か
に
は
、
子
供
や 

年
老
い
た
南
親
や
、
ま
た
と
き
に
は
、
.失
業
し
た
り
病
氣
し
た
り
し
て
い
る
夫 

を
さ
え
扶
養
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
の
數
が
增
加
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
け 

れ
ど
も
家
族
を
養.わ
ね
ば
.な
ら
.な
い
者
の
敷
は
、
資
本
主
義
の
も
と
で
は
、
後 

で
の
べ
る
よ
う
な
條
件
に
よ
っ
て
、
や
は
り
、男
子
.1

卷
の
ほ
う
が
婦
人
勞
働 

者
よ
り
は
依
然
と
し
て
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
平
均
的
に
は
、
男
子
よ
り
も
婦
人

四

三
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の
.勞
働
力
の
價
値
の
ほ
う
が
低
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
婦
人
が
男
子
と
ま
す 

ま
す
同
じ
仕
事
に
從
事
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
資
本
家
は
婦
人
の
賃
金
を
男 

子
の
そ
れ
よ
り
も
一
：股
に
低
く
壓
し
下
げ
、
.
婦
人
勞
働
者
相
互
の
競-
は
、
資
‘
 

本
家
を
し
て
家
族
を
扶
蒸
す
る
婦
人
勞
働
卷
に
割
の
惡
い
賃
金
を
壓
し
っ
け
る 

こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る。

.

.

.
 

.

.
そ
れ
で
は
家
族
を
扶
養
す
る
勞
働
卷
の
數
が
婦
人
よ
り
男
子
の
ほ
う
が
依
然 

と
し
て
多
L
と
I
う
の
は
な
せ
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
の
ベ
た
よ
う
に
、
私
有 

財
產
の
^t

：

と
相
續
の
た
め
に
生
む
た
一
夫
 

一
_

m
婚
家
族
と
男
の
支
配 

は
、
財
產
の
な
い
勞
働
者
の
家
族
に
は
ま
す
ま
す
適
用
さ
れ
な
く
な
つ
て
く
る 

と
は
い
え
、
そ
の
な
ご
り
は
根
强
く
殘
つ
て
い
る
。
こ
と
に
資
本
主
義
的
な
關

.
 

係
と
な
ら
ん
で
、資
本
主
義
以
前
の
關
係
が
遺
物
と
し
て
殘
つ
て
い
る
國
で
は
、
 

勞
働
港
家
族
に
も
家
父
長
制
が
依
然
と1
て
支
配
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
婦 

人
は
货
事
勞p

に
し
ば
り
つ
け
ら
れ
て
夫
の
み
じ
め
な
賃
金
で
扶
養
さ
れ
て
お 

り
、
と
き
に
は
、
わ
ず
か
に
内
職
と
い
う
か
た
ち
で
家
內
勞
働
に
從
事
し
て
い

•
 

る
ば
あ
い
が
多
い
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
少
い
ば
あ
い
で
も
、
婦
人
が
夫 

や
父
の
被
扶
養
者
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
資
本
主
義
が
私
的
家
計
を
社 

會
的
_

に
轉
化
し
て
しま
う

こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
婦
人
が
そ
の
肉
體
的 

特
性
か
ら
社
會
的
任
務
と
し
て
課
さ
れ
て
い
る
分
娩
と
子
供
の
養
育
を
社
鲁
に 

よ
つ
て
特
別
に@3
慮
す
る
こ
.と
が
で
き
な
い
た
め
で
あ
る0
こ
う
し
た
こ
と
は 

す
べ
て
生
產
手
段
が
私
的
所
有
か
ら
社
會
的
所
有
に
轉
化
さ
れ
る
と
と
も
に
實 

現
さ
れ
、妊
娠
中
お
よ
び
乳
兒
哺
乳
中
の
婦
人
は
個
人
で
は
な
く
社
會
が
養
い
、
 

子
供
の
養
育
も
煩
琐
な
家
事
も
公
典
の
仕
事
と
な
っ
て
、
託
兒
所
：
幼
稚
園
、
 

■子
供
の
家
や
、
共
同
炊
蕭
、
公
營
食
堂
、
洗
濯
所
、
修
理
所
な
ど
が
計
畫
的 

に
建
設
さ
れ
る
よ.う
に
な
る
。
こ
う
し
て
婦
人
の
社
會
的
產
業
へ
の
參
加
と
そ

四

四

(

七
八

ニ)

の
經
濟
的
獨
立
が
確
固
た
る
基
礎
の
上
に
お
か
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
生 

產
手
段
の
私
的
所
有
に.も
と
づ
く
資
本
主
義
の
も
と
で
は
、
家
族
が
貧
困
化
す 

る
た
め
に
婦
人
が
收
入
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
が
、
.婦
人
は
私
的
な
家 

事
勞
働
の
義
務
を
は
た
せ
ば
.社
會
的
塵
來
か
ら
閉
め
出
さ
れ
た
ま
ま
で
一
文 

も
か
せ
ぐ
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
社
會
的
_

に
參
加
し
て
ひ
と
り
だ
ち
で 

か
せ
ご
う
と
思
え
ば
、
家
事
勞
働
の
義
務
を
は
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い 

う
矛
盾
に
惱
ま
さ
れ
っ
づ
け
る
。
も
ち
ろ
ん
資
本
主
義
も
、
婦
人
が
家
の
な
か 

で
や
つ
て
い
た
仕
事
を
社
會
的
產
業
と
し
て
お
こ
な
う
よ
う
に
な
る
。
し
か
し 

そ
れ
は
私
的
資
本
主
義
的
に
經
營
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
'た
と
え
ば
、
子
供
を 

託
兒
所
に
あ
ず
け
た
り
、裁
縫
を
や
め
て
旣
製
品
で
ま
に
あ
わ
せ
た
り
す
れ
ば
、
 

婦
人
が
か
せ
ぐ
よ
う
に
，な
っ
た
た
め
に
收
入
は
增
加
し
て
も
、
家
庭
で
何
も
か 

も
や
っ
て
い
た
と
き
よ
り
も
支
出
が
增
大
し
て
く
る
。
資
本
主
義
の
も
と
で
は 

實
に
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
通
じ
て
の
み
私
的
家
計
の
社
會
的
產
業
へ
の
：

「

解 

消」

が
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
婦
人
の
社
會
的
產
業
へ
の
進 

出
が
制
限
さ
れ
て
お
り
、
依
然
と
し
て
夫
や
父
に
抉
養
さ
れ
て
い
る
婦
人
が
多 

く
、
家
族
を
扶
養
す
る
勞
働
港
は
、
婦
人
よ
り
男
子
の
ほ
う
が
多
い
の
で
あ 

る
0 

.

:

次
に
、
男
子
勞
働
力
の
價
値
と
女
子
勞
働
力
の
價
値
の
相
違
を
規
定
し
て
い 

る
要
素
と
し
て
は
、
勞
働
力
の
價
値
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
修
業
費
が
あ 

る
。
資
本
主
義
の
も
と
で
は
、
.婦
人
が
は
じ
め
か
ら
熟
練
技
能
を
必
要
と
し
な 

い
仕
事
に
雇
わ
れ
、
ま
た
、
家
事
勞
働
に
し
ば
り
っ
げ
ら
れ
て
い
た
婦
人
の
職
業 

的
1
練
の
缺
如
.に
よ
っ
て
、
婦
人
勞
慟
力
の
價
値
の
な
か
に
ふ

く

ま

れ

て

い
る 

修
業
費
は
、
平
均
的
に
は
、
男
子
の
そ
れ
よ
り
も
少
い
。
も
っ
と
も
す
で
に
の

ベ
た
よ
う
に
、
資
本
主
義
は
、
婦
人
の
知
的
能
力
に
た
い
す
る
需
要
か
ら
、
事 

務
勞
働
の
た
め
の
豫
備
敎
育
を
婦
人
に
も
ほ
ど
こ
す
よ
う
.に
な
り
、
こ
う
し
て 

教
育
の
第
一
涉
が
ふ
み
出
さ
れ
る
と
、
，婦
人
が
大
學
に
は
い
る
こ
と
を
禁
止
で 

き
な
く
な
る
。
事
實
多
く
の
資
本
主
義
諸
國
で
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
婦
人
運
動
の 

發
展
に
よ
っ
て
、
教
育
の
機
會
均
等
が
着
々
と
®

さ
れ
、
っ
い
に
婦
人
に
た 

い
し
て

も
上
級
敎
w
_
關
の

門
戸
が
制
度
的
に
は
解
放
さ
れ
る
.ま
で
に
な
っ
て 

い
る
。
し
か
し
多
く
の
婦
人
大
衆
が
、
家
族
の
貧
困
の
上
に
、
家
事
勞
働
に
束 

縛
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、®

的
に
は
教
育
の
機
會
均
等
は
！̂
さ
れ
な
い
。 

そ
れ
ゆ
え
婦
人
勞
働
港
の
多
く
は
な
お
依
然
と
し
て
I

的
訓
練
の
不
足
し
て 

い
る
ま
ま
に
、
た
だ
赞
働
力
の
安
い
と
い5
理
由
で
資
本
家
に
雇
わ
れ
て
お 

り
、
婦
人
勞
働
力
の
債
値
は
平
均
的
に
は
、
男
.子
の
そ
れ
よ
り
も
や
は
り
低 

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
婦
人
勞
働
卷
相
互
の
競
爭
は
婦
人
が
男
子
と
同
じ
よ
う
な
熟

.
 

絨
技
能
を
要
す
る
仕
事
を
し
て
い
る
ば
あ
い
に
も
低
い
賃
金
を
支
挪
い
、
同
じ 

學
歷
の
男
子
よ
り
も
賃
金
を
裀
く
し
、
と
く
に
上
級
敎
育
機
關
を
卒
業
し
た
婦 

人
に
割
の
惡
い'賃
金
を
お
し
つ
け
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
。

ま
た
、
勞
働
力
の
價
値
を
きめ
る

生
活
手
段
の
分
量
は
、
勞
働
者
の
普
通
の 

欲
望
水
準
に
よ
っ
て
きま
る

か
ぎ
り
、
婦
人
勞
働
溝
の
家
庭
が
男
の
支
配
の
な 

ご

り

を
卜
ど

め

、
_封
建
制
の
遺
物
や
家
父
長
制
を
残
し
て
お
れ
ば
お
る

ほ

ど

、
 

夫
や
父
に
く

ら

べ

て
質
の
悪
い
衣
食
住
で
生
活
さ
せ
ら
れ
る
た
め
に
、
そ
の
婦 

人
勞
働
卷
の
欲
望
水
準
は
低
く
お
さ
え
ら
れ
、
資
本
家
は
そ
れ
だ
け
低
い
賃
金 

で

雇

う

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

な

る

。

以
上
の
よ
う
な
、
男
女
勞
働
力
の
價
値
の
相
違
は
'
資
本
主
義
が
發
展
す
る 

に
つ
れ
て
減
少
す
る
。と
い

う

の

は

、

ど
ん
な
制
限
が
あ
る
に.せ
よ
、
■ま
す
ま 

す
多
く
の
婦
人
が
夫
や
父
の
被
扶
養
卷
で
あ
る
こ
.と
を

や
め
て
か
せ
ぎ
に
出
な

「

同
一
勞
働
同一

賃
冷」

.の
原
則
と
婦
人
勞
働
問
題

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
働
く
た
め
に
は
敎
育
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な 

り
、
さ
ら
に
は
夫
の
支
配
に
た
い
す
る

「

妻
の
反
逆」

が
增
大
す
る
か
ら
で
あ 

る
o .け

れ
ど
も
そ
の
反
面
、
婦
人
勞
働
者
は
、
相
對
的
過
剰
人
口
の
增
大
す
る
壓 

カ
を
男
子
よ
り
.4
さ
ら
に
强
く
う
け
て
、
賃
金
を
勞
働
カ
の
憤
値
以
下
に
は
な 

は
だ
し
く
引
下
げ
ら
れ
るよ
う

に

な

る

。

ま
ず
婦
人
勞
働
カ
のf

は
男
子
勞
働
カ
よ
り
も
絕
對
的
に
多
く
は
な
い
と 

し
で
も
、
勘
斷
阶
に
は
急
連
に
增
大
す
る
。
と
い
う
の
は
、
勞
働
者
階
級
が
貧 

困
化
し
、
さ
ら
に
は
小
ブ
ル
ジ
ョ
ブ
ジ
ー
が
貧
困
化
し
沒
落
す
れ

.ば
、
從
來
家 

庭
に
い
た
そ
の
妻
や
娘
が
ま
す
ま
す
多
く
そ
の
勞
働
力
を
賣
ら
'さ
る
を
え
な
く 

な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
娘
は
最
朝
嫁
入
前
の
働
き
口
を
求
め
る
だ
け
で
、
 

や
が
て
結
婚
に
よ
っ'て
家
庭
に
は
い
り
夫
の
被
扶
養
渚
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ 

れ
も
貧
困
化
の
强
ま
り
に
よ
っ'て
不
可
能
と
な
り
、
結
婚
後
も
働
き
口
を
來
め
.
 

.
ざ
る
を
え
な
く
な
る
者
が
た
え
ず
增
加
し
て
い
る
。
.一
方
、
婦
人
勞
働
力
の
供 

給
が
こ
の
よ
う
に
、
M

す
る
の
に
た
い
し
て
、
霈
要
も
增
大
す
る
と
は
い
え
、
 

'
き
わ
め
て
强
く
制
限
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
一
っ
に
は
、
資
本
家
が
あ
ら 

ゆ
る
ロ
實
を
も
う
け
て
婦
人
に
對
し
職
業
の

£：

戶
を
と
ざ
し
て
い
る
か
ら
で
あ 

る
。
た
と
え
ば
資
本
家
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
從
來
家
事
勞
働
に
束
純
さ
れ
て
い 

た
婦
人
の
職
業
的
訓
練
の
缺
如
を
ロ
實
に
し
て
婦
人
の
就
き
う
る
職
業
分
龄
を 

限
定
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
婦
人
の

「

敎
育
を
う
け
る
權
利

」

と
い
う
ス
ロ 

—

ガ
ン
は「

勞
働
に
た
い
す
る
權
利

」

と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
轉
化
さ
れ
ざ
る 

を
え
な
か
っ
-た
.の
で
あ
る
。
寶
本
家
は
、
ま
た
、
婦
人
を
家
事
勞
働
か
ら
家
庭 

外
の
賃
勞
働
へ
奪
い
安
っ
て
お
き.な
が
ら
、
こ
の
事
實
を
認
め
る
こ
と
に
反
對 

.し
、「

婦
人
の
持
場
は
家
庭
に
あ
る

」

.と
の
見
地
か
ら
、
い
っ
で
も

「

家
庭
に

• 

四
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'

還
れ」

と
い
っ
て
婦
人
勞
働
者
を
解
雇
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
見
地
は
、 

ブ
ル
ジ
ョ
ァ
社
畲
が
妻
の
公
然
ま
た.は
隱
然
た
る
家
內
奴
_
制
の
上
に
き
ず
か 

れ
て
い
る
單
婚
家
族
を
そ
のH

i
分
と
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
罾
本
家
の
八

「

心_ 

を
去
ら
な
い
。.ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
三
仄

(

闪
1
2
1
<
3
0>
,
1
^
&(]
>
, Ki

r
c
h
e

子
供
、 

盡
所
、
敎
會)
理
論
は
、
資
本
家
の
こ
の
よ
う
な
政
策
を
蕞
づ
け
る
も
の
で
あ 

り
、
し
か
も
戰
带
準
備
の
一
部
と
し
て
婦
人
を
兵
士
の
靡

〈

と
母
■の
役
目
に
お
と 

し
い
れ
よ
う
と
望
む
港
を
手
助
け
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
に
か
く
、
こ
の
よ
う
な
結
果
と
し
て
、
自
分
の
勞
働
カ
を
賣
ら
ざ
る
を
え 

な
い
多
く
の
婦
人
大
衆
は
潜
花
的
過
剰
人
口
と
同
じ
よ
う
な
先
業
狀
態
に
お
か 

れ
、
ま
た
、
家
內
勞
働
に
從
事
す
る
停
滯
的
過
剩
人
口
と
し
て
半
央
業
狀
態
に 

お
か
れ
る
。
し
か
も
さ
ら
に
下
層
は
浮
浪
者
、
賣
春
婦
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
 

ま
さ
に「

婦
人
の
賃
勞
働
の̂

^
に
は
賣
淫
と
い
う
暗
い
影
が
立
つ
て
へ

I

紀」

。

.
資
本
家
は
、
こ
の
よ
う
に
相
對
的
過
剩
人
口
の
な
か
で
た
え
ず
增
大
す
る
婦 

人
先
I

お
よ
び
平
朱
業
渚
の
壓
カ
を
利
用
し
て
、
婦
人
勞
働
は
家
計
補
助
的 

勞
働
で
あ

る

と

か
、
產
前
產
後
の
休
暇
で
勞
働
がi

さ
れ
る
と
か
、
そ
の
他 

い
み
い
ろ
な
理
由
で
、
婦
人
の
賃
金
を
勞
働
カ
の
價
値
以
下
に
と
く
べ
つ
低
く

.
 

壓
し
下
げ
る
。
こ
う
し
て
、
資
本
家
は
、
す
で
に
の
ベ
た
よ
う
に
、
婦
人
勞
働 

力
の
價
値
が
平
均
的
に
低
いの
と

あ
い
ま
っ
て
、

と

り

わ

け

多
く
の
剩
餘
價
値 

を
搾
取
す
る
の
であ
り

、

こ
の
こ
と
は
、
婦
人
が
男
子
と
同
じ
よ
う
な
勞
働
を 

お
こ
な
い
な
が
，ら
、
そ
の
勞
働
の
價
格
が
男
子
よ
り
低
い
と
い
う
形
態

.%
と
つ 

て

あ

ら

わ

水

る

.°
そ
こ
で
婦
人
勞
働
審
の
不
滿
が
よ
び
お
こ
さ
れ
、

「

同
一
勞 

働
同
一
賃
金」

の
要
求
が
う
ち
だ
さ
れ
る
の
であ
る

。

.も
っ
と
も
婦
人
が
ま
だ
、
夫
の

「

成
功」

に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
結
婚
に
よ 

.つ
て
、
家
庭
に
落
着
こ
う
と
い
う
幻
想
を
い
だ
い
て
い
る
う
ち
は
、

「

同
一
勞

四

六

(

七
八
四)

働
同
.一
賃
金」

の
要
求
は
そ
れ
ほ
ど
發
展
せ
ず
、
男
女
間
の
賃
金
差
を
婦
人
勞 

働
者
が
.自
ら
み
と
め
て
さ
え
い
る
。
し
か
し
資
本
主
義
は
こ
の
幻
^
を
容
赦
な 

く
う
.ち
く
だ
い
.て
い
く
。
勞
働
岩
家
族
は
妻
や
娘
が
働
か
な
け
れ
ば
ま
す
ま
す 

生
計
を
維
持
し
え
な
く
な
り
、

「

同i

勞
働
同
一
賃
金」

の
耍
求
は
、「

婦
人
に 

職
業
の
門
戸
を
開
放
せ
ょ

」

と
い
う
要
求
と
と
も
に
、
貧
困
化
す
る
勞
働
者
階
.
 

級
の
運
命
と
密
接
に
結
び
っ
い
た
も
の
と
な
つ
て
く
る
。
し
か
も
こ
の

「

婦
人 

に
1

の
門
戶
を
_
放
せ
ょ」

と
い
う
要
求
は
、
婦
人
の
賃
金
を
引
下
げ
る
婦 

人
失
業
若
の
顧
力
を
や
わ
ら
げ
る
も
の
と
し
て
、

「

同
一
勞
働
同
一
賃
金

」

の 

要
求
と
意
識
的
に
結
び
っ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
點
で
、

一
九
五
四
年
七 

月
の
第
二
囘
國
際
金
屬
機
械
勞
働
者
赢
に
お
い
て
、

G 
•
ア
ド
ゥ
ィ
ッ
チ
が 

「

同
一
勞
働
同
一.賃
金」

の
.原
别
.と
と
も
に
、「

働
く
權
利
、
あ
ら
ゆ
る
職
種 

の
婦
人
へ
の
開g
e '
婦
人
勞
働
者
と
し
て
の
資
格
の
承
認

」

を
基
本
要
來
と
し•
 

て
か
か
げ
た
こ
と
は
、
注
目
令
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(

最
後
の
部
分
は
統
計
や 

資
料
に
も
と
づ
い
て

具
•體
的
に
の
べ

る
っ
も
り
で
あ
っ
た

が
紙
數
の
關
係
で
抽 

象
的
敍
述
に

•お
わ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
結
論
的
部
分
は
、

日
本

獨
自
の
問
題
と 

と
も
に

別
の
機
會
に
發
表
す
る。) 

〔

ま
S

(

註
一)

舟
橋
倚
道「

勞
働
の
價
格
と
そ
の
法
則

」
(

經
濟
評
論
、

昭
和
ニ 

九
年
八
月
號
所
載

) 

. 

,

.

(

註
.ニ)

灯
竹
1^
%
剧「

新
婦
人
論」

九
九
頁
。

(

註
三)

「

第
二
囘
國
際
金

®
機
械
勞
働
者

#
_
議
事
錄

」

五
月
書
房
版
一 

.三
六
頁
。 

.

西

ド

ィ

.
ッ

中

世
に
お
け
る

- Ba
u
e
r
n
t
u
m

ご

-
-C

o
d
e
x

 

L
a
u
r
e
s
h
a
m
e
n
s
i
s

 

を

中

、
じ

と

し

て

_

-

丨

の
形
成

宇

尾

野

久

「

寄
進
帳
は
ヵ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
經
濟
史
の
最
も
重
要
な
資
料
に
屬
す
る

」

と

卜o
o
p
s
c
h

は
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
寄
進
帳
は
賃
乎
帳
の
內
容
を
說
明

す
る
も
の
と
し
て
當
面pL

.

に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
直
接
農
耕
者
の

S
t
a
n
d

.の
社
會
經
濟
的
條
件
を
究
明
す
る
た
め
に
不
可
缺
の
も
の
と
言
わ
ね
ば

な

ら

な
 

ヽ

0

\

 

.

然
し
乍
ら
そ
の
限
界
を
見
き
わ
め
ず
に
絕
對
的
な
價
値
を
認
め
よ
う
と
す
る 

こ
と
は
旣
に
過
丧
の
も
の
と
な
つ
て
い
る
。

こ
の
間
の
事
情
に
就
い
て-S
C+
-
0

w
n
m
n
e
r

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

『

領
主
制
の
古
い
歴
史
に
對
す
る
主
要
資
料
で
あ
る
寄
進
帳
と
賃
子
帳
は
唯
ぐ

'
 

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の

^
豸
を
描
寫
す
る
の
み
で
、
全
體
の
否
よ
り
小
さ
な
地
方
で 

さ
え
も
の
土
地
所
有
配
分
をi

し
て
い
な
い
。
加
う
る
に
夫
等
は
初
期
及
び 

高
度
中
世
に
お
い
て
は
.殆
ん
ど
專
ら
聖
界
の
文
書
か
ら
由
来
し
て
い
る
。
然
も 

大
部
分
多
く
，の
個
別
的
寄
進
に
よ
つ
て
そ
の
趴
豸
を
增
大
し
、
加
う
る
に
敍
任 

權
淨
以
前
に
は
全
く

「

へ
ル
シ
ャ
フ
ト

1-
で
は
な
く
て
、
就
中
そ
の
寄
進
者
や

西
ド
イ
ツ
中
世
に

お
け
る

s B
a
u
e
r
n
t
u
m

じ

の
形
成

守
護
の
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
編
入
さ
れ
て
い
た
聖
界
の
グ
ル
ン
ド
へ
ル
シ
ャ
フ
ト 

は
、
こ
こ
で
當
然
誤
っ
た
ビ
ル
ド
を
呈
示
し
て
い
る
。
然
し
後
期
に
お
い
て
も 

俗
界
グ
ル
ン
ド
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
賃
子
帳
は
あ
る
場
所
の
土
地
所
有
配
分
を
確 

定
す
る
の
に
充
分
で
な
い
。
こ
の
こ
と
は
或
る

H
e
r
r

の
收
入
記
述
と
し
て
の 

賃
子
帳
の
性
格
に
ょ
る
も
の
で
あ
る
。

…
…

故

に(

中
世
ま
た
は
十
三
世
紀
來 

.ま
で
の
少
い
資
料
に
限
淀
さ
れ
ず
に

)

十
八
及
び
十
九
世
紀
の
ず
っ
と
後
の
豐 

富
な
資
料
か
ら
出
發
し
、
此
處
か
ら
古
い
時
代
に
も
ど
る
®

を
せ
ね
ば
な
ら 

な
い』

と
。
勿
論A.

 D
o
p
s
c
h

も
亦
賃
子
帳
の
限
界
に
就
い
て
は
最
も
良
く 

熟
知
せ
る
編
修
渚
で
あ
り

「

そ
の
本
質
上
當
時̂

^
十
三
世
紀)

の
賃
子
帳 

は
均
齊
な
ま
た
完
全
な
そ
の
映
像
を
興
え
な
い
。
當
時
の
賃
子
帳
は
賃
子
で
貸 

出
さ
れ
た
土
地
の
み
を
記
そ
ぅ
と
慾
し
、
尙
自
己
經
營
に
あ
る
土
地
に
就
い
て 

は
何
も
の
も
含
ま
な

(

い」

と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
ょ
ぅ
な
制
約
に
も
不
拘p L

.

の
中
で
直
接
農
耕
者
の
ど
の
程
度
の 

生
產
條
件
が
知
ら
れ
、
ま
た
之
等
の
農
眺
者
の
社
會
政
治
的

S
t
a
n
d

は
ど
の 

よ
う
な

も
'の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
來
る
で
あ
ろ
う
か
？

屢
く
引
證
さ
れ
る
力
！
ル
大
王
の
御
斜
地
令
の
自
由
民
の
本
来
の
社
會
經
濟

四
七
，

(

七
八
五)


