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厚

(

七
四)

十
九
世
紀
後
半I:
お
け
る
ィ
ギ
リ
ス

*

本
主
_

.

.

の

変

貌

と

勞

働

組

合

運

動

の

，
変

転(

そ
の
三)

.

,
 

. 

.

.
-

■

ノ

I
-
-
1

八
七
一
年
の
労
働
組
合
法
.

を
..

め
ぐ
っ
.て
ー

一.、
は

し

が

き
..I

ニ
、
産
業
革
命
期
に
お
け
る
労
働
組
合
に
た
い
す
る
法
的
圧
迫——

.
一
八
ニ
四
：年
お
ょ
び
-:
五
年
法
を
め
ぐ
っ
て

-

三
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ァ
時
代
に
お
け
る
組
合
政
策
の
変
転
と
労
働
組
合

の
法
的
地
位
^

—

Bi
結
権
の
法
的
承
認
の
袁
義_

' 

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.
 

•

日
本
の
労
働
組
合
運
動
は
、
い
ま
ひ
と
つ
の
^

員
^

に

*
っ
て
い
る

と

い
わ 

れ
る
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
ょ
ぅ
に
、
そ
の
も
っ
，と
も
重
要
な
点
は
、
い
わ 

ゆ
る
：「

占
領
政
策
の
行
き
す
ぎ」

を
是
正
す
る
と
い
ぅ
名E

の
も
と
に
、
労
働 

組
合
の
発
展
を
抑
制
し
、
労
働
運
動
の
弾
庄
を
企
図
し
つ
つ
あ
る
か
め
ょ
ぅ
な 

動
き
が
見
ら
れ
る
こ
と
.で
あ
.る
。r

健
.全
な
労
®

行
の
樹
立」

と
か
、
あ
る
い 

は
、
:~
1公
共
の
福
祉
*—
を
理
由
に
、
争
議
に
警
察
が
介
入
し
、
ま

た

裏

.于
渉

.

0

■
:
'田 

鼎

し
な
い
ま
で
も
、
労
働
組
合
運
動
に
威
压
を
加
え
つ
つ
あ
る
：こ
と
は
、.
日
々
の 

報
道
機
関
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
と
く
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら 

な
.い
こ
と
は
、
i

行
為
が
、
公
共
の
安
寧
秩
序
を
侵
犯
す
る「

社
会
悪」

で
あ 

り
、
勤
労
者
の
権
利
の
籀
用
で
あ
る
か
の
よ
ぅ
な
観
念
が
流
布
さ
れ
つ
つ
あ
る 

こ
と
で
あ
ろ
ぅ
。.
し
が
し
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
は
、.団
結
権
お
よ
び
団
体
®

権 

が
、
' 憲
法
に
傲
障
さ
れ
て
.い
る
勤
^
者
の
基
本
的
な
権
利
で
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
い
る
。

;

-■

V
:

日
本
国
憲
法
第11

五
条
に
は
、
.

「

す
べ
て
国
民
は
、健
康
で
文
化
的
な
最
低
限 

度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
るj

と
^
定
さ

れ

、

第
-:
'

七

条

お

よ

び

こ

八

条
 

に
は
、
'

「

す
べ
て
1
1民
は
、'勤
労
の
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
ぅ
：…

.

1
「

勤
労 

者
の
団
結
す
る
権
利
お
よ
び
団
体
交
渉
そ
の
他
の
団
体
行
動
を
す
る
権
利
は
、
 

こ
れ
を
保
障
す
るi

と

規

定

さ

れ

：て
.、い
る
々
-
い

ぅ

ま

で

も

な

-<
こ

れ

ら

の

権

利 

は
、
敗
戦
後
0,
日
本
に
お
：い
て
制
定
.さ
れ
た
新
憲
法
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に

■(

一
九
五)

十
九
世
紀
後
带
に
お
け
る
ィ

f

ス
資
本
主
義
の
変
貌
と
労
働
粗
合
運
動
の
変
^



あ
た
え
ら
れ
：た
の
で
は
あ
.っ
.た
が
、
.决

.L
て
素
手
で
得
ら
れ
た
も
の
.で
.は
；な
か 

っ
た
。
第
一
一
次
世
界
大
戦
に
散
っK

い
：っ
.た
幾
苗
方
の
人
々
の
.尊
い
血
の
犠
牲 

の
上
に
、
こ
れ
を
代
償
と
し
：て
あ
が
な
わ
れ
た
も
の
：で
あ
っ
た
。

だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
労
働
者
の
基
本 

的
な
権
利
は
、
長
い
間
の
資
本
主
義
社
会
の
成
長
と
発
展
の
.過
程
に
•お
い
て
、
 

労
働
者
階
級
Q
闘
い
に
よ
っ
て
攫
ち
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
歴 

史
的
に
生
成
し
た
権
利
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
こ
そ
重
要
な
意
味
が
秘
め
ら
れ 

て
い
る
。
近
代
的
な
意
味
で
の
人
格
的
な
自
由
と
平
等
、
と
が
誰
人
も
侵
す
こ 

と
の
で
き
な
い
権
利
、
い
わ
ゆ
る
基
本
的
人
権
と
し
て
宣
言
さ
れ
た
の
は
、
周 

知
の
よ
う
に
一
.七
七
六
年
の
ア
メ
リ
ヵ
八
ロ
^
国
の
独
立
と
一
七
八
九

の̂

フ

ラ

 

ゾ

ス
革
命
と
い
う
巨
大
な
大
衆
的
な
革
命
運
動
の
過
程
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
。
 

こ
の
よ
う
に
.十
八
世
紀
末
期
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
ョ
ー
ロ
.ッ
パ
を
お 

そ

？
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
は
、
封
建
的
身
分
的
な
従
属
関
係
を
廃
棄
し
て
、
そ 

の
代
り
に
資
本
家
的
低
代
的
な
人
間
関
係
を
打
ち
樹
て
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か 

し
な
が
ら
、
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
労
働
者
は
人
格
的
に
自
由
な
存
在 

で
あ
る
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
生
産
手
段
か
ら
も
自
由
な
人
間
で
あ
る
。
彼
が 

日
々
そ
の
労
働
力
を
資
本
家
に
売
る
こ
と
な
く
し
て

、

到
底
そ
の
生
存
を
維
持 

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
従
っ
て
弱
者
の
立
場
に
あ 

る
労
働
者
が
人
間
的
な
生
活
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
要
求
を
も
つ
限
り
、
こ
こ 

に
彼
ら
が
団
結
し
組
合
を
結
成
す
る
こ
と
は
、，
ま
た
歴
史
的
な
^
然
性
を
有
し 

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
実
に
労
働
^
合
運
動
の
歴
史
と
は
、
こ
の
よ
う
な
生
存 

権
や
労
働
権
に
た
い
す
る
勤
労
大
衆
の
絶
え
ざ
る
叫
び
に
よ
っ
て
書
き
っ
づ
け

ら
れ
.て
き
た

■■
>
い
っ
て
も
、、
け
だ
し
過
言
で
は
な
い
。

.

た
し
か
に
日
本
の
憲
法
は
ク
勤
労
者
の
固
結
権
と
団
体
行
動
権
を
保
障
し
て 

..
い
.る
^
で
、
第
.

j.r

次
大
戦
後
め
ド
ィ
ッ
の
ヮ
ィ
マ.

ル
.憲

法

に

も

比

す

べ

き

も 

の
で
あ
る
。
だ
が
注
意
1
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.こ
と
は
、，
こ
れ
ら
の
勤
労
者
の 

基
本
的
な
諸
権
利
は
、
形
式
的
に
憲
法
の
上
で
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ 

て
、
.た
だ
そ
れ
だ
け
で
決
し
て
充
分
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
さ
き
に
の
ベ
た 

よ
う
に
、
勤
労
者
の
団
結
権
.や
団
体
行
動
権
は
、
歴
史
的
な
長
い
困
難
な
過
程 

を
へ
て
瘦
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
マ
てr

こ
の
意
味
.か
ら
す
れ
ば
、
日
本
の
憲
法 

に
規
定
さ
れ
て
い
る
勤
労
者
の
諸
権
利
は
、
敗
戦
.の
結
果
と
い
う
よ
う
な
偶
然 

的
な
襄
件
を
契
機
と
し
て
あ
.た
え
ら
れ
た
も
の
.で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
占
領 

者
の
頭
の
中
か
ち
生
ま
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
世
界
の
労
働
若
階
級
の 

運
動
：の
歴
史
的
な
闘
争
を
背
景
と
し
て
、
こ
れ
と
不
可
分
の
関
係
に
お
い
て
_ 

得
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
今
後
、
こ
れ
ら
が
、
勤
労
者
大
衆
の
遺
産 

.

と
し
て
後
々
の
世
代
ま
で
う
け
つ
が
れ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
か
ら
も
果
て
し
な 

い
闘
い
が
つ
づ
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
勤
労
者
の
基
本
的
な
権
利
を
確
保
し
つ
づ
け
る
こ 

.と
が
、
い
か
に
困
難
な
闘
い
を
必
要
と
す
る
か
、
日
本
に
お
い
て
、
現
行
法
律 

:上
、
組
織
労
働
者
の
二 0

%

を
占
め
る
国
家
及
び
地
方
公
務
員
と
、
約
一
四
％ 

を
占
め
る
公
共
企
業
体
及
び
地
方
公
営
企
業
の
従
業
員
と
合
せ
て
約
ニ
〇
〇
万 

ば
：か
り
の
，喷
働
者
が
、
全
く
争
議
権
を
奪
わ
れ
、
そ
の
上
に
、
約
五
〇
万
の
電 

気
産
業
及
び
石
炭
産
業
の
労
働
者
が
、
い
わ
ゆ
る
ス
ト
規
制
法
に
よ
っ
て
、
そ 

の
争
讓
権
^
大
き
な
制
限
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。
権
利
と
い
う
も
の
は
、
た
え

ず
闘
い
と
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
拱
手
傍
観
し
て
い
て
獲
得
す
る
努
力
を
惜 

し
む
な
ら
ば
、
団
結
権
や
争
議
権
が
、
勤
労
者
大
衆
か
ら
次
第
に
う
ば
わ
れ
て
■ 

ゆ
く
こ
と
が
絶
対
.に
な
い
と
は
言
え
な
い
。
.
.ヮ
ィ
マ
ー
ル
共
和
国
の
歴
史
は
、
 

教
訓
と
し
て
こ
の
峻
厳
な
，事
実
を
教
え
て
い
る
.。
.

こ
の
よ
う
に
、
.現
在
、
.勤
労
者
大
衆
が
享
受
し
セ
い
る
団
結
韻
と
団
体
行
動 

権
は
、
資
本
制
社
会
の
成
立
に
と
も
な
う
賃
金
労
働
者
の
運
動
の
結
果
、
権
利 

と
し
.て
認
め
ら
れ
ゐ
に
至
？
た
も
の
で
あ
っ
て
、
い
ま
こ
れ
を
、
資
本
主
義
が 

最
初
に
発
展
し
た
^

_に
と
っ
て
考
え
.る
な
ら
ば
、
労
働
者
階
級
が
、
.そ
の
団 

結
権
を
鳆
得
す
る
に
際
し
て
、
.
'いか
に
長
期
間
に
わ
た
る
忍
耐
.と
.闘
争
と
を
要
. 

f

れ
た
か
、
ま
た
#*
議
権
を
i

i

/m
の
権
利
と
し
て
支
配
者
.に
®
認
令 

せ
る
た
め
に
、ど
れ
ほ
ど
多
く
の
懷
牲
を
被
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
が
.マ
た
か
を
、
. 

も
っ
と
も
明
瞭
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
.よ
5

。

ニ

.
:

十
九
世
紀
.か
ら
.ニ
〇

世

紀

.に
か
け
て
の
ィ

ギ
リ
ス
^
働
^
合
^
動
の
歴
史
を 

概
観
す
る
な
ら
ば
、
，労
働
組
合
の
法
的
な
地
位
に
か
ん
し
て
、
き
'わ
.め
、て
童
要 

な
い
く
つ
か
の
画
期
的
な
_
件
を
も
っ
て
#

づ̂
け
ら
れ
名
時
期
を
見
出
す
で 

あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
こ
れ
を
^

す̂
る
な
ら
ば
、

,

㈠I

七
九
九
f

一
 
八
0
0年
に
か
け
て
の
'!
a
結
禁
止
法
の
制
定
: 

k

一
 <

1

一
四
^

-1

.八
二
五
年
に
か
け
て
の
0
結

禁

止

法

の

撤

廃

. 

s

一
八
七1

年
の
労
働
組
合
法 

H1

九

年

の

.労

働

争

議

法

.

.：

.

㈤
ー
：九U

七
年
の
労
働
争
讓
法

.第
一
の
団
結
禁
止
法
の
時
期
は
、産
業
資
本
主
義
の
確
立
期
.に
あ
た
り
、産
業 

苹
命
に
よ
る
階
級
の
.分
化
、
フ
ラ
ン
ス
苹
命
の
影
響
に
と
も
な
っ
て
、
急
進
、王 

義
運
動
の
活
潑
化
;>
:階
級
闘
争
の
激
化
が
、支
配
階
級
を
震
撼
し
つ
つ
あ
っ
た
。
 

自
曲
1

主
義
'

g

哲
学
.

I経
済
的
に
.
i
約
自
由
の
原
則——
に
よ
っ
て
、
 

労
働
^
の
団
結
は
、
い
：か
な
る
意
味
に
お
.い
て
も
違
法
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
 

こ
.の
へ
1
A〇
〇
年
か
ら
.一'八
.一，
一
四
年
ま

「

で

の

四

半

世

紀

は

、
.
労

働

者

階

級

ボ

団 

結
権
を
要
求
し
て
_
争
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
で
あ
る
。

ー
八
ニ
四
年
お
よ
ぴ
ニ 

■五
年
の
団
結
禁
止
法
撤
廃
法
に
よ
っ
て
、：1

疮
団
結
権
を
攫
得
し
た
労
働
者
階 

級
は
.、
こ
こ
に
本
#g

な
労
働
組
合
運
動
を
展
開
す
る
、に
至
っ
た
。
し
か
し
こ 

れ
は
労
働
組
合
が
合
法
的
な
地
位
を
あ
た
え
ら
れ
た
と
い
ぅ
こ
と
を
意
味
し
な 

か
っ
た
。
労
働
組
合
が
、
真
に
そ
の
合
法
性
を
攫
得
す
る
に
は
、
.一
八
七
一
年 

の
労
働
組
合
法
：を
ま
^
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た

。

労
働
組
合
の
基
金
に
法
的 

な
保
護
を
あ
た
'え
た
ー
'.
八
七

1年
の
労
働
組
合
法
は
>

ー
八
七
五
年
の
共
謀
罪 

お
よ
*ひ
財
産
保
護
法(

T
h
e

-oonspiracy 

and... Protection of Fro- 

perty A
c
t
)
；

お
よ
び
労
働
組 

正
法(The Trade U

n
i
o
n

 A
m
e
n
d
-

 

m
e
n
t

 .Act).

と
相
ま
；っ
て
、
労
働
組
合
運
動
を
鞏
固
な
地
盤
に
搪
え
た
か
に 

見
え
：た
。
_
実
労
®

合
運
動
は
、
か
の
慢
性
的
な
不
況
が
は
じ
ま
る
一
八
七 

四
年
に
は
、
-1

八
六
七
年
に
は
じ
ま
？
ぬ
繁
栄
期
の
絶
頂
を
示
し
、
労
働
組
合 

員
数
极

.書
有

の

高

さ

：に
達
ル

%
。
ゥ

-
ッ
シ
夫
妻
の
言
葉
を
か
り
る
な
ら 

ば
、J 

一：年
か
ら
ヤ
八
セ
五
年
ま
-^
の
閘
に
公
労
働
組
貪
の
数
は
、
お 

そ
ら
く
一
；
一
借
以
上
：に

な

っ

て

い

る

だ

ろ

ぅ

。

3 

(

一
九
七

)

十
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
ィ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
変
貌
と
労
働
組
合
運
動
の
変
転



だ
が
、
. 一
'/
\
八
0

歳
に
い
'
た
つ
て
勃
発
じ
た
不
^

^

働
者
の
運
動、
VV 

わ
ゆ
る新
組
合
運
動
は
”
：
坑
夫
、'ド
ッ

ク
労
働
者
、鉄
道
従
業
員
お
よ
び
農
業 

i

者
を
產
摸
な
闘
争
に
ま
き

.こ
み
、

英

国

資

：̂

義

が

帝

国

主

義

の

段

階 

に
達
す
る
と
と
も
：に
、
内
外
の
矛
盾
は
.一
膚
激
烈
と
.な
.つ
た
-°
.こ
.の矛
盾
.に
対
' 

処
す
べ
く
、
肖
時
：の
支
爲
級
：は
、
外
に
対
し
て
は
侵
略
戦
争
を
強
行
す
る
と 

と
も
に
、
国
内
に
如
い
て
：は
_労
働
組
合
運
動
に
菝
烈
な
反
擊
を
加
：え
た
：。

.

.

.
1
'
九 

〇

1

年
の
タ
ッ
フ

•ヴ
上
丨
ル
判
決
.

(Ta

成v
a
l
e

CHu
d
g
m
e
n
t
)

は
、

£

.の
ょ
ぅ
な
反
動
政
策
の
.
.
-
部
を
な
..
す
も
の
.'で.
.あ
.
.づ.
.，.た
...
。.-'
'
.

「

^

上̂

:0
ク
::
|
-
デ

タ 

丨」

•と
し
て
知
ら
れ
る
と
の
_
件
は
、
^
_砠
ム

ロ

罾

動

を

事

実
-1
1
不
可
能
に
し
、
 

あ
ら
ゆ
る
実
際
的
なEI

的
の
た
め
の
ス
ト
ラ
ィ
キ
を「

非
合
法」

に
す
る
も
の 

で
あ
つ
て
、

一
A
七|

年
か
ら
七
六
年
の
'間
に
組
合
が
瘦
得
し
た
あ
ら
ゆ
る
榫 

利
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
?
た
。
'や
が
.てj 

:九
〇
六
年
、
労
働
代
表
委
員
会 

(The La
b
o
u
r

 Representation c
o
m
m
i
t
t
e
e
)

が
ィ
ギ
リ
ス
労
爾
党 

.と
改
称
さ
れ
、
自
由
党
と
の
提
携
の
も
と
に
、
労
働
.義
法

を

成

立

さ

せ

、
.労 

置
合
を
民
事
訴
訟
の
責
任
か
ら
免
れ
さ
せ
、
タ
，ヴ
フ

•ヴ
.H

1
ル
事
件
に
.ょ
. 

つ
て
^

§

ム
ロ
罾
動
に
加
え
ら
れ
た
破

^

㈤
な
影
響
か
ら
ょ
ぅ
や
く
脱
す
る
こ 

と
が
で
き
た
。

' 

パ
.；

し
か
し
タ
ッ
フ
，

ヴ
エ
！
ル
判
決
に
ょ
.つ
て
労
働
者
階
級
；の
'»
動
.に
重
大
な 

脅
威
を
あ
た
え
た
保
守
党
内
閣
は
、
.一
九
〇
六
年
の
労
働
争
議
法
の
成
立
以
後 

も
、
そ
の
.反
動
的
政
策
を
少
し
も
変
え
ょ
ぅ
と
は
し
な
か
；つ
た
。
上
ガ

0
九
年

C3)

の
オ
ス
ボー

ン
の
判
決
に
は
労
働
組
合
と
政
党
と
の
関
係
に
障
害
を
あ
た
え
、

労
I

合
の
み
な
ら
ず
§

见
そ
の.

も
め
：
の
勢
カ
を
弱
め
.ょ
ぅ
と
す
る
悪
質
な

.四

(

一
九
八)

意
西
が
秘
：め
ち
れ
て
い
，た
よ
う
で
あ
る
。

一
八T

三
年
の
労
働
組
合
法
に
よ
っ 

.て
、
:労
働
組
^

^V .

の
政
治
的
基
金
を
政
治
的
目
的
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と 

は
都
可
.さ
れ
、
す
ス
.ボ
ー

V
の
判
決
は
、部
分
的
に
破
棄
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
 

:し
ふ
'1
>
^
ら̂
、：
支
_

級
に
：よ
る
労
働
組
冷
に
た
い
す
る
よ
り
徹
底
し
た
大 

*
摸

な

攻

撃

：の
：奮

は

、
：
；
ー
ぺ
丸
一

1

七年の.

および霜組合法とな 

っ
.て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
0

1九

.-
:
六
年
の
い
わ
ゆ
る
ゼ
ネ
ラ
ル
：
ス
ト

.(

4〕
:

ラ
ィ
'キ

の

失

敗

に

よ

っ
.
て

、

労

働

組

合

の

法

的

な

地

位

は

、

再

び
.
.
一
八
七
〇
年 

代
の
：そ
れ
に.逆
戻
り
さ
，せ
ら
れ
'た
の
で
.あ
る

。
，
と

の

靈

.は

出

較

的

長

く

つ

づ 

き

、
：
一
九
四
六
年
、

.'
労

働

党

政

府

が

，そ
め
：最

初

の

仕

事

と

し

て

、

ご

れ

を

i
 

.す
る
：ま'で
：、.
.労
働

組

合

運

動

を

支

配

し

た

。

一
九
一
一
，
七

年

法

の

規

定

の

う

ち

で 

.も
っ
と
も
反
動
的
：と
み
ら
れ
た
も
：の
は
、
す
べ
て
の
外
部
団
体(

た
と
え
ば
労 

■働
組
合
評
議
会)

'へ
の
加
入
か
ら
、
公
務
員
を
除
外
し
た
諸
規
定
と
、
ピ
ケ
ッ 

ト

は

す

べ

て

逮

捕

に

た

：
い

.1

.て
安
金
で
あ
る
.と
感
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い 

う
よ
う
^
ル
.

—

X
な
方
法
で
脅
迫
を
定
義
づ
け
.た
諸
規
定
と
で
あ
.っ̂

。

_と
の
よ
う
に
货
働
組
合
運
動
の
歴
史
は
、
労
働
者
階
級
が
、
そ
の
生
活
の
諸 

条
件
を
維
持
し
改
善
し
よ
う
と
す
る
絶
え
間
な
い
闘
い
の
歴
史
で
あ
る
と
と
も 

に
、
ま
た
反
面
、
労
働
組
合
の
法
：

g

地
位
を
め
ぐ
っ
て
、
資
本
家
階
級
と
^

■ 

者
階
級
と
、が
不
断
に
闘
争
す
る
こ
と
に
よ
'っ
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
労 

ト
働
姐
合
は
、
ひ
：と
た
び
そ
：の
合
法
的
地
位
を
瘦
得
し
た
と
し
て
も
決
し
て
安
全 

で
.は
な
く
、
た
：え
ず
そ
の
権
利
を
剝
奪
さ
れ
、
圧
迫
さ
れ
る
危
険
性
か
ら
自
由 

で
あ
る
こ
と
は
で
.き
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
労
働
組
合
運
動
の
歴
史
は
、
そ
の
困
難 

な
閫
ぃ
を
通
じ
て
と
の
こ
と
を
ゎ
れ
ゎ
れ
に
教
ぇ
て
ぃ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
ィ
ギ
リ
ス
労
働
法
の
生
成
過
程
や
そ
の
理
論
史
に
つ 

いV

究
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
労
働
組
合
そ
の
も
の
の
法 

的
地
位
を
論
ず
る
場
合
に
、

一
八
七
一
年
の
労
働
組
合
法
は
、
団
結
権
お
よ
び 

譯
行
動
梅
の
確
立
と
：い
う
点
で
、
.と
り
わ
け
重
要
な
意
味
を
有
し
て
.い
る
よ
.

で
あ
る
。
こ
の 
一
A
七
一
年
法
は
労
働
|0
.合
立

法

史

の

上

で
.ど
：の
よ
う
な
地
' 

位
を
し
め
る
も
の
で
あ
る
か
、
ま
^,
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
社
会
経
済
的
も
し
•< 

は
政
治
的
な
背
景
の
'も
と
に
成
立
し
た
か
、
と

り

わ

け

、

労
働
者
階
級
が
、
現 

実
に
い
か
に
し
て
セ
れ
を
闕
.い
と
っ
た
か
。
こ
の
よ
う
な̂

に
つ
い
て
簡
単
な 

を
試
み
る
こ
と
.に
よ
.マ
て
、
い
.わ
.
'
^
る|| 
■ 

.丨

.

.

.

.モ
デ
ル
の
組
合
運
動
が
d 

ィ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
史
上
に
た
い
し
て
あ
た
え
る
積
極
的
な
意
味
を
探
り
、
あ 

わ
せ
て
そ
の
限
界
を
も
明
ら
か
に
し
.た
い
と
思
う
。

.

一
A
七 '1

年
の
‘労
働
組
合
法
に
づ
い
て
論
ず
る
に
あ
た
，っ
て

、

わ
れ
わ
れ
は 

ま
ず
、
.

一
八.1

一
四
年
.お
よ

び

一

一

五

年

の

団

結

禁

止

法

證

法

.の
も
つ

意

味

に

つ 

い
て
考
察
す
る
心
荽
が
あ
る
0
,朱
だ
萌
芽
期
に
.あ
-?
た

産

業

資

本

を

擁

護

す

ベ 

く
、労
働
者
階
級
の
は
げ
し
'い
抵
抗
を
.排
除
し
て
制
定
さ
れ
た
団
結
禁
止
法
は
、
 

そ
の
後
の
.四
半
世
紀
の
間
に
お
け
る
資
本
主
義
の
成
熟
の
遍
程
を
へ
て
、
.
.次
第

. 

に

碧

さ

れ

る

靈

に

際

会

し

た

-̂
の
：契
機
と
な
っ
た

も

の
.
は

、
.'ま

ず
第
一
，

に
、
量
的
に
も
質
的
に--
%-
-

そ
の
：勢
カ
を
増
太
し
つ
つ
あ
っ
た
産
*

フ
ロ
レ
タ
リ 

ア
ー
ト
の
压
力
と
、
第
二
：に
は
ブ
：ル
：ジ
ョ
ア
急
進
主
義
者
フ
：ラ
ン
シ
ス
，
プ
レ 

!

ス
等
の
努
力
で
あ' 

っ
た
。V
こ

の

馨

の

興

味

あ

：る

麗

に

つ

い

て

は

、
：.も
は 

や
論
ず
る
ま
で
も
な
い
。
問
題
は
ク
亡
め
ニ
八
ニ
四
年
お
よ
び
ニ
去
年
後
の
重

- 

要
な
点
が
、
ど
こに
あ

•?

た
か
と
ぃ
ぅ
こ
と
で
ぁ
っ
て
、
■:

こ.

の
：検
討
か
ら
は
じ

.

め
よ
う
。
ま
ず
、

一
八
ニ
四
年
の
団
結
禁
止
法
撤
廃
法
で
あ
る
が
、
そ
の
第
二 

条
に
，
よ

れ

ば、
.
'

.

.「

職
人
、
労
働
者
も
し
く
は
そ
の
他
の
人
 々

'にし
て
、賃
金
の
増
加
も
し
く

ン，は
賃
金
率
を
決
定
し
、
あ
る
い
は
労
働
時
間
を
減
少
し
も
し
く
は
変
更
し
、

あ
る
.い
は
仕
事
の
量
を
.へ
：
ら

し

、
，
雇

用

期

限

の

き

れ

る

前

に

、

そ

の

労

務

か

:ら
離
れ
ま
た
，ば
労
務
終
了
前
に
帰
る
よ
う
に
他
の
人
々
を

^
■
し

、

雇
わ
れ

て
い
な
い
と
き
、
労
務
に
っ
き
も
し
く
は
雇
用
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
、
ま

た
.は
、
製
造
業
、
.実
務
も
し
く
は
経
営
あ
る
い
は
そ
の
管
理
を
行
う
形
式
を

規
制
す
る
自
的
の
結
社
に
加
入
す
る
者
は
、
.普
通
法
、
成
文
法
を
問
わ
ず
、

共
謀
罪
に
よ
る
処
刑
告
発
ま
た
は
他
の
刑
事
訴
訟
も
し
く
は
処
罰
を
う
け
る 

C
S

。
こ
と
は
な
い
。J 

:

,

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
労
働
者
も
し
く
は
職
人
は
、
ど
ん
な
理
由
で
で
も
団
結
を 

す
る
"こ
.と
.は
自
由
で
あ
る
し
、
ま
た
：平
和
的
な
手
段
さ
え
と
る
な
ら
ば
、
仲
間 

を
説
得
し
て
仕
事
を
抛
棄
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
と
な
マ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た 

そ
れ
> '

同
時
に
、第
ー
1ー
条
に
は
、「

雇
主
が
賃
金
率
を
ひ
く
め
も
し
く
は
決
定
，し
、
 

労

働

時

間

お

よ

び

仕

*

の
量
を
増
加
さ
せ
る
，た
め
の
.い
が
な
る
団
結
を
す
る
こ 

と

も
.

白
由
で
あ
る」

旨
が
規
定
.さ
れ
て
.い
る
。
'と
こ

.

ろ
が
、
；さ
ら
に
重
要
な
の 

は
、
第
五
条
お
よ
び
第
六
条
で
あ
る
。

;
.

V 

q
^
u-
何
人
か
が
身
体
も
し
く
は
財
産
に.暴
行
を
加
え
、
ま
た
は
、
脅
迫
も 

;-
し
く
ば
威
嚇
.に
.よ
_っ
^
、,'
:
;
故

意

ぬ

ぬ

じ

く

は

悪

意

を

も

っ

て

他
入
を
し

て

、
 

.
雇
用
.の
期
限
の
終
了
以
前
：に
、>'雇
用
も
し
-く
は
'労
務
を
去
り
、
ま
た
は
、
終 

,

了
以
前
に
仕
事
よ
り
曝
り、
' ま
た
は
機
械
、
器
具
、
財
貨
、商

品-^
破
壊
し
、

五

.a

九
九)

十
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
ィ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
^
貌
と
労
働
組
合
連
動
の
変
転



あ
る
い
は
雇
わ
れ
て
い
な
い
者
を
し
て
仕
事
も
し
く
は
雇
用
を
う
け
さ
せ
な 

:

い
よ
う
に
す
る
と
ど
、
あ
る
い
は
賃
金
を
ひ
き
上
げ
、
も
し
く
は
労
働
時
間 

の
短
縮
ま
た
.は
変
更
、あ
る
い
は
.
仕
^

の

重

を

減

少

し
も
し
く
は
製
造
業
、営
. 

業
の
型
態
、
実
務
も
1>
ぐ
は
経
営
お
よ
び
そ
の
管
理
.を
規
制
す
る
た
め
に
つ 

く

ら

れ

た

規

約

、

命

令

、
，
決

議

、
' 規
則
を
守
ら
な
い
こ
と
を
理
由
と
じ
て
、
 

他
人
に
た
い
し
、.

' ^

意
‘に
ま
た
は
^
意
に
身
体
も
し
く
は
財
産
に
暴
行
を
加 

え
、
ま
た
は
威
嚇
す
：
こ
と
、
.故
意
ま
.た
は

悪

意

：を

も

づ
.て
身
体
ま
た
：は
財 

-

産
に
暴
行
を
加
え
、，
あ
る
い
は
辱
王
ま
た
は
そ
の
職
長
も
し
く
は
代
理
人
を 

威
嚇
し
.て
、
製
造
業
、
.：i

、
i
る
い
は
実
務
の
規
制
、
管

理

.指
導
の
型

. 

態
の
変
更
を
強
制
す
る
こ
と
、
す
べ
て
こ
れ
ら
の
.罪
を
犯
し
、
.ま
た
は
、
.
こ 

れ
を
誘
翁
、
助
長
、
招
来
、
.教
唆

帮

助

ず

る

な

ら

ば

、
'
以

下

に

定

め

る

方

法 

に
よ
つ
て

■

と

さ

れ

、

一

一.力
月
以
下
の
禁
錮
も
し
く
は
懲
役
に
処
せ
ら
れ

(

9)る
0」

.

■

.

..
ハ

こ
の
よ
う
に
規
定
し
た
の
ち
、
さ
ら
に
第
六
条
に
は
上
に
.の
べ
.た
：よ
う
众mi
的 

の
た
め
に
団
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
様
に
処
罰
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
/' 

と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
牵
X
を
よ
く
読
む
と
、
第
二
条
に
お
い
て
は
、
労
働
者
の
団
結
権
が
承 

.認
さ
れ
、
争
議
権
も
あ
た
え
ら
れ
た
.か
の
如
く
で
あ
る
が
、第
五
条
に
至
？
て
、
 

労
働
者
個
人
の
.f
に
た
い
す
る
禁
止
項
目
が
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
第 

六
条
は
、
.労
働
者
の
団
体
の
行
為
に
た
い
す
る
禁
止
項
目
を
規
定
し
：て
い
る
。
 

と
の
.一

見
周
到
な
規
定
も
、
暴
力
、
威
嚇
な
ど
が
、
具
体
的
に
ど
の
.よ
5'
な
.こ 

と
を
意
味
す
る
.の
か
、

明

確

な

規

定

が

^
-
さ

れ

て

い
な
い
た
め
、
^
働
者
に
と

っ
て
はf

平
和
的
な
説
得」

' で
あ
っ
て
も
、
'厚
王」

は
こ
：れ

を

「

威

嚇

も

し

く

は 

:脅
迫」

'/
と
し
て
'告
訴
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
：っ
た
。
.し
か
む
な
が
ら
、

一
八
ニ 

四
年
の
団
結
禁
止
法
の
i

は
、
労
働
者
の
団
結
に
た
い
し
て
法
的
承
認
を
あ 

た
え
た

.4
の
と
い
，
こ
と
.は
で
き
な
い
。
た
だ
、
団
結
禁
止
法
の
i

が
、
.決 

し
て
団
結
自
体
の
承
認
で
ぼ
あ
W
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
運
動
に
た 

‘
い
す
る
譲
步
と
し
て
の
意
味
を
も
ち
£
た
の
は
、
団
結
を
市
民
的
自
由
の
原
則 

に
即
し
^
解
体
す
る
こ
ど
に
よ
り
、
'こ
れ
を
個
別
的
自
由
と
し
て
再
構
成
し
、
 

容
認
す
る
と
い
う
現
実
的
効
果
を
伴
う
も
の
で
あ
る
.か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

0 

'こ
の
立
法
の
基
本
的
な
精
神
は
、
.第
一
一
.条

お

よ

び

第

三

条

の

規

定

に

よ

っ

て 

明
ら
か
な
よ
う
に
.、
労
働
者
も
し
く
は
厚
王
が
、
相
互
に
平
等
の
立
場
に
お
い 

て
、
強
制
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
に
個
人
；

g

に
雇
用
契
約
を
結
ぶ
こ
と
、
つ 

ま
り「

労
働
'

の
：.

自
由
な
取
引」

に
あ
た
っ
て
、
国
家
は
こ
れ
に
千
渉
す
る
こ
と 

は
さ
し
ひ
.か
え
.な
け
れ
ば
が
ら
な
い
と
い
う
、
_
由
放
任
主
義
で
あ
っ
た
。
従 

,
っ
て
こ
.の
点
か
ら
す
れ
ば
労
働
者
の
団
結
が
、
個
人
的
自
由
の
単
な
る
延
長
で 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
.こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
'̂

か
で
あ
る
。

一
方 

に
お
い
て
、
暴
力
も
し
く
は
脅
迫
に
よ
ら
な
い
限
り
、.
労
働
者
が
団
結
す
る
こ 

と
、
、従
っ 

'て団
体
行
敷
を
お
こ
す
と
と
hが
違
^

で

な

い

と

規

定

さ

れ

て

い

る

と 

.
し

て

も

、

こ
：の

法

律

o
い
わ
ゆ
る「

団
結」

な
る
も
の
の
厳
密
な
概
念
規
定
が 

個
人
的
.自
由
を
抑
圧
す
ベ
き
で
.な
.い
と
：す
る「

個
人
の
固
結
不
加
入
の
自
由」

に 

.抵
触
し
て
.'はな
ら
な
.い

-と
_を
意
味
し
て
い
.石
以
上
、
.こ
の
^
#.
の
.
.
い

わ

ゆ

る 

:

団
結
は
、
労
働
組
合
の
よ
う
な
強
制
加
入
.の
原
則
に
よ
る
団
結
と
、
か
な
り
相 

違

せ

ざ

る

〔

を

、
又
な.ぃ
こ
.と
は
ぃ
ぅ
ま
で
も
故
ぃ
0
こ
こ
.に
、
.

一
八
ニ
四
年
の
団

結

禁

止

法i

法
は
、
労
働
者
の
団
結
そ
の
も
の
の
禁
止
を
撤
廃
し
た
に
も
か 

か
わ
ら
ず
、
回
鮮
権
を
保
障
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
し
が
し 

な
が
ら
、.労
働
者
階
級
の
団
体
的
な
行
動
が
、
普
通
法
上
違
法
と
さ
れ
て
い
た 

謀
"
議
の
.適
用
か
ら
排
除
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き 

こ
と
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
一
八
一I

四
年
法
の
生
命
は
き
わ
め
て
短
か
か
っ
た
。
フ
ラ 

ン
.シ
ス

♦プ
レー

ス
や
ジ
ョ
セ
フ

♦
ヒ
ユー

ム
等
の
罾
員
し
た
べ
ン
サ
ム
ま

 ̂

者
の
.レ
ッ
セ
.
フ

H
fル
に
た
い
す
る
熱
烈
な
信
仰
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
団
結
. 

禁
止
法
廃
止
の
報
が
伝
わ
る
や
、
労
働
争
議
が
頻
発
し
た
た
め
、
折
角
のT

八 

ヒ
四
年
法
は
、
改
惡
の
運
命
に
見
舞
わ
れ
る
に
至
っ
た
。

一
八
ニ
五
年
法
の
第 

三
条
を
檢
M
し
て
み
ょ
う
。
. 

，

.

.

「

身
体
お
ょ
び
財
産
に
暴
行
し
、脅
迫
ま
た
は
威
嚇
し
、
あ
る
い
は
矶
入
を 

妨

害

し

、

そ

れ

に

ょ

っ

て

職

人

、

製

造

賺

、
，
労

働

者

ま

た

.は

工

業

産

業

業 

務
に
雇
用
さ
れ
る
他
の
者
に
、
雇
用
労
務
を
去
り
、
ま
た
は
終
了
前
に
労
務 

を
離
れ
る
こ
と
を
強
制
し
ま
た
は
強
制
し
よ
.う
と
し
、
あ
る
い
は
職
人
製
造 

P

、
労
働
者
ま
.た
は
他
の
雇
わ
れ
て
居
な
い
者
が
、
雇
わ
れ
、
.ま
た
は
他 

人
か
ら
雇
用
.労
務
を
う
け
い
れ
る
こ
と
を
さ
ま
た
げ
、
も
し
く
は
さ
ま
た
げ 

ょ
.う
と
す
る
者
、
他
人
に
ク
ト
ブ
ま
た
ル
団
体
に
加
入
し
、
共
同
基
金
に
酸 

金
し
、
違
紗
金
を
支
払
5;
'
こ
と
を
強
制
ま
.た
は
勧
誘
す
る
目
的
を
も
っ
て
、
 

か

か

い

ル

他

人

が

，一

定

の

•?
'
フ
ブ
わ
た
はil

体
に
厲
ぜ
ず
、
ま
た
は
共
同
基 

如

i
im'
^'
t '
ま
た
は
醵
出
金
ま
た
は
違
約
金
支
私
い
を
拒
絶
し
た
の
を 

理
由
と
し
て
、
も
し
く
は
他
人
が
貴
金
率
の
増
減
を
実
現
し
、
労
働
時
間
を

減
少
あ
る
い
は
変
更
し
、
労
務
の
分
量
を
減
少
あ
る
い
は
変
更
し
、
ま
た
は 

製
造
業
、産
！!

業
務
運
営
の
型
態
ま
た
は
そ
の
経
営
を
規
制
す
る
た
め
に
つ 

く
ら
れ
た
規
約
命
令
規
則
に
応
ぜ
ず
、
ま
た
ほ
疮
諾
を
拒
絶
し
た
の
を
理
由 

,
;と
し
て
、
そ
め
身
体
財
塵
に
暴
行
を
加
え
、
威
嚇
脅
迫
し
、
妨
害
す
る
者
、
 

身
体
財
産
に
暴
行
し
、，
威
嘯
も
し
く
は
脅
迫
し
ま
だ
は
妨
害
し
、
も
っ
て
エ 

業
ま
た
は
産
業
業
務
を
行
ぅ
者
に
、
そ
’の
土
議
業
業
務
の
規
制
経
営
指
導 

運
用
の
型
態
を
変
更
し
、
ま
た
は
そ
の
徒
弟
の
人
数
、
職
人
、
労
働
者
従
僕 

:

の
数
、
ま
た
は
種
類
を
制
限
す
，る
こ
と
を
強
制
し
あ
る
い
は
強
制
し
よ
ぅ
と 

す
る
者
、
こ
れ
ら
の
罪
を
犯
し
、
ま
た
は
こ
れ
ら
の
そ
れ
を
幫
助
、
煽
動
、
 

.支
援
す
る
者
は
、
以
下
に
定
め
る
方
法
に
よ

り

有
罪
を
宣
告
し
、
三
ヵ
月
以 

下
の
禁
錮
ま
た
は
懲
役
に
処
ポ」

(

傍
点
筆
者) 

' 

こ
こ
に
は
、
身
体
も
し
く
ば
財
産
に
た
い
.す
る
暴
行
、
1

も
し
く
は
威
嚇 

に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
労
働
者
が
団
結
す
る
こ
と
は
、
何
等
違
法
と
さ
れ
る 

も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
八
ニ
四
年 

法
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
.重
大
な
変
更
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で 

あ
か
1。)

第
四
条
に
は
つ
ぎ
の
よ
ぅ
な
規
定
が
見
ら
れ
る
。'

「

会
合
す
る
者
、
ま
た
は
.そ
：の

ー

部

が.エ
*
|
1業業
務
に
お
い
て
、
そ
の
労 

.務
に
た
い
し
、
要
求
す
る
賃
金
率
ま
た
は
そ
の
労
働
時
間
に
つ
い
て

合
議
し 

ま
だ
は
こ
れ
を
決
定
す
る
た
め
に
©
み
集
会
す
る
者
、
契
約
参
加
者
ま
た
は 

.そ
の
' 一
部
が
エ
麵
業
業
務
に
お
い
て
、
そ
の
労
^
に
た
い
し
要
求
す
る
賃 

金
の
率
、
'ま
だ
は
労
働
の
時
間
を
定
め
る
目
的
の
口
頭
も
し
く
は
文
襯
に
よ 

る
契
約
に
加
わ
る
者
に
は
本
法
の
罪
を
適
用
し
な
い
。
.法
律
の
如
何
を
問
わ

七

(

ニ0

 1)

-
十
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
ィ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
変
貌
と
労
働
，組
合
運
動
：の
変
転



ず
、:
右
^

行
為
を
乳
_
と
し
て
告
“訴
も
し
ぐ
；は
処
■

を
う
け
る
こ
；^:
な
し
0

J

こ
の
場
合
せ
わ
め
て
重
要
な
-と
は
、賃
金
率
、
労
働
時
間
に
：つ
い
て
、労
働 

者
が
合
議
し
、も
し
く
は
そ
の
.た

め

の

集

会

を

開

く

こ
>
:ば
全
く
自
由
で
あ
り
.
、
. 

従
っ
て
い
か
な
る
法
#
に
よ
っ
て
も
処
罰
さ
れ
る
.と
い
う
こ
と
.

で
あ
ろ
う
。
こ 

こ
に
は
商
品
と
し
て
'の
労
働
力
が
、
雇
用
者
と
兔
働
者
と
の
間
で
取
則
さ
れ
る 

に
際
し
、
そ
の
会
合
の
.

E

的
が
賃
金
率
も
し
く
は
労
働
時
間
の
み
に
限
定
さ
れ 

る
な
ら
ば
、
合
法
的
で
.あ
る
と
い
う
の
：で
あ
っ
て
、

ー.八『

0
年
法
の
第
ー
一
条 

お
よ
び
第
三
条
に
お
い
て
は
、
労
働
者
の
団
結
は
、
共
謀
罪
の
理
由
の
も
と
に 

告
P
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
,ま
た
は
普
通
法
の
も
と
に
お
い
て
も
、：
い
か
な 

る
他
の
刑
罰
に
も
処
せ
ら
れ
な
.い
と
し
て
、
労
働
者
も
し
く
は
資
本
家
の
団
結 

の
自
闰
を
、「

身
体
も
し
く
は
財
産
に
暴
行
を
加
え
、ま
た
は
靈
も
.し
く
は
威 

嚇
に
よ
る」

以
外
は
、：
こ
れ
を
保
障
し
た
の
に
此
較
す
る
な
ら
ば
、

一
八
ニ
五 

年
法
に
は
し
ち
じ
る
し
変
更
力
な
さ
れ
て
い
る
.こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
:0

言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
、：
団
結
禁
止
法
撤
廃
法
に
対
す
る
支
配
階
級
の
認 

識
不
足
、.
こ
の
法
律
の
通
過
に
異
常
な
努
力
を
私
っ
た
フ
ラ
ン
シ
：ス

•プ
レ
丨
- 

ス
等
の
プ
ル
ジ
ョ
ァ
急
進
主
義
者
の
理
論
的
誤
謬
と
誤
^:
と
.い

う

点

か

ら

眺

め 

.る
な

ら

ば

、
.

：

一
八
一
一
五
年
法
は
、

.一
八
ニ
四
■年
法
よ
り
も
反
動
的
な
も
の
で
あ 

り
、

一
歩
後
退
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
賃
金 

お
よ
び
労
働
時
間
の
変
更
の
み
を
！：

n

的
と
し
て
、
労
働
者
が
合
議
し
、
ま
た
は 

決
定
す
る
た
め
に
集
会
す
る
こ
と
だ
け
が
許
容
さ
れ
る
の
.で
あ
っ
て
、
赞
働
カ 

取
則
の
条
件
と
し
て
の
賃
金
、
労
働
時
間
以
外
の
事
項
に
か
ん
し
て
' 
労
働
者
. 

が
#

結̂
社
を
な
す
こ
と
の
権
利
は
、
否
定
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
9 

}
.
八
.ー：0
年
法
に
よ
っ
て
、

1
0団
結
の
自
由
を
獲
得
し
た
労
働
者 

階
級
は
、
.
ー

年

後

に

は

そ

の

権

利

に

大

幅

€>
.
修

正

を

強

い

ら

れ

た

も

の

で

あ

る 

と
い
.う
と
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、.，|

八
ニ
五
年
法
に
.よ
れ
ば
、
も
し
そ 

れ
が
厳
密
に
解
釈
ざ
れ
る
な
ら
ば
、
賃
金
や
労
働
時
間
に
が
ん
し
て
、
雇
主
と 

労
働
者
と
.の
間
に
意
見
が
合
わ
な
か
っ
た
塲
合
、
労
働
者
側
が
ス
ト
ラ
ィ
キ
を 

符
使
し
、
も
し
く
は
、
雇
主
側
が
工
場
®

を
行
う
権
利
は
あ
た
え
ら
れ
な
い 

こ
と
に
な
る
。.
し
か
し
.そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
金
ひ
き
上
げ
も
し
く
は
労 

働
時
間
の
変
更
だ
け
を
目
的
と
す
る
ス
ト
ラ
ィ
キ
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
し
、
 

従
っ
て
刑
事
上
の
犯
罪
と
し
て
.と
り
あ
つ
か
わ
れ
な
い
こ
と
は
注
意
さ
れ
な
け 

水
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
.に
一
員
、
相
互
に
矛
盾
し
て
い
る
か
の
如
き
理
念 

が
、
胚
胎
し
て
い
る
の
が
、
こ
れ
こ
そ
こ
の
法
律
制
定
の
微
妙
な
背
景
を
反
映 

し
て
い
る
と
：い
え
よ
う
0
す
で
に
の
ベ
た
よ
う
に
、

一
八
ニ
四
年
の
団
結
禁
止 

法
詈
法
に
よ
れ
ば

0
_
_
止
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
の
共 

謀
罪
は
当
然
成
立
し
な
く
な
り
、
さ
ら
：に
重
大
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
制
足
法 

を
離
れ
て
普
通
法
に
お
け
る
共
謀
罪
の
適
用
も
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、

1

;A
ニ
五
年
は
こ
の
点
を
修
正
し
て
、
取
引
制
限
並
び
に
共
謀
に
か
ん
す
る
普 

通
法
上
の
法
理
を
全
面
的
に
承
認
し
、
取
引
を
制
限
す
る
共
謀
罪
に
該
当
し
な 

い
契
約
や
f

の
適
法
性
の
み
を
明
言
し
て
、
本
法
上
の
犯
罪
を
な
す
す
ベ
て 

の
団
結
、お
よ
び
本
法
に
：よ
っ
て
容
認
さ
れ
な
い
団
結
を
、す
べ
て
普
通
法
に
委 

ね
る
と
し
た
点
が
、
両
者
の
，.い
ち
じ
る
し
い
相
違
点
で
あ
っ
^o

こ
と
に
一
八 

一
，
一

四

年

法

M

お
い
て
は
、

;■
■団
；.結
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
て
い
た
の
に
、1: 

八
.一：一.五
年
法
で
は
、注
意
深
く
さ
け
ら
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

ま
た
"一

八
ニ
五
年
法
の
第
三
条
に
は
、「

他
人
に
ク
ラ
ブ
ま
た
は
団
体
に
加 

入
し
、
共
同
甚
金
に
酸
金
し
、
違
約
金
を
支
抵
ぅ
こ
と
を
強
制
、
ま
た
は
勧
誘 

す
る
：

m

的
を
も
っ
て
、
あ
る
い
は
他
人
が
、

一
定
の
ク
ラ
ブ
ま
た
：は
®
体
に
属 

せ
ず
、
ま
た
は
共
同
寒
金
に
醵
出
せ
ず
丨
：」

と
規
定
さ
れ
て
，い
る
が
、
労
働 

組
合
の
性
格
と
し
て
、
強
制
加
入
.の
原
則
を
採
用
す
る
限
り
、
こ
の
規
定
は
、
 

労
働
組
合
の
活
動
そ
の
も
の
を
い
ち
じ
る
し
く
束
藤
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ 

-

の
よ
う
に
し
て
、

一.八
ニ
五
年
法
は
、
一
八
ニ
四
年
法
の
修
正
の
上
に
成
立
し
、
 

者
階
級
の
団
結
を
制
定
法
上
の
制
約
か
ら
解
放
す
る
こ
と
.に
よ
.っ
て
、：

こ 

れ
を
容
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
む
か
し
、
.こ
れ
は
労
働
組
合
に
た
い
し
合 

法
的
な
地
位
を
あ
た
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。自
自

M

ff
i
ま
義
を
信
条
ど
し
、
 

労
働
者
の
団
結
を
も
っ
て
、「

M
ボ
.の
自
|̂」

を
#
罾
す
る
も
の
>
み
な
.し
た
産 

震

本

家

は

、
消
極
的
に
労
働
者
の「

団
結
の
自
由」

の
眾
認
を
余
儀
な
く
さ 

せ
ら
れ
.た
と
は
い
え
、
労
働
組
合
に
た
い
す
る
攻
擊
を
ゆ
る
め
る
も
の
で
は
な 

か
っ
た
。
こ
の
と
と
，は
、

ー
’八
三
〇
年
代
に
お
け
る
労
働
組
合
運
動
に
た
い
す 

る
苛
酷
な
弾
压
の
氣Ik

に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
ぅ
。，労
働
者
の
団
結
が
、
 

も
は
や
制
定
法
上
犯
罪
と
し
.て
処
罰
の
対
象
と
な
ら
な
く
年
マ
た
.と
き
、
そ
れ 

以

後

、

労

働

組

合

は

：、

普

通

法

上

め

取

引

制

限

6̂
3
1^
1
1
1けof trade

)：

の 

法
理
を
適
用
さ
れ
杏
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
，制
定
法
上
の
犯
罪 

と
は
さ
れ
え
な
く
な
フ
た
^.
働
者
の
団
結
は
、:「

取
引
を
制
限
す
る
共
謀
I—
と
み 

な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、

一
八
ニ
五
年
以
後
、
ク
ロ
ン
ブ
ト
ン
，(J. 

- 

oxomp- 

t
o
n
)

は
、
こ
の
理
論
を
ぅ
け
い
れ
、
ま
た
実
際
.に
、
こ

れ

を

適

用

し
'̂
:
ぅ

と

し 

た
の
判
事
で
ぁ
ク
た
。ノ
ヒ
ル
ト
ン
事
件
に
お

け
る
ク
ロ
ン
プ
ト
ソ
の
見
解

は
、

一
八
世
紀
以
来
労
働
組
合
の
法
的
取
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
拡
大
の
一
途
を
た 

ど
っ
た
コ
ン
ス
ピ
ラ
ジ

I

の
法
理
を
無
#-
件
に
う
け
い
れ
、
か
つ
こ
れ
と
従
来 

た
ん
に
民
事
的
効
力
の
面
か
ら
の
み
問
題
を
扱
っ
て
き
た
取
引
^
^
の
法
理
と 

.を
^
合
さ
せ
，

H
、

取
則
を
制
限
す
るn

ン
ス
ピ
ラ
シ
ー
は
、
た
と
い
そ
れ
を
禁 

止
す
る
制
定
法
の
規
定
が
な
く
と
も
、
普
通
法
上
当
然
に
犯
罪
と
な
る
こ
と
を 

明
ら
か
に
し
た
も
P
で
.あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
か
つ
て
の
団
結
禁
止
法
の 

立
場
を
昔
通
法
の
場
に
移
し
か
ぇ
て
、
普
通
法
独
自
の
立
場
か
ら

こ
れ
を
宣
言 

し
、
団
結
の
犯
罪
的
性
格
を
よ
り
普
遍
的
な
基
礎
の
上
に
お
く
こ
と
を
意
味
し 

(

5

0'
彼
の
理
論
は
、
.の
ち
に
コ
ッ
ク
パ

1
ン(c. J, c

o
c
k
b
u
m
)

に
よ
っ
て 

否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
.普
通
法
に
つ
い
て
の
い
ま
ひ
と
つ
の
見
解
は
、
ゥ 

ィ
リ
ブ
ム
,
ァー

ル
卿
.に
よ
ら
て
^

表
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
理
論
は
、
 

十
九
世
紀
中
葉
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も 

の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
.

.彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
，普
通
法
は
、
各
人
は
個
人
的 

に
そ
し
て
公
衆
は
団
体
的
に
、
取
引
の
過
程
が
不
当
な
妨
害
か
ら
守
ら
れ
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
一
般
的
な
原
則
を
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、
 

あ
ら
ゆ
る
人
間
は
、
彼
が
違
ぶ
ま
ま
に
自
分
自
身
の
労
働
や
資
本
を
処
分
す
る 

こ
と
に
お
い
て
、
完
全
介
自
由
を
要
求
す
る
権
利
を
.も
つ
。
以
上
の
よ
う
な
前 

提
か
ら
出
発
し
て
、
彼
は
、
取
引
を
制
限
す
る
た
め
の
団
結
は
、
刑
法
上
違
法 

で
.な
い
こ
^
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
：っ
て
ク
ロ
，ン
プ
'ト
シ
の
理
論
を
修
JE
し
、
 

た
だ
取
引
を
制
限
す
る
団
結
の
目
^
か
、.
そ
め
取Jltv

の
‘

お
よ
ひ
労
働
の
処 

分
に
お
い
て
、：
他
人
を
妨
害
す
る
目
的
の
た
め
に
追
求
さ
れ
た
場
合
に
、
有
罪

九

(

ニ
〇
三)

十
九
世
紀
.後
半
に
お
け
る
ィ
ギ
リ
ス
.資
本
主
義
の
変
貌
と
労
働
組
合
蓮
_動
の
変
転
.



で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
に
の
べ
た
よ
う
に
、

r
A'
ニ
五
年
法
に
よ
ら
て
、
労
働
紙
合
は
、
刑
法 

上
の
犯
罪
の
対
象
允
る
こ
と
を
ま
ぬ
か
れ
る
に
い
た
っ
た
が
、
じ
か
し
労
働
組 

合
は
、
.こ
れ
に
よ
っ
て
合
法
的
な
地
位
を
#.
-与
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
目 

的
を
達
す
る
た
め
に
は
、
.
一
八
七
：一
年
の
労
働
組
合
法
の
.成
立

を

ま

た

，な

け

れ

' 

ば
な
ら
な
か
マ
た
。、
.と
り
わ
け
V
:
'
労

働

組

合

の

な

地

位

が

_

確

に

保

障

さ 

れ
て
い
な
か
っ
た
結
果
ノ
労
働
紙
合
が
保
有
す
る
基
金
お
±-
び
財
産
を
め
ぐ
っ 

て
、
そ
の
法
的
保
護
と
い
う
き
わ
め
て
困
難
な
問
題
が
生
ず
る
に
.至
っ
た
。
労 

働
組
合
が
、法
的
に
人
格
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
限
り
、組
合
の
財
産
も
し
く
は 

寒
金
が
組
合
員
に
よ
.っ
て
双
⑵
さ
れ
ま
た
は
ま
矹
さ
れ
た
場
合
、
組
合
の
名
に
. 

お
い
.て
、
そ
の
組
合
員
を
告
訴
す
る
権
利
は
認
め
：ら
れ
な
い
と
い
う
当
時
の
.立 

.法
者
の
見
解
、
従
っ
て
支
配
階
^:
の
i
図
は
、
：労
働
組
合
運
動
を
危
殆
に
お
と
■ 

し
い
れ
る
も
.の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
.。
労
働
者
階
級
の
団
結
権
が
、
 

彼
ら
自
身
の
努
力
に
よ
っ
て
獲
ち
と
ら
れ
る
.た
め
に
は
、
ー
八
土
五
年
以
後
、多
. 

く

.

の
年
月
を
必
要
と
し
た
。彼
ら
が
、
一
八
三
0
年
代
の
労
働
組
合
運
動
の
革
命 

-

的
な
昂
揚
期
と
、
こ
れ
に
つ
づ
く
大
チ
ャ
.丨
チ
ス
ト
運
動
の
嵐
を
経
過
し
た
の 

ち
、
ィ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
相
対
的
安
度
期
へ
の
推
移
の
過
程
の
な
か
で
熟
練 

労
働
者
を
中
心
と
す
る
全
国
的
な
職
業
別
組
合
に
再
編
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ 

て
、
は
じ
め
て
そ
の
.基
盤
が
と
と
の
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
八 

六
七
年
、「

シ
エ
フ
ィ
I

ル
ド
の
暴
行」

や

「

ホ
：！
ン
ビ
ィ
.
ク
ロ
ー
ズ
.事
件」 

(
H
o
r
n
b
y V. c

l
o
s
e
)

.を
契
機
と
し
て
起
っ
た
主
従
法
改
正
.運
動
が
、
す
な 

わ
ち
こ
れ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
っ
ぎ
に
、

.一
八
七
一
年
の
労
働
組
合
法
が
、

ー
0 

(

ニ 

0 四)

労
働
組
合
運
動
の
，発
展
：の
な
か
で
、
い
が
に
し
て
攫
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、 

こ
れ
を
め
ぐ
る
労
働
者
階
級
と
資
本
家
階
級
と

.

の
関
係
の
特
殊
性
や
、

こ
の
法 

律
が
、

ィ
ギ
リ
ス
.労
働
組
合
運
動
に
及
ぽ
し
た
影
響
な
ど
に
つ
い
て
論
ず
る
こ 

と
に
し
よ
’
。：
 

•

(

1
>
-

.
W
e
b
b
;

 History of Trade Unionism, 

1
9
2
0,

^

p

(

2 ) 

|

九
〇
〇
年
、
f

ゥ
.

ス•

.ゥ
エ

I
ル
ズ
.

の
タ
ッ
フ
..ヴ
エ
ー
ル
鉄
道
会 

社
の
従
業
員
は
、

ス
ト
ラ
ィ
キ
に
入
っ
た
。

1

八
七
.
一'/-
ヰ
の
労
働
組
合
法
に 

よ
れ
ば
、
争
議
に
よ
■
っ
で
会
社
に
あ
た
え
た
損
害
に
た
い
し
て
、
組
合
は
訴 

、訟
を
う
け
る
こ
と
は

な

い
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
に
も
か
、
わ
ら
ず
、
上 

院
は
.
予
期
に
反
し
て
、

組
合
側
に
た
い
し
契
約
破
棄
を
理
甶
と
し
て
ニ
、
三 

.

0
0

〇

ポ
ン
ド
の
賠
償
を
.
支
払
う
こ
.

と
を
要
求
し
た
.
、
い
.
わ
.
.ゆ
る
タ
.

ッ
フ
• 

ヴ
エ
ー
ル
の
判
決
を
下
し
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
帝
国
主
義
的
反
動
的
な 

当
時
の
支
配
階
級
の
意
図
を

露
骨
に
反
映
し
.
た
も
の
で
あ
る
。CG. D.

H. Cole; 

British W
o
r
k
i
n
g
Q
a
s
s

 Politics, 

1
8
3
2
1
1
9
1
4, 

1
9
5
0, 

pp. 

1
6
7
1
1
6
8
0

(
3

)

ナ
ス
ボー

ン
の■

判
決
も
、■

タ
ッ
フ

■
.

ヴ
工

f

ル
事
件
と
同
じ
よ
う
な
支 

配
階
級
に
よ
る
惡
質
な
意
因
が
秘
め
ら
れ
て
お
り
、
労
働
組
合
に
た
い
し
、
 

タ
ッ
フ
‘
■ヴ
エー

ル
判
決
以
上
に
^
甚
な
影
響
を
あ
た
え
た
0
.
. 

一■九
〇
八
年 

自
由
党
に
籍
を
お
く
穷
.働
党
.員
オ
ス
ボー

ン
' cw

,

 V. O
s
b
o
r
n
e
)

は
、
 

合
同
鉄
道
従
業
員
組
合
の
書
記
と
し
て
、
労
働
組
合
の
基
金
を
政
治
的
な
目 

的
に
使
用
す
る

'

こ

と

を

も

フ

て

、

「

法
.律上
の
越
権
行
為
で
あ
る
と
考
え
、
訴

訟
を
お
こ
し
た
と
き
、
■は
か
ら
ず
も
上
院
に
お
い
て
、
正
し
い
，と
.
判
決
を
ぅ 

け
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
生
れ
出
た
ば
か
り
の
労
働
党
に
た
'い
し
、
そ
.の 

存
在
を
す
ら
脅
か
す
も
の
で
あ
っ
た(

o
,

t j,
 

w.
 C

o
l
e

•*
■
•

i>
g

ぎ

^
W

S -
丨 

toxy. of' .the ..Britisll W
o
r
k
i
n
g

 

Q

i
 

M
o
v
e
m
e
n
t
,

 

1
9
5
2, 

pp. 

3
1
1 

丨

3
1
2

•
邦
訳
'(

I)

六
三
丄
ヘ
五
頁〕

。

(

4)

一
 
九
ニ
五
年
、
.'
"
:第
一
次
世
界
大
戦
後
の
英
固
資
本
主
義
の
財
政
的
破
綻
. 

.を
救
ぅ
べ
く
、
保
守
党
め

'ゥ
.ィ
ン
ス
ト
ン
•
.チ
ャー

チ
.ル
に
よ
っ
.
.
.
て
、
賃
金
. 

の
切
り
下
げ
と
労
働
七
時
間
法
の
廃
止
が
予
告
さ
れ
た
と
き
、
つ
い
に
交
渉 

は
破
れ
、
労
働
組
合
総
評
議
会
は
、

一
九
ニ
六
年
ゼ
ネ
ラ
ル
，‘
ス
ト
ラ
ィ
キ 

を
決
議
、
指
令
し
、
佥
産
業
に
お
ど
ろ
く
べ
き
早
さ
を
も
っ
て
伝
わ
っ
た
。
 

厳
密
な
意
味
で
は
、.
こ
れ
は
ゼ
ネ
•
ス
ト
で
は
な
く
、
主
と
し
て
鉄
道
.従
業 

員
、
運
輸
^
働
者
、
鉄
銅
労
働
者
、
建
築
労
働
者
、
印
刷
工
を
中
心
と
し
て 

闘
わ
れ
た
。
と
こ

ろ
が
新
聞
が
休
刊
さ
せ
ら
れ
た
た
め
、
却
っ
て
政
府
の
宣 

伝
政
策
が
効
を
奏
，し
、
放
送
の
文
配
拖
に
よ
っ
て
、
状
勢
を
有
利
に
み
ち 

び
く
こ
と
.に
成
功
し
た
。
ま
た
労
働
組
合
惻
が
、
鼙
金
の
欠
乏
に
よ
っ
て
ゆ 

き
づ
ま
っ
た
こ
と
も
、

■敗
退
を
強
い
ら
れ
た
大
き
な
原
因
の
ひ
と
つ
で
あ
っ

た

(

Q
.
U
. 

J
J
.

o
o
l
e

; 

A

 H
i
s
t
o
r
y

 o
f

c+
h
e La

b
o
u
r

 P
a
r
t
y

 f
r
o
m

 

1914, 

p. 

1
8
S
O 

/ 

.

(

5〕
w
e
n
r
y

 Collins; 

T
r
a
d
e

 U
n
i
o
n
s

 T
o
d
a
y

 ,
1
9
5p

岸
本
英
太

.即

喻

「

現
代
労
働
組
合
論」

(

昭
和
ニ
九
年
十
ニ
月
有
斐
閣)

ニ
七
貢
。す 

(

6)

こ
の

研
究
の
先
駆
的
な
も
.の
と
し
て
、
古
く
は
山
中
篤
太
郎
教
授「

労 

.
#組
合
法
の
.生
成
.と
変
転
丨
資
本
主
義
英
国
に
.
'お
^
-る
政
策
形
成

.の

.研
究

丨J
C
1

九

-:
九
年
五
月
、
同
文
館)

、
ま
た
最
近
で
は
片
岡
昇
氏
の
す
ぐ
れ 

た

研

究「

茱

国

労

働

法

理

論

史

」

へ
昭
和
一
一
--
-
一
 
年
七
月
有
斐
閣 

>が
.あ
る
。

(

7)

団
結
禁
止
法
の
制
定
の
重
要
な
モ
メ
ン
ト
と

し
て
、
フ
ラ
ン
ス

革
命
の 

:

影
響
を
指
摘
す
る
こ
と
は

も

ち
' ろ
ん
間
違
つ
て
は
い
な
い
。.
し
か
し
フ
ラ
ン 

ス
革
命
以
前
の
ィ
ギ
に
.お

い
て
、労
働
者
の
団
結
を
.禁
止
す
る
条
令
が
、
 

数
多
く
存
在
し
た
事
実
は
記
憶
さ
れ
な
け
れ
ば
な

'̂
な
い
。(

A
.
A
S
P
i
n
a
l
l; 

T
h
e

 

JEarly 

E
n
g
l
i
s
h

 

T
r
a
d
e

CJ
p
s-
y
g'*D

o
c
u
m
e
n
t
s

 

f
r
o
m

 

t
h
e

 H
o
m
e

o
a
c
e

 

P
e
p
e
r
s

 

in 

t
h
e

 

P
u
b
l
i
c

 

R
e
c
o
r
d
o
f
R
c
e
,

 

1949, 

Introduction.)

(

8
V G

e
o
r
g
e

 H
o
w
e
l
l
;

 

L
a
b
o
u
r

 

Legislation, 

L
a
b
o
u
r

 

M
o
v
e


m
e
n
t
s

 a
n
d

 L
a
b
o
u
r

 

L
e
a
d
e
r
s
,

 

V
o
l
.
L

 

1905, pp. 

51152
.

に
掲 

載
さ

.れ
，た
も
の

.に
ょ
る
。

•訳
文
は
前
掲
山
中
教
授
の
附
録
の
も
の
を

参
照
。
 

但
し
必
ず
し
も
こ
れ
に
ょ
ら
な

■い
。
以
下
同
様
0

.

C
9

 > 

H
o
w
e
l
l
i
b
i
d
.
,

 P. 

5
2
'

(

10)

片
岡
昇
氏
、
前

掲

觀一 

0
.四
頁
。

(

11)
-
H
o
w
e
l
l
;

 

ibid., P
，
56. 

i

(

12)

こ
の
法
律
に
は
、
平
和
的
な
ピ
ケ
ッ
テ
ィ
ン
ダ
を
す
.ら
不
可
能
に
す
る 

,

た
.：め
の
雇
主
側
の
意
因
が
明
5'
か
に
見
出
.さ
れ
る
。

(

14)

.
' 

R.'V.Y'Hedges:..and 
ニ Al

l
a
n

 W
i
n
t
e
r
b
o
t
t
o
m
; 

T
h
e

 

L
e
g
a
l

 

K
iD3
'
t
o
r
y
.o
fT

r
a
d
e

 u
n
i
o
n
i
s
m
,
'

 1930, 

pp. 

41—
42.

.(

15)

：
：片
岡
：氏
、ン
前
掲
書
1

.
-ー

—

一
頁
。

ノ

.

•

ニ 

(

ニ 

o 五)

十
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
ィ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
.変
貌
と
労
働
組
合
蓮
動
.の
変
転



s)
.片
岡
氏
、
谕
掲
書

-
—-
八
!:
。

(

17)

い
わ
ゅ
る
.r

ドー

チ
ェ
ス
ター

事
件」

に
対
す
る
官
憲
：の
き
び
し
い
弹
：

圧
、す
.な
わ
ち
農
業
労
働
者
の
組
合
，を
も
つ
て
、「

非
合
法
宣
醬
に
上
る
叛
乱 

の
た
め
'の
■同
盟」

(
五
：島
茂

氏

：

「

ィ

ギ

リ

ス

産

業

革

命

社

会

：史

斩

究

」

五

一

. 

頁)

.と
み
.な
し
た
：こ
と
.を
想
起
せ
ょ

°

■

三

. 

:

一
八
ニ
凼
年
ぉ
よ
び
ー
5
年
の
0
^
禁
止
法
の
撤
廃
に
よ
っ
て
、
労

働

組

合

. 

運
動
は
、

一

応
非
合
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
ま
ぬ
が
れ
、
そ
の
後
、
ゥH

ッ
；フ
夫 

妻
の
.い
わ
ゆ
る「

労
働
組
合
運
動
の
革
命
的
な
時
期」

と
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
運
動 

.を
通

じ

て

、

そ
の

勢

力

を

伸

張

す

る

こ

と
へ

が

で

き

た

の

で

あ

つ

た

。
'
し

か

し

な 

が
ら
、
オ
ー
エ
ン
、

p
i

の
指
導
的
な
影
響
の
も
と
に
、
未
曾
有
の
昂
揚
を
記
録 

し
な
が
ら
も
、
ダ
.ラ
ン
ド
.
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
急
速
な
衰
亡
は
、，

.こ
の

一

丸

紙^ ， 

組
織
の
機
構
的
な
脆
弱
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
資
本
家
階
級
に
よ
. 

る
は
げ
し
い
圧
迫
の
結
果
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
労
働
組
合
運
動
に
た
い 

す
る
大
衆
の
熱
意
を
失
わ
せ
、
政
治
的
運
動
と
し
て
の
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
M
S&
に 

そ
の
関
心
を
向
け
さ
ぜ
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
.い
。
だ
が
、

一
 

八
三
〇
_

に
お
け
る
オ
I
エ
ン
主
義
の
偉
大
な
役
割
は
、
英
国
全
土
に
散
在 

し

て

い

た

雑

多

な

職

種

の

労

働

者

を

、
_
一

 
大
組
合
の
傘
下
に
糾
合
.せ
し
め
、
資 

本
に
対
抗
す
る
一
大
勢
力
と
し
て
、
雇
主
側
に
認
識
さ
せ
た
：こ
と
で
あ
つ
た
。

■ 

1 
ニ 

0
1
0
六)

こ
：の
重
要
な
意
味
は
、
ダ
：ラ
ン
ド
•
ナ
シ
ョ
ナ
ル
が
崩
壊
し
は
じ
め
た
一
八
三 

四
年
以
後
、
次
第
に
_
ら
か
に
.な
る
に
至
っ
.た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
グ
ラ
ン 

ド

'.
'
ナ
シ
ョ
ナ
ル
が
分
解
し
た
の
ち
、
労
働
組
合
運
動
は
、

一
時
そ
の
中
核
を 

失
っ
て
し
ま
っ
た
の

-で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
廃
虚
の
あ
と
に
、
や
が
て
全
国 

的
なl

i
i

別
組
合
と
し
て
成
長
す
べ
き
も
っ
と
も
萠
芽
的
な
型
態
が
、
あ
ら
わ 

れ
は
じ
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
_

エ
組
合
を
は
じ
め
、
建
築
労
働
組
合
や 

.炭
坑
夫
組
合
な
ど
が
そ
の
主
要
な
も
の
で
あ
り
、

一
八
四
〇
$

に
な
る
と
、
 

陶

工

組

合

や

全

国

印

刷

工

組

合

、

そ
し
，て

ま

た

装

飾

用

高

級

ガ

ラ

ス

製

造

エ

連 

合
組
合
な
ど
が
出
現
し
た
が
、
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
一
八
四
一
年
、
 

ゥ.H

丨
ク
フ
ィ
ー
ル
.ド
で
結
成
さ
れ
た
大
英
国
^
坑
ま
⑩
盟
で
あ
っ
た
。
そ
し 

て
ー
.八
四
五
年
に
は
、
労
働
保
護
全
国
労
働
組
合
連
合
会
や
全
国
職
種
連
合
協 

会
が
組
織
さ
れ
、
こ
.
れ
ら
は
一
八
三
四
年
の
ダ
ラ
ン
ド
.
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
一
八 

五
八
年
の
労
働
組
合
評
議
会
の
建
設
ま
で
の
遍
渡
的
な
組
織
と
し
て
、
ヴ
ィ
ク 

ト
リ
ア
型
組
合
と
し
て
の
-

1.

ユ
I 
.
モ
デ
ル
の
建
設
に
貴
重
な
役
割
を
果
し
た 

の
で
あ
る
。
 

.

,

わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
、

ニ
'ユ
ー
.
モ
デ
ル
の
組
合
の
成
立
と
、

一
八
五
〇
年 

お
ょ
び
一
八
六
〇
年
代
の
労
働
組
合
運
動
の
発
展
に
つ
い
て
比
較
§

細
に
論 

じ
た
。一

八
六
七
年
の
違
挙
法
改
正
に
ょ
っ
て
、
選
挙
権
を
あ
た
え
ら
れ
た
都 

市
の
労
働
者
は
、
チ
ャ
！
チ
ス
ト
運
動
が
十
数
年
を
つ
い
や
し
て
な
お
鏤
得
で 

き
な
か
っ
た
目
的
の
一
部
を
、
き
わ
め
て
制
限
さ
れ
た
形
で
で
は
あ
っ
た
が
、
. 

達
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
'た
。
ジ
ャ
ン
タ
を
中
心
と
す
る
労
働
者
階
級 

の
政
治
運
動
は
'、
ホ
イ
ッ
グ•

リ
ベ
ラ
ル
ズ
す
な
わ
ち
.ブ
ル
ジ
ョ
ア
急
進
主
義

(

1 8)

片
岡
氏
、
前

掲

書一

ニ
.八
頁
。
.

ノ
(

19) 

H
e
d
g
e
s

 a
n
d

 W
i
n
t
e
r
b
o
t
t
o
m
; 

ibid., 

p. .43.

若
と
の
協
調
の
も
と
に
、
.労
働
者
階
級
の
政
治
的
な
地
位
を
向
上
せ
し
め
る
の 

に
貢
献
し
た
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
意
双
で
は
、

一
八
七
一
年
の
労
働
組
合
法
の 

成
立
も
、
都
市
労
働
者
の
選
挙
権
の
獲
得
の
場
合
と
同
じ
く
、

一一
 

.ユー

，
モ
デ 

ル
の
い
わ
ゆ
る「

新
し
い
組
合
精
神」

の
賜
物
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
ジ
ャ 

ン
タ
を
寒
者
と
す
るil.

ユ
I 

•モ
デ
ル
の
組
合
の
理
論
は
、
.商
品
と
し
て
の 

労
働
力
の
供
給
を
い
か
に
し
て
制
限
し
、
こ
れ
を
も
.っ
と
も
高
価
に
雇
主
に
売 

り
づ
け
る
，か
、
.労
働
者
の
賃
金
は
、
要
す
る
に
労
働
力
の
需
要
と
供
給
と
の
関 

係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
点
に
あ

-?
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
肖
吧
の 

労
働
組
合
遮
動
に
.お
..い.て
-資
本
の
自
由
を
中
心
と
す
る
レ
.'
/
セ
，:;
フ
工
ー
.■ル
の 

思
想
と
賃
金
基
金
説
..の教
義
が
根
強
く
浸
透
し
て
い
る
の
を
知
る
で
.あ
ろ
う
".
. 

合
同
機
械
工
同
盟
の
書
記
で
あ
り
、
ジ
ャ
ン
タ
'の
.
$2#
的
メ
ン
バ
I
で
あ
っ
た 

ウ
ィ
リ
ア.

.

ム
..，
* 
ニ
ユ
丨
ト
ン
は
、、

.つ
ぎ
の
^
う
に.

0

へ
.̂

と
し
わ
れ
る
0

.

「『

篇
と
需
要
と
が
労
働
の
賃
金
を
規
制
す
る
。』

こ
れ
は
不
幸
に
し
て
あ 

ま
り
に
も
真
実
す
ぎ
る
瞥
句
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ひ
と
.つ
■の
真
理
.で 

あ
り
、.従
.■っ
て
く
つ
が
え
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
も
っ 

:

と
4'
有
利
に
こ
れ
を
利
用
す
る
.こ
と
こ
そ
^
要

で

あ

る

。

い
.ま

や

わ

れ

わ

れ 

は
、
賃
金
に
.つ
い
'て
、
.ひ
と

つ

の

基

準

と

い

う

も

の

：を

設

定

す

る

こ

と

，を
、
王 

張
し
な
い
し—

一
定
の
額
を
主
張
し
よ
う
と.

も
思
わ
な
い
。
さ
し
あ
た
り

バ
渉
す
る
こ
.と
を
目
的
と
す
る
の
で
.あ
.っ
て
、
.そ
.の
結

果

そ

れ

.自

斜

よ

り

も

む

し
ろ
結
果
の
原
因
を
と
り
あ
つ
か
お
う
ど
す
る
の
だ
：…

.
0

労
働
の
賃
金
は
、
就
業
し
て
い
な
い
人
々
の
数
や
、
^
員

者

,

身

の

間

に

_

し
'て
い
る
競
争
の
量
に
よ
っ
て
影
響
を
う
け
る
も
の
.で
あ
り
、
^

―

従

っ
て
、
：失
業
者
の
数
が
減
少
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
競
#*
が
な
く
な
る
の
で
な

け
れ
ば
、
賃
金
は
増
大
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
し
、
特
権
も
増
加
す
る
こ
と 

(

2)

は
あ
り
え
な
い…

…

。」

：
.

へ

こ
の
よ
う
な
理
論
が
明
ら
か
.に
、
労
働
と
資
本
と
の
利
害
め
対
立
を
陰
蔽
す 

る
も
の
で
あ
り
、
戦
闘
的
精
神
を
喪
失
し
た
日
和
見
主
義
の
反
映
で
あ
る
こ
と 

は
，も

ち

ろ

ん

、
労
i

調

、‘資
本
と
労
働
と
の
.共
#
*

栄
の
思
想
に
つ
，な
が
る 

も
の
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

資
本
と
労
働
と
は
、
わ
が
創
造
者
に
よ
っ
て 

結
び
合
わ
さ
る
■と
見
え
た
り

.

:

.

.

.精神
の
世
琚
に
お
い
：て
そ
は
、
巨
大
な
る
：
：

双
生
児
な
.ら
ず
や
？

.

.

労
働
は
そ
も.

ひ
'

と
..

り
.

で
何
を.

か
：な
せ
る？
'

石
を
も
て
鼻
を
ば
く
じ
ぎ
、
穀
物
な
き 

.

.'
水
車
'を
ま
わ
さ
ん
.'
と
す
る
：か
！

.

.

. 

げ
.に
資
本
は
.ひ
.と
り
に
て
何
.を
か
な
せ
る
？ 

そ
の
種
を
死
蔵
し
ハ
黄
金
め
丸
薬
.

- 

..
を
噴
わ
ん
と
す
る
か
。

- 

■だ
が
？
労
働
組
合
運
動
にお
け

る

こ

の

よ

う

な

日

和

見

主

義

と

！
^

^

®

王

一

三0
1

〇

七)

.

わ

れ

わ

れ

は

、
：：
賃

金

と

.い
ぅ
も
.の
が
、
労
働
'の
§

と
需
要
に
よ
つ
.て
規
制 

.さ
れ

る

と

い

ぅ

競

争

の

原

則

に

従

お

ぅ

と

い

ぅ

の

充

。
'
.
そ

れ

ゆ

え

わ

れ

わ

れ 

は
直
接
の
方
法
で
、
い
や
し
く
も
賃
金
を
処
理
し
よ
ぅ
と
思
.つ
：て

い

る

.の
で 

は
な
.い
。
わ
れ
わ
れ
.は
、
賃
金
を
規
制
す
る
と
V I

ろ

の

こ

れ

ら

の

.原

則

に

千

十
九
世
紀
後
半
に
ぉ
け
る
ィ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
変
貌
と
労
働
耝
合
運
動
め
■変
^



義
と
は
、：
労
f

合
の
法
的
な
地
位
に
つ
い
て

、

支
蹈
階
級
に
よ
る
確
認
を
、
 

少
し
も
保
障
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
-.
o
む
し
ろ
合
同
機
械
エ
同
盟
を
中
心
と 

し
て
結
成
さ
れ
た
ラ
ュ
ー
•
モ
デ
ル
の
組
合
の
量
的
質
的
な
増
大
に
脅
威
を
う 

け
た
資
本
家
階
級
は
、
.：一
八
一1

五
.年
法
の
不
備
に
乗
じ
'て
、
■费
働
紙
合
の
戦
闘 

力

を

弱

め

よ

う

と

し

て

機

会

を

ね

ら

っ

て

い

た

。

い
ま
，
一
八
五
〇
_

か
ら
六 

0

$
に̂
か
け
て
の
主
要
な
争
議
を
列
桊
す
れ
ば
、
.発
展
し
っ

"

つ
あ
っ
た
^
囯 

的
な
®

別
組
合
に
加
え
ら
れ
た
資
本
の
攻
撃
の
は
げ
し
さ
を
物
語
?
て
い
.る 

と
い
う
'こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

ブ
八
五
ー
一
年
の
.機
械
工
の
ロ 

ッ
ク
ア
ゥ
ト
、

一
八
五
三
年
か
ら
五
四
年
に
か
け
て
の
プ
：レ
.ス
ト
ン
.
に
お
け
る 

綿
S

働

者

の'ロ
ッ

ク
.
ア
ゥ
.ト
、
1
八

.五

九

年

か

ら

六

〇

年

に

か

け

て

の

ロ 

.ッ
ク
，
ア
ゥ
ト
、

一
八
六
四
年
、
揀
瓦
積
み
エ
の
_
争
な
ど
で
、
そ
の
闘
争
の
. 

E

標
が
、
あ
る
い
は
賃
金
：の
値
上
げ
で
あ
れ
、
' 労
働
時
間
の
短
縮
で
あ
れ
、
も 

.し
く
は
そ
の
他
の
労
働
条
件
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
れv

こ
の
一
違
の
資
本
家
的 

.な
攻

撃

は

、

そ
：
の

M

に
少
な
く
之
も
つ
.ぎ
の
よ
う
な
重
要
な
意
義
を
胚
胎
し 

て
い
た
。
' す
な

わ

：ち

、

一
A
五

〇

年

代

に

お

く

る

^

#

^

別

組

合

の

全

国

的

な 

合

同(
A
m
a
l
g
a
m
a
t
i
o
n
)

に
よ
っ
て
、
資
本
家
側
が
非
常
な
脅
威
を
感
じ
た 

と
.い
う
辦
実
は
、
同
時
に
、
ジ
ャ
ン
タ
を
中
心
と
す
る
指
導
者
層
が
こ
れ
ら
の 

全
国
的
な
■

別
組
合
の
強
固
な
基
礎
の
上
に
立
ち
つ
，つ
、
•労
働
組
合
を
も
っ 

て
、
総
体
と
し
て
の
i

力

の

集

合

的

な

取
^!
の

強

力

な

機

関

と

し

て

再

組

織 

し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
総
資
本
の
圧
力
に
耐
え
し
め
.よ
う
と
す
る
異
常
な
努
力
を
' 

認
識
し
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

.さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

一
八
一1.

五
年
の
団
結
禁
止
法
の
屋
は
、
個
人

:一：：

四

(

ー
5

八)

的
な
自
由
の
.：た
；

な

^
集

合

と

し

て

の

労

働

者

の

団

体

行

動

を

国

家

的

な

刑

罰 

の
対
象
か
ら
解
放
せ
し
め
た
に
と
ど
ま
り
、
.労
働
者
の
権
利
と
し
て
の
争
議
権 

の
法
的
な
承
麗
は
:%
ち
ろ
ん
、
.団
結
権
の
確
立
を
実
現
し
た
も
の
で
は
な
か
っ 

.た
。
こ
.の
団
結
禁
止
法
の
f

は
、「

資
本
の
自
曲」

の
政
策
的
な
反
映
で
あ
っ 

て
^
本
来
フ
法
的
に
は
資
本
と
平
等
で
あ
る
労
働
の
’
餐
業
の
自
控
の
一
侧 

面

と

し

て

め

「

労

働

の

自

由̂
と

い

う^

は̂
、
団
結
禁
止
法
の
撤
廃
と
同
時 

に
"全
面
的
に
貢
徹
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。)

前
世
紀
的
な
主
従
法(Mas

丨
 

ter a
n
d

 Servant A
c
t
)

は
、
新
興
産
業
罾
ボ
の
論
理
を
罾
畠
⑽
に
お
し 

す
す
め
た
も
の
と
し
て
の
資
自
と
労
働
者
と
の
契
約
関
係
、
労
働
力
す
な
わ 

ち
商
品
と
しV

の
取
引
関
係
を
拘
束
規
制
し
、
法
律
的
に
平
等
な
る
ベ
き
雇
用 

者
と
被
雇
用
者
の
関
係
、
い
：い
か
え
る
な
：ら
ば
労
働
力
の
買
手
と
し
て
の
資
本 

の
所
有
者
と
商
品
と
し
て
の
労
働
力
の
所
有
者
と
の
取
引
関
係
に
た
い
し
て
、
 

支
配
と
服
従
、
保
護
と
茭
配
の
原
則
に
も
と
：づ
く
主
人
と
召
使
い
と
の
関
係
を 

強

制

す

る

も

：の

で

あ

っ

た

。
へ

.

•,

.

一
八
六
〇
羡
に
お
け
る
労
働
組
合
運
動
の
発
展
は
、

一
八
六
八
年
の
夏
、

マ
ン
チH

ス
タ
I
に
お
い
て
労
働
組
合
総
評
議
会
の
結
成
を
う
な
が
し
た
が
、

こ
れ
は
労
働
組
合
を
^5!53^

別
に
組
織
し
た
ニ 

r

;モ
デ
ル
の
組
合
を
、
さ

(

8〕

，

ら
に
全
国
的
な
組
織
に
包
括
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
企
® 

は
、
団
結
禁
止
法
の
f

に
つ
づ
く
一 
八
一—'
◦

年

れ

に

お

け

る

ド

ハ

ー
テ
ィ
の

C9
y
,
.

.

運

動

と

口

パ

ー

ト
.
.
•オ
I
エ
■_ン
.
の
グ.ラ
ン

ド

•
'.
-
ナ

ショ
ナ
ル
の
¥
動
に
見
出
す 

8
 

.

こ
と
が
で
き
る
。一
八
三
〇
靠
の
運
動
は
.、
労
働
者
階
級
の
意
識
的
な
未
成 

熟
や
資
本
家
側
の
圧
力
に
よ
つ
て
失
敗
に
帰
し
、；
ま
た
こ
れ
に
つ
づ
く j

八
四

五
年
の
労
働
保
餿
全
国
労
働
組
合
連
合
も
ま
た
、
必
ず
し
も
成
功
を
お
さ
め
る 

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
成
功
す
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
 

こ
の
団
体
は
一
八
五
九
年
ま
で
#.
^
し
、
労
働
者
階
級
に
た
い
し
、
そ
れ
ま
で 

雇
主
側
の
方
に
、極
端
に
有
利
に
さ
れ
て
い
た
取
引
交
渉
力
の
均
衡
を
回
復
し
、
 

失
業
、
疾
病
お
よ
び
傷
害
の
よ
う
な
さ
け
が
た
い
不
幸
に
苦
し
む
人
々
に
た
い 

し
、
社
会
保
障
の
役
割
を
は
た
そ
う
と
す
る
か
に
見
え
た
。
さ
き
に
の
ベ
た
よ 

う
に
、
‘一
八

五

か

ら

六

〇
_

に
か
け
て
は
、
大
規
模
な
工
場
閉
鎖 

や
ス
ト
ラ
ィ
キ
が
お
こ
り
、
そ
の
結
果
、
各
_

別
組
合
の
間
に
相
互
に
財
政 

的
な
，援
助
を
あ
た
え
る
慣
行
が
、
次
第
に
樹
立
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
も

か 

か
わ
ら
ず
、

一
八
五
.〇
_

に
は
、
全
_
的
，な
I

別
組
合
の
連
合
体
を
つ
く 

ろ
う
と
す
る
試
み
は
実
を
結
ば
な
か
っ
た
。
し
か
し
新
し
い
ダ
{1
畠

件

の

_

罾 

に
努
力
し
つ
つ
あ
っ
た
; ^
1

_

_
豸
の
組
ム
ロ
、

一
八
四

0

^

^

には
マ
ー
テ
.ィ 

ン
.

ジ
ュ
ー

ド

ハ
卩̂

-̂
& J

u
d
e
)
、

一
 
八
五
.〇
^
-
^
に

お

け

る

ア

レ

キ

サ

ン 

ダ
I

.

マ
ク
ド
ナ
ル
ド(

A
l
e
x
a
n
d
e
r

 

M
a
c
D
o
n
a
l
d
)

の
努
力
に
よ
っ
て
、
 

全
国
的
な
大
i

別
組
合
に
成
長
し
た
全
国
炭
坑
労
働
組
合
な
ど
の
巨
大
な
組 

合
の
勢
カ
--
0
伸
長
、、
さ
ら
に
建
築
労
働
者
の
組
合
発
展
は
、
次
第
に
全
国
的
な 

労
働
組
合
の
統
一
的
众
_

の
基
礎
を
促
進
す
る
の
に
貴
重
な
示
唆
を
あ
た
え 

た
も
.の
で
あ
；'っ
た
。
と
り
わ
け
、

ロ
ン
ド
ン
の
建
寒
：^
働
者
は
、一

八
五
.三
年
、
 

九
時
間
労
働
を
要
求
し
て
閫
っ
た
が
、
.こ
の
当
時
、
建
築
労
働
者
は
、
.主
と
し 

て
地
方
的
な
蕋
礎
の
上
に
立
つ
‘
規
模
な
議
別
組
合
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て 

お
り
、

一
地
方
と
他
め
地
方
と
の
間
に
は
、
き
わ
め
て
ル
ー
ズ
な
形
で
し
か
協 

_

係
が
保
た
れ
て
.ぃ
.た
.'
に
す
ぎ
'な
か
っ
■た
。
と
と
.ろ
が
、
建
築
労
獨
者
に
よ

る
労
働
時
間
短
縮
の
運
動
が
、

一
八
五
六
年
、
土
曜
半
日
制
を
攫
ち
と
る
や
、
 

こ
れ
を
通
じ
て
、
、
一
八
五
八
年
に
は
、
大
工
、
石
工
お
よ
び
煉
瓦
積
み
エ
の
間 

に
連
合
委
員
会
が
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
主
と
し
て
ジ
ョ
ー
ジ

. 

ポ
ッ
タ
ー(George 

poc+
c+
fD
N)

の
努
カ
1

負
う
と
こ
ろ
多
大
で
あ
っ
た
と
は 

い
え
、
.

ゃ
が

3

Q
年
後
に
労
働
組
合
総
評
議
会
を
建
設
す
る
た
め
に
重
要
な 

役
割
を
果
し
.た
こ
と
は
記
憶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

'こ
.の
よ
う
に
し
て
各
贺
働
組
.合
の
間
に
次
第
に
職
種
の
粋
を
こ
え
た
統
一
的 

な
運
動
が
も
り
上
っ
た
結
果
、

一
八
五
八
年
ダ
.ラ
ス
ゴ
ゥ
に
は
じ
め
て
労
働
組 

合

評

議

会

が

結

成

さ

れ

、

や
：が

V

シ
エ
フ.ィ~

ル
ド
、
リ
ヴ
ァ
ブ

I
ル
お
よ
び 

工
ジ
ー
ン
バ
ラ
に
も
組
織
さ
れ
、
つ
い
に
一
八
六
〇
年

ロ
ン
ド
ン
労
働
組
合
評
議 

会
が
建
設
さ
れ
、

一
八
六
八
年
の
労
働
組
合
総
評
讓
会
の
礎
石
を
き
づ
い
た
の 

で
あ
っ
た

.0
ジ
々
ン：
タ
に
よ
っ
て
ひ
き
い
ら
れ
た
ニ H

丨
.

モ
デ
ル
の
組
合
が
、

労
働
組
合
を
も
っ
て
、
商
品
と
し
て
の
労
働
力
を
、
資
本
の
所
有
者
で
あ
ち 

労
働
力
の
顧
客
と
し
て
立
ち
現
わ
'れ
る
雇
主
に
た
い
し
て
、
で
き
る
だ
け
高
く 

う
り
つ
计
る
た
め
の
機
関
と
し
て
考
え
て
い
た
と
す
れ
.ば
.、

何

よ

り

も

ま

ず

彼 

,
ら
が
労
働
布
場
を
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
'っ
rc
、
非
組
ム
M
を
厳
重
に
排
除
す
る 

ク
ロ 

Iズ
ド
，
、ゾ
W
ッ
プ
'の
原
則
を
固
守
し
、
.従
っ
て
熟
萎
働
者
の
独
占
的 

利

益

：を

守

る

の

に

大

き

な

努

力

を

払

：っ
た
こ

.と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し 

な
が
ら
彼
ら
に
と
っ
て
不
熟
；

®

働̂
者
に
よ
る
ス
ト
ラ
ィ
キ
破
り
と
同
様
に
、
 

い
：や

そ

れ

以

上

，に
、
，到

底

耐

え

が

た

.い
こ
と
は
、
.い
わ
ゆ
：る
主
従
法
の
拘
束
で 

あ
っ
た
。
主
従
お
と
_.は、
\'
'簡
^
に
^
え
ば
、
労
働
者
と
雇
主
と
.の
間
の
契
約
関 

係
に
お
.い
て
、
雇
主
が
こ
れ
令
破
棄
し
た
場
倉
は
、
そ
れ
が
故
意
の
も
の
で

一

五

0
:ー
〇
九)

十
九
世
紀
後
半
に
お
.け
る
ィ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
変
貌
と
労
働
組
合
運
動
の
変
転



あ

：
り

且

，
つ

弁

解

の

.余
地
な
き
も
の
.で
あ
ろ
う
と
も
、
損
害
賠
償
の
告
訴
を
う
け 

る
か
、
%■
し
く
は
賃
金
の
場
合
に
：は
、
即
決
の
碧
に
よ
っ
：て
、
ム
〇
ポ
ン
ド 

以
下
の
i

め
支
私
を
要
求
さ
れ
る
の
に
す
ぎ
な
か
.っ
た
の
に
反
し
、
.他
方
労

. 

.働
者
巧
そ
の
業
務
を
や
め
あ
る
い
.は
そ

の

仕

事

を

拋

莱

し

た

場

合

に

：

-«
.
刑 

法

上

の

犯

罪

と

し

て

訴

え

ら

れ

、

且

.つ
三
力
月
：の
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
る
と
い
う 

■

の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
法
的
な
不
平
等
は
、
'使
用

者

：に

訴

え

ら

れ 

た
雇
主
は
、
.み
ず
か
，ち
証
人
に
な
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
雇
主
に
よ
っ
て
^
if 

さ
れ
た
被
使
用
者
は
、
自
分
自
身
の
た
め
に
証
拠
を
17K
す
こ
と
が
で
き
な
い
と 

い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
倍
加
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
.あ
る
。
す
で
に
し
ば
し
ば 

指
摘
し
た
よ
う
に
、
ジ
ャ
ン
‘タ
に
よ
っ
て
率
い
ら
れ
た
ニ
ュ

I 
•
モ
デ
ル
の
組 

合
、
す
な
わ
ち
全
国
的
な
^

別̂

組

合

は

、
商

品

と

し

て

の

^

働

力

を

資

本

制 

社

会

に

お.け
る
市
場
取
^
の
法
則
を
通
じ
て
、
労
働
力
の
独
占
に
よ
る
篇
め 

制
限
を
通
じ
て
、
使
用
者
と
の
.交
渉
に
お
い
て
有
利
な
地
歩
を
占
め

3̂

%
す 

る
，も

の

で

あ

っ

た

。
ニ
ュ
I

.モ
デ
ル
の
，組

合

の

成

長

の

歴

史

が

：、

.商
品

：
と
し 

て
の
労
働
力
を
い
か
に
し
て
高
く
売
り
つ
.け
る
か
、
そ
の
た
め
に
は
労
働
力
の 

熟
練
使
を
維
持
す
る
.こ
と
に
全
力
を
注
ぎ
、
労
働
力
の
需
要
と
供
給
を
制
限
す 

る
独
占
的
な
組
織
を
形
成
す
る
た
め
の
若
闘
の
連
続
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば 

こ
の
職
^
別
組
ム
ロ
が
、こ
の

よ

う

な

肖

己

の

経

^

的

論

理

を

拘

束

す

る

強

制

と 

し
て
の
主
従
法
に
お
さ
え
が
た
い
反
鐵
を
感
じ
、
主
従
法
の
廃
止
を
通
じ
て
、
.

一
A
一.
£
年
以
ま
、
消
極
的
な
意
義
で
し
か
認
め
ら
れ
な
か
づ
た
固
結
権
を
確 

保
し
よ
う
と
し
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
.い
い
か
え
る
な
.ら
ば
、
職
業
別
組
合 

の
論
理
は
、労
働
力
の
取
引
念
通
じ
て
の
労
資
双
方
の
：交
渉
力
を
、そ
の
不
平
等

. 

1

六

(

ニ
ー
〇)

:

な
点
に
か
ん
し
て
修
疋
し
、.
資

本

制

社

会

の

法

則

の

否

定

：の
上

.
に
で
は
な
く
、
 

自
己

を

資

本

主

義

的

な

商

品

交

換

の

法

則

の

上

：に
強
く
築
き
上
げ
よ
う
：と
し
た 

の

で

あ.
っ
た
。
、
ー
へ
八
六
セ
申
の
シ
二
フ
ィ
ー

'
ル
ド
の
暴
行
事
件
は
、
こ
の
よ
う 

な

意

味

で

、
'

ー：
八
七
.

1

年
の
労
働
赧
合
葡
定
の
重
大
な
契
機
と
な
っ
た
主
従 

.
法
廃

止
運
動
の
さ
含
が
け

.
と
も
い
.
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

.

一
八
立
〇
ヸ
^;
か
ら
六
0
年
代
に
お
げ
る
罾
業
別
組
合
の
全
国
的
な
発
展
に 

脅
威
を
う
け
た
資
本
家
側
は
、■し
き
り
に
工
場
閉
鎖
を
お
こ
な
い
、
こ
れ
に
M
す 

る
労
働
者
階
級
の
抵
抗
は
激
化
し
た
.。
労
働
者
の
団
結
に
対
抗
し
て
資
本
f
 

強
力
な
組
織
を
結
成
し
、闘
争
は
、
オ
ー
エ
シ
主
義
の
時
代
や
チ
ャ_

チ
ス
ト
の 

時
代
と
'は
異
な
れ
る
_

を
呈
し
な
が
ら
、次
第
に
激
烈
と
な
フ
た
の
で
あ
る
.0

ゥ
エ
ッ
ブ
夫
妻
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、.
一，
八
六

五

年

当

時

、
ロ
ッ
ク

_
•
ア
ゥ
ト
は
、

■

.

8
 

.

.

.

.

.

，あ
ら
■
ゆ
，る
大
産
業
の
特
徴
と
な
ろ
う
と
し
て
い
た
？
度
重
な
る
ロ
ッ
ク
.
ア
ゥ

ト
は
、
労

働

者

階

級

の

間

に

憤

激

を

ま

き

お

こ

し

た

が

、
こ
の
よ
う
な
興
®

^

態

が
ま
.
た
雇
主
：を
し
て
、
労
働
者
の
団
結
は
、
法
律
を
も
っ
て
抑
圧
す
る
以
外
に
.

処

置

し

が

た

：い
も
の
で
あ
る
：と
す

.
る
危
險
な
思
想
を
う
え
つ
け
る
に
至
っ
た
。

冗
来
、

一

企
業
の
中
に
争
議
が
勃
発
し
、
：労
働
者
と
辱
王
と
が
対
立
す
れ
ば
、

そ
'
の
間
に
多
少
不
穏
な
事
件
が
お
こ
る
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。
雇
ま
に
対

す

る

威

圧

や

威

嚇

的

な

行

動

、
も
：し
く

.
は
、
：K

ト
ラ
ィ
キ
破
り
に
対
す
る
復
響

的
な
行
為
と
し
て
.
の
.
暴
力
的
な
行
動
は
、
，

に
は
必
^
^
な
現
象
で
あ
る
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
ラ
ッ
ト
ニ
シ
グ(

r
a
t
-

c+e
n

i
n

g
>

l

ね
ず
み
.の
.

.
ぃた
ず
ら_

_
は

地

方

の

小

都

市

の

組

合

な

ど

で

は
、'古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
一
八
六
五
年
以
後
、極
度
に
反
動
化
し

た
十
乂
配
階
級
は
、新
聞
の
力
を
か
り
て
、
わ
ず
か
に
あ
る
種
の
産
業
、
も
し
く
は 

あ
る
地
方
に
個
別
的
に
昆
ら
れ
る
現
象
と
し
て
の
ラ
ッ
ト
ニ
シ
グ
が
イ
ギ
リ
ス 

の
労
働
組
合
運
動
に
普
適
的
に
見
ら
れ
る
と
と
ろ
の
暴
カ
^-
畠
で
あ
り
、
. 

組
合
は
、
印
时
の
た
め
に
は
手
段
を
え
ら
ば
ず
と

.

い
ぅ
観
念
を
流
布
せ
し
め
る 

の
に
成
^

し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
世
論
は
労
働
組
合
に
た
い
し
て
硬 

它

、「

労
働
組
合
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
.

」

が
、悪
夢
の
よ
ぅ
に
宣
伝
さ
れ
る
に
至
っ
^1
。

時
あ
た
か
も
一
八
六
六
年
六
月
、
絶
え
ま
.な
.い
ロ
ッ
ク
；
ア
ゥ
ト
の
強
行
に 

対
処
す
る
た
め
、
m
l大
組
合
の
組
<具

約
ニ
Q
万
人
を
代
表
す
る
一
三
八
人
の 

代

表

者

が

、
：
グ

エ
フ
ィ
ー
ル
ド
に
ム
議
を
開
ぎ
、：：そ
の
防
衛
策
をa
i

し
て
い 

た
。
I

の
結
果
、：
労
資
双
方
を
聯
旋
す
'
s

i機
関

の

設

立

の

'要

求

が

提

唱 

さ
れ
、
ま
た
資
本
家
の
大
連
合
に
対
抗
し
、
-
.口ッ
グ
：
ノ
ア
ゥ
.
ト
に
よ
っ
：て
失
職 

し
た
労
f

を
支
援
す
る
た
め
に
、全
英
国
組
舉
労
働
組
合
同
盟
.

(The:..uni-
(

17〕
t

e
d K

i
n
g
d
o
m

 Alllanc

o.of organized T
r

p'des)

が
結
成
さ
れ
た
。
 

こ
れ
は
基
金
の
欠
乏
に
よ
り
、衰
退
し
な
が
ら
も
、
一
.八
七
〇
年
ま
で
つ
づ
く
の 

で
あ
る
が
、
こ
ぅ
し
た
雰
厢
気
の
な
か
.に
、

ー"八
六
六
年
い
わ
ゆ
る「

シ
ユ
フ 

ィ
ー
ル
ド
の
暴
行」

が
'*
-
i
組
ム
ロ
員
に
よ
る
*
㈱
^
と
し
て
注
目
を
あ
び
、
 

世
論
の
動
向
が
反
組
合
的
に
な
る
に
つ
れ
：て
、
労
働
組
合
は
非
常
に
.不
利
な
立 

場
に
追
い
つ
め
ら
れ
、
が
た
政
府
は
、
こ
の
問
題
に
か
ん
す
る
王
立
査
問
委
員 

会
を
任
命
し
、
調
査
に
の
ヴ
出
し
た
の
で
あ
っ
た
.。
重
要
な
こ
と
は
、
#
力
# 

為
よ
り
も
、
こ
れ
を
口
実
と
し
..て、
労
働
組
合
運
動
に
加
え
ら
れ
た
経
営
側
の 

攻
擊
で
あ
っ
た
。
さ
き
に
'の
べ
た
上
ぅ
に
、
い
わ
ゆ
る
ラ
ッ
ト
-マ\

グ
は
、
労 

慟
組
合
運
動
に
支
配
的
な
現
象
で
は
な
か
つ
た
が
、
.事
件
の
©
±-
&
を

_

罾

し

た
口
ン
ド
ン
労
働
組
合
評
議
会
と
合
同
機
械
工
同
盟
は
、
シ
チ
フ
ィ
ー

ル
ド
の 

暴
行
事
件
を
調
査
す
る
た
め
の
代
表
者
を
派
遣
し
た
。
そ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
 

労
働
組
合
が
共
謀
し
た
と
い
う
証
樾
が
な
い
こ
と
、
ま
た
、
ラ
ッ
ト
ニ
ン
グ
の 

行

為

自

体

が、„
.
労

働^

合
運
動
の
発
展
を
阻
害
す
る
も
の
'で
：あ
る
こ
と

を
#

^

 

し
で
い
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、
王
.立
查
問
委
員
会
の
回
的
は
、
調
査
を
過
去
十 

年
間
に
わ
た
っ
て
、
シ
エ
フ
ィ

ー
ル
ド
で
あ
ろ
う
と
、

.

あ
る
い
は
そ
の
他
の
と 

.こ
ろ
で
^
ろ
う
と
、
あ
ら
ゆ
る
暴
行
に
拡
大
さ
せ
る
こ
と
に
.あ
っ
た
た
め
、
特 

殊
な
地
方
の
労
働
組4

口
の
み
な
ら
ず
、
労
働
組
合
運
動
全
般
の
主
体
と
そ
の
効 

力
と
が
、
.あ
ら
た
'め
て
査
問
の
対
象
と
な
っ
た
0

.

'

す
で
に
暴
力
ハ
！

^
!は
.、

^

働

組

合

運

動

と

密

接

不

離

な

関

係

に

あ

る

か

の

よ 

う
な
宣
伝
を
行
っ
て
い
た
資
本
家
の
新
聞
に
よ
っ
て
、
^
_
砠
合
に
き
わ
め
て 

不
利
な
世
論
が
形
づ
く
ら
れ
、
そ
の
結
果
、労
働
組
合
は
議
ム
§
查
問
の
前
に
、
 

大
き
な
試
棟
と
危
機
に
直
面
す
る
に
至
っ
た
。
労
働
組
合
運
動
の
発
展
に
脅
威 

を
う
け
寒
乂
配
階
級
が
、
こ
一
れ
を
機
会
に
労
働
組
合
の
法
的
地
位
を
、

一

八
ニ 

丑
年
前
'の
.か
，
の

フ

ラ

ン

ス

革

命

と

団

結

禁

止

法

の

時

期

に

ま

で

追

い

や

ろ

う

と 

.す
る
意
図
も
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
0'
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

一
八
二 

五
年
の
団
結
禁
止
法
撤
廃
法
'に
よ

れ

ば

、
.
労

働

組

合

は

非

合

法

な

地

位

か

ら

解 

放
.さ
れ
た
；の
で
は
あ
っ
.た
が
、
.し
，か

し

い

か

な

る

.合

法

的

な

地

位

も

あ

た

え

る 

も
の
で
は
な
か
'っ
た
。
す
な
わ
ち
、そ
れ
'に
よ
れ
ば
.、
：労
働
組
合
は
、
そ
れ
が
追 

.求
す
る
とAJ

ろ

の

目

的

や

、
：
こ

れ
ら
..の

目

的

が

達

せ

ら

れ

る

方

法

が

合

法

的

で 

あ
る
か
、
.強
制
的
で
な
い
か
、
.も
し
く
は
犯
罪
的
で
あ
る
か
に
従
っ
て
合
法
的 

で
あ
る
か
、
も
し
く
枕
取
引
を
淛
跟
す
る
も
の
と
し
て
非
合
法
‘で
あ
る
か
、
あ

一

七

(

ニ
：
一
一〕

十
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
ィ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
変
貌
と
労
働
組
合
運
動
の
変
転



る
い
は
犯
罪
的
な
も
の
と
さ
れ
る
と
.い
う
の
が
、
■一
 
八
ニ
五
年
の
団
結
禁
止
法
. 

撤
廃
法
の
基
本
的
な
精
神
で
あ
っ
た
.。
従

っ

て

策

働

組

合

が

実

際

に

、

一
八
一
一
，
 

五
.年
法
に
お
け
る
意
味
で
の
合
法
的
な
地
位
.に
と

ど

ま

ろ

う

と
す
る

.
な

ら
.

ば
、
 

そ
の
活
動
.は
、き
わ
め
て
制
限
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、友
愛 

組
合
の
よ
う
な
慈
善
的
な
団
体
の
活
動
に
制
限
さ
れ
.る
べ
き
で
あ
マ
て
、
も
'し
. 

も

労

働

組

合

が

そ

れ

以

上

の

目

的

を

追

求

す

な

な

ら

ば

、
，
，
一
八

11.

五
年
法
第
四 

条
に
規
定
さ
れ
た
目
的
に
き
*ひ
し
く
限
定
さ
れ
る
の
で
な
い
限
り
、
非
合
法
と 

さ
れ
、
犯
罪
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
_
実
、
労
働
組
合
は
、

一
八
五
五
年
、
そ
の
塞
金
が
友
愛
組
合
法
の
規
定
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
こ
と 

に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

.

こ
れ
私
.よ
っ
て

^

_

Mムロ
は
、
組
合
役
員
に
よ
る
基 

金
の
横
領
や
私
消
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
.づ
た
。
と
こ
ろ
が
や
が 

て
反
動
期
が
お
と
ず
れ
た
:01

八
六
七
年
、
蒸
気
機
関H

組
合
は
、
そ
の
ブ
ラ
. 

ッ

ド

フ

ォ

ー

ド

支

部

の

会

針

掛

が

、

」

一
.四

ポ

ン

ド

の

組

合

基

金

を

不

法

に

所

者 

し
て
い
た
と
い
う
理
由
で
訴
え
た
と
こ
ろ
、
予
期
に
反
し
て
洽
安
判
事
は
、
旁 

働
組
合
遮
動
が
す
で
に
友
愛
組
会
法
の
範
西
を
逸
脱
し
て
い
る
と
い
う
理
由
の 

も
と
に
、
蒸
気
機
関
エ
組
合
は
、
同
法
の
適
用
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と 

い
y
判
決
を
下
し
た
。
こ
れ
を
不
服
と
し
た
労
働
組
合
側
は
、
高
等
法
院
に
上 

告
し
た
が
、
そ
の
判
決
は
、
労
働
組
合
を
も
っ
て
取
引
制
限
を
理
由
と
し
て
、

一
八
五
五
年
の
友
愛
組
合
法
に
よ
る
基
金
の
保
護
を
拒
否
し
た
の
で
あ
っ
た
。
 

ホー

ン
ビ
ィ
•

ク
ロー

ス
事
件

(
H
o
r
n
b
y

 

.
V
.

 

c
l
o
s
e
)

と
し
て
知
ら
れ
た
こ
.

の
判
決
は
、
ジ
ャ
ン
タ
を
指
導
者
と
す
る
労
働
組
合
運
動
に
深
刻
な
影
響
を
あ 

た
え
た
。
尨
大
な
基
金
を
保
持
し
て
い
た
ム
ロ
同
機
械
工
^
Mを
中
心
と
す
る
ニ

.

:

レ 

ー'
八 

0

一
二
一)

H 

I 

•
モ
デ
ル
の
組
合
、
す
な
■わ
ち
全
国
的
な
職
業
別
組
合
は
、
い
ま
や
そ
の 

基
金
の
法
的
な
保
護
を
剝
奪
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
ほ
と
ん
ど
#
ム
ロ
法
の
地 

位
に
お
と
さ
れ
る
と
い
5-
危
険
な
事
態
に
お
ち
い
_っ
た
.の
で
あ
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
ジ

.ャ
ン
タ
は
ど
の
よ
う
に
対
妈
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま 

ず
第
一
に
、
彼
ら
は
援
助
を
中
産
階
級
に
求
め
'た
.の
で
あ
っ
て
、
トー

マ
ス
• 

ヒ
ユ
I
ズ

(
g
o
m
a
&
H
u
g
l
l
e
s
)

等
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
者
が
、
努
力 

を
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
'
。
' ジャ
ン
タ
が
何
よ
り
も
目
的
と
し
た
と
こ
ろ
の
も 

の
は
、
労
働
組
合
の
_基
金
の
：法
的
保
護
と
そ
の
合
法
的
な
地
位
の
確
保
で
あ
っ 

て
、
.支
配
階
級
を
し
て
、
労
働
組
合
が
、
ス
ト
ラ
ィ
キ
を
i

と
し
、
暴
力
行 

.為
を
行
う
も
の
.で
は
な
い
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ジ
ャ
ン
タ
の 

努
力
と
キ
ヘ
リ
ス
>.
教
社
ム
1
義
者
の
運
動
が
効
を
奏
し
て
、
労
働
組
合
に
か
ん 

す
る
王
立
委
員
会
が
任
命
さ
れ
た
が
、
ト
I
マ
ス
’
ヒ
ラ
ー
ズ
と
フ
レ
デ
リ
ッ 

ク

，
ハ
リ
ソ
ン(

ぼ
故

©̂.
0
.

0̂

&

3

0

1
0が
、
労
働
組
合
代
表
と
し
.て
席
を 

し
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
.不
屈
の
努
力
に
よ
り
、
委
員
会
の 

報
告
書
は
、
労
働
組
合
の
法
的
地
位
の
改
善
と
0
結
権
の
承
認
を
示
唆
す
る
も 

の
と
し
て
発
表
さ
れ
、
委
員
会
が
な
お
開
か
れ
て
い
る
㈣
に
、

一
八
六
八
年
の 

ラ
ッ
セ
ル
•
ガ

ー
ネ

ィ

法

に

よ

っ

て

、

組

合

の

役

員

が

不

法

に

公

金

を

！
®

し 

た
場
合
に
ば
.、
.そ
の
役
員
を
起
1訴
す
る
こ
.と
.が
で
き
.る
1
う
に
な
り
、
ま
た
一 

八
六
九
年
に
は
、
ひ
と
つ
の
臨
時
法
-―

労̂
働
組
合
法(

基

金

保

護

法

)

—

に 

よ
っ
て
、
王
立
委
員
会
の
報
告
が
完
成
す
る
ま
で
の
間
、
不
正
を
行
っ
た
役
員 

か
ら
、
賠
償
を
求
め
る
民
事
飾
訟
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で 

ぁ(

奶
。
か
く
し
て
ー
八
七
一
年
の
労
働
組
合
法
へ
の
途
は
、
急
速
に
は
き
清
め

ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
た
め
の
重
大
な
契
機
と
な
っ
た
も
の
は
、

一
八 

'六
七
年
の
：第

n

次
選
挙
法
の
改
IE
で
.あ
っ
た
。
労
働
者
階
級
の
抵
抗
と
政
治
的 

な
由
覚
と
が
、
団
結
権
の
承
認
へ
、
支
I

級

を

.駆

り

た

て

た

こ

と

も

ま

た

忘 

れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

一
八
七
一
年
労
働
組
合
法
第
一
一
条
に
よ
れ
ば

、

.

「

労
働
組
合
は
た
ん
.に
そ
の
目
的
が
、産
業
の
拘
束
に
存
す
る

の

理
由
に
よ 

り
、
違
法
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
組
合
員
を
共
謀
罪
そ
の
他
の
罪
名
に
よ
り
、

刑

-if
f
追
訴
に
付
せ
ら
れ
る
こ
と
な
し
。」

ま
た
そ
の
'第
三
条
に
は
、

「

労
働
組
合
は
、
た
ん
に
そ
の
目
的
が
、産
業
の
拘
束
に
存
す
る
の
理
由
に
, 

よ
り
、
違
法
と
な
り
、
そ
の
契
約
ま
た
は
信
託
を
無
効
も

し

く
.

は
i

し

ぅ

• 

べ
き
も

の

と

せ
ら
れ
る
る
こ

と

な

し

0

」

，

わ
れ
わ
れ
は
い
ま
こ
こ
で
、

一
八
七
一
年
法
の
規
定
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析 

を
試
み
る
余
裕
も
な
い
，し
ノ
ま
た
こ
れ
を
目
的
と
す
る
も
の
.で
は
な
い
。
要
す 

る
に1

八
七
一
年
法
の
意
義
は
、
',
ィ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
発
展
の
途
上
に
お
い 

て
、
理
論
的
に
深
め
ら
れ
た
個
人
主
義
と
経
済
的
自
由
•主
義
の
立
場
か
ら
I
 

す
る
取
吕
自
由
の
原
則
に
違
反
す
る
も
.の
と

し

て

、
.
ま

た

刑

法

上

の

コ

ン

ス

ピ 

ラ

，

シ
ー
と
す
る
観
念
か
ら
、労
働
組
合
を
解
放
し
、労
働
組
合
の
法
的
な
地
位
を 

確
認
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
つ
ね
に
^
意
さ
れ
ね 

ば
'な
ら
な
：い
こ
と
は
、一

八
七
一
年
法
は
、労
働
者
階
級
の
全
面
的
な
勝
利
に
よ 

っ
て
、
獲
得
さ
れ
た
:%
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
運
動
に
専
心
し
た
ジ 

ャ
ン
タ
の
政
策
そ
の
も
の
が
、
反
資
本
主
義
的
な
も
の
で
は
な
く
、
商
品
交
.換
.

の
原
則
の
上
に
た
.っ
て
、
商
品
と
し
て
の
^
働
力
を
も
っ
と
も
有
利
に
売
り
つ 

け
よ
う
と
す
る
条
件
と
し
て
、
団
結9

法
的
承
認
を
か
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と 

し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
資
本
家
側
は
労
働
者
の
団 

結
の
法
的
な
承
認
を
ジ

，
ャ
ン
タ
、に

譲

歩

し

た

：の

'で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
王 

立
査
問
委
員
会
に
た
い
す
る
ジ

ャ
ン
.タ「

の

働
き
か
'け
の
過
程
の
な
か
に
、
あ
り 

あ
り
と
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ゥ
ユ

ッ
ブ
夫
妻
に
よ
れ
ば
ジ

ャ

ン
タ
と

そ 

の
同
盟
者
の
政
策
は
、
.み
ず
か
ら
を
擁
護
す
る
政
策
と
し
て
、
古
い
タ
ィ
プ
の
.、
 

非
常
に
多
く
の
小
さ
な
地
方
の
労
働
組
合
と
は
反
対
に
、
大
規
模
な
職
業
別
の 

友
愛
組
合
に
、
查
問
委
員
の
関
心
を
ひ
き
つ
け
よ
う
と
努
カ
し
た
し
、
合
同
大 

エ

組

合

は

、
：
ス

ト

ラ

イ

キ

を

誘

発

：さ

せ

る

ど

こ

ろ

か

、

む

し

ろ

保

険

_

の
事 

業
に
主
と
し
て
没
頭
し
，て
い
る
こ
と
を
力
説
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち 

彼
ら
は
、
組
合
員
の
た
め
に
、
機
械
、
外
国
人
労
働
者
の
輸
入
、
請
負
仕
事
、
 

時
間
外
労
働
も
し
く
は
徒
弟
の
自
由
な
雇
用
に
た
.い
す
る
あ
ら
ゆ
る
反
対
を
否 

認
し
た
と
ま
張
し
た
.の
に

対
，

J
、

•
資
i

側

は

こ

れ

に

反

論

を

加

.え

た

と

い

わ 

れ
る
が
、
こ
.の
よ
う
な
主
張
の
な
か
に
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
組
合
運
動
の
性
格
の 

特

殊

性
、

.

そ
の
全
国
的
I

別

組
合
の
妥

協

的
な
主
張
に
対
疼
すK

?

も
の
と
し 

て
の
一.

八
七

一

年
法
の
砠
罾
を
も
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
一
八 

七

：

j

年
の
労
働
紙
合
法
の
成
立
は
、

労
働
組
合
の
.も
と
に
お
け
る

^
: 

間
の
妥

協

と

苟
合
の
結
果
で
.あ
り
、
団
猫
は
、
::
労
資
間
の
取
5

:
交

渉

カ

の

不

均 

衡

を

是

疋

す

•る

た

め

の

手

段

；と
し
.て
.の
、
み

把

握

さ

れ
、
' 資
本
主
義
制
度
の
も
と 

に
お
け
る
賃
金
低
下
の
法
則
に
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
は
げ
し
い
闘
い
の
た
め
.の 

組
織
と
し
て
理
解
さ
れV.

い
な
か
：っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
0
そ
の
意
味

九

a

一一 
三)

十
九
世
紀
後
半
に
お
け
石
ィ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
変
貌
と
労
働
組
合
運
動
の
変
転



で
は

、

や
は
り
ヴ
ィ

ク

ト

リ

ァ

黄

金

時

代

の

賜

物

で

あ

り

、
.
”
八

六

七

年

の

第

ニ

次
選
攀
法
と
同
じ
く
ィ
ギ
リ

「

ス
資
本
主
義
.の
相
対
的
安
定
期
に
お
け
る
組
合

精
神
の
忠
実
な
反
映
で
あ
っ
た
と
い
ぅ
こ
と
が
.で
き
る
.で
あ
，ろ
ぅ
0
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月
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械
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間
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仕
事 

を
拒
杏
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侧
は
翌
一
八
五
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年
一
月
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ロ
ッ
ク
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ゥ
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を
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V
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八
五
三

¥
六
月
、
プ
レ
ス
ト
ン
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織
エ
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四
七
年
に
強
制 

さ
れ
た
ー
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
賃
金
切
り
下
げ
を
回
復
す
る
と
と
を
経
営
者
侧 

に
要
求
し
た
。
大
部
分
の
経
営
者
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こ
れ
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拒
否
し
、
，つ
い
に
ロ
ッ
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ァ 
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ト
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。
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こ
の
論
文
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
.京
都
犬
：学
助
教
授
、

片
岡
昇
氏
. 

の
す
ぐ
れ
た
御
、

t

力

作

-.
英
国
努
働
法
理
論
史J

か
ら
多
く
の
示
唆
を
あ
た
え 

ら
れ
た
。
学
恩
に
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

- 

,
——

一
九
五
：九
：

 

一
•
.
一

 

五_
_

'
ィ
ン
ド
小

'エ

業

政

策

.
の

理

論

的

基

盤

’■

——

低
開
発
国
の
産
出
量
と
雇
用
問
題
I

I

序

I
.産
出
量
と
雇
用

- 

I 

A型
二
重
経
済

. 

w 

B型
ニ
重
経
済 

V

.社
会•

政
治
的
要
因

X

宁' 

.

ィ
ン
ド
共
和
国
の「

第
二
次
五
力
年
計
画
試
案
要
項」

第
一
章
の
冒
頭
に
、
 

第
一
一
次
五
力
年
計
画
の
主
要
：

2

的
と
し
て
次
の
四
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

(

a)

国
の
生
活
水
準
を
向
上
さ
せ
る
ょ
ぅ
な
国
民
所
得
の
大
幅
な
増
加
.

(

b)

：
基
礎
的
.エ
業

か

発

達

に

特

に

重

点

を

お

ぃ

た

急

速

な

’エ

業

化 

(

C)

完

全

雇

用.

(

A

社

会

的

公

芷

こ
の
四
項
目
の
中
、(

a)

産

出

量

極

大

化

、

(

S
完

全

雇

用

、
.
は

計

画

の

目 

的
で
あ
っ
て
.、(

b)

の
重
工
業
優
先
は
そ
の
手
段
で
あ

る

か

と
思
わ
れ
る
。

イ
ン
ド
小
工
業
政
策
の
理
論
的
基
盤

(

A
は
ィ
シ
ド
の
経
済
開
発
が
い
わ
ゆ
る「

社
会
主
義
的
型」

を
と
る
と
い
わ 

れ
る
こ
と
の
反
映
で
あ
り
、
計
画
に
あ
る
種
の
性
格
を
与
え
て
い
る
も
の
で
あ 

ろ
ぅ
。
こ
の
よ
ぅ
に
し
て
.み
る
と
、
各
項

0
は
同
質
で
な
い
ば
か
り
か
、
相
互 

に
.矛
盾
す
る
可
能
性
さ
え
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
特
に(

a) 

産
出
量
極
大
化
と(

C)

雇
用
極
大
化
.は
常
に
同
時
に
達
成
さ
れ
る
と
い
ぅ
ぽ
nn
: 

は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
？

ヌ
ル
.ク
セ
牲
、「

第
一
次
五
力
年
計
画」

は
農
業 

に
重
点
を
お
い
た
が
、「

第
二
次
五
力
.年
計
画
し
は
、
消
費
財
生
産
拡
張
の
た
め 

の
小
村
落
工
業
の
育
成
と
领
鉄
お
よ
び
機
械
製
造
業
に
お
け
る
生
産
能
力
の
大 

増
加
を
0
標
と
し
た
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
と
，し
て
い
る
。

M 

•
ド
ッ
ブ
が
、
デ 

リ
ー

♦
ス

ク

ー

ル

，
ネ

ブ

エ
.-
:コ
，メ
ミ
ク
ス
の
公
開
講
義
に
お
い
て
、
後
進
国 

の

経

済

開

発

は

重

工

業

優

先

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

主

張

し

た

に

も

か

.か
わ 

ら
‘ず
、
；
ィ

ン

ド

統

計

研

究

所

長

で

計

厕

立

案

の

主

要

人

物

で

あ

る

?• 

C
*
マ 

ハ
ラ
ノ
ビ
み
を
始
め
と
し
て
、
ィ

X
於
政
府
お
よ
び
学
者
の
^

は̂
、
少
な
く 

と
も
小
エ
業
を
無
揭
し
て
ば
ヾ
い
け
な
い
と
い
ぅ
点
で
ー
致
し
て
い
る
。
そ
し
て 

産
出
量
極
大
化
と
雇
用
極
大
化
に
関
連
し
て
、
ィ
ン
ド
の
計
画
に
お
い
て
小H

,

. 

ニ 
一
 

. 

(

ニ 
ニ 
五)


