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'

日
本
の
社
会
経
済
構
成
に
お
け
る
支
配
的
な
経
済
制
度
の
、
封
建
制
度
か
ら
資
本
主
義
制
度
へ
の
移
行
が
明
治
維
新
を
と
お
し
て
お
こ
な
わ
れ 

た
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
：指
摘
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
ぅ
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
日
本
の
賃
金
構
造
の
特
徴
を
明
ら
が
に
す
る
た
め
に
は
、
明
治 

維
新
後
日
本
の
資
本
主
義
が
い
か
に
形
成
さ
れ
た
か
を
分
析
す
れ
ば
足
り
る
か
の
ょ
ぅ
に
思
わ
れ
.る
。
だ
が
.少
し
深
く
分
析
す
る
た
■め
に
は
、
さ
.
 

ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
明
治
維
新
前
の
徳
川
封
建
社
会
の
崩
壊
過
程
に
お
い
て
資
本
と
賃
劳
働
の
萌
芽
形
態
：が
い
か
に
生
成
し
て
き
允
か
を
ふ
り
か 

え
っ
て
.み
る
必
要
が
あ
る
.0

日
本
に
お
け
る
農
奴
解
放
は
土
一 

揆
に
み
ら
れ
る
農
民
の
闘
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
の
解
放
と
は
な
ら
ず
、
全
般
的
に
遅
れ
て
い
た
ア
ジ 

ア
に
あ
つ

て

、

い
ち
は
や
く
い
わ
ゆ
る
ア

ジ

ア
的
封
.建
制
を
克
服
し
て「

土
地
所
有
の
純
粋
な
封
建
的
組
織
と
発
達
し
た
小
農
民
，

1

ぬ
一
と
を
も

つ
封
建
制
度
を
成
立
さ
せ
た
だ
け
に
お
わ
っ
た
。
し
か
も
徳
川
幕
府
が
鎖
国
政
策
を
断
行
し
た
の
で
、
商
品
経
済
の
発
展
は
、
外
国
貿
易
と
結
び 

つ
か
な
い
た
め
に
き
わ
め
て
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ
.っ
た
。
ま
た
、
幕
府
の
田
畑
永
代
売
買
禁
止
そ
.の
他
の
政
策
に
よ
っ
て
徳
川
時
代
の
封
建
的 

生
産
様
式
.は
と
く
に
堅
固
で
あ
り「

對
建
的
支
配
体
制」

：も
強
カ
.な
.も
め
で
あ
.っ
た
。

'

と
は
い
え
、
い
か
な
る
権
力
を
も
っ
て
し
て
も
、
商
品
経
済
発
展
の
必
然
性
に
抗
す
.る
，
こ

と

：
は

：

■で
き
な
い
。
商
品
経
済
が
農
村
に
も
浸
透
し
た 

結
果
と
し
て
徳
川
時
代
の
後
期
か
ら
す
で
に
資
本
と
賃
労
働
の
萠
芽
形
態
が
み
ら
れ
た
。
と
く
に
.賃
勞
磡
の
そ
れ
は
、
ま
ず
貧
困
化
し
た
本
百
姓 

が
、
富
裕
に
な
っ
た
本
百
姓
に
質
券
ま
た
は
員
#
申
公
の
形
で
提
供
す
る

よ

ぅ

に

な

っ

た

.

「

年
間
常
傭
労
働』

で
あ
り
、
そ
れ
は
幕
末
に
近
づ
く 

■.に
つ
れ
て
手
作
地
主
に
よ
っ
'て
.次
第
に
手
広
く
利
用
さ
れ
る
よ
ぅ
に
な
っ
.た
°

い
ぅ
ま
で
も
な
く
、
こ
の
質
券
ま
た
は
質
物
奉
公
•は
、
き
び
し
い
封
建
的
搾
取
を
ぅ
け
て
い
た
本
百
姓
が
い
わ
ば
借
金
抵
当
に
妻
子
を
売
っ
て 

も
年
貢
を
お
.さ
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
.こ
ろ
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
封
建
領
主
が
年
貢
を
と
り
た
て
る
こ
と
が
で
ぎ
る
よ
ぅ
に 

農
.民
家
族
を
土
地
.に
し
ば
り
.つ
け
て
お
く
た
：：め
に
、：
家
父
長
的
な「

家」

制
度
を
、
，村
落
制
や
五
入
組
制
と
あ
い
ま
っ
て
、
農
員
に
お
し
つ
け
た 

の
で
、
こ
の「

家」

:に
お
け
る
家
父
長
権
が
.家
族
員
に
行
使
さ
れ
た
：結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
め「

年
間
常
傭
労
働」

は
、
堅
固
な 

封
建
的
生
産
様
式
の
土
台
を
な
し
て
.い
る
小
農
.民
経
営
に
於
け
る
家
父
長
的
な「

家」

の
.労
働
組
織
に
し
ば
ら
れ
な
が
ら
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ 

り
、
封
建
的
性
格
が
強
く
、
.:
昼
夜
労
働
が
お
と
な
わ
れ
て
い
た
。：

、： 

'

:

,

し
か
し
.こ
の
，、「

年
間
常
傭
労
働」

は
、
幕
末
に
い
た
り
、「111

季
常
傭
労
働」

：に
.転
化
し
、
盆
前
‘
盆
後
.‘
冬
期
と
い
ぅ
彐
季
略
々
四
ヶ
月
を 

契
約
期
間
と
す
：る
よ
ぅ
：に
な
り
、
'さ
ら
に
そ
れ
は「

ー
ヶ
月
雇
労
働
.

I、
「

日
雇
労
働」

に
転
化
し
.て
契
約
期
間
を1

層
短
縮
し
て
い
き
、
ま
す
ま

(

注 

2

) 

.
,

す
賃
労
磡
と
し
て
の
性
格
を
強
め
る
よ
ぅ
に
な
..っ
た
。

'

■

,
'
.
:
\
:
'
v 
■

.
た
：だ
こ
の
よ
.ぅ
な
労
働
を
お
こ
な
う
者
は
、
休
憩
時
間
を
与
え
ら
れ
る
よ
ぅ
に
な
っ
た
と
は
い
え
メ
や
は
ゝ
り
昼
夜
^
も
労
働
す
る
こ
と
が
多 

く
、
'
し
か
も
.か
れ
ら
は
I

と
C
て
へ「

家」

..
'
.
0労
働
組
織
に
1,
ぱ
ら
れ
.な
が
.ら
そ
の
勞
働
力
を
売
.る
半
隸
農
的
な「

副
業
卜
的
賃
労
働
者
で
あ
っ

.

.

.

. 

-
-
• 

V

日
本
資
本
主
義
の
成
立
と
低
賃
金
基
盤
の
形
成
'

四

七

(

五
一
：五)



た
”
そ
れ
ゆ
走
豪
^
の

-—
-
貞
と
し
て
ゾ
そ
の
貧
し
^
家
計
に
お
け
る
収
入
不
足
を
補
う
に
す
ぎ
な
^
低
賃
金
’
い 

「

家
計
補
®」

的
低 

.
賃
金
し
か
支
払
わ
れ
ず
、
ふ
く
に
^
家
し
ぺ
の
中
で
は
地
位
の
低
い
女
子
の
ば
あ
い 

れ

な

h

っ

> 

'
 

. 

.■
广
.
 

■■

'
:こ
.の
求
う
な
1家
計
補
助」

！的
賃
労
働
は
農
業
だ
け
で
広
く
利
用
さ
れ
る
よ
う
ね
な
っ
た
お
计
で
は
な
；か
っ
，.た
。
、い
う
ま
で
も
な
く
、
む
し
5 

農
業
が
ら
未
分
離
な
工
業
、•：あ
.る
い
は
分
離
1>
.て
い
く
農
村
エ
業
：、
さ
：ら
に
は
藩
當
エ

こ
の
よ
な
貴
労
働
者
も
、
幕
末
の
：物
«
値
上
り
.に
直
面
し
て
：、「

世
直
し」

一
挨
に
お
け
ふ
農
民
と
同
盟
し
て
、
賃
金
値
上
げ
を
要
求
士」

ざ
る 

を
え
な
か
っ
た
.が
、：
幕
府
も
各
藩
も
、:.
こ
れ
に
対
し
て
.，
富
裕
な
本
百
姓
、：.:
:商
人
、：

高
利
貸
：な
ど
と
同
盟
し
、
.物
価
値
下
げ
ず
る
か
わ
り
に
、
そ 

れ
以
上
に
賃
金
を
引
下
げ
る
と
い
う
政
策
さ
え
も
と
っ
た
。

ノ

:

: 

,、''
へ
'-ソ

.
 

.

.

.
,
:■
:
■
.
.
.
 

I
■■
■
■.
.
 

ノ
 

_
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V

こ
う
い
：5
わ
け
で
幕
末
に
お
い
て
す
で
に
：''
.

「
家
計
補
助」

的
低
賃
金
の
蓮
が
農
村
に
形
成
さ
れ
つ
つ
：あ
っ
：た
の
で
あ
る
が
、:
他
方
、
こ
の
農 

'.
^
を
離
れ
て
都
す
に
•と
、と
ま
り
浮
浪
遊
民
の
.徒
と
な
る
者
も
決
し
て
...
少
な
く
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
幕
府
ま
た
は
藩
の
命
令
で
築
城
そ
の
他
の
士 

木
工
事
な
ど
に
従
事
す
る
.

「

人
夫」

：：「

人
足」

：ぃ
と
し
て
濃
村
か
ち
都
市
に
集
め
ら
れ
て
き
た
乾
の
中
ち
は
、
貧
し
'い

「

家」

■に
帰
ろ
う
と
せ
ず
、
 

都
市
で
浮
浪
遊
民
の
：徒
；と
な
る
も
.の
'が
多
ぐ
な
っ
：て
き
た
.。
幕
府
お
よ
び
藩
は
、
そ
の
対
策
と
し
て
帰
農
樊
励
の
布
令
を
た
び
た
び
出
し
a
 

そ
の
効
果
：は
あ
が
ら
な
か
っ
た
.。
'.
:'そ
れ
ゆ
え
：、
商
品
経
済
の
発
展
ど 

っ
て
生
ず
る
土
卞 

建
築
、
運
輸
そ
の
他
力
：事
業
©
た
め
に「

人
夫」

.を
供
給
ず
る
日
：餛
座
.、
日
傭
宿
、
ロ
入
屋
な
ど
が
こ
れ
ら
の
浮
浪
遊
民
の
徒
を
か
り
あ
つ
め
C 

つ
く
ら
れ
た
：。
日
傭
座
は
座
、の
特
許
権
を
.有
す
る
夥
長
が
封
建
的
支
配
者
に
_
^
0て
繁
さ
れ
、
,日
傭
夫
は
と
の
.夥
長
め
鑑
札
を
€
持
し
な
：け
れ 

ば
仕
事
を
し
て
は
な
ら
^.
い
と
い
う
封
«'
的
な
ギ
ル
.ド
的
組
勝
で
あ
'
0た

.0
そ
れ
は
防
火
夫
、
背
負
夫
、
肩
担
夫
な
ど
.あ
ら
ゆ
る
日
傭
夫
を
^
11 

し
、

一.番
組
、
：I

一
番
組
な
ど
と
-い
う
よ
}
'
に
白
常
は
町
火
消
を
.お
-こ
な
う
■「

組」

.

.と

.い
‘う
組
織
.を
も
ち
，'
組
頭
と
日
傭
夫
と
の
間
に
は
^
連
；

p

な
. 

親
分
子
分
関
係
が
.
.あ
っ
■た
。

そ
れ
ゆ
え
日
傭
夫
の
賃
金
は
、.「

家
計
補
助」

的
低
賃
金
.に
匹
敵
す
る
：「

小
，遣
銭」

的
.な
低
さ
で
あ
り
、
幕
府
は
そ

の
賃
金
の
最
高
額
を
刑
罰
を
も
っ
て
抑
制
.レ
た
9.

-

、

ご

■

.

.■ :
;へ
：

•

.

以
上
の
，よ
う
に
、'
;白
本
で
も
、
'
:
.
封
建
時
代
後
期
に
賃
労
働
，の
萌
芽
形
®
が
み
ら
れ

、

し
か
も
そ
れ
は
、
な
お
強
固
な
封
建
的
生
産
様
式
と
強
力 

な
封
建
的
支
配
体
制
の
も
と
で
'
:，家
父
長
的
な「

家」

の
制
度
や
ギ
ル
ヽ
ド
的
組
織
に
よ
っ
て
.広

沉

な「

家
計
補
助」

的

•「

小
遣
銭」

的
低
賃
金 

の
基
盤
を
形
成
.し
っ
っ
ぁ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
先
進
地
帯
で
.は
.、
綿
作
を
中
心
ど
：す
，る
農
民
的
商
品
生
産
：が
、■.こ
の
よ
う
な
低
賃
金
基
盤
の
上
m
小 

ブ
ル
ジ
ョ
'ア
的
商
品
生
産
に
：発
展
し
、
そ
.の
中
で
す
で
に
マ
二
ュ
フ
ァ
.：ク
チ
.ュ
ア
に
成
長
す
る
も
の
も
あ
ら
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
が
、
小
資
本
家 

は
、
か
え
っ
て
低
賃
金
に
依
存
し
て
コ
ス
ト
を
.低
く
維
持
^
え
た
の
で
、
' コ
ス
ト
引
下
げ
の
た
め
に
そ
れ
以
上
技
術
的
に
発
展
さ
せ
る
必
要
が
な 

か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
藤
末
を
小
営
業
段
階
末
期
と
規
定
す
る
に
し
て
も
、
停
滞
的
•で
あ
っ
た
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
た
点
が
見
失
わ
れ
て
は 

な
ら
な
い
.。
 

-

>

.

他
方
"
工
業
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
対
応
し
.て
、
農
業
で
も
、
や
は
り
低
賃
金
基
盤
の
上
に
資
本
主
義
経
営
が
発
展
：す
る
傾
向
さ
え
み 

ら
.れ
た
。
し
.か
し
そ
れ
が
.天
保
以
後
の
-n
純
粋
封
建
反
動」

に
よ
っ
て
阻
止
.さ
れ
た
.の
は
、
土
地
が
.一：.部
の
農
民
に
集
中
し
て
い
っ
た
ば
あ
い
、
 

か
れ
ら
が
経
済
外
的
強
制
に
よ
っ
て
現
物
小
作
料
を
と
り
た
て
る
寄
生
地
主
に
な
っ
た
ほ
う
が
’
い
か
に
低
賃
^
で
も
ヾ
賃
労
働
者
を
雇
用
し
て 

農
業
生
産
を
行
う
よ
り
も
有
利
で
あ
る
ほ
ど
日
本
の
封
建
的
生
産
様
式
は
な
お
堅
固
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
と
と
か
ら
、
日
本
に
お
い
て
工
業
に
お
け
る
自
主
的
^
資
本
主
義
の
発
展
を
停
滞
さ
せ
、
：農
業
に
お
け
る
寄
生
地
主
の
発
生
す 

る
傾
向
を
f
f
i
倒
的
な
ら
し
め
る
条
件
を
.な
く
す
た
.

め
に
：は
、
.低
賃
金
甚
：盤
を
形
成
し
、：

高
率
現
物
小
作
料
を
成
立
さ
せ
て
.い
る
堅
固
な
封
建
的
生 

産
様
式
と
強
力
な
與
建
的
支
配
体
制
と
を
一
掃
す
る
よ
う
な
猶
底
的
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
が
強
行
さ
れ
ね
ば
だ
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ 

た
。
と
こ
ろ
：が
明
治
維
新
は
、
；
.
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
と
し
て
は
、
未
完
成
で
、
か
わ
め
て
不
徹
底
な
革
命
に
：
'お
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

.
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ク
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九
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)
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文
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一
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九
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大
月
書
店
版
第
四
分
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一
ニ
ニ
〇
頁
。
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注
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庄
司
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雜
新
の
経
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君
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生
地
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参
照
。
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日
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す
で
に
の
ベ
た
よ
う
な
商
品
経
済
の
ブ
.ル
泛
ョ
ァ
的
発
展
め
.結
果
、
.：天
保
期
に
は
従
来
の
単
な
る
百
姓
一
，揆
や
町
民
の
打
ち
こ
わ
し
が
封
建
的 

支
配
体
制
を
攻
撃
す
る
，「
世
直
し」

.•.一
 

挨
と
い
う
高
度
な
闘
#
に
発
展
し
た
。
そ
こ
で
こ
れ
に
対
す
る
幕
府
の
天
保
改
革
は
封
建
的
支
配
体
制
を 

建
直
す
と
い
う
：

「

純
粋
封
建
反
動」
.
の
側
面
を
も
ち
な
が
ら
も
、/
商
ロ
羅
済
の
ブ
ル
.ジ
ョ
.ァ
的
発
展
に
適
応
し
よ
う
と
す
る
絶
対
主
義
化
の
前
提 

:

を
つ
く
り
だ
す
よ
う
な
侧
面
を
も
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
改
革
は
失
敗
に
帰
し
、
改
革
が
一
応
の
成
功
を
お
さ
め
え
た
の
は
、
欧 

米
資
本
主
義
列
強
が
鎮
国
日
本
を
市
場
に
し
よ
う
と
し
て
圧
カ
を
加
え
ズ
き
た
結
果
、
そ
の
圧
力
を
受
け
て
よ
う
や
く
絶
対
主
義
へ
の
傾
斜
を
明 

白
に
示
す
に
い
た
っ
た
安
政
の
改
革
お
よ
.び
開
国
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
ば
あ
い「

世
直
し」

1

揆
の
た
か
ま
り
に
よ
っ
て
国
内
の 

支
持
を
失
い
つ
つ
あ
.っ
た
.幕
府
は
、
外
国
と
く
に
.フ
ラ
ン
ネ
の
援
助
に
依
存
し
て
、
い
わ
ば
へ「

買
弁
的
絶
対
主
義」

へ
の
傾
斜
を
示
す
に
い
た
っ 

た
。
そ
れ
ゆ
え
幕
府
は
不
平
等
条
約
の
も
と
で
日
本
を「
半
植
民
地
化」

し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
し
、
内
外
の
政
局
重
大
化
に
そ
な
え
て 

領
主
がr

囲
い
米」

を
し
て
米
価
を
は
じ
'め
と
す
る
物
価
の
値
上
り
を
ひ
き
お
こ
し
、
ま
た
民
衆
の
負
担
を
ー
層
重
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ 

た
。
そ
こ
で「

世
直
し」

，

一

揆

は「

絶

対

主

義

と「

半
植
民
地
化」
に
反
対
す
る
国
民
的
規
模
の
民
衆
反
乱
に
発
展
す
る
可
能
性
を
さ
え
は
ら 

む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

.

と
こ
ろ
が
す
で
に
の
ベ
た
よ
う
な
工
業
の
小
営
業
段
階
末
期
に
お
け
る
停
滞
性
の
ゆ
え
に
、
こ
の
可
能
性
を
現
実
性
に
転
化
す
る
よ
‘う
な
指
導 

性
を
発
揮
し
う
る
革
命
的
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
ジ
ー
が
い
ま
だ
成
長
し
て
は
い
.

な
.か
づ
た
。
そ
こ
で
す
で
に
天
保
期
以
来
藩
政
改
革
に
成
功
し
て
絶
対
主 

義
へ
の
傾
斜
を
強
め
て
い
た
雄
藩
に
お
い
て
，
事
実
上
権
力
を
に
ぎ
っ
て
い
た「

革
新」
的
武
士
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
な
面
を
も
っ
た
豪
農
と
同 

盟
し
て
、「

尊
主
攘
夷」

を
と
な
え
る
と
と
に
よ
っ
て
不
十
分
な
が
ら「

絶
対
主
義
化」

と

「

半
植
民
地
化」

に
反
対
す
る
方
向
で
一
揆
を
指
導

せ
ざ
る
を
擇
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
.「

革
新」

的
武
士
も
、
ブ
ル
.ジ
ョ
ァ
ジ
丨
の
未
成
熟
の
ゆ
え
に
、
特
謹
人
と
結
び
つ
.い
て
、
や
が
て
_ 

ら
絶
対
主
義
官
僚
を
志
向
す
る
と
と
も
に
、
ィ
ギ
リ
不
の
.援
助
を
う
け
ざ
る
.を
.え
な
か
っ
た
の
で
、「

絶
対
主
義
化」

と
，「
半
植
民
地
匕
.
-
を
且 

出
-し
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
か
れ
ら
は
、

一
揆
を
利
用
し
え
た
限
り
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
露
を
う
け
て
国
内
の
支
持
を
失
っ 

た
幕
府
を
倒
す
こ
と
が
で
き
た
し
、
封
建
制
度
を
撤
廃
す
る
と
い
う
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
I
命
の
任
務
を
一
応
は
た
す
こ
と
が
で
き
た
と
は
い
え
、「

F
‘ 

政
復
古」

'の
名
の
も
と
に
天
皇
淛
藩
閥
政
府
を
樹
立
す
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
独
特
な
絶
対
主
義
を
形
成
す
る
こ
：と
.
に

な

っ

，
こ
。

こ
の
よ
う
に
设
紙
蔚
新
の
亦
象
は
主
体
的
条
件
か
ら
、
ブ
ル
ジ
3
 N

革
命
の
.任
務
を
.一
応
は
た
し
.
.な
が
ら
も
、
.日
本
独
特
.な
絶
対
主
義
を
成 

音
せ
る
こ
と
に
な
.っ
た
の
で
あ
る
が
、
I

よ
う
な
変
革
が
遂
行
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
客
観
的
条
件
は
、
世
界
資
本
主
義
が
帝
国
主
歷 

階
へ
移
行
す
る
前
夜
に
お
い
て
円
木
が
な
お
小
営
業
段
階
末
期
に
停
滞
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
、
欧 

米
資
本
主
義
列
強
の
.庄
カ
に
よ
づ
て
、
日
本
に
ー
.足
と
び
に
擴
械
制
大
エ
業
を
育
成
し
な
け
.れ
ば
な
ら
な
か
っ〈

た
か
ぎ
り
に
_お
い
て
、
異
例
な
急 

速
さ
で
封
建
的
土
地
領
有
権
を
廃
止
し
、
封
建
的
家
臣
団
を
も
解
体
さ
せ
て
封
建
制
度
を
撤
廃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
反
面
、
そ
う
す
る
こ 

と
に
よ
っ
て
統
一
.国

家

-

ホ
央
集
権
化
を
実
現
す
る
.過
程
で
、
.封
建
勢
力
と
も
、
欧
米
列
強
と
'も
少
な
か
ら
ず
妥
協
し
て
、
機
械
制
大
工
業
を
も 

育
成
し
：う
る
強
大
な
権
力
を
も
っ
た
絶
対
主
義
を
、
半
植
民
地
化
の
.危
険
性
ダ
残
し
た
ま
ま
、
い
わ
ば「

早
産」

.さ
せ
な
け
4
1'
な
ら
.な
か
.っ 

た
.
実

際

藩

闕

政

府

は「

版
籍
摩
還」

：
を
断
行
;1
>
て
ー
挙
に
土
地
領
有
権
を
廃
止
し
、.「

廃
藩
置
県」

忙
よ
っ
，て
封
建
的
家
{5
団
を
解
体
さ
せ 

た
か
わ
り
に
、.
：
ハ

旧

藩

主

以

下

士

.

族
に
封
禄
を
支
給
1
、，政
府
が
±
地
顧
有
権
を
ー
挙
に
掌
擄
し
て
徳
川
封
建
時
代
の
..年
貢
を
統
合
継
71

ん
た
物
納
. 

地
姐
を
徴
収
す
^
と

と

..
%

に

、
，
封

建

時

,

ft
の
特
権
商
人
を「

政
商」

^

L
で
再
編
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
：、
こ
れ
ら
を「

i

」

さ

せ

た

皿

制 

絶
対
主
義
の
物
質
的
基
礎
と
.し
た
。
ま
た
'、
対
外
的
に
.は
、

'

不
^

条
約
を
、
さ
ら
に
多
く
の
国
々
と
締
結
し
た
。
. 

. 

-
.

し
か
し
蒜
沬
以
来
の「

世
直
し」

一
揆
は
明
治
維
新
後
さ
ら
に
た
か
ま
り
、
農
民
の
土
地
に
対
す
る
要
求
が
い
よ
い
.

よ
強
ま
っ
た
。
そ
こ
で
天 

ロ

本
資
本
主
義
の
成
立
と
隱
蒙
の
形
成
_ 

■ 

5

.

(

五

一

九

)



.

、

.

' 

• 

五
ニ
バ
五
：1
0

)
，

皇
制
藩
閥
政
府
も
、

-'
±
か
ら
の
資
本
主
灞
を
育
成
す
る
た
め
に
、
.商
品
経
済
の
発
展
に
適
応
し
：て
土
地
め
永
代
売
買
0
禁
11
:
を
解
き
、
土
地
私
有
. 

.令
公
認
し
た
か
ぎ
々
".袭
民
の
土
地
に
対
す
る
要
求
を
部
分
的
に
い
れ
て
、
農
民
の
中
，で
、
維
新
前
か
ら
.，の
本
百
姓
、
寄
生
地
主
に
だ
け
地
券
を

与
え
、
そ
の
士
地
所
有
権
を
認
め
て
従
来
の
物
納
地
祖
を
金
納
に
改
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ

れ
が
地
a
改
疋
で
.あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
以
上

.

.

.

.

.

. 

.

.

. 

.

.
 

. 

.

め
よ
ぅ
な
凉
で
は
、：
1
定
の
進
歩
的
な
侧
面
を
:^
っ.た
％

の
と
1
て
も
、
寄
生
地
主
の
;%
"と
で
直
接
に
農
耕
に
従
事
し
.て
：い
た
小
作
人
に
は
そ
の

耕
作
す
る
土
地
：の
1

権
.を
認
め
な
か
-0
:た
点
：、
_
;
.
金
納
地
祖
も
徳
川
封
建
時
代
の
：各
藩
不
統
ニ
な
物
納
年
貢
：を
全
国
的
.
に

統

，
：
ー
.
し

.

.

 

•
. 

.

.

. 

. 

,

ぅ

け

.
つ
1,
だ
ぢ
す
茗
な
が
っ
た
^
で
は
、：

や
は
り
封
建
制
を
残
存
せ
L
め
る
保
守
的
性
格
を
-4
^
て
い
た
。
な
ぜ
な
あ
ば
，
政
莳
は
、.
直
接
.に
農

.

. 

.

.

. 

,

. 

■ 

. 

,

耕
に
従
^
し
ズ
い
る
か
否
か
，に
か
か
わ
.!
)
'な
く
、：
'±
.地
俯
有
権
者
亦
ち
金
納
に
せ
.よ
.、
#
建
時
代
の
年
貢
を
う
.け
.つ
い
だ
地
粗
^
と
り
た
.て
る
こ

と

：
に

よ

；
？

て

、

''
';'寄
生
她
主
が
;:
'
地
粗
め
源
泉
光
^
る
小
作
料
％
.い
'^
ま
で
ど
.お
り
現
物
で
収
獲
の
半
分
以
上
に
及
ぶ
ほ
ど
徴
収
し
、
ま
た
増
徴
す

-

る
と
と
さ
え
も
是
認
'1
.た
か
ら
で
；あ
.る
。
実
際
地
粗
改
正
.は
寄
生
地
主
め
：半
封
建
的
土
地
：所
有
.へ
；の」

道
を
き
り
'ひ
ら
い
た
。，
そ
ぅ
な
っ
た
の

. 

.

.

.

は
、
い
ぅ
.ま
で
も
な
く
、
藩
閥
政
府
が
こ
の
よ
ぅ
な
土
地
所
有
を
^
く
ま
で
天
皇
制
絶
対
主
義
の
物
質
的
基
礎
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
'っ
た
か
ら
で

.
し
か
も
と
の
よ
ぅ
な
地
粗
改
正
，は
.、
い
.わ
ゆ
る
本
源
的
蓄
積
0
強
カ
な
テ
コ
と
も
な
っ
.た
。
：：即
ち
、：
政
府
は
、
.こ

の
地
租
改
正
に
よ
っ
て
形
式 

的
に
は
、
.近
代
的
租
税
制
度
を
確
立
し
て
財
政
収
入
を
確
：保
し
、，
そ
れ
.の
支
出
と
.、
公
廣
お
よ
び
不
換
紙
幣
の
発
行
と
に
.よ
っ
て
、
官
営
模
範
エ 

場
冷
建
設
し
、
'マ
ニ
'
ュ.ラ
ァ
ク
チ
ュ
ァ
ゃ
、「

政
商」

H
一「

財
闕」

の
設
立
す
る
機
械
制
，大
.工
業
に
、
補
助
金
ま
た
は
助
成
金
を
交
付
し
た
。
そ
の 

ぅ
え
、.
地
租
改
正
は
、
寄
生
地
主
を
育
成
1
て
そ
の
貨
幣
財
産
を
エ
業
企
業
へ
投
資
さ
せ
、
.:
貨
幣
資
*
を
産
業
資
本
：に
転
化
す
る
役
割
を
は
た
し
.

.た
。
ま
た
、
他
方
で
は
、
直
接
生
産
者
を
賃
労
働
者
に
転
化
す
る
独
特
な
形
態
と
し
て
、
政
府
は
こ
の
重
い
地
租
を
は
じ
，め
と
す
る
そ
の
他
の
租

. 

-

税
収
奪
.に
よ
っ
て
，
商
品
経
済
の
侵
入
に
よ
.る
自
給
自
足
的
家
内
工
業
の
解
体
、
マ1!

ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
.ア
、
大
工
業
の
育
成
に
よ
る
副
業
的
家
内 

工
業
の
衰
退
、
.入
会
地
の
分
割
*
靡
絶
な
ど
と
あ
い
ま
つ
て
、
窮
迫
す
る
自
作
農
が
土
地
を
手
放
さ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
自

作
農
が
ま
す
ま
す
多
く
寄
生
地
主
の
も
と
で
小
作
農
と
な

ら

ざ

る

を
え
な
か
っ
た
し
、
そ
の
結
果
、
高
い
小
作
料
徴
収
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
多
く 

の
農
民
が
そ
の
家
族
を
賃
労
働
者
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
し
.

た
。
そ
う
し
て
さ
ら
に
.は
、1

家
を
あ
げ
て
離
村
し
な
け
れ
i
な
ら
な
、：
 

者
を
も
続
出
さ
.せ
.た
；の
で
あ
る
。

ぐ

.

.

'
 

ン 

> 

-

そ
の
上
、
政
府
：は
、

天
皇
制
絶
対
主
義
の
物
質
的
基
礎
と
.
.じ
て
、
地
租
を
徴
収
ホ
る
目
的
で
小
作
制
度
を
確
立
^
る
た
め
に
、
家
父
長
的
小
農 

民
経
営
、
し
た
が
っ
て
家
父
長
的
な
：；

「

家」

；を
、
徳
川
封
建
領
主
制
下
の
村
落
制
、
五
人
組
制
の
.静
体
し：

た
中
で
も
、
' 愠
存
し
て
い
く
政
策
を
と 

ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
.「

家」

温
存
政
策
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、'.
,政
府
が
西
欧
列
強
に
屈
伏
し
な
が
ら
も
弱
小
隣
国
.
を

侵

略

し

，
よ 

う
と
す
.る
軍
匡
主
義
強
化
の
た
め
に
常
備
軍
創
設
.を
め
ざ
し
で
実
施
し
た
敗
兵
制
W

う
ち
に
み
ら
れ
たC

 

,
即
ち
、
.徴
兵
免
役
の
便
宜
が
、
華
族
、
. 

官
僚
、；
富
豪
な
ど
め
特
権
階
級
に
与
え
ら
れ
た
だ
け
で
な
ぐ
、

一
般
に
、一

尸
主
、
：.嗣
子
、
承
祖
の
：孫
、.，独
子
、
1

,

養
子
な
ど
、：ま
さ
に「

ま」 

の
中
核
と
な
る
も
の
に
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
点
、
.
.イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
、
農
民
.一
揆
に
よ
0
て
早
く
が
ら
農
奴
制
が
崩
歡
し
は
じ
め
、
そ
の
結
果 

と
し
て
絶
対
主
義
が
：成
立
す
る
過
程
で
も
、
独
立
自
営
農
民
と
し
て
の
ョ
ー
マ
ン
リ
ー
が
成
長
し
，、
家
父
長
的
な「

家
1-
'
も
分
解
し
は
じ
め
た
f 

か
り
で
な
く
，
.ブ
ル
ジ
3
ァ
革
命
に
よ
.っ
て
絶
対
主
義
を
崩
壊
さ
せ
て
か
ら
は
、：
そ
の
分
解
が
急
速
に
す
す
ん
だ
の
ど
は
異
な
っ
て
い
る
。
し

 ̂

も
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
古
く
か
ら
救
貧
法
に
よ
っ
て
要
扶
養
者
を
引
受
け
て
、
扶
養
組
織
と
し
て
；の
,.「

家」

を
強
.め
る
よ
う
な
政
策
を
と
ら
な
か
っ 

た
そ
の
結
果
、
イ
ギ
リ
人
で
は
、
家
族
が
夫
婦
、：
親
子
、
せ
い
'ぜ
い
祖
薪
と
い
う
，せ
ま
い
.範
囲
に
.
か

ぎ

，
ら

れ

、

|

夫

-
婦
制
単
婚
家
族
が
形
成 

さ
れ
て
き
た
？
.

.

'
.
:

:

.

 

:

:

'

そ
れ
ゆ
え
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ョ
ー
マ
シ
リ
ー
の
下
層
が
日
雇
労
働
者
と
し
て
毛
織
物
業
を
は
じ
め
と
ず
る
農
村
エ
業
に
雇
わ
れ
て
芰
払
わ
れ 

る
賃
金
は
"
商
分
と
そ
の
家
族
の
生
活
を
支
え
'る
.に
足
り
る
額
と
し
て
'

 

ま
ず
イ
ギ
y

'

ス
の
賃
金
水
準
：を
規
定
す
る
■基
準
に
.な
っ
た
。
と
こ
ろ
が 

日
本
で
は
、
.寄
生
地
主
制
の
も
と
に
.あ
'る
農
«
の
子
女
が
依
然
と
.し
て
家
父
長
的
な「

家」

の
労
働
&
織
に
し
ば
ら
れ
な
が
ら
、
製
糸」

紡
^

^

 

を「

は
じ
め
.と
す
る
軽
工
業
に
雇
わ
れ
，た
の
で
.、
そ
の
賃
金
が
、
貧
困
農
家
の
家
計
を
補
う
に
足
り
ふ
額
と
し
て
、
そ
の
後
の
日
本
の
賃
金
水
準
，を 

日
本
資
本
主
義
の
成
立
.と
低
賃
金
莲
盤
の
膠
成
.

5

1

 

一
 

S

Z1
一)



規
定
す
る
鉴
準
と
な
っ
た
の
で
あ
る
;0
.

.

..
■

実
際
ィ
'ギ
リ
ス
■で
.は
.
：
V

B
ゆ
る
本
源
的
蓄
潰
の
過
程
で
；、
エ：
ン
.ク
.ロ
.丨
ジ
.ァ
.
.
.
ム
ー
.ブ
ム
.
.ン
ト
に
.よ
：っ
.て
土
地
を
収
奪
さ
，れ
た
数
多
く
の
農 

民
が
賃
労
働
者
と
な
.る
か
，
そ
う
で
な
け
れ
ば
浮
浪
人
に
な
る
と

..

い
.う
事
情
の
も
と
で
、

一
定
領
よ
ヴ
高
い
賃
金
の
支
払
い
を
.禁
止
す
る
労
動
者 

条
例
を
は
じ
め
と
す
る
諸
立
法
.で
さ
え
も
、
.
こ
の
上
う
^'
立
法
を
支
捧
し
て
い
：た
ゥ
：ィ
リ

ア
ム
‘
。へ..テ
ィ
そ
の
他
の
学
者
も
主
張
し
て
い
た
よ
う 

に
、
た
と
え
み
じ
め
な
生
活
に
せ
よ
、.
労
働
者
と
そ
の
家
族
の
生
活
を
支
え
る
に
足
り
る
水
準
を
そ
の
基
準
と
し
て
い
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な 

く
，
す
で
に
'一
五
九
三
年
に
も
、
主
と
U-
て
農
家
の
^

婦
が
お
こ
な
っ
た
農
村
家
内
工
業
と
1>
て
の
紡
毛
の
工
賃
が「

生
計
を
立
て
え
ず
不
足
を 

補
う
だ
け
で
^'
る」

の
は
不
当
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
工
賃
を
引
上
げ
る
ベ
き
で
あ
.る
と
す
る
法
案
が
下
院
に
：提
出
さ
れ
た
こ
と
も

：
あ
^

^O 

と
こ
ろ
が
日
本
で
は
、
機
械
制
大
工
業
の
紡
績
労
働
者
で
さ
え
も
ノ
す
で
に
の
ベ
た
よ
う
た
、：封
建
時
代
末
期
の「

家
計
補
助」

的
低
賃
金
に 

す
ぎ
な
い
農
業
日
雇
の
賃
金
に
匹
敵
す
.る
初
任
給
で
雇
わ
れ
、
.ま
た
、
.農
業
日
蜃
な
.み
の
男
女
格
差
を
つ
け
ら
れ
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
さ
れ 

た
。'
だ
が
ら
紡
績
女
エ
の
中
に
は
、
寄
宿
舎
の
賄
料
を
さ
し
ひ
か
れ
れ
ば
殆
ん
.ど
残
ら
な
い
と
い
う
農
家
の「

ロ
べ
ら
し」

的
低
賃
金
で
働
か
さ 

れ
て
い
る
者
が
太
部
分
で
あ
っ
た
。
®
実
’『

本
邦
綿
糸
餘
績
史』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
岡
村
勝
正「

紡
績
懐
旧
談」

の
中
で
、
紡
績
男
工
の
初 

任
給
を
米
一
一
升
にM

敵
す
る一

ニ

銭
と
矩
め

、

女
工
の
そ
れ
を
七
銭
と
決
办
た
と
の
べ
ら
れ
て
.い
石

が

、

-そ
れ
が
、J

辰
業
日
雇
の
賃
金
額

、

お
よ 

び
男
女
差
に
等
し
い
こ
と
は
、
す
で
に
、
隅
谷
三
喜
男
氏
の
労
作『
日
本
賃
労
働
史
論』

に
指
摘
さ
れ
：て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

.

以
上
の
■

よ
う
に
、
ィ
ギ
リ
ス
と
日
本
を
此
較
し
て
み
る
と
'

ィ
ギ
：リ
ス
で
は
、'
1

夫
一
婦
制
単
婚
家
埃
の
形
成
に
よ
っ
て
、
労
働
力
の
商
品
化 

に
と
も
な
い
、.
勞
働
者
と
そ
の
家
族
の
生
活
に
必
要
な
生
活
手
段
の
価
値
に
よ
-0
.

て
規
定
さ
れ
る
労
働
カ
の
価
値
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
一
国
の 

賃
金
水
準
を
規
定
す
る
基
準
と
な
っ

た

が

、

日
本
で
は
、：
家
父
長
的
な「

家」

の
残
存
に
よ

っ
て
、
労
働
力
の
商
品
化
に
あ
た
っ
て
、
高

率

の

地

. 

租
と
現
物
小
作
料
に
よ
づ
.

て
低
い
生
活
慣
習
と
生
活
要
求
し
か
も
.

た
な
い「

家」

.
の
一
員
で
あ
る
労
働
者
一
人
の
生
活
に
.必
要
な
生

活

手

段

の

価 

値
だ
け
が
一
国
の
賃
金
水
準
を
規
定
す
る
基
準
と
な
っ
た
。
■'
.

• 

: 

:

'

•
 

•

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
に「

家」

の
一
員
と
し
て
:'
,
-

家」

の
労
働
組
織
に
し
ば
ら
れ
な
が
ら
農
村
か
ら
出
て
く
る
:

「
家
計
補
助
|_

、的
；「

ロ
ベ
ら 

し」

的
賃
労
働
者
だ
け
で
な
く
、.
農
民
の
中
で
窮
迫
し
て
-1
家」

'を
離
れ
る
が
.、：：
一
家
離
散
す
る
か
し
て
浮
浪
人
と
な
り
、
都
市
，に
出
.て
く
る
者 

も
少
な
く
は
な
か
っ
'た
。：
1>
か
し
，「

家
計
補
助
的
賛
労
働
者」

に
く
ら
べ
れ
ば
数
が
少
な
く
、
か
れ
ら
も
や
は
り
、
都
市
に
一
夫
一
婦
制
単
婚
家 

族
を
形
成
し
て
自
凼
な
賃
労
働
者
と
な
っ
た
わ
け
で
は
.な
が
：っ
；た
。
■す
.で
に
の
べ
^
よ
；う
に
、
'成
年
男
手
で
も
、
徳
川
封
建
時
代
に
は
、

日
傭 

座
、
ロ
入
屋
な
ど
の
労
務
供
給
業
者
の
も
と
に「

組
1_
と
い
う
形
態
で
親
分
子
分
関
係
に
し
ば
ら
れ
な
け
.れ
ば
，賃
労
働
者
と
な
り
え
な
か
っ
た
. 

が
、
明
治
維
新
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
：「

組j

は
解
体
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
や
は
り
、「

家
計
補
助」

：
的
低
賃
金
に
等
1>
い
か
、
そ
れ
以
下 

の

'

「

小
遣
銭j

的
低
賃
金
で
働
か
ざ
る
を
え
な
か
ら
た
。
こ
の
こ
と
は
、
明
治
ー
5-
年

，
ー

月

ニ

七

日

付

(

東
京
日
日
新
聞
.

)

に
掲
載
さ
れ
た「

現 

今
の
鉄
道
工
夫」

の
中
で「

一
日
に
八
銭
内
外
.の
給
料
.に
甘
ん
じ
、
而
も
平
前
七
時
よ
り
午
後
五
時
迄
：の
間
は
絶
え
ず
労
働
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、」 

と
書
か
れ
て
.い
る

の
を
、
明
治
ー
：|
;六
年
四
月
一
三
日
付
.

「

国
民
新
聞」

：
に
掲
載
さ
れ
た
鐘
.紡
の
記
録
の
中
.に

「

女
エ
の
賃
金
は…

，

.；
最
も
多
き
は 

十
銭
乃
至
八
銭
に
し
て
、.
十
1
ー
時
間
の
勞
働
に
.よ
'っ
て
僅
：に
四
銭
の
日
給
を
受
く
る
も
の
も
亦
少
な
か
ら
ず
。

」.

と
書
か
れ
て
い
る
.の
と
比
べ
て
み
' 

れ
ば
、
お
よ
そ
推
測
出
来
る
。

以
上
の
よ

.う
，

に
、
明
治
維
新
後
い
わ
ゆ
る
本
源
的
蓄
積
：の
過
程
.で
、V

低
賃
金
基
盤
が
広
汍
に
形
成
さ
れ
た
。
そ
こ
で
天
白lil

制
藩
閥
政
府
は
、
こ 

の
眩
貴
金
基
盤
の
上
に
、
殖
産
興
業
政
策
^
遂
行
し
、
軽
工
業
を
.資
本
主
義
的
.に
育
成
し
て
国
内
苗
給
と
輸
出
増
進
を
：は
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

:

必
要
物
資
を
輸
入
し
、
弱
小
隣
国
を
侵
略
す
る
た
.め
に
.近
代
的
軍
腩
充
実
を
は
か
'る
軍
需
産
業
、
重
工
業
を
建
設
.•..育
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る 

0
-'」

.

/

'

■

 

, 

r

.

(

注
1)

.
山
本
笑
子「

英
法
に
お
け
る
扶
養
義
務
に
つ
い
て」

.(「

法
学
論
叢」

五
九
.
巻

五

夸

、
：
九

ニ

ー

三

頁

)

参
へ
膨
。

• 

•

p
本
資
本
主
義
の
成
立
と
低
賃
金
基
盤
の
形
成
：

■ 

- 

:

五
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五
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：三)



' .
ま
ず
政
府
が
資
本
主
義
的
に
育
成
し
た
軽
工
業
と
い
っ
て
も
.、
当
初
そ
の
.

中
心
は
、，
幕
末
農
家
.の
養
棄
業
と
結
び
つ
い
：て
専
ら
婦
人
の
家
内
労 

働
に
.よ
っ
て
副
業
と
し
て
お
こ
：な
わ
れ
て
い
た
製
糸
業
で
あ
.っ
た
。
そ
.れ
は
ノ
封

工
業
め
形
態
セ
営
ま
れ
：て
ぎ
：た
も
.の
.を 

>
:ず
で
：に
幕
末
開
港
_に
よ
っ
：：'て
.世
界
市
場
に
結
び
：-0
け
ら
れ
、
:明
治
維
新
後
は
ま
さ
に
輸
出
産
業
と
し
て 

政
府£

よ
っ
T

W
成
：さ
れ
：る
よ
う
ぬ
な
；っ
た
チ
乇
れ
ゆ
え
政
府
が
明
治
五
年
富
岡
そ
め
他
に
官
営
模
範
エ
場
を
設
立
し
て
以
来
、
製
糸
業
は
、
'依 

然
と
し
^
仲
買
、
一
問
屋
な
ど
叹
商
業
資
本
'に
支
配
ざ
れ
な
が
ら
も
、：，坐
綠
製
糸
さ
ら
^
器
械
製
糸
呤
よ
0
て
、
小
営
業
段
階
か
ら
マ
.ニ
^,
フ
ァ
ク 

チ
ュ
ァ
段
階
に
発
展
じ
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
機
械
制
大
工
業
め
段
階
に
は
発
展
し
■え
な
か
っ
た
ぎJ

ろ
か
、
な
お
大
部
分
の
地
域
で
、
ィ
タ
リ 

ァ
式
：
.7;
ラ
シ
.ス
式
等
の
製
糸
機
械
を
簡
易
化
.し
.た
器
械
製
糸
^

て
い
た
9
こ
れ
は
：、
国
産
繭
の
品
質
が
多
様
な
た
め
、：
器
械
製
糸
に
適
.さ
な
，か
っ
た
こ
と
や
、
一囯
内
市
場
が
ま
だ
十
分
に
統|

さ
れ
て
い
な
か
っ 

た
こ
.と
.に
よ
る
だ
け
で
な
く
、.
や

：
は

；
り

坐

繰

製

糸

が

「
家
ft
補
助」

的
低
賃
金
^
依
存
し
て
_、.
勞
働
生
産
性
の
そ
れ
ほ
ど
相
違
し
な
い
海
外
の
機 

械
製
糸
と
競
争
し
え
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
.
.

ま
た
、
.
.輸
入
綿
布
の
国
内
市
場
か
ら
の
，.駆
遂
に
よ
る
囯
内
自
給
の
確
立
を
目
指
し
.て
育
成
さ
れ
'た
綿
織
物
業
も
す
で
に
，幕
末
以
来
大
衆
消
費
の
. 

た
め
に
や
は
り
農
家
の
婦
人
の
手
で
問
屋
制
家
内
工
業
の
.形
態
，で
綿
布
を
生
産
し
て
き
た
。
そ
し
.て
明
治
維
新
後
小
営
業
段
階
を
揚
棄
し
う
る
よ 

う
な
条
件
を
そ
な
え
て
き
た
先
進
機
業
地
帯
で
は
、「

家
計
補
助」

的
低
賃
金
に
依
存
し
で
;'
輸
入
綿
糸
と
ガ
ラ
紐
糸
を
原
糸
と
す
る
こ
と
に
よ 

っ
て
、
輸
入
綿
布
と
の
競
争
に
も
勝
ち
、
.そ
の
販
路
を
拡
張
す
る
こ
と
が
出
来
た
：。
そ
れ
ゆ
え
バ
ッ
タ
シ
、
ジ
ャ
ヵ
ー
ド
な
ど
の
輸
入
機
械
の
導 

入
が
先
進
地
帯
で
は
か
え
っ
て
お
く
れ
'た
の
で
あ
る
。
た
だ
小
営
業
段
階
に
.停
滞
し
て
い
た
後
進
地
帯
で
は
、.
同
じ
よ
う
にT

家
計
補
助」

的
低 

賃
金
に
依
存
し
て
い
.た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
の
綿
織
物
業
と
の
労
働
生
産
性
の
差
異
が
大
き
す
ぎ
る
た
め
に
、
輸
入
綿
布
に
圧
倒
さ
れ
て
在

来
綿
織
物
業
は
衰
亡
に
む
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
後
進
地
帯
や
新
興
機
業
地
带
で
政
府
の
_
產
興
業
政
策
に
よ
っ
て
ジ
ャ
ヵ 

丨
ド
、
バ
ッ
タ
ン
が
採
用
さ
れ
'
や
は
り「

家
訐
補
助」

：的
低
賃
金
に
依
存
し
一
な
が
ら
も
マ
1

〖

ュ
フ
ァ
グ
チ
'ュ
'ア
が
育
成
さ
れ
、
確
立
さ
れ
た
。

と
こ
ろ

が

こ
の
綿
織
物
業
に
原
糸
を
，供
給
す
る
紡
績
業
は
、
.
在
来
の
棉
作==

手
&
と
い
う
、
や
は
り
農
家
の
婦
人
に
よ
る
問
屋
制
家
内
工
業
の 

形
態
を
と
っ
た
，小
営
業
段
階
で
は
、
す
で
に
い
ち
じ
る
：し
く
労
働
生
産
性
を
高
め
ん
て
：い
た
西
*

の
機
械
制
大
工
業
段
階
：の
近
代
的
紡
績
業
に
.対 

し
て
あ
ま
り
に
も
い
ち
じ
る
し
く
遅
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
か
に「

家
計
補
助」

.的
低
賃
金
に
依
存
し
た
と
し
て
も
、.
輸
入
綿
糸
に
圧
倒
さ 

れ
て
廃
業
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
，そ
こ
で
、
わ
ず
か
に
マ
ニ
ュ
■■フ
ァ
ク
チ
ュ
ゾ
ア
段
階
に
発
展
じ
え
た
ガ
ラ
紡
業
者
が
短
期
間
だ
け
輸
入
綿
糸 

と
競
争
し
う
る
製
品
を
生
産
し
え
た
だ
け
で
：
政
府
は
.'

輸
入
綿
糸
を
国
内
市
場
か
ら
駆
逐
す
る
た
め
に
、
紡
績
機
械
を
輸
入
し
て
資
本
家
に
払 

下
げ
た
り
、
こ
の
輸
入
代
金
立
替
払
い
の
使
宜
を
与
え
た
り
、
あ
る
い
.は
官
営H

場
を
設
立
し
て
や
が
て
こ
れ
を
.

「

財
閥」

に
払
下
げ
た
り
し
て

機
械
制
大
工
業
を
創
設
す
る
保
護
育
成
策
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
：し
て
こ
の
よ
.'う
な
結
果
.、
近
代
的
紡
績
業
は
、
資
本
家
が
、.発
達
し

- 

. 

. 

•

.

 

.

た
機
械
で「

家
計
補
助」

的
.低
賃
金
労
鳅
者
を
働
か
せ
る
.ご
：と
に
よ

•っ
て
、

「

搾
取
率
を
高
め
、
国
内
自
給
を
確
立
す
る
'ど
こ

ろ
か
、
や
が
て
は
製 

糸
業
に
次
ぐ
重
要
輸
出
産
業
に
ま
で
成
長
さ
せ
ら
れ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
最
も
高
い
，利
潤
率
を
確
し
う
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

.と
は
い

え
、

，製

糸

業

、
；
織

物

業

、
.：
紡

績

業

な

ど

の

繊
維
工
業
が
依
存
す
る
農
家
.の
子
女
.の
；‘「

家
計
補
助」

•
的
.低
賃
金
労
働
力
は
常
に
容
易
に
確 

保
さ
れ
え
た
'わ
け
で
は
な
か
っ
た
。〈

当
初
資
本
家
は
窮
乏
化
^
た
±
族
の
子
女
を
採
用
す
る
と
共
に
、：：農
象
の
子
女
を
縁
故
で
次
第
に
遠
方
ま
で

範
_

を
拡
大
し
な
が
ら
寡
集
し
て
：い
っ
た
。
';
;)

'
:『

'

，
ニ
 

' 

''パ 

.

.

.

-
• 

. 

-

と
と
ろ
が
明
治
T

l

o

年
代
.

に
，お
.い
て

は

と

れ

ら

.§

エ
_

の

急
激
な
発
.

展
と
、
餓
績
業
の
都
市
へ
の
集
中
ど
に
よ
っ
.て
；'
農
家
の
子
女
を
募
集 

す
る
こ
：と
が
闽
難
に
な
っ
て
き
た
。.
こ
：の
ム
う
な
募
集
11

が
：生
じ
た
の
'

_

，
，
窮
追
農
家
が
：ま
.す
ま
す

''
^

ぐ
そ
の
、子
女
の
労
働
カ
^
売
ら
ざ
る
を
え 

な
く
な
る
よ
，う
な

.

こ
と
：が
な
かっ

.：

た
'
の
；

で
は
な
い
、。

か
办
女
ら
：が

..

.
'

「

家」

：.
の
.

穷
働
組
織
：に
し
ぼ
ら
れ
な
が)

ら
勞
働
カ
を
売
ら
ざ
る
を
え
な
い
た
め

に
，
.遠
隔
地
の
募
集
に
は
.容
易
に
応
じ
え
な
か
っ
た
か
ら
^
あ
る
a
そ
こ
、で
V
T般
：̂
な
劳
働
カ
不
足
の
ば
あ
い
に
み
ら
れ
る
よ
う
巧
賃
金
上
^
^

.

 

.

 

.

 

.. 

.

 

.

• 

•

• 

- 

• 

■ 

•

日
本
資
本
主
義
の
成
立
と
低
賃
金
菡
盤
の
形
成
： 

, 

'

五
：
.

七

(

五
：一，2

)



J

5

は
容
易
に
は
お
こ
り
え
な
い
。
む
'し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
農
村
の
日
本
独
特
な
潜
在
的
過
剰
人
口
が
増
大
す
る
か
ぎ
り
.、
資
本
家
が
農
家
の
子
女
.を 

"誘
拐
的
方
法
で
連
れ
出
す
：た
め
に
，「

募
集
人
制
度」

を
採
用
し
、
が
の
女
ら
.を
：「

前
貸
金
制
度」

や

「

寄
宿
舎
制
度」

で
拘
束
す
る
こ
と
に
よ
っ 

て
や
は
り「
家
計
補
助」

，
的
あ
^
い
は「

ロ
べ
ら
し」

的
低
賃
金
で
長
時
間
働
か
せ
る
：こ
と
が
出
来
た
'の
で
あ
る
。
.■■
く 

： 

次
に
藩
閥
政
府
が
ま
ず
.近

代
的

軍

備

充

実

の

た

め

：に

建

設

‘
育
成
し
た
軍
需
産
桊
.
‘重
工
寒
の
中
で
、
殖
産
興

業

の

悬

か

ら

と

く

に

重
I
し 

.た
の
は
、
鉄
鋼
業
•
造
船
；
機
械
工
業
と
炭
鉱
業
で
あ
づ
.た
。
：

.

鉄
鋼
業
は
：，幕
末
主
と
し
て
消
費
財
生
産
の
た
め
の
鋳
物
原
料
を
生
産
す
る
手
工
業
、
零
細
マ
-

1

ュ
フ
ァ
ク
チ4

ア
.の
形
態
を
と
っ
た
製

 ̂

業
し
か
み
ら
れ
な
か
づ
'
.た
の
で
、
.政

府

が

、
艦

船

：
，
兵

器
*.
鉄
道
.-
土
木H

事
用
生
産
財
生
産
の
た
め
に
官
営
釜
石
製
鉄
所
を
建
設
し
た
こ
と
に 

よ
っ
て
土
台
：が
き
ず
か
れ
た
。
 

:
'■

'ぐ
'
'
、

造
瓶
，，a

械
H

y

は

幕

府

諸

藩

が
4
說
し
、
経
営
し
て
；い
た
兵
器
生
産
の
：た
め
の
マ
—
ュ

フ
ァ
ク
チ
ュ

ア
を
、
政
府
が
官
営
で
機
破
則
大

工
業
に
仕
立
て
あ
げ
だ
こ
と
に
.よ
ら
て
、：形
成
さ
れ
、'
.陸
海
箄H

廠

が

そ

の

中

核

と

だ

り

、
後
に
へ
ー

「

財

閥」

へ
払
下
げ
ら
れ
た
三
菱
長
崎
造
船
所

と
兵
庫
造
船
所

(

ガ
崎
造
船
所)

に
加
え
て
、
平
野
造
船
所

(

石
川
島
造
船
所)

、.
.

大
阪
鉄
工
所
、
田
中
製
作
所
な
ど
が
資
本
家
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ 

'

て
い
つ
た
。

.

：
-

.

:

:

'

 

.

.
 

■ 
■

:

.そ

.し
て
こ
の
.よ
う
な
重
工
業
は
.、
.繊
維
工
業
を
中
心
と
す
る
軽
工
業
が
、.
'農
家
出
身
の
婦
人
：，
年
少
者
に
よ
る
不
熟
練
労
働
に
依
存
し
た
よ
う 

に
、
同
じ
機
械
制
大
工
業
で
あ
石
.か
ぎ
り
、
新
た
な
分
業
の
一
環
と
し
て
.、
や
は
ヶ
少
.な
か
ら
ず
不
孰
i

労
働
に
依
存
レ
た
。
U
か
し
そ
れ
ほ
重
，
 

労
f
で
あ
っ
た
の
で
幕
末
以
来
発
生
し
て
い
た
浮
浪
遊Qi

{
と
同
'レ
よ
う
に
1
明
治
維
新
後
%'
農
家
を
離
れ
る
か
'一’家
離
散
し
.て
労
務
供
給
業
者 

の
も
と
に
お
が
れ
た
男
乎
木
熟
練
労
働
者
、：
い
わ
ゆ
る
^
人

夫」
「

寄

場

人

足

」

：
を

政

砠•
資
本
家
は
.r

臨
時
職
工」

と
し
て
数
多
く
採
用
し
た
。
 

こ
の「

臨
時
職
工」

.ゆ
、.
.

「

繁
忙
期
に
雇
い
入
れ
、
無
用
と
な
れ
ば
い
づ
で
：も
解
雇
で
ぎ
る」

も
の
■で
、
：不
足
な
場
合
に
：は
、
窮
迫
農
家
か
ら
の 

「

出
稼
入
足」

を
も
採
用
し
た
。
と
こ
ろ
が
.そ
の
大
量
な
'労
働
力
供
給
は
農
閑
期
に
か
ぎ
ら
れV

.
い
た
の
で
、

.「

臨

時

職

工

1-
,
と
し
て
必
要
な
労
働

: 

(

注 

2

)

力
を
^
保
す
る
た
め
.に
個
人
の
労
働
力
を
も
利
用
せ
ざ
：る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
重
工
*
で
は
、
政
府
；
資
本
家
は
、
あ
と
.で
の
べ
る
炭
鉱
と 

同
じ
よ
う
に
、.
低
賃
金
の
不
熟
練
労
働
カ
を
確
保
す
る
た
め
に
:'
半
封
建
的
な
労
働
関
係
.に
も
と
づ
く
労
務
供
給
業
"
.

「
飯
場
制
度」

.「

請
負
人
制 

度」

.

「

監
獄
部
屋J .

を
専
ら
利
用
し
た
の
：で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
鉄
鋼
業
、'
造
船
、
機
械
工
業
'は
、.
前
節
で
の
.
.ベ
た
よ
う
に
、
紡
績
女
工 

の

「

家
計
浦
助
K
.的
.低
賃
金
に
等
し
い
'「

人

夫」
「

人

足」

の
低
賃
金
、.さ

ら

：
に
：
，
は

；
、

囚

.

人
0
そ
れ
以
下
、(

約
半
額)

の
低
賃
金
に
も
依
存
し
え
た

の
で
も
る
,

'
，.
- 

. 

V 

■ 

“

: 

, 

V
V 

-

:

:

V

-
 

•

,.
と
は
い
え
、
重
.エ
業
，の
基
幹
労
働
カ
は

.、
熟
練
労
働
カ
で
あ
る
。
明
治
維
新
後
政
府
に
.よ
っV

一、.挙

に
創
訛
さ
れ
た

機

械

制

大

工

業

、の
新
た
な

. 

• 

. 

..

分
業
.の
技
術
的
基
礎
に
適
合
す
る

よ

う

な
孰
練
労
働
力
は
、.幕
末
が
小
営
業
段
階
末
期
に
あ
っ
た
が
ぎ
り
”
も
ち
ろ
ん
容
易
.に
は
確
保
さ
れ
え
な 

か
っ
た
。
政
府
•
資
本
家
ほ

、

伝
統
的
熟
練
を
利
用
し
う

る

か
ぎ
り
で
は
、
い
わ
ゆ
る
本
エ
の
よ
，う
に

職
人
を
熟
練
労
働
者
と
し

て
雇
用
し

た 

が
、
新
じ
.い
熟
練
を
要
す
る
が
ぎ
り
で
.は

,'
,
や
は
り
農
家
出
身
者
を
主
体
と
し
て
職
人
出
身
者
、
商
人
出
身
者
を
採
用
し
、
外
国
入
技
術
者
、.
外 

国
人
労
働
者
の
も
と
で
熟
練
工
を
養
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
士
族
出
身
者
を
も
採
用
し
た
.、が
、
か
れ
ら
は
た
い
て
い
下
級
技
術
者
に
養 

成
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
つ
た
。

. 

.
ノ

ノ

へ

ゾ

；

こ
の
'よ
う
な
熟
練
工
養
成
の
一
た
め
に
設
け
ら
れ
た
の
が
見
習
職
工
制
度
で
あ
る
。：
そ
れ
は
、
：す
で
：に
基
本
的
に
ば
近
代
的
な
機
械
制
大
工
業
に 

適
応
す
る
-%
の
.で
.あ
り
な
が
ら
、.封
建
的
な
徒
弟
制
度
ま
た
は
年
季
奉
公
制
度
と
同
じ
よ
う
に
，
契
約
の
，自
由
に
反
す
る
か
た
ち
で
労
働
者
を
採 

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
習
期
間
中
は
や
は
り「

家
計
補
助」

的
低
賃
金
.に
も
及
ば
な
い「

小
遺

銭」

的

低

賃

金

で

労

働

者

を

搾

取

し

な

が

ら
 

熟
練
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
も
の
で
あ
.っ
た
。
見
習
期
間
中
の
貧
金
が
-1
小
遣
銭」

的
な
も
の
，
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

さ
き
の
明
治
一
ー
〇
年

代

に

織
維 

エ
業
.，の
女

子

労

働

者

や

重

エ

卷

の

男
子
不
熟
練
労
働
者
の
«

#
が
.一日

/\
_

前

後

で

あ
■?
た
が
、
.明
治
三
〇
年
頃
で
も
芝
浦
製
作
1
で
見
習
期
間

. 

ノ 

(

注
.3)

\

中I.

日
六
銭
の
手
当
を
支
給
し
た
と
記
さ
れ
で
い
る
こ
と
で
も
、
お
よ
そ
推
測
で
き
る
0

レ

か
し
見
習
期
間
を
終
え
れ
ば
、
こ
の
芝
浦
製
作
所
で
も
一
日
一
一
〇
銭
な
い
し 
一一®

Ji
銭
の
手
当
を
支
給
し
.た
と
い
わ
れ
る
か
ら
.、
見
習
期 

,

日
本
資
本
主
義
の
成
立
と
低
賃
金
基
盤
の
形
成 

五
九
.(

五
二
七)
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五
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.

間
中
の
.i

一

r

 

:

頌
倍
址
上
の
賛
金
妨
支
払
お
れ
た
：％
の
ど
思
お
れ
る

：
。

‘
し

か

も

、

倉
営
エ
場
に
お
い̂

%'

同
様
で
お
§'
;

)

と

1は

.

明
治
ニ
0

年
前
赞 

に
横
須
費
製
麻
所
、.
：：.大
阪
砲
兵h

廠
■

、
、
小
野
飯
造

船

所

な

ど

で

熟

練

職

工

：の
貧
金
が

^

均
--
^

^

づ

.^
”
砲
兵
丁
藤
で
平
均
五
ー
ー

®

,1
10.
栽
な
い'
¥
.ー&

ー
0
銭

で

あ
っ
た
&
と
、で

%わ
か

る

。

し
、
か

%：
一」

の
よ
う
な
熟
練
職
工
の
賃
金
が
、
当 

0*

の
|1
人
の
0-
.

^:
を
基
^
に
し
.て
.汐

め

ら

れ

た

じ

ど

ば

：
明
治
ー
：ー

0
年

の「

•m
京

商

業

会

議

所

議
4J
T
録」

に
、
よ
れ
ぼ
、
左
官
職
の
日
給
が
一
一
一
.
銭 

な
^
>し

ナ

一

舞

不

丄

職

の
'日
^
が
ー
.
1ー
〇
銭
な̂
し
.；
@

1ー
錄'
,で
あ
っ
，た.こ
.ど
で
も
想
像
で
き
る
。
こ
の
よ
ヶ
に
、.
当
時
の
職
.̂
、.
重
エ
^
熟
練 

職
工
の
賃
金
が
不
熟
練
エ
の
賃
金
に
ー
く
ら
べ
セ
い
ち

.じ

.る
し
.く
高
か
っ
.た
の
：：

g
、

職
人
、
.熟
練
職
工
が
、：：出
身
農
家
な
ど
の
家
父
長
的
な「

家」 

か
ら
ま
だ
完
全
：に
は
分
灕
1.
て
い
：な
か
っ
た
に
，せ
よ
、

.都
市
に
定
着
レ
て
.ー
夫
1
婦
制
単
婚
家
族
を
形
成
し
つ
づ
あ
っ
：た
か
：ぎ
り
、
自
分
と
象
族 

の
生
活
を
.た
と
え
不
十
分
な
が
ら
、
支
え
う
る
だ
け
の
賃
金
を
支
払
わ
：れ
な
け
れ
ば
そ
の
労
働
力
を
売
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

た
.だ
熟
練
エ
の
賃
金
が
職
人
の
日
給
を
こ
え
る
水
準
に
ま
で
高
办
ら
れ
て
い
た
の
は
、
見
習
職
エ
制
度
が
官
営
エ
場
‘
軍
工
廠
を
中
心
と
す
る 

少
数
の
大
工
.揚
に
.か
ぎ
ら
れ
て
お
り
、
藩
閥
政
府
に
よ
っ
て
建
設
•
育
成
さ
れ
た
工
業
の
急
速
な
発
展
に
：と
‘
っ
て
は
熟
練
職
工
が
不

足

が

ち
と
な 

り

/1
1
の
！~
|場
.へ
の
移
動
が
は
げ
し
.か
っ
た
か
.ら
で
'あ
る
。
.
.

ま
た
、
こ
れ
ら
官
営
工
場
を
中
心
と
す
る
少
数
の
大
工
場
で
は
：
こ
：の
よ
う
な
熟
練
労
働
力
の
不
足
に
よ
る
移
動
を
防
止
す
る
た
め
に
、：
年
期 

を
定
め
て
そ
の
期
間
は
絶
対
に
退
職
し
な
い
と
い
う
势
約
を
結
ぶ「
定
雇
職
工」

.の
制
度
.を
設
け
て
、「

渡
り
職
人」

.的
な
' 
年
期
の
定
め
が
k 

い

「

晶

職

工」

と
K
別
し
た
。
そ
の
上
、「

定
雇
職
工」

の
中
か
ら
、
見
習
期
間
中
、「

伝

重

」
「

翼

生

」

ま

た

は「

職
工
生
徒」

を
選
抜 

し
て
技
術
教
育
を
与
•え
、
T
級
技
術
者
H
エ
手
に
#
進
す
る
*
を
ひ
ら
く
と
と
も
に
、
■零
細
エ
場
主
と
.し
て
自
立
ず
る
途
を
も
残
し
こ

。

政
府
は
ま
た
、
殖
産
興
業
政
策
の
一
環
と
.

し

て「

職
エ
学
校」

を
設
け
>

た
が
、
そ
れ
は
、
結
果
的
に
は
、
熟
練
職
工
よ
り
も
下
級
技
術
者
や
官 

吏
の
養
成
機
関
に
な
っ
.た
。
そ
し
て
以
上
の
よ
う
な
熟
練
労
働
力
確
保
の
た
.

め
の
.対
策
は
、
近
代
的
な
機
械
制
大
工
業
に
お
け
る
管
理
監
督
機
構
. 

と
し
て
の
職
制
を
も
確
立
す
る
こ
と
.

に
な
っ

た

。

へ
そ
し
て
こ
の
：こ
.と
は
、
な
お
封
建
的
な
遺
制
を
と
ど
：め
て
い
る
日
本
の
社
会
に
あ
っ
て
、
熟
練

第一表 —官営•尻営工場の平均賃金

■ 男....:.： 女
, 銭煺

來京砲兵;!:廠 ： 52f0 
横 須 贸 造 船 所 31.0 
民 商 工 場 ' : 17. 3 
日 辱 人 足 15, 7

銭匣
富 岡 製 糸 7.2 
. 民 間 工 場 8.7

■ ■ ■ ■ •

• 労働省労働 計 調 渣 部 「労働統計調査月報j 第 
9 巻，第 9 号， 12 H による。

(備考）民間工場は製糸工場が大部分で他に鉄土 

場r 造船工場 , ガラス, マッチ，食料品工場。

職
工
の
身
分
を
相
対
的
に
高
め
、
賃
金
を
も
相
対
的
に
高
め
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
熟
練
労
働
力
確
保
の
た
め
の
対
策
が
す
す
ん
で
い
た
官
営
エ 

場
の
賃
金
を
と
く
に
相
対
的
に
高
め
た
。
そ
れ
ゆ
え
官
営
工
場
に
お
い
て
は
、
さ
き
め
.

「

臨
時
職
工
：

」

と
し
て
働
い
て
い
る
不
熟
練
労
働
者
のj 

日
八
銭
内
外
と
い
ぅ
賛
金
の
最
低
と
、
：：

「

定
雇
職
工」

と
し
て
働
い
て
い
る
熟
練
労
働
者
の
一
日
.一
円
を
こ
え
る
賃
金
の
最
高
と
の
格
差
は
す
で 

に
一
〇
倍
以
±
に
も
お
ょ
ん
だ
の
で
あ
る
。：
し
.か
_も
こ
れ
ら
の
.職
エ
が
、：「

エ
員」

-:
と
1>
て
時
間
給
、
：
白
給
ま
た
は
請
負
給
の
形
態
で
賃
金
を
支 

払
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
主
と
し
て
管
理
•
監
督
労
働
に
従
事
す
る
賃
労
働
者
は
、「

職
員」

「

官
吏」

と
し
：て
月
給
の
形
態
で
ょ
り
高
い
賃
金
を 

支
払
わ
れ
、
.
.
.
そ
の
上
：に
*
.与
を
：支
給
さ
れ
.た

。
..

.

こ
，の
こ
と
は
、
軍

需

産

業

-
重
：エ
業
に
属
す
る
官
営
エ
場
の
，平
，均

賃

金

を

そ

れ

だ

け

高

く

し

た

が

、

天
皇
制
政
府
が
労
働
者
を
優
遇
し
'た
と
い

■ 

. 

. 

- 

V 

, 

: 

.

.ぅ
こ
と
を
意
味
す
；る
も
の

.で
な
く
、
上
か
ら
資
本
主
義
的
童
エ
業
を
育
成
し
た
わ
が
国
に
お
い
て
、
資
本
の
専
制
支
配
の
体
制
を
ま
ず
官
営
工
場 

I

匣
2
; 

7 

I
第

«

に
確
立
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
1>
'
る

.:
°
し
た
が
つ
て
t
の
体
制
が
ま
だ
民
営
工
場
に
ま
で
お
ょ
ん
で
い
な
い

& 

則
き
ね
ヵ
ぎ
り
に
お
い
て
ノ
重
エ
業
に
属
す
る
民
営
エ
瘍
で
本
男
子
熟
練
職
エ
の
賃
金
は
官
営
エ
場
ほ
ど
に
は
高
め
. 

み 

查

-{
料
..へ 

，
 

.

均
.

女
：
糸

場

.

,

韻
.

^

食
：，

ら
れ
な：

か
0

た
C

ま
し
て
や
女
子
の
多
い
製
糸
業
を
は
じ
め
と
す
る
軽
工
業
が
大
部
分
を
占
め
て
：い
る
民
営 

平

製

エ

：_
砂

,
 

.

§

 

.
1叩

し

対

^

H

場
：の
.男
子
職.

H

の
平
均
賃
金
は
、.
女

子

：の
乎
均
賃
金
：の

一：..1

倍
以
上
に&
ゎ
■て
い
た
と
は
い
え
、
官
営
工
場

* 1 

o 

マ
.
.
.

a
:

富
民
.

:
r.
.
;2
J#
,:
.の
男
子
職4

の
平
均
賃
金
'の
一
一
分
の1

、
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
で
あ
り
日
雇
人
足
の
賃
金
に
近
か
つ
た
。
こ 

I 

, 

;
I

31
.
017
,
3
S

官

ぺ

.:
-:
:

^

:̂:
:1

#*,

^

H
池

、
幌
内
：の

m

炭
鉱
を
中
心
：に
：、

」

や
は
り 

表

1

■
廠所場足働号エエ

1 

'

辽
f

I:

、
g

g9
f

.

®

:

#

閥
政
府.
に
ょ.
：つ
て
育
成
さ
れ
、

'

:

3

 

マ 

第

JT
\ 

V
3 コ
ノ 

誓
穿
抆
!

.

 

\ 

_ 

、'、

.:

•
 V:

1
.
1
:

商

孝

I

#,
#)
亂

ュ

フ

ァ

ク

チ

：ュ：
ァ
経
営
降
機
械
技
術
が
導

さ̂

れ

た

：
。

.そ

の

結

果

と

れ
ら
の
大
炭
鉱
に
知
い
て
は
，
木
熟 

來

横

民.
日

-

9
 

備 

C

 

^

 

.

1、
 

- 

. 

:

■ .

■■
1

1

-

、
:

' 

C 

::

ト
.練
劣
働
力
が
，多
く
需

要

さ

れ

た

が

.マ
そ
の
労
働
は
、
地
下
労
働
；で
あ
る
.か

官
-f
;

’危
険
な
童
労
眾
働
：
で

'
:あ

0

日
本
資
本
主
義
の
成
立
と
低
賃
金
甚
盤
の
形
成 

.

, K:l 
:
s ニ：九
.

)

.



• 

六
ニ 

(

五
三
〇)

た
？
そ
こ
で
幕
末
か
ち
そ
う
で
あ
っ

た

よ

.う

に

、

重
土
業
.の
不
熟
練
労
働
カ
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
、:'
:

土
地
：を

失

：っ
：て
一
家
離
散
し
た
農
民
や
浮
浪 

人

，
を

雇

用

す

る

以

外

:.
^
労
働
力
を
確
保
し
え
な
か
っ
だ
の
：で
'

炭

鉱

資

本

家

は

，
、
.

か
れ
ら
と
特
殊
な
関
係
に
あ
：る
納
屋
頭
に
労
働
者
を
集
め
さ
せ 

て
:'
勞
働
の
監
«

:.
«
金
支
私
、
賞
罰
、
衣
食
住
の
世
話
な
どI:

切
：を
ま
が
せ
て
半
奴
隸
制
的

.な
強
制
労
働
の
体
制
：を
：か
た
め
た
。
，：
そ
し
て
こ
の 

よ

う

な「

納

屋

制

度
」

；
に
.よっ

.：

で
：十

分

な

労

働

力

を

確

保

し

え

^
い
炭
鉱
で
：は
、：：

f

や
，は
り
/
囚
人
を
利
用
し
た
の
で
：あ

る

。
，
他

方

' 
民

間

>

炭
鉱 

の
労
働
は
、
や
は
.り
危
険
な
重
労
働
で
あ
っ
.：た
と
：は
い
え
、
手
土
業
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
農
民
の
冬
期
季
節
労
働
と
村
方
坑
夫
と
、.
こ
れ 

を

指

導

す

る

「

渡

り

坑

夫

」

：
に
よ’
.っ
て
お
こ
な
わ
れ
.て
い
た
'
。

.
:

こ
の
よ
.う
な
炭
鉱
嘴
働
者
は
、
..
'採
炭
、"
運
搬
の
.ば
あ
'い
に

は

、

納
屋
頭
の
請
負
給
制
で
、
';
そ
の
危
険
な
重
労
働
を
い
ち
じ
る
し
く
強

化

さ

れ

、
 

一
日1 
一o
銭
な

I

し
、
一
三
〇
銭
の
賃
金
を
支
払
わ
れ
、
日
給
制
の
炭
鉱
で
も
、
一
一
，

1

時
間
に
お
：よ
ぶ
長
時
間
労
働
で
：ほ
ぽ
同
額
の
賃
金
を
支
払
わ 

ゎ

て
V
た

k
ク
の
職
工
雑
夫
は
日
給
讳
で
よ
り
低
し
賃
金
し
か
支
払
わ
れ
ず
、.炭
鉱
労
働
者
の
家
族
で
：あ
る
婦
人
年
少
者
が
贿
充
労
働
力 

と
し
；て
利
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
た
：だ
同
然
の
低
賃
金
し
が
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
。
.い
う
ま
で
も
だ
く
、
囚
人
労
働
の
賃
金
は
い
ち
じ
る
し
く
低 

かCV

た
ら
し
く
'，
.こ
の
こ
と
は
囚
人
を
最
も
多
く
使
っ
：た

-:|
池
炭
鉱
.の
平
均
賃
金
が
筑
肇
や
高
島
炭
鉱
に
く
ら
べp

低
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
も 

わ
力
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、'
;炭
鉱
業
も
こ
の
よ
5
な
低
賃
金
^
可
酷
な
労
働
に
.
.よ：っ
て
明
治
維
新
以
来
急
速
に
発
展
し
、
官
営
炭
鉱
の「

財
閥」

. 

へ
の
投
下
げ
と
，.「

財
閥」

の
炭
鉱
業
'へ
の
進
出
に
よ
.っ
て
、

さ
き
の
軍
需
産
業
、
重
工
業
の
た
め
のH

ネ
ル
ギ
ー
産
業
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い 

つ
た
の
で
あ
る
。

.

,

.

要
す
る
.に
、
低
賃
金
蓮
盤
：の
上
に
、：.殖
産
興
業
政
策
が
す
す
め
ら
れ
た
結
果
、
す
で
に
日
本
独
特
な
低
賃
金
構
造
の
萌
芽
形
態
：が
形
成
.さ
れ
、
 

資
本
の
専
制
支
配
と
搾
取
の
体
制
が
確
立
さ
れ
た
。

f
、

真

体

的

に

は

、

明
治
.ー
ー

0

年

代

に

は

、
，
民
営
エ
場
の
職
エ
約
ー
：ー

0

万

の

う

ち

、

繊

維
 

工
業
を
中
心
と
す
る
軽
工
業
で
働
く
一
三
.、.
四
万
の
女
子
労
働
者
、
そ
の
他
に
約
百
万
戸
と
推
定
さ
れ
る
労
働
者
ー
.〇
人
未
満
の
製
糸
ン
織
物
業 

を
主
体
と
す
る
家
内
工
業
に
働
く
婦
人
の「

家
計
補
助」

的
低
賃
金
、
重
工
業
、
連
輸
、
土
*-
事
業
な
ど
に「

入
夫」
「

日
雇」

と
し
て
動
く
一

五
、
六
方
の
男
子
不
熟
練
労
働
者
、
炭
鉱
を
中
心
'と
す
る
鉱
山
に
働
く
約
一
〇
万
人
，の
男
子
労
働
者
の
極
端
な
低
賃
金
.(

そ
れ
は
囚
人
労
働
の
さ
ら

に
低
い
賃
金
に
よ

.っ
て
け
.
ん
.
制

さ

れ

て

い

る

)

.
、

およ
び
見
習
期
間
中
の
若
い
男
子
労
働
者
の
極
端
な
■低
賃
金
.を
、
広
い
底
辺
と
し
.
"
.そ
の
上
に
、
M

工
業
を
中
心
と
す
る
官
民
営
工
場
に「

職
エ」

と
1
て
働
く
六
、
七
万
人
の
勇
：子
：熟
練
労
働
者
の
，、「

家
計
補
助」

的
低
賃
金
の
三
へ
四
倍
か
ら

一
〇
倍
以
上
に
も
お
よ
ぶ
賛
金
.と
、「

工
員」

に
対
す
る「

職
員」

.
と
し
.て
*
務
■

，
管
理
：
監
督
労
働
に
従
事
す
る

労
働
者
の
よ
り
高
い
賃
金
と

が
そ
び
え
た
：つ
と
い
ぅ
賃
金
分
布
が
形
成
さ
れ
た
：の
で
あ
る
。
.

：
'
. 

.

.

.

.

(

注
1

)

こ.
の
点
を
独
特
な
立
場
か
ら
早
く
が
ら
指
摘
さ
れ
た
の
は
、.■
渡
部
徹「

明
治
前
期
の
輿
力
市
場
形
成
を
め
ぐ
っ
て」

(

京
大
人
文
科
学
研
究
所 
'「
人
文 

学
報」

四
、̂

和U

八
年)

：
で
あ
る
。

.

(

注
2

)

こ
の
点
に
つ
い
て
最
初
の
貴
重
な
研
究
は
遠
藤
正
男「

明
治
初
期
に
お
け
る
労
働
者
の
状
態」

(「

経
済
学
研
究」

七
の
四
、
昭
和
'

I

 

ニ
年)

で
あ
る
。
 

.

(

注
3

)

横

山
源
之
助

「

日
本
の
下
層
社
会

」

岩
波
文
庫
版
一
一
三

.

七
頁
。

(

注
4

)

遠

藤

正

男.',

前
掲
論
文
参
照
。

，

.

.

:
 

;

•
'
:
日

清

戦

争

後

の

日

本

資

本

主

義

の

確

立

と

低

賃

金

構

造

の

生

成

"

ま
え
に
'の
べ
た
よ
ぅ
に
、
低
賃
金
基
盤
の
.上
に
、.
強
行
さ
れ
た
殖
産
興
業
政
策
,
、
繊
維
工
業
を
中4

と
す
る
軽
工
業
を
輸
出
産
業
と
し
て
、
 

鉄
鉱
業
、
造
船)

.
機
械
土
業
を
中
心
と
す
る
童
エ
業
を
軍
需
產
業
と
し
て
、：.さ
ら
に
、.
炭
鉱
業
を
そ
の
.工
ネ

ル
ギ
：|
産
業
と
し
て
保
護
育
成
し
た 

ば
か
り
で
な
く
、
.ま
た
、
' す
で
に
日
本
独
特
な
低
賃
金
構
造
の
萠
芽
形
態
を
、も
形
成
し
：た
。
こ
の
よ
5
な
^

程
で
、
法
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の 

は
、
貨
幣
資
本
が
産
業
資
本
に
転
化
さ
れ
、V

労
働
力
に
対
す
る
搾
取
率
を
異
常
に
，高
め
：る
こ
と
に
よ
つ
.て
#,
?1
な
テN

ポ〉

で
資
本
蓄
積
を
す
す
め 

ぅ
る
条
件
が
整
備
さ
れ
て
く
る
と
：
明
治
I

H年
頃
ま
で
は
不
換
紙
幣
発
行
に
よ
つ
て
ィ
ン
フ
レ
政
策
を
と
つ
て
き
た
天
皇
制
藩
閥
政
府
も
、
不 

•

日
本
資
本
主
義
の
成
立
と
低
賃
金
基
盤
の
形
成 

六
三
：(

$
1ニ
> 

,

.

.
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.

.
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六
西

(

五.
三
ニ)

換
紙
幣
'を
.整
理
し
て
#

フ
レ
政
策
に
転
換
b
た
こ
と
.で
あ
る
0ぺ̂
:
:.
-

-

こ
' 

,‘

す
：で
に
政
府
は
ベ
士
食
^
禄
支
給
を
や
め
：た

代

り

：に
公
債
を
：与

え

た

が

、
卜
そ

.の
大
部
分
が
；「

政
商j 

=

--
1財
閥
|_
-

を
は
じ
め
と
す
る
資
本
家
の 

手
.に
集
め
ら
れ
た
の
で
、

イ
ソ
フ
；
レ
政
策
が
..と

ら

れ

て

い
：る
か
ぎ
り
：、

、そ
の
市
場
価
格
が
低
下
し
、
金
利
も
異
常
に
高
く
な
っ
て

、

そ
.の
産
業
投 

資
が
さ
ま
た
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
づ
た
。
そ
こ
：で
政
府
は
"
明
治
.一
四
年
日
本
銀
行
を
設
立
しV

銀
行
紙
幣
を
償
却
し
；て
、
.正
貨
を
た
く
わ
え
て 

兑
換
沏
度
を
確
立
し
た
。
if
?
実
、

v

そ
の
結
果
紙
幣
整
理
が
す
す
み
、
正
貨
準
備
が
充
実
し
：て
く
る
と
、

.

金

利

は

低

下

し

：、

公
債
も

値
上
り
し
て
、
.
 

金
禄
公
債
も
産
業
資
本
に
転
化
さ
れ
、.
多
く
の
工
場
が
創
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
政
府
は
、
ま
た
、
地
祖
改
1E
--に
よ
って
地

祖

が

\

割

以

上
 

も
占
め
る
よ
う
な
租
税
：収
入
を
さ
ら
に
％
加
す
る
た
め
に
、
各
種
の
間
接
税
を
增
額
ま
た
は
新
設
し
.、
：地
方
税
を
童
ぐ
し
て
国
費
の
一
部
を
節
約 

し
た
上
に
、
.財
政
支
出
を
節
減
す
る
た
^
に
、
：官
営
工
場
、'
鉱
山
を
、
三
井
、.
三
菱
、
，住

友

等

の

「

政

商」

：
||「

財
闕」

に
払
下
げ
て
い
っ
た
。

と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
デ
フ
レ
政
策
は
、
物
価
を
低
落
さ
せ
た
上
に
、
租
税
の
大
衆
負
担
を
重
く
し
た
の
で
、
小
企
業
を
破
産
さ
せ
、
と
く
に 

農
民
を
没
落
さ
せ
た
。
来
、.繭
、
生
糸
が
は
げ
し
く
値
下
汾
り
し
、
農
村
工
業
が
、
輸
入
品
や
''
.

国
内
に
建
設
さ
れ
た
機
械
制
大
工
業
の
製
品
に 

圧
倒
さ
れ
て
破
滅
し
て
い
っ
た
上
に
、
地
租
.に
加
え
て
.府
県
税
，
町
村
税
が
農
民
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
き
た
の
で
、
農
家
は
、
窮
迫
し
て
中
農 

層
以
下
が
急
速
ヒ
没
落
し
た
。
こ

の
よ
う
な
農
民
層
の
分
解
は
、
す
で
に
廃
藩
後
天
皇
制
藩
閥
政
府
べ
の
期
待
を
裏
切
ら
れ
て
一
揆
に
た
ち
あ
が 

っ
た
農
民
の
闘
争
と
、
そ
の
上
に
も
り
あ
が
，っ
て
，き
た
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
民
主
主
義
革
命
を
要
求
す
る
自
由
民
権
運
動
を
分
裂
ざ
せ
鎮
{£
0
う
る
条
件 

を
つ
く
り
だ
し
.た
。
事
実
、
藩
閥
政
府
は
自
由
民
権
運
動
を
徹
底
的
に
弾
庄
し
た
上
で
、
明
治
ニ
ニ
年
、
大
日
本
帝
国
憲
法
を
発
布
し
、
ご
ま
か 

し
の
譲
歩
に
す
ぎ
な
い
議
会
開
設
に
よ
フ
て
む
し
ろ
天
皇
制
権
カ
機
構
を
整
備
^
た
。
 

：
,'
,

さ
て
、
以
上
.の
よ
.う
な
*
情
.の
も
と
々
:.
'*:.
迫
農
家
出
身
の
子
女
や
没
落
農
民
，の
労
働
力
供
給
の
増
大
に
よ
っ
て
低
賃
金
基
盤
が
固
め
ら
れ
た 

こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
.0
.そ
れ
ゆ
え
明
治1

七
、
八
年
を
中
心
に
お
こ
：な
わ
れ
た
官
営
エ
場
.、
鉱
山
の
払
下
げ
を
通
じ
て
、
•デ
フ
レ
政
策
に 

ょ
る
沈
滞
が
底
を
：
っ

」

ぃ
，た
明
治
ニ0
年
以
後
ノ「

政
商」

「

財
閥」

.に
よ
つ
て
資
本
蓄
積
が
急
テ
ン
ポ
で
す
す
め
ら
れ
、
生
産
も
急
激
に
噌
大

し
た
の
で
あ
る
。
官
営
へ
民
営
を
合
ぜ
て
：
エ
場
数
は
、
第
ー
表
の
よ
う
に
、.：明
治
一
；拿

の

. 一
'
.ー
0:
八
か
ら
明
治
1
ー|
1
1
年
に
は
ニ
、
'ニ
九
六 

と
い
う
二
倍
以
上
に
増
加
し
、
職
工
数
は
明
治r

九
年
の
一
一
一
四
、
3L
三
七
人
か
ら
、
翌
ー
1〇
年
一
.
一.
一
、
.七
九
一
人
に
減
少
し
て
か
ら
、
増
加 

に
転
じ
て
ニ
三
年
に
は
三
五
七
.、

一
一
，五
人
と
三
倍
以
上
に
な
っ
た
。
工
業
生
.産
も
明
治
一
九
年
に
く
ら
べ
て
5

ー
ー
年
に
汰
ー
.
•
八

倍

に

増

加

し

た
0

' 

' 

. 

-
:

' 

:

■

.

'.
一
 

：

■
.
 

.

-

:

.

: 

. 

■

- 

.. 

.

! 

.

.

.

.

.

.と
こ
ろ
が
、
国
内
市
場
は
、.
い
わ
ゆ
る
本
源
的
蓄
積
の
過
程
.で
形
成
さ
れ
つ
.つ
あ
っ
^
と
.ぱ
い
.え
■、

農
民
の
：窮
迫

 

っ 

て
せ
'ま
く
か
ぎ
ら
れ
て
い
：た
ば

.か
り
で
な
く
、
ま
だ
外
国
商
品
に
か
な
り
.浸
颇
さ
れ
て
い
た
？
' 

.
し
か
も
日
本
市
場
の
海
外
市
場
へ
.の
進
出
も
ま
だ
. 

そ
れ
ほ
ど
で
は
な
か
，
っ
，
た
。

そ
れ
ゅ
ぇ
明
治
ー
ー
：〇
年
以
後
、
，：

「

財

閥」

：:卩
資
'本
家
の
利
潤
増
大
を
め
.ざ
す
金
業
：の
拡
張
、
.新
設
競
争
に
よ
.
っ
て
生

産
が
急
激
に
增
大
し
た
結
果
、.
.
生
産
過
剰
と
な
り
、
銀
相
場
の
暴
騰
と
.
ァ
：メ
リ「

ヵ
0

恐
慌
に
よ
る
生
糸
輸
出
.

の
激
減
な
ど
.
を
契
機
と
し
て
、
明
治

...
 

, 

•
-

二
三
年
銀
行
の
，貸

出

抑

制

、

.：；操

業

短

縮

、
小
企
業
の
破
産
な
ど
と
い
う
か
た
ち
で
，恐
慌
が
勃
発
し

.た
。

日
本

資

本

主

義

は

、
.
ま
だ
産
業
資
本
が
確

立
し
て
い
な
い
の
：に
、.
早
く
も
'
.最
初
€>
.恐
慌
に
.み
ま
わ
れ
た
の
.で
あ
を
。
こ
の
恐
慌
は
、：
ど
：く
に
米
の
大
凶
作
に
よ
っ
、で
激
発
さ
れ
た
の
.で
、

.

.

.

.

. 

.

’ 

' 

. 

- 

• 

• 

. 

•

.

.

各
地
に
来
騒
動
*
ひ
き
お
こ
し
ち「

そ
し
て
民
営H

場
職
工
数
が
明
治一.

一
三
年
の
三
四
六
、
九
七
九
人
が
：ら
明
治
ニ
：

g

年
の
三
ニ 

j
、
s

一
四
人̂

. 

......
 

.•
 

.

 

.

ニ
五
年
の
ニ
九
四
、
四
ニ
.五
人
，
ニ
六
®

一
八
五
、
四
七
八
人
と
減
少
し
て
い
る
よ
う
に
、
^

_
者
が
少
な
か
ら
ず
解
雇
さ
れ
、
失
業
さ
せ
ら
れ 

た
が
こ
の
よ
う
な
恐
慌
、
不
況
の
過
^-
で
'、、
.小
工
場
を儀

#
!

に
し
.て

機

械

制

大

工

業

•

産
業
資
本
が
確
立
さ
れ
る
道
が
き
り
ひ
ら
か
れ
て
い
っ

.

.

.

.

.
• 

.

.

.

. 

• 

.

.

.

. 

. 

.

'

'
 

• 

. 

•

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

'

 

•

そ
'れ
ゆ
え
こ
の
恐
慌
後
、
ま
さ
に
成
長
期
に
あ
る
産
業
資
本
が
、
国
内
市
場
の
せ
ま
き
と
外
国
商
品
の
侵
入
と
い
う
事
情
の
も
と
で
、
W
外
市 

場
、
と
ぐ
に
朝
鮮
に
販
雍
市
場
を
強
く
求
め
.る
よ
う
に
な
.っ
て
き
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
b
か
し
朝
鮮
に
対
す
る
植
民
地
支
配
を
最
も
強 

く
要
求
す
る
よ
.う
に
.な
0
た
：の
は
？
そ
れ
に
よ
.
'
っ

て

貿

易

と

海

運

^̂
を 

コ
に
し
よ
う
と

.

.

. 

, 

•

 

-

 
.

*

. 

- 
ニ
.

 

•

 

:

し
'た
天
皇
制
絶
対
主
義
に
：ほ
'か
：な
ら
な
.か
っ
た
.;
6

:
.
も
ち
.ろ
ん
そ
.れ
，も

、
産
業
資
本
の
成
長
を
：促
す
た
；め

.

.に
で
は
あ
る
が
、：
朝
鮮
に
お
け
る
清
国
に

-.

. 

-.
 

...
 

..
 

•.

 

•

 

•

 

•

日
本
资
本
主
義
の
成
立
と
低
賃
金
基
盤
の
形
成
.

.

.

,

六

五

(

五
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対
す
る
政
治
的
敗
退
ど
欧
米
列
強
の
T.
t
vア
進
出
：に
対
ず
る
脅
威
に

.よ

.っ

.て
促
進
さ
れ
た
点
齡
'特
徴
が
あ
.0
た
。，：.そ
れ
..ゆ

え

.
日

本

の

朝

鮮

進

出

は
 

.
淸
国A

3
:

の
戦
爭
を
避
け
ら
れ
な
く
し
、；
欧
米
列
強
の
干
渉
を
ま
ね
く
危
險
粗
.を
と
%:
な

っ

て

い

た

。
；：，
ぞ
こ
，で
天
皇
制
政
阡
は
、
、
ま

ず

ィ

ギ

.リ
ス 

b
,
な
お
'完

金

にS

対
等
で
は
な
い
条
約
改
IE
-を
お
こ
な
.っ
た
上
で
、
，ィ
'ギ
リ
ス
'の
援
助
に
よ
っ
て
、，
日
清
戦
争
，を
；おXj

さ
ざ
る
を
：え
な
か
っ
た

.の

.一
で
.あ
を
 

0 

ば
 

' 

■.
,
、
マ
 

' 

' 

.

::
:

ゾ 

' 

.

こ
の
日
清
戦
争
は
ニ
億
円
以
上
に
上
る
巨
額
な
戦
費
を
公
債
の
公
募
や
大
蔵
省
預
金
部
の
公
債
引
受
お
よ
び
.日
銀
か
ら
の
一
時
借
入
金
で
ま
か 

な
う
こ
と
に
よ
づ
て
遂
雪
れ
、：'十
分
な
財
政
力
も
な
し
に
：ば
じ
：め
ら
れ
た
■。
.
.し
か
：し
、，
戦
»
言

っ

て

、V
天
皇
制
政
府
は
、
' 朝
鮮
を
霞
か
ら 

完
全
に
分
船
1>
.、
'遼
资
半
島
と
台
湾
、
膨
湖
列
島
を
割
譲
さ
せ
、
銀
一
'一

億

両

-S
三
億
円)

，
の
償
金
を
と
り
.、
新

通

商

条

約

に

よ

っ

て

欧

米

臂

函 

を
上
ま
'わ
る
権
益
を
清
国
が
ち
§

1>
:
た
。
そ
の
後
ロ
.シ
ア
、.
フ
ラ
ン
ス
>

'ザ
ィ
ッ
三
国
：宰

渉

で

、
_

ー：千
万
両
を
代
償
と
し
て
遼
東
半
島
を 

返
還
せ
ざ
る
を
免
な
く
な
っ
.た
、が
V
.
.こ
の
こ
と
ぼ
か
え
っ
て
、
清
国
に
対
す
る
侵
略
的
野
望
を
一
：層
強
め
た
。
そ
こ
で
政
府
は
償
金
の
大
部
分 

を
、
明
治
天
皐
の
い
わ
#
る

「

再
戦」

(

佐V

木
高
行
\

「
明
治
聖
上
と
臣
高
行」)

.
に
そ
か
え
て
軍
備
拡
張
に
あ
て
た
：
の

/で
，
.あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
官
営
軍 

需
エ
場
.が
い
ち
じ
る
し
い
.発
展
を
'と
げ
た
。
政
府
.は
、
ま
だ
、
償
.金
と
1>
て
え
：た
金
セ
明
治
三
〇
年
に
金
本
位
制
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
欧 

:

米
列
強
と
対
等
な
地
位
に
'立
と
.う
と
し
た
。
こ
の
時
期
に
.金
本
位
制
を
と
：る
.こ
と
が
.輸
出
增
進
に
：決
リ
て
-^
利
で
は
な
か
0
.た
：.の
に
、
こ
れ
を
断 

行
し
た
の
は
、
’上
記
の
理
曲
も
さ
る
こ
と
な
.が
ら
、
.ィ
ギ
リ
ス
に
つ
ぐ
欧
米
列
強
と
の
条
約
改
正
で
不
完
全
と
ば
い
え
関
税
自
主
権
を
獲
得
し
た 

こ
と
に
よ
っ
て
、.
そ
れ
で
も
低
賃
金
を
武
器
と
す
る
輸
出
増
進
を
：は
'か
る
こ
と
が
.で
き
る
よ
う
に
な
っ
.た
が
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
す
る
こ
と 

に
.よ
っ
て
む
し
ろ
軍
備
拡
張
の
た
め
の
外
資
導
入
の
道
を
き
り
ひ
ら
く
こ
と
も
で
き
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
日
清
1
争
で
も
^
ら
か 

に
さ
れ
た
よ
う
に
、
.レ
ー
.

V!

ン
の
指
摘
し
た
通
り
、
日
本
資
本
主
義
が
、

-，
東
方
、
ア
ジ
ア
諸
国
を
圧
倒
す
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
が
、
他
国 

の
援
助
な
く
し
て
は
い
か
な
る
独
自
な
財
政
カ
も
軍
事
カ
も
も
ち
え
な
か
ず
た)

。

」

こ
.と
を
示
し
そ〈

る
。

さ
て
天
皇
制
政
府
は
、
日
清
戦
争
後
兵
力
を
戦
前
の
二
倍
と
す
る
軍
備
拡
張
計
画
の
た
め
.に
、
鉄
道
の
建
設
、
築
港
、
航
海
奨
励
法
の
公
布
、

電
信
電
話
の
拡
張
を
行
な
い
，
台
湾
に
.お
け
る
鉄
道
敷
設
、
^
隆
の
築
港
、
台
湾
銀
行
の
設
立
等
の
植
民
地
経
営
を
す
す
め
た
ば
か
り
で
な
く
、
 

八
幡
製
鉄
所
を
設
立
し
て
''
清
国
か
ら
略
奪
的
に
輸
入
し」

た
大
冶
鉄
鉱
石
を
原
料
と
し
て
銑
鋼
一
貫
^
業
の
第
一
歩
を
ふ
み
だ
し
た
。
そ
し
て
こ 

の
よ
^
\な
軍
辦
的
な
殖
産
興
業
の
た
め
.の
#
政
支
出
は
、
償
金
以
外
：に
、
大
衆
負
担
の
間
接
税
を
ふ
く
む
、

戦
前
の
ニ
倍
を
こ
え
る
増
税
、「

財 

闕」

系
大
銀
行
の
資
本
力
強
化
に
役
立
つ
公
債
発
行
、に
よ
，

.っ
て
ま
か
な
わ
れ
、、
六
億
五
千
万
円
強
と
い
ぅ
愿
大
な
額
に
達
し
た
。

こ
の
額
は
、
.明 

治
ニ
七
年
か
ら
三
六
年
ま
で
の
十
力
年
間
に
お
け
る
民
間
新
投
資
総
額
六
億
三
千
方
f

や
デ
上
ま
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
f

軍
.工
廠
を 

1
 む
と
す
る
官
営
工
場
の
拡
張
、
新
設
に
よ
っ
て
重
工
業
が
心
速
に
発
展
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
：こ
と
は
、
民
営
エ
ー
湯
が
明
治
ニ
七
年
か
ら
三
六
年 

ま
で
の
間
に
、
五

.九<
1

一
か
ら
八
、
ニ
七
四
S

加
し
た
の
に
と
も
な
っ
.て
そ
の
職H

数
が
三
八
一
、111

九o

人
か
ら
四
八
三
、
八
三
九
人
に 

增
加
し
た
の
に
対
し
て
、
官
営H

場
は
一
七
か
ら
四
九
に
激
増
し
た
の
に
と
も
な
っ
て
、
そ
の
職
工
数
も
一
四
、

五
六
九
人
か
ら
.！ハ
ブ
、
八
七
六 

人

に
激
増
し
た
こ

と

で

も

わ

か

る

。
，
し
か
も
重
エ
業
部
門
で

.は

官

営

エ

場_の
比
重
が
增
大
し
た
だ
け
で
な
く
、
民
営
.工
場
も
他
部
門
に
く
ら
べ
て 

大
規
模
に
拡
張
•
新
設
さ
.れ
た
。

-
の
こ
と
は
ノ
機
械
エ
場
職
エ
数
の
中
で
官
営
エ
場
職
エ
数
か
占
め
る
割
合
が
明
治
ニ
4
3年
の
四
三•

三
％
か 

ら
.明
治
三
七
年
の
五
へ
五
•

)

<
:
%に
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
明
治
一
一
七
年
に
対
す
る
三
六
年
の
機
械
工
場
職
工
■数
の
増
加
率
が
最
も
高
く
、
 

二
倍
に
な
ミ
い
.る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。

、
し
か
I
重H

業
の
発
展
は
、
そ
れ
が
い
か
に
急
速
で
あ
っ
て
も
、

営
.

H

場Q

拡
張
.
新
設
に
よ
り
、
軍
備
拡
張
に
も
と
づ
く
軍
需
に
依
存
し 

て
.い
る
.か
ぎ
り
、'
.国
家
財
政
の
規
模
に
制
約
さ
れ
.て
お
り
、
民
営
工
場
.の
拡
張
•
新
設
に
よ
る
ば
あ
い
に
も

、
.
.
紡

績

業

を

中
心
と
す
る
軽
工
業
の 

高
1
矛
潤
率
に
よ
：っ
て
投
資
が
制
限
さ
れ
て
：い
る
た
め
に
ハ
や
は
り
限
界
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
綿
業
を
中
心
と
す
る
繊
維
工
業
•
軽
工
業 

は
依
然
と
.し
て
優
位
を
占
め
て
お
り
-'
し
.か
も
日
清
戦
争
の
勝
利
に
よ
っ
て
清
国
と
朝
鮮
に
市
場
を
確
保
し
え
た
結
果AJ

し
て
、
ま
た
、
軍
需
の 

:た
め
；の
資
源
.
生
産
財
輸
入
を
增
大
す
：る
た
め
の
輸
出
産
業
と
し
て
、
：；い
ち
じ
.る
し
1>
発
展
を
'七
げ
た
。

'
y
'
_ 

' 

.

.
V

紡
織
工
業
は
-:
'
:明
治1..1

七
年
に
対
し
.て
三
六
年
；に

職

工

数

竺

^

日
本
資
本
主
義
：の
成
立
と
低
賃
金
基
盤
の
形
成
：

 

し
、匕

.

〈

五

三

.五

)



第二表男女別，年齢別職工数（明治 32年)

明治32年 「全国工場統計表j: : .

第 三 表 民 営 ：！:場男女別職工数

農商務省「農商務統計表」

男 女 ' .バ丨

.い
計

14歳米満 14歳以上 計 14歳未満 14歳以上 計 14歳未満 14歳以上 計

繊維工場 - 2,140 30, 989 、33,129 ' 25, 529 188,459 213, 988 
(86%)

219,448
(100%)
247,117

機械工場 539 21,148 21,687 •250 680 930 789 21,828 22, 617
化学工場 2,460 19,543 22,003 4,846 11,742 16,588 7,306 31,285 38,591
飲 食 物  
X 場 229 13,072 13,301 1,317 9,205 10,522 1,546 22,277 23,823
雑 工 場 1,235 13.407 14, 642 1,327 6,024 7,351 2,562 19,431 21,993
特別工場 1,215 32,142 33,357 361 5,050 5,411 1,576 .3 7 ,192 38,768

7,818 130,301
, . ■ 
138,119丨 33,630 221,160

1
254,790 41,448 351,461 392, 909

計 男 女

明治ぶ 7 年 381,390 141,914 239, 476
(100) (37.3) (62.7)

. 28 418,140 169,515 248, 625
(100) ■ f . : '  . . . .

29 434,832 173,614 261,218
(100) 、. (40.0) (60.0)

30 437,254 ' 182,792 i 254,462
(100) (41.8) (58.2)

31 412,205 177,632^ 234,573
(100) (43.1) (56.9)

32 423,171 158, 793 264,378
/ . ( 1 0 0 ) (35.2) (64.8)

3 3 、 422,019 164,712 ■ 257,307
(100) (39.1) (60. 9)

34 433,812 167,904 265,909
(100) (38.7) (61.3)

35 498,891 185,622 313,269
(100) (37.2) (62.8)

36 483,839 182,404 301,435
(100) (37.7) (62.3)

日
本
資
本
主
義
の
成
立
と
低
賃
金
蕋
盤
の
形

成

六

九
£
三
七
>

展
を
^

^
主
場
数
づ
職
エ
数
と
尨
に
約
ぶ
倍
に
増
加
ム
’
蓮
転
錘
数
は
ー
.
！
：
，
四

倍

’

機
械
馬
カ
数
約
三
倍
に
增
大
し
：、
生
産
高
も
一
T

七
倍
の 

増
加
を
示
.;
1>た
。':
:
と
の
：よ
う
な
発
1
^
程
.で
：
、
：
明
治
ー
ー

1〇
年
以
降
国
産
綿
糸
輸
出
高
が
外
国
綿
糸
輸
入
高
を
ヒ
ま
わ
る
よ
う
に
な
り
、
綿
糸
が
生 

糸
に
つ
ぐ
輸
出
品
と
な
.？
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
ね
ば
：な
ら
.

な
い9

'

い
.う
：ま
で
：も

な

く

、

.

こ
'の
よ
.う

に

輸

出

産

業

と

-̂

て
の
紡
績
業
が
発
展
し
え
た 

の
は
、
..明

治一

一；九

年

に

綿

糸

輸

入

関

税

が

撤

廃

さ

れ

、

：

政
府
の
保
護
に
.よ

っ

て

、

技
術
水
準
の
相
笃
高
い
工
場
が
建
設
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
 

や
ば
り
何
よ
り
も
、：；.資
本
家
が
窮
迫
農
家
出
身
の
女
子
の「

家
計
補
助」

'的
、「

ロ
.ベ
ら
し」

的
低
賃
金
に
依
存
し
て
高
い
利
潤
率
を
確
保
し
え 

た
か
ら
で
あ
へ
っ
た
。

-

:

:

.
:

と
の
こ
と
は
、
'第
二
表
の
よ
：う
に
、
明
治
三
一
一
年
当
時
、
繊
維
工
場
で
と
く
に
女
子
労
®
者
が
八
割
以
上
を
占
办
' 

十
四
歳
未
満
の
幼
年
労
働
.
 

者
が
一
割
以
上
を
占
め
.て
い
る
こ
と
■で
も
わ
か
る
。

以
上
の
よ
う
に
'紡
績
-*
繊
維
資
本
を
中
核
と
す
る
日
本
產
業
資
本
は
，
.日
清
戦
争
後
の
産
業
革
命
を
経
て
、
ま
さ
に
窮
1之
#'
家
出
身
の
婦
人
、

幼

少

年

労

働

者

の

「

家

計

補

助

」

：
的

、”「

ロ
べ
，
ら

し
」

的

低

賃

金■を
土
台
に
し
て
確
立
さ
：れ
た
の
で
あ
る
。
第
三
表
の
.よ
う
に
、，
'明
治
ニ
七
年 

か
ら
一
一

〖

六

年

に

か

け

て

職
エ
十
人
以
上
の
工
場
の
労
-«
者
の
中
で
'の
女
子
労
働
者
の
比
重
が
高
い
：ま
ま
で
，あ
る
の
は

、

'
 
こ
の

こ

と
を
反
映
し
て

い
る
。
：
:'
... 

-
 

.

■

■

-

■

.

.

'

- 

.
:

そ
れ
ゆ
え
こ
の
時
期
に
工
業
は
、
.商
業
と
.と
も
に
、
■.民
間
#
業
の
.中
で
最
も
急
速
な
テ
ン
ポ
で
発
展
し
、
そ
の
払
込
資
本
額
の
増
加
率
は
、
明

治
ニ
七
年
に
く
ら
べ
て
三
六
年
に
は
，
兹
八
五
％
を
示
し
:>
銀
行
め
ー
ー
ー
七
〇
％

、

蓮

輸

業

の

岂

 

の

ぃ

で

、
.ト
ッ
プ
に
立
っ
た
。
た
だ

こ
の
間
に
お
け
る
前
期
の
民
間
新
投
资
総
額
六
億
三
子
方
円
の
う
ち
、
エ
業
は
ま
だ
わ
ず
か
ニ
〇
％
で
あ
り
、
銀
行
が
四
：四
％
を
占
め
て
い
る
。

こ

の
こ
と
は
、

工
業
に
お
け
る
資
本
蓄
積
を
急
テ
ン
ポ
で
す
す
め
る
た
め

に

、.
&
#

の
.遊
休
資
本
を
：集
め
て
融
資
す
る
銀
行
の
役
割
が
日
本
で
は 

■

 

.
 

.
 

•

す
で
に
こ
の
頃
か
ら
と
く
に
大
き
く
、

,b
か
：もH

業
に
お
け
る
剰
余
価
値
の
增
大
よ
り
も
い
ち
じ
る
し
く
急
テ
.ン
ポ
で
資
本
蓄
積
が
強
行
さ
れ
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
.。
し
が
も
こ
の
，よ
う
な
資
本
蓄
積
は
、
：低
賃
金
：を
塞
盤
と
す
る
労
働
力
に
対
す
る
高
い
搾
取
率
に
よ
っ
て
、
莫
大
な
剰
余



:

' , 

- 

-

.

^

0

 

(

荖

5

価
値
を
生
産
し
^
た
.
か
：
ぎ

り

セ

办

み

、
一

«1
:

能
だ
つ
^
:の
で
あ
り
、
逆
に
ま
た
絛
賃
金
;̂

高
^;
掩

雨

率

に

対

す

る

讓

資

本

の

要

求

を

主

す

ま

す

強

:め
、：て
い.つ
た
:0
.
:
'
:
. ;
:
'
;
'
■ 

- 

.
V 

. 

' 

■

さ
て
、
こ
め
よ
う
な
急
テ
ン
ポ
な
資
本
蓄
積
の
強
行
：に
よ
つ
て
ま
た
相
対
的
過
剰
人
口
：.が
こ
の
時
期
：に
大
規
模
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
と 

.に
注
目
さ
：抑
ね
ば
な
ら
な
い
。
胄
«
罾
需
エ
場
は
.い
う
.ま
で
も
な
く
、
民
営
エ
場
の
建
設
に
あ
た
づ
て
、
進
歩
し
た
機
械
技
術
が
：欧
米
先
進
諸
国

■ 

.一

.

. 

■ 

.

.

. 

- 

. 

. V 

• - 

■ 

. 

- 

.

. 

.

.

. 

.. 

*、

が
ら
ー
挙
に
輸
人
採
用
さ
_れ
、
.資
本
の
有
機
的
櫞
成
が
い
ち
じ
る
し
く
：高
め
ら
れ
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
結
果
、
労
働
力
需
要
が
絶
対
的
に
は
か
な
：
 

.り
增
加
し
て
、へ
労
働
力
不
足
現
象
す
ら
生
じ
た
事
情Q:

も
と
で
、
相
対
的
過
剰
人
口
が
形
成
さ
れ
た
点
に
、
特
徴
が
あ
つ
た
。
い
ま
明
治
ニ
七
年 

か
ら
三
六
年
ま
で
0
十
ヵ
年
間
の
職
エ
十
人
以
上
を
雇
用
す
る
；エ

場

：の
職
エ
数
を

.み
る
と
、
官
営
0:
場
で
は
、
そ
の
職
工
数
が
一
：四
、
五
六
九
人 

か
ら
六
ー
、

」

八
七
六
人
に
増
加
し
、
民
営
エ
場
で
は
、
そ
の
職
工
数
が
三
八
一
、.
三
九o

人
か
ら
四
八
三
、
八
三
九
人
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
の 

よ
う
な
官
営
‘
民
営
工
場
職
工
数
に
、：
鉱
夫
数
が
一
〇 

一
、
3f
:
〇
〇
人
か
ら
一
五
セ
、
五
0

0
人
に
增
加
し
た
の
を
：加
算
す
れ
ば
、
工
場
.
鉱
山 

の
.労
働
者
数
は
四
九
七
、
五
〇
〇
人
か
ら
七
〇
〇
、
〇
〇
.
◦
人
に
増
加
し
た
こ
と
に
な
り
、
実
に
四
割
の
増
加
率
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な 

雇
用
増
加
の
過
程
•で
、
.産
業
資
本
は
'い
わ
^,
る

「

職
工
の
欠
乏」

忆
直
面
し
：た
の
で
あ
る
が
、
か
.か
る
労
働
力
不
足
現
象
を
と
も
な
い
な
が
ら
相 

対
的
過
剰
人
口
が
日
本
独
特
な
形
態
で
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

:

す
で
に
の
ベ
た
よ
う
に
、
地
租
改
正
を
テ
コ
と
す
る
い
わ
ゆ
る
本
源
的
蓄
積
に
よ
つ
て
、
寄
生
地
主
制
と
家
父
長
的
な「

家」

が
農
村
に
残
さ 

れ
た
か
ぎ
り
、
窮
迫
農
家
の
娘
や
ニ
>
三
男
は
、「

家」

の
労
働
組
織
に
し
ぱ
ら
れ
な
が
ら
そ
の
労
働
カ
を
売
ら
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
。
そ

れ

ゆ 

え
工
業
に
.お
け
る
資
本
蓄
積
が
強
行
さ
れ
て
労
働
力
需
要
が
増
大
し
、

遠
隔
地
の
募
集
が
増
加
.す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

日
清
戦
争
前
と
同
じ
よ
う 

に
、
西
そ
れ
以
上
に
、
嘴
働
力
不
足
が
生
ず
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
.か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
の
ベ
た
よ
う
.に
、
資
本
家
は
あ
い
か
わ
ら 

ず
、「

募
集
人
制
度」

や

「

前
貸
金
制
度」

や

「

寄
宿
舎
制
度」

を
利
用
し
て「

家
計
補
助」
的
あ
る
い
は「

ロ
べ
ら
し」

的
低
賃
金
を
維
持
す 

る
こ
と
が
で
き
た
と
.は
い
え
、
そ
の
賃
金
は
、
労
働
力
不
足
か
ら
、
従
来
の
農
業
日
雇
の
賃
金
よ
り
は
ま
し
な
^
:
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ

て
き
.た
し
、
事
実
そ
う
な
っ
て
き
た
。
そ
と
.で
、
日
清
戦
争
後
の
産
業
資
本
の
確
立
過
程
で
、
農
業
に
も
、
幕
末
か
ら
あ
っ
た
手
作
地
主
の
資
沣 

產
経
営
が
発
展
す
る
傾
向
が
全
く
な
か
.っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
窮
迫
農
家Q

娘
や
ニ 

•看
が
工
業
の
賃
労
働
者
と
な
っ
T
都
市
へ
流
出 

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、.
手
作
地
主
は
農
業
日
雇
に
も
ま
え
3
り
ま
し
な
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
手
作
也
主
ま 

農
業
経
営
に
投
資
す
る
よ
り
も
、
窮
迫
農
民
に
高
利
貸
し
て
土
地
を
と
り
あ
げ
、
寄
生
地
主
と
し
て
高
率
小
作
料
を
と
っ
：た
方
が
t
す
ま
す
有
利
. 

に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
寄
生
地
主
制
が
か
え
っ
て
拡
大
し
、
小
作
地
の
全
耕
地
^;
对
ず
る
"割
合
，は
明
治
ニ
五
年
の
三
九
.
九
九
％
か
ら
三 

六
年
の
四
四
.
四
八
％
に
高
ま
っ
た
の
で
あ
る
.0
と
こ
ろ
が
農
業
以
外
の
分
野
で
資
本
主
義
が
発
展
汁
^
に
つ
れ
て
農
村
に
も
商
品
瘙
済
が
浸 

透
し
た
の
で
、
農
民
の
中
に
は
、
売
る
米
も
多
く
な
れ
ば
買
う
肥
料
や
生
活
用
物
資
も
多
く
な
り
、」

戦
後
は
税
負
担
も
ー
^
と
重
く
な
っ
た
た
め 

に
、
.窮
迫
す
る
者
が
急
増
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
か
.れ
ら
は
拡
大
す
る
寄
生
地
主
制
の
も
と
で
小
作
人
と
な
る
ほ
か
は
な
か
っ
：た
？
日
本
に
お
け 

る
農
村
の
潜
在
的
過
剩
人
ロ
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
農
村
労
働
者
と
し
て
、
あ
る
'い
は
農
業
日
雇
.
し̂
.て
、
.
.そ
'の
片
足
を
っ
ね
に
被
救 

恤
的
窮
乏
の
淵
に
さ
し
い
れ
て
.い
る
の
で
は
な
く
'て
、
ま
さ
に
、
農
民
家
族
と
し
て
、
' と
く
に
小
作
農
民
家
族
と
し
て
、
.そ
の
片
足
を
つ
ね
に
被 

救
恤
的
窮
乏
の
湖
に
さ
し
い
れ
て
、
農
業
以
外
の
産
寒
で
賀
労
働
者
に
な
ろ
う
と
す
石
者
.で
あ
：っ
た
。
日

本

で

は

、•
農
民
家
庚
で
.あ
る
こ
と
が
そ 

.の
ま
.ま
潜
在
的
過
剰
人
ロ
で
あ
り
、
：日
清
戦
争
後
寄
生
地
主
制
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
.'
そ
れ
は
き
わ
，め
て
広
汎
に
形
成

^
れ
た
。

.し
か
し
明
治
三
一
年
施
行
の
民
法
忙
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
家
ハ
^
長
的
な「

家」

ソ
が
な
.お
温
存
.$
れ
て
い
.た
-
た

め

に

、
，
：
こ

0

.潜
在
的
過
剩
人
ロ 

に
.は

.

「

家」

の
勞
働
組
織
に
ん
ば
ら
れ
て
、
^
お
#
易
.に
は
都
市
に
流
出
し
克
な
か
：っ
た
。
；そ
れ
ゆ
え
潜
^

わ
ち
ず
、
.労
働
カ
不
足
現
象
が
じ
ば
じ
ば
生
じ
、
賃
金
は
；や
^
土
昇
し
た
。
^

は

.
い

え

、

-'
|

|

迫
農
家
.の
子
女
が「

家」

-'
の
一
員
と
し
て
.

「

家
計
補 

助」

の
た
め
に
：.そ
'0
;労
働
カ
：を
売
り
、
..
寄
生
地
主
制
の
も
と
ヤ
農
民
が
そ
の
生
活
歡
求
と
生
活
慣
習
を
低
く
お
さ
え
^
れ
ヤ

r
た
か

ぎ

り

で
 

は
、
，
潜
在
的
過
剰
人
口
を
前
提
に
し
て
：、
：
そ

の

賃

金

上

昇

も

'
:

「

家
計
補
助」

.
的
低
,

^
克
服
す
る
ほ
ど
^ ，
は
あ
り
.

 ̂

.
1 

.

. 

.し
か
も
農
村
の
潜
在
的
過
剩
人
ロ
が
、
日̂
清
戦
净
後
の
.エ
業
の
急
速
な
発
展
&
よ
っ
.て
賛
労
働
者
に
な
.:0
セ
と

し

て

も

、
；す

：で
に
の

.、、ヽ

た
■よ
う 

.

日
本
資
本
主
義
■の
成
立
と
低
賃
金
基
盤
の
形
成

 

七
.一

(

—

一
九

)



に
、：
：も
と
も
と
極
端
な
低
賃
金
|-
依
存
し
て
、Vな
お
マ
-
ュ
.フ
、ァ
ク
'チ
キ
ア
段
.階
に
も
発
展
し

な

い

ま

ま

問

屋

制

家

内

エ

業

の

形

態

で

国

際

競

争 

に
も
た
ぇ
て
：き

た

製

糸

業

；，
織

物

業

に

就

業

す

る

者

が

き

.わ
：め

て

多

か'.
0
た
。
.'
:
-
そ

：
の
：
数

が

い

.

か
に
多.か
づ
た
か
は
、

：

職

工

十

人
未
満
雇
用
の
•

業 

所
に
お.け
.る
労
働
者i

明
治〗一

一一}

年九
：！

ハ

方

人

.
に

も

の

：
ぼ

'

り
、：
十
人
以
上
雇
用
の
事
業
所
：に
：お
け
る
労
働
者
数
四
五
万
人
を
は
る
か
に
こ
え 

て
い
る
こ
と
で
^
わ
か
'る
：0
そ
の
ほ
か
；に
、
：：
日

雇

、
：
“ 

統

計
で
は
把
：握
さ

れ

え

炎

い

が

、

お
び
た
だ
し
い
.数
に 

の
ぼ
っ
て
い
る
。
，
そ
^
て
こ
の
よ
う
な
家
内
工
業
労
働
者
や
日
雇
労
働
者
が
'
'.「

現
役
労
働
渚
軍
のJ

部
を
な
す
が
、
、
そ
の
就
業
は
全
く
不
規
則 

で
あ
る」

；し
'
.

「

労
働
時
間
の
最
大
限
と
賃
金
の
最
小
限」

：
に
よ
0
て
.そ
：の
生
活
状
態
を
，

.

.

「

標
準
的
水
準
以
下」

に
下
げ
ら
れ
て
い
る
と
.い
う

(

注 

4

)
-

 

-

点
で
、
停
滞
的
過
剰
人
口
に
属
す
る
.こ
と
.は
明
ら
が
で
あ
.る
。
.日
清
戦
争
後

、
：
こ
の
よ
う
な
停
滞
的
過
剰
人
口
が
：農

村

.に
も
都
市
に
も
広
汎
に
形 

I

れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
I

水
f

 

l

羞

準

そ

t

l

齧

業

な

ど

雲

l

i

l
不
i

労

響

の 

「

家

，計

補

助

」

的

、「

小

遺

銭」

的

低

賃

金

であ
る
た
め
に
、:
家

内

労

働

者や
日

雇

労

働

者.の
賃

金
も
そ
れ
と
殆

ど
変
り
な
く
、そ
の
生
活
状
議
も 

，「

標

準
的
水

準

以

下

」

と
は
い
え
'
:
大

工

業

労

働

者
の
，
,-
.標

準

的

水

準

」

：
と
.大
差
が
な
い
、
て
と
い
う
点
ぼ
、
；特
徴
が
認
め
ら
.

れ
た
。

さ
'て
以
上
の
よ
う
な
.事
情
か
ら
、
日
清
戦
争
後
の
産
業
資
本
の
確
立
過
程
で
、
.白
本
資
本
主
義
固
有
の
深
刻
さ
：を
も
っ
た
矛
盾
と
脆
弱
生
が

つ

.く
り
だ
.さ
れ
た
5
と
は
見
失
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
.そ
れ
は
、

す
で
に
，産
業
資
本
の
：確

立

以

前

に

萌

芽

的

に

形

成

さ

れ

て

明

治

H

H年
の
最
初
の

.

.

.

. 

:

恐
慌
を
ひ
き
お
こ
:.
1
.た
矛
盾
で
あ
る
が
、
.ほ
か
な
ら
ぬ
上
述
の
日
本
独
特
な
潜
在
的
お
よ
び
.停
滞
的
過
剩
人
ロ
の
広
汎
な
形
成
と
底
賃
金
に
も
と 

V

い
て
国
内
市
場
が
あ
い
か
わ
ら
ず
せ
ま
い
範
囲
に
.制
限
さ
れ
た
ま
ま
、
'日
清
戦
争
後
生
産
能
力
#
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
た
こ
と
.に
よ
っ
て
、
ま
さ 

に
.構
造
的
な
矛
盾
と
な
：っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
.の
矛
盾
と
'脆
弱
性
の
た
め
に
、
.海
外
市
場
.へ
の
依
存
度
が
高
め
ら
れ
る
と
と
も
に
：、
過
剰
生
産
恐
慌 

が
勃
発
し
や
す
く
な
る
の
は
^
然
.で
あ
.る
。
：事

実

、

日
本
資
本
主
義
は
、

明
治
ニ

_七
年
か
ら
三
六
年
ま
で
の
十
ヵ
年
間
'に
ニ
度
も
恐
慌
に
直
面
せ 

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
一
It
目
は
、
金
本
位
制
確
立
に
よ
る
輸
出
減
退
を
契
機
，と
.す
る
明
治
ご
|
0年

か

ら

三

一

年

ま

で

の

恐

慌

，で
あ
り
、
，

一一 

度
目
は
、
北
澈
_
変
に
よ
る
輸
出
減
退
と
棉
花
凶
作
を
契
機
と
す
る
明
治
三
三
年
か
ら
三
四
年
ま
で
の
.恐
慌
で
あ
っ

た

。

し
か
も
こ
.れ
ら
の
恐
慌

ご
と
に
労
働
力
需
要
が
減
少
し
て
、
.労
働
カ
不
足
現
象
が
中
断
さ
れ
、へ
解
雇
_や
企
業
の
倒
産
に
よ
0
て
相
対
的
過
剩
入
ロ
が
急
性
的
に
あ
ら
わ 

れ
、
こ
れ
が
ま
た
、「

家
針
補
助
1-
的
低
賃
金
を
維
持
し
う
る
条
件
と
も
な
っ
た
。
.も
つ
と
も

恐
慌
後
の
®
双
、
■好
況
に
よ

.

っ.て
労
働
力
需
要
が
?? 

び
増
大
し
て
相
対
的
過
剰
人
口
，が

吸

収

さ

れ

て

い
.き
、
.-
労
働
力
不
足
現
象
#
再
び
生
じ
た
と
し
で
も
、
農
村
の
^
大
な
潜
在
的
過
剰
人
ロ
.が
吸
収 

さ
れ
•つ
く
す
と
い
，

TN

こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
，し
か
も
政
府
は
、
恐
慌
，
不
況
期
に
む
し
ろ
帰
農
奨
励
に
よ
っ
て
過
剰
人
口
が
潜
在
化
さ
れ
る 

よ
う
な
政
策
を
と
り
、
た
だ
解
雇
さ
れ
て
や
が
て
再
雇
用
さ
れ
る

と

い
う
よ
う
な
流
動
的
形
態
を
あ
ま
‘り
と
ら
な
い
よ
う
.に
し
た
。
こ
の
.こ
.と 

は
、

' 1

面
で
は
、
寄
生
地
主
の
搾
取
対
象
と
し
て
の
農
民
家
族
を
維
持
し
、
.好
況
期
.に
労
働
力
不
足
現
象
を
生
ぜ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
が
、'■他 

面
で
は
、
農
村
の
潜
在
的
過
剰
人
口
を
粟
積
さ
せ
て「

家
計
補
助J:

的
低
賃
金
労
働
力
の
汲
め
ど
も
.つ
き
ぬ
貯
水
池
を
つ
く
り
だ
し
た
。

.以
上
の
よ
う
に
、，
日
本
資
本
主
義
の
確
立
過
程
で
相
対
的
過
剰
人
ロ
が
独
特
な
形
態
.で
形
成
さ
れ
た
が
、：
こ
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
、
低
賃 

金
構
造
は
、
：す
で
に
形
成
さ
れ
た
：萌
芽
形
態
か
ら
•い
か
.に
生
成
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。：
次
に
クC
れ
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

.

.

(

注

.
1)

レ
ー

-
マ
ン

.

「

国
際
情
勢
.並
び
に
共
産
党
イ
ン
タ
ー
ナ
シ 

(

注
2)

，
：

「

労
働
統
計
調
逾
月
報

」

第
九
卷
第
九
号
ニ

一.

頁
。
，

s
 

i「

.
■ ~

!
 

I

ナ
' ル
の
基
本
的
任
務
に
関
す
る
報
告」

‘(

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
第
二
回
大
会
に
.お
.け
る
報
告)

特 雑 食 化 機 紡

別 き 学 械 樹  

工品
ェ 工 ェ ェ ェ

場 場 場 場 場 場

明

七

年

ニ
ー 

五
、
ニー一 
七
人(

.一
〇
〇)

一
六
、
九
七
九
人(

一
〇
〇) 

.五
ニ
、
八
〇
九
人
七
ー
〇
〇

) 

ニ
六
，.ニ
〇
三

人

(

一
〇
〇

) 

ニ
ー
 r

.

三
五
七
人

(

1
〇
〇) 

三
Eg
'、
七
九•ニ

人(

一
〇
〇

)

一

m
治

.六 .

年

ニ
七
〇
、
九
七
四
人(

一
二
六)

三
四
、
ニ
ニ
三
人

(

ニ
〇
ー

> 

四
九
、
九
八
八
人
：(

九
五：，

)

三
五
、
九
ー
：ー
〇
人
ニ
三
七) 

三
四
、
ニ
ニ
ー
1人
：

(

__
.
五
三) 

五

八

、

五
，
一

二

人

(

一
六
八

)

.

「

帝
国
統
計
全
書」

森
喜 
一
.「

日
本
工
業
構
成
史j 
‘
一
 

六
五—

一
七
七
頁
に
ょ
る
。
':
.
'

(

注
4

)

K

,

マ.
ル
ク
ス『

資
本
論』

第
一
部
第
二
三
章
、
青
木
文
庫
版
、
第
四
分
冊
九
九
四
：頁
。

日
本
資
本
主
義
の
成
立
と
低
賃
金
甚
盤
の
形
夜

七

三(

五
.四1}



す
で
に
の
ベ
た
よ
う
に
、
日
清
^

^
後

の
産
業
資
本
の

確

立

過

程

で

；、

-1
家
計
補
助
.

」

：的
假
賃
金
に
も
と
づ
く
高
い
搾
取
率
に
よ
っ
て
急
テ
ン
ポ 

な

資

本

蓄

積

が

強

行

ざ

れ

た

結

果

、
労
働
力
不
足
現
象
を
'と
も
な
い
な
が
ら
、

■.:
独
特
な
形
態
で
^

:
的
過
剰
人
口
が
形
f

pt
た
。
と
こ
ろ
が
こ 

の
相
対
的
過
剰
人
口
が
、
逆
に
、
急
テ
ン
ポ
な
資
本
蓄
稹
を
強
行
し
う

る

.よ
う
な
、
：高
い
搏
取
率
を
資

本

家

に

保

障

す

る

独

特

な

低

賃

金

構

造

の
 

生
成
を
促
進
し
た
0
で
：あ
る
。

..窮

迫

農

家

の
娘
や一

一•

三
男
が「
家」

の
労
働
組
織
：に
し
ば
ら
れ
な
が
ら
そ
の
.

労
働
カ
を
売
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
.

い
う
事
情
が
、
日
清
陇 

争
前
の
い
わ
ゆ
る
本
源
的
蓄
積
期
と
同
じ
よ
う
に
、
い
な
.、
む
し
ろ「

層
は
げ
し
.い
労
働
力
不
足
現
象
を
も
た
ら
す
原
因
と
な
っ
た
こ
と
は
、
す 

で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
も
ご
の
同
じ
事
情
は
、
第
四
表
•

第
五
表
の
よ
う
に
、
農
民
家
族
が
貧
困
の
た
め
に
教
育
程
度
の
低
い
ま 

ま
で
賃
労
働
者
と
し
て
働
か
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
し
、
そ
れ
ゆ
え
、.
職
業
技
術
教
育
を
受
け
に
くV

し
て
い
た
。
.
そ

し

て

こ

の

こ

と
は
、

臂
業 

技
術
教
育
制
度
そ
の
も
の
が
未
発
達
で
あ
っ
た
こ
_

と
と
あ
い
.

ま
.0
.

て
、.

と
く
.■

に
熟
練
労
働
力
の
不
足
現
象
を
強
め
た
。
こ
の
よ
う
な
労
働
力
不
足 

.

現
象
は
、
労
働
移
動
、
即
ち
、
具
体
的
に
は
、
職
エ
が
少
し
で
も
高
1'
:

賃
金
を
求
め
て
他
エ
場
へ
移
っ
た
り
、

.

他
工
場
か
ら
職
工
が
引
抜
か
れ
た 

り
す
る
よ
う
な
事
態
を
：ひ
き
お
こ
し
た
。

そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
労
働
移
動
を
防
止
す
る
た
め
.に
、民
営
大
エ
場
も
賃
金
を
高
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
日
清
戦
争
前
に
み
ら
れ 

た
官
営
工
場
と
民
営
大
工
場
と
の
賃
金
格
差
が
殆
ん
ど
な
く
な
っ.

た
。，
た
と
.え
ば
、
.す

で

に

第

一

表

で

示

し

た

よ

う

に

、

明

治

—-
八
部
に
よ
官
営 

の
東
京
砲
兵
工
廠
の
男
子
平
均
賃
金
一
.：日
五
ニ
銭
、
横

須

賀

造

船

所

三

一

銭

.に
対
しV

民

営

工

場

(

製
糸
、
鉄
工
、
ガ
ラ
ス
、
造
船
、
，
•
マ

ッ
チ
、
食
料 

品
の
諸
工
場)

の
平
均
が
一
七
銭
三
厘
で
あ
っ
た
が
、
明
治1

ニ
三
年
に
は
、
.官
営
造
船
：エ
場
五
0
截
に
対
し
'て
民
営
造
船
エ
'場
六
ー
.
.銭
、

官
営 

印
刷
出
版
工
場
三
六
銭
に
対
し
て
民
営
印
刷
出
版
工
場
三
九
銭
、
官
営
鉄
道
車
輛
工
場
六
ニ
銭
に
対
し
.て
民
営
機
械
工
場
五
七
銭
、
官
営
火
薬

• ,第四表労働者の教育程度.（明治30年)

教 育 痗 度 .男 丨 女 . 計  '
• 無 教 育 の も の 1,327 4,653 ： 5,980
少 し 教 育 を う け た 着 2,509 5,262 、 7,771
尋 常 小 学 校 卒 業 者 1,042 887 1,925

5J. : •n1. : 4 , 8 7 8 10, 802 15, 680

横山源三郎「日本の下層階級」岩波文庫版 1 8 0頁。

第五表兰菱造船所職工 • 徒弟の教育制度(明治36年)

..... 無教育のも0 僅少の教育あ 
るもの

尋常小学校卒 
■業程度办もの

高等小学卒業 
程度のもの 合 計

人 : : : 員 : 862 1,738 um 520 5,118

百 . 分 比 16, 80 34.00 39.08 10.16 100.0

日
本
資
本
主
義
.

の
成
立
と
低
賃
金
蓝
盤
の
形
成
.

.工
場
三
七
銭
に
対
し
て
：民
営
発
火
物
工
場
.

1

一
八
銭
、.
陸
軍
中

央

糧

秣

廠

五

六

銭

：に

.対

し

.て 

民
営
飲
食
物
工
場
三
.四
銭
五
厘
と
な
っ
てM

り
、
賃
金
格
差
が
：縮
小
し
た
だ
け
で
な
く
、

:
か
え
っ
て
民
営
エ
場
の
.ほ
う
'か
：高
い
業
種
も
.み
ら
：れ
る
：よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
こ
の
よ 

.う
な
民
営
エ
塲'の

平

均

賃
金
が
相
対
的
5
筒
く
な:0
た
.の
は
、
：
大

工

場

の

平

均

賃

金

.が

相 

.対
的
に
高
く
な
っ
た
.か
ら
で
あ
り
、，大
工
場
の
平
均
賃
金
が
相
対
的
に
高
く
な
っ
た
の
は
、
 

資
本
.家
が
官
営H

場
に
は
ま
れ
な
、
' 従
来
ど
お
り
の
日
雇
人
足
な
：み
の
■.低
賃
金
を
•土

合

と 

u
な
が
ら
、
熟
練
労
働
者
の
賃
金
を
高
め
て
企
業
内
賃
金
格
差
を
拡
大
し
て
資
本
の
専
制
支 

，配
：の
.体
希
を
確
立
し
た
.結
果
に
.ほ
か
な
ら
.な
い
。
と

の

..こ

と

は

第

六

表

を

み

れ

、は
明
ら
か
ゝ

で
あ
る0

. 

「

.

■

.

 

..'
■.
 

.

.ン

、
.

:

そ
れ
ゆ
え
大
エ
.場

に

お

け

る

賃

金

が

相

対

的

：に
高
め
ら
れ
た
こ
と
は
、

決
も
.て
労
働
者
に 

対
す
る
搾
取
率
が
相
対
的
に
低
め
ら
れ
た
と
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
搾
取 

率
が
高
め
ら
れ
た
：こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
大
工
.場
の
賃
金
が
高
め
ら
れ
た 

の
は
、
.
.資
本
家
が
勞
働
移
動
を
：防
止
す
る
た
め
だ
け
で
'な
く
、
む
し
：ろ
搾
取
率
を
高
め
る
た 

め
：に
熱
練
労
働
者
の
..賃
金
収
入
を
増
就
じ
た
結
果
.に
ほ
か
な
ら
な
い
.か
ら
で
あ
る
。
，そ
し
：て 

そ
の
重
|

§
^

手
段
と
な
.っ
た
の
は
、|.
-請
負
給
.
出
来
高
払
«
と
#
給
制
度
ど
，で
あ
っ
た
。，
 

'
免
ず
、
：雲

給

、
出
来
高
&
制
^
っ
VV
:で
^
れ
ば
公
0;
.
*
^
#
後
日
瞼
；
.定
頟
払
制
.が
ら

‘ -
.

:

'
.
.
. 

.

，■.
.
.
.
•
'
•
•
•
.
•
'
•
.

入
.
.
.
.
.
.

.

.

.
:
- 

.

-
 

- 

- 

; 

. 

.

.

.

.

.

.

.

請
負
給
•
.出

来

高

払

制
べ
移
行
す
.る

傾

向

が

強

ま

っ
た
こ
と
に
つ
い 

'て
.は
、
' 横
04

源
之
助 

『

日
本
の
卞
層
階
級』

へ
や『

II
'
土
事
情』

‘
に
.指

摘

さ

れ

て

い

る
と
お
り
で
あ
る
。.
し
か
も
そ

' 

: 

七

五
§

0
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cy>coco
i~ i | » | f

m to a> o  ,ド h  co to oo Icn くi ay oo -o * cn 办 to co I

1

0

_
汫
譁 

1
0

〜
15 

1
5

 

〜
2
0 

2
0

 

〜
3
0

 

30..〜
，'.40. 

4
°

〜
50. 

5
0

 

〜
60 

6
0

 

〜

00
0 

8
0

〜

1
3

r
i
±

■

''It

31

'.
'
•

7
0

 

2
6
8

 

'711 

1,

0 

:
i

1
,
1
4
5

3
4
5

1
7
6

4
,
900
2

0
,cr
>
2

;L 4
0

 
5
r 

3
8

 

.
1
4
.
2
7

 

■
:̂15 

:
19..7S 

22. 9
8

 

6.9s. 

3. 5
4

l
o
o
.
o

CO4̂co to cn ooH AO o  cn o>

7
.2

0

1
9
,
9
5

 

■
3S6 

2
0
.
8
9

 

1
3
,
7
9

.

15 

'' 

;

l 

2
3
4

 g
2 

H
1
3
1

 

1
,
7
6
6

 

1
,
6
1
0

 

l
,
i

 

5
0
6

 

4
2
3

一

00
CO
2
1

cn a> oa co ob o  to v-*
O 00 O CO ^  CO d> CO Oi^  <P co 办 o  れ o  a> H n

.1424.1
7
0

2
1
5

 

2
3
6

 

6
0

 

22 

i

O

七

六
:(

五
：四.四)

m
外

m

H3
.'
#

;

H

:
'

猶

tra}

臃

rn
_

m

.

.

m

A

辫

％

&

時
菊
曄
彭
掃
.

'欲

m

n>

球!

>

烤

於

ml
l

l

m線：霞

M

8
 

縮
：

E

雜

*

鑛

0
H
0
i

i

H

翁

H s
l

:

^

 

?

s

 

w

^

o

 

^

 

:

:

.

:

:

.

,

■

.

ん
.

丨

れ
は
，「

人
足
日
傭
取
の
上
に
も
大
工
、
左
官
、，
木
挽
の
如
き
旧
来
よ
り
年
す
る
職
人
の
上
：に
も
若
し
<.

は
：…

.
•鉄
工
.場
燐
寸
工
場
に
於
て
も
日

給
賃
銭
よ
り
受
負
賃
銭
に
移
る
傾
向
あ
る
如
し」

と
：横
山
'に
よ
0
.
.
て
指
摘
さ
れ
て
い
.る
よ
ぅ
.に
ノ
旧
：職
人
、

熟

練

労

働

者

、

不
熟
練
労
動
者
、
重

-
-■ 

.

工
業
、
軽
工
業
男
女
労
働
者
を
通
じ
て

.み
ら
れ
る
か
な
り1;

般

的

な

傾

向

：で
.あ
.っ
た
。
た
だ
当
時
め
請
負
給
.
出
来
高
払P

こ
は
"
す
で
に
、
ロ

.

• 

♦ 

. 

''

1
ヮ
ン
il
增
带
を
研
究
し
採
用
し
て
い
た
吳
海
軍
工
廠
や
八
幡
製
鉄
、

ハ
ル
セー
割
增
制
を
研
究
ぃ
し
採
用
し
.て
，い
た
.三
.菱
長
崎
；造
船
の
'よ
ぅ

に

、
 

.欧
米
の
資
本
家
的
に
洗
練
さ
れ
た
能
率
賃
金
に
近
づ
け
：ら
れ
よ
5
と
し
て
い
.る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
た
い
て
い
単
価
が
確
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め 

に
た
え
ず
変
動
し
、
.そ
の
上
‘
賞
与
制
、
罰
金
制
が
件
加
さ
れ
て
、'
き
.わ
め
..て
欺
瞒
的
：に
連
用
さ
れ
て
い
る
.も
の
が
多
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
請

負
給

•
出
来
高
払
制
は
"
横
山
が
指
摘
し
て
い
る
.よ
う
に
、
労
働
者
を
J
Z1
時
間
以
上
、

一
セ
'
八
時
間
に
%
お
よ
ぶ
長
時
間
労
li
、
強
度
の
高 

い
労
働
に
.か
り
た
て
、
そ
の
た
め
に
欠
勤
や
粗
製
乱
造
を
增
加
さ
せ
た
ほ
ど
.で
あ
へ
っ
^

0
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
、：

労
働
者
の
賃
金
収
入
の
增
加
と 

温
情
主
義
助
運
用
に
よ
：
っ
て
熟
練
労
働
者
を
企
業
に
し

..ば

り
.つ
け
て.労
働
：移
動.を
防
：止
す
る
効
果
を
も
、
：あ
げ
る
こ
'と
が
.で
き
た
。
し
か
し
、
出 

来
高
払
制
は
、
横
山
が
、
棟
梁
と
職
人
の
関
係
で
も
、
親
分
子
分
関
係
を
'消
滅
さ
せ>

金
銭
的
関
係
に
変
M
た)

、
と
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
い
か 

に

温

情

主

義

的

に
運
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、

や
，は
り
、
自

分

.の
所
得
を
塯
大
さ
せ
.よ
う
と
い
う
個
人
主
義
を
助
長
し
た
の
で

.、

労
働
者
を
企
業
に 

し
ば
り
つ
け
て
労
働
移
動
を
.防
止
.す
る
.こ
と
は
必
ず
し
も
適
当
な
方
法
で
は
な
が
づ
た
。
む
し
ろ
そ
の
た
め
に
適
当
な
方
法
と
し
て
広
く
採
用
さ 

れ
は
じ
め
た
の
は
、
昇
篇
度
で
あ
っ
た
.:
0

'

■

*

当
時
の
昇
給
制
度
は
、
労
働
者
の
退
職
、
死
：亡
、
解
雇
に
よ
っ
て
生
じ
た
余
剰
金
額
で
、
年
二
回
ぐ
ら
い
、
選
ば
れ
た
労
働
者
の
賃
金
を
少
し 

ず
つ
ふ
や
し
て
ゆ
く
も
の
で
、
選
ぶ
■
準
は
、「

勤
怠」

.「

成

績」
「

八
ゑ
_へ
の
貢
献
1_
な
.ど
で
1
-'
0

た
。‘：
そ
れ
は
、
ま
た
情
実
に
よ
っ
て
温
情
主 

義
的
に
運
用
さ
れ
、
支
払
賃
金
総
額
を
増
加
さ
せ
ず
に
、
特
定
■の
労
働
者
を
企
業
に
し
ば
り
つ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
女
子
労 

働
者
の
初
任
給
は
、「

家
計
補
助」

的
低
賃
金
で
あ
り
、
：
' 男
子
労
働
者
の
初
任
給
も
、
見
習
期
間
中
の「

小
遣
銭」

的
低
賃
金
'に
も
と
づ
い
て
、見 

習
期
間
を
終
え
た
.時
に
、
そ
れ
が
急
に
引
上
げ
ら
れ
る
.に
せ
よ
、
や
は
り
家
族
'の
生
活
を
支
え
ら
れ
な
い
よ
.う
な
低
賃
金
だ
の
.
で

、

選

.
ば

れ

て

何
 

度
か
昇
給
を
.つ
づ
け
て
生
活
が
楽
に
な
る
も
の
が
あ
ら
た
：と
し
て
も
、'
そ
れ
は
数
え
る
ほ
ど
.し
か
な
：か
0
た
。：
そ
れ
ゆ
え
昇
給
制
度
も
、
低
賃
金 

で
^
衝
者
を「

成
績
.

」

. 

'
そ
.の
£
,の
た
..め
^
過
度
労
働
に
.か
り
.た
.て
.て
.、
捧
取
率
を
高
め
る
，た

.

.め

.

.に
利
用
さ
れ
.：た
.の
で
.あ
り
、
労
働
移
動
，を
防
止
す 

る
に
は
そ
れ
ほ
ど
役
立
た
な
か
っ
た
。.
と
い
う
の
は
、：

労
働
者
.の
中
に
ほ
、
.低
賃
金
：と
'過
度
労
働
.に
た
.え
ら
れ
な
.い
で
.、
わ
ず
か
な
昇
給
や
、
各 

截
の
勤
続
奨
励
金
に
も
期
待
せ
ず
、「

貯
金J

「

保

証

金」
「

信

認

金」

な

ど

と

い;.
.
5名
の
も
と
に
足
留
金
.と
1;
-
て
積
立
て
ら
れ
た
大
金
.を
も
捨
て

て
、'
よ
り
高
い
賃
金
を
求
；め
て
、

「

他
が
エ
場
へ
移
動
し
.て
い
く
者
が
少
な
く
な
：か
0
'
4か
ら
.で
_

&

?广

；
'

.,
■

.

 

-

 

....

* 

■

.

.

こ
の
よ
う
に
み
て
く
'

る
と
：、
'

大
.T
:

:

場
に
お
け
る
賛
金
が
相
対
的
に
高
め
ら
れ
た
の
は
、.
講
負
給
.

出
来
高
払
制
や
昇
給
制
度
に
よ
0

て
、'
大
工
. 

日
本
資
本
主
義
.

の
成
立
.

と
低
賃
金
菡
盤
の
形
成.

：

'

.
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場
ほ
、ず
可
変
資
本
を
よ
り
多
く
投
下
し
て
：賃
金
収
入
を
增
大
さ
.せ
る
こ
と
ー
に
よ
っH

.

労
聲
を
刺
激
心
.：て
|¥
取

率

を

高

め

よ

う

と

し

た

か

ら

で

あ 

り
、
労
働
移
動
防
止
の
た
め
の
賃
金
増
大
も
こ
の
搾
取
率
を
.高
め
る
と
い
.う
目
的
を
達
成
す
る
か
^
り
に
お
ぃ
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
:0
.
 
.

V

•;..'
,

た
^
大
工
場
.：七
小H

場
と
.

9

賃
金
格
差
に
は
業
種
が
同
，じ
ば
あ
い
に
：は
限
.界
が
あ
っ
，
た
。
，
と
い
う
の
は
、
資
本
家
が
搾
取
率
を
高
め
よ
う
と
す 

る
か
ぎ
り
、
技
術
的
に
お
く
れ
た
小
工
場
は
大
工
場
よ
り
も
賃
金
.'
労
働
条
件
を
引
下
げ
て
競
争
し
よ
う
と
す
.る
だ
め
に
、
大
工
場
は
、
た
と
え 

労
働
移
動
に
対
拠
す
る
に
せ
よ
’
競
争
上
、
労
働
者
0
収
入
.を
あ
ま
り
増
加
さ
せ
る
と
と
.が
出
来
な
い
.か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
小
工
場
も
、
労
働 

移
動
に
対
処
で
き
る
_だ
.け
労
働
者
の
賃
金
収
入
の
増
加
を
：は
，か
ら
ざ

.る
を
え
な
い
か
ら
.で
あ
る
。.
と
こ
ろ
が
賃
金
格
差
は
、
業
種
が
異
な
っ
て
い 

て
、
小
エ
場
の
多
い
_業
種
.と
太
エ
場
.の
多
い
業
種
.
.と
の
間
で
あ
ま
り
競
争
が
な
い
場
含
の
ほ
う
が
.、
大
含
く
な
っ
て
い
た
。：
し
か
も
そ
れ
は
、
同 

じ

労

働

力

不

足

現

象

と

，い
っ
て
も
、

.そ
れ
が
、
不
熟
労
働
力
ま
.た
は
.伝
統
的
な
手
工
業
的
熟
練
労
働
力
を
多
く
必
要
と
す
る
マ
ニ 

H

フ
ァ
.ク
チ 

CU
ァ
' 
小
工
場
.の
多
い
業
猶
よ
り
も
、'
'近
代
的
技
能
を
身
に
つ
け
た
熟
練
労
働
力
を
多
く
必
要
と
す
る
機
械
制
大
工
場
の
多
.い
業
種
の
方
が
は
な 

は

だ

し

，か

づ

た

こ

と

^

よ
っ
て」

層
拡
大
さ
れ
た
。
ま
た
、.
マ
二
ュ 

'フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
、
小
エ
瘍
の
多
い
業
種
は
、
も
と
も
と
低
賃
金
に
依
存
し
て 

他
国
の
同
一
業
種
と
の
競
争
に
打
勝
っ
て
存
続
し
、

そ
こ
で
輸
出
産
業
と
し
て
発
展
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
..
こ
の
よ
う
な
業
種
で 

は
”
相
対
的
過
剰
人
口
を
極
端
な
低
賃
金
労
働
者
と
し
て
、
.停
滞
的
形
態
で
直
接
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
.あ
く
ま
で
€
賃
金
を
維
持
せ
ざ
る 

を
得
な
か
づ
た
。
だ
.か
ら
こ
の
よ
う
な
業
種
と
他
.の
.業
種
と
の
賃
金
格
差
が
そ
れ
だ
け
大
き
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
.い
こ
と
は
、
い
：う
ま
で
も
な
か 

ろ
う
。
こ
の
例
は
、'
.マ
ッ
.チ
製
造
業
に
*:
#
典
型
的
ね
.み
ら
れ
、：他
’の
.
务

べ

ぃ

の

業

種

に

：
っ

ぃ

て

.

:%
、
ー 第
七
表
の
業
種
別
職
工
賃
金
の
統
計
を
み
れ 

ば
推
測
さ
れ
う
：る
。
け
れ
ど
も
-
の
統
計
で
、：
各
業
種
と
.%
女
-!
1
:の
賃
金
は
同
じ
よ
う
に
：低
く
、
男
工
'の
.賃
金
も
最
低
は
、業
種
に
か
か
わ
ら
ず
、
 

女

：エ
：と
同
じ
よ
う
に
低
く
て
、

近
代
的
技
能
を
身
に
つ
け
た
熟

練

労

働

を

必

要

と

す

る

業

種

め

方

が

か

え

っ

て

最

低

の

賃

金

は

.低
ぐ
な
っ
て
い
る 

こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
.い
う
ま
で
も
な
く
、'
業
種
や
企
_
規
模
に
か
か
.わ
ら
ず
、
.
独

特

な

潜

在

的

過

剰

人

ロ

で

ぁ

る

窮

迫

農

第 七 表 m京府下業種別職工货金（一日当り）

• * 男 X V 女 X

最 商 1 最 低 平 均 最 高 最 低 平 均

糸カ m H 銭 

1.10
P J 銭 

! .12
n 銭

.40
n 銭

.50
n 銭

. 9
： P]. 銭 ' . 21

生 糸 ： .90 ; . 5 .27 .70 • 5 1 ,24
印 刷 1.93 i . 7 • 44 .83 . 7 I .24
鉄 ェ 1.60 . 8 .52 ,40 .12 .20
機 械 1 .54 .12 .53 . 2 3 .15 .20
造 船 1.65 ■10 ' .64 ―: - ― ―*
時 計 2 .80 .15 .52 .50 ‘ .11 .24
粉 砕 .50 .22 .38 .23 .20 .21
糸くず精製 . 5 5 . 3 5 . 45 .25 .15 .18
製 本 .80 .15 .36 .28 .15 .16
マ . ツ チ . 5 0 .15 • 3 3 .29 ,.15 | . 2 2

「労働統g丨調密報 j 第 9 卷第 9 号。

家

の

娘

や

ニ

 

•

三

男

の

「

家

計

補

助

」

的

、

「

ロ

べ

ら

し

」

的

低

賃

金

労

働

力

、

あ

る

い

は

停

滞

的

過

剰

人

口

で

あ

る

'
大

都

市

ス

.ラ

ム

の

貧

民

家
 

族

の

「

家

削

補

助

」

的

、

T

ロ

べ

ら

し

j

的

低

賃

金

労

働

力

'を

：資

本

家

が

不

熟

練

労

働

力

.あ

る

い

は

未

熟

練

労

働

力

.(
見

習

職

.エ

)

' ^
1

て

利

用

- L

.
て

い

た

.
-か

ら

■
で

.あ

る

V
°
:
 

:

i
 

'ノ

 

'.へ

ま

た

、

各

業

種

の

職

工

賃

金

の

最

高

は

、

;

大

き

な

男

女

差

を

示

し

て

お

り

，

；男

に

対

.1

.

:て

.
女

は

.ニ

分

9

—*
^

 

(

機

械

工

場

の
 

「

均

^

21
24
24
.2
0

20
.

|

24
21
18
1 6
22
ば

あ

い

)

に

ま

で

お

.よ

ん

：で

い

る

こ

.と

■も

見

落

さ

れ

て

は

.

.な

ら

な

い

。

も

と

も

と

女

子

 

H

l¥
z

_

i

 

'

 

，.
の

賃

金

は

ノ

家

父

長

的

な

ー

家

卜

の

労

働

組

織

に

し

ば

ら

れ

た

へ

し

か

本

男

よ

ゃ

地

位

)

.

.
低

%

 

5
 

7

.-
1

2

.1
5

i

.1
1

.2
0

.1
5

.1
5

.1
5

の

低

い

「

家

計

の

補

い

手

j

に

支

払

わ

れ

る

も

の

と

し

v

と

く

に

低

か

っ

た

が

、
「

家

：」

り
. 

一.農
：

'
:
.
. 

*

当

'ス

——

^

^

r

^

I

_

I_

I

I

I
が
m
度
上
民
法
で
残
さ
れ
た
上
.に
、.
熟
練
男
子
労
働
者
が
よ
ぅ
や
く
都
市
に
定
着
し
て 

-B
i
 

高
;|
50
70
83
.40
:23
—
50
23
'
'
.25
28
29
. 

' , 

r
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'
.
:
. 

、

t

H

.

.

.

.

.

.
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V
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. 

. 

. 
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ー

夫

ー

婦

制

単

婚

家

族

を

形

成

す

る

.よ

ラ

.に

な

.
つ

た

結

果

、

昇

給

制

度

な

ど

.で

.

「

家

族

金

.

.

.

.
>

' 

. 

I 

' 
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• 

.

.

.

. 

I 

\ 

, 
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貨

I
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^

^

0 

7

- 

4
 

2

- 

3
 

.

4 

2

-

8 

5
 

5
 

3

-

.

の

養

い

手

」

.
と

し

て

い

ま

ま

で

よ

り

は

賃

金

を

高

め

ら

れ

ざ

る

を

え

な

く

な

っ

た

。

と
 

帳

' 

エ

平

：

1

.

. 

• 

:

•

•

•

 

こ̂

ろ

が

か

れ

ら

も

.や

は

り

家

族

を

養

う

に

足

り

る

賃

金

を

支

.払

わ

れ

'
な

か

'

っ

た

た

.め 

|

* :
.低

は

*1
2

5

. 7
8

. 1
2

.1
0

.1
5

.2
2

,

. 3
5

.1
5

.1
5

I
.

に

、

そ

の

妻

が

「

家

内

.奴

課

」

と

し

.
て

家

事

勞

働

を

負

担

し

.な

が

ら

「

家

計

の

補

い

.手

」

附

最

' 

丨

.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

.

.
•
一

 

■ 

'

第

：

と

し

て

そ

：の

勞

働

力

を

低

賃

金

で

売

ら

ざ

る

を

え

な

く

な

っ

て

き

た

.
0

こ

の

よ

ぅ

な

こ

孤
.：
デ

高

ね

^

^ 3
1.
6
01.5
4

1.
6
52.
8
0エ

8
:
'印

臟

と

が

、
：初
任
給
だ
げ
！

く
、

'

.と

が

f

l

ぃ
て
男
^
^
^

^

 

-

-

-

-

-
1

-

-

-

-

-

-
1

-

~

^

^

-

-

-

-

—

-

-

-

-

-

-
I

I

 

高

に

お

け

る

男

女

差

を

大

き

く

す

る

条

件

と

な

っ

た

の

で

あ

る

。

そ

ぅ

し

て

こ

の

よ

ぅ

第

：

. ,
ベ

續

.糸

刷

エ

械

船

計

#

:

讓

本

チ

.

|

に

農

村

だ

け

で

な

ぐ

都

布

で

も

、

'
“

家

計

の

補

い

：手

」

と

し

て

女

子

労

働

力

の

供

給

が

'̂
:

:

紡
.生

：.

印

鉄

機

造
時

；粉

：

料
裂>

，

増
大
し
て
き
た
た
：め
に
、

'.

女
子
の
賃
金
：は
：こ
の
時
期
に
全
般
的
に
引
下
げ
ら
れ
る
傾
向 

. —

" :
■

•

.

―

n

―

' 

' 

一；： ―

I

.

，
を
示
し
た
。
だ
か
ら
賃
金
の
男
女
差
は
' 

一

層

拡

犬

さ

れ

た

，
の

で

あ

る

.。

.
,

.

日
本
資
本
主
義
の
成
立
と
低
賃
金
基
盤
：の
形
成

 

七
L

 

(

五
四
七

)

.



■■ ' • •
名目賃金指数 卸売物価指数 実質」筒金指数

明 治 3 3 年 100.0 100.0 100.0
3 4 年 100.7 97.5 103.0

. 35 年 、 104. 5 96.8 108. 0
3 6 年 106.6 102. 6 , 104.0
3 7 年 103.8 111.3 . 9 3 . 0

年 次
遺 工 業 男 子 m m 女 X 小売米価

鍛冶工 鋳造工 平 街 坐糸ェ 綿カ鑛ェ 平 均
(一升当 0)

明 治 3 3 年 48銭 47銭 48 20 20 20 16
3 5 年 52 54 53 20 20 20 17
3 7 年 55 51 53 21 17 19 18

第八表重工業男工と繊維女工の賃余の推移

農商務省「全国職業別賃金 (中等)」によ

第 九 表 全 国 I3 都市乎均賃金撙数

究J

価指数」に

計的研

卸売物

".

.

た
：と̂

ば
，
第
八
表
の
太
ぅ
に
、:;
'
:

重
.

エ
業
男
予
職
エ
0

:

平

均

賃

金-il
繊
維 

女
子
の
平
均
賃
金
：と
の
：格
差
は
；明
治
ー

#

ー
年
に<:.
ら
べ
：
て
坌 

契

し

た
.

ぼ
.

か
ゥ
で
な
く
、U
J

の
間
に
小
売
米
価
が
値
上
り
：し
た
の
に
繊
維 

女

：エ
：の
賛
金
だ
け
；は
か
え
っ
で
：引
下
げ
ら
れ
た
：
の
ー
で
あ
る

。

，

';
:

.

:

以
上
：
の
よ
ぅ
.

な
賃
金
：構
造
の
変
化
を
ふ
く
み
な
：が

ら

全

国

：一

三
都
市
平
均

賃
金
指
数
は
->
'

:

第
九
表
©.

よ
ぅ
に
、
、
明

治
三
三
年
を

1

0

〇
と
す
れ
ば
、
三

•

 
>»
 

.

 

.

七
年
に
.

は
：

1

o

i

T

八
％

と
名
目
的
に
は

.

や
や
上
昇
し
た
が
、
.卸
売
物
価
指

V

 

".
 

'-

 

.

数

ば

、
。
一
：

一
, 

一
•

三
：％

に
上
#

し
*:

こ
と
に
よ
づ
'

て
：か'え
づ
：
て
.実
質
賃
金
指 

数
は
九
三
に
低
下
し
た
.
。

.

：
.

：
'
 

.

.

.

以
王
の
よ
ぅ
に
産
業
資
本
の
確
立
過
程
で
低
賃
金
構
造
が
生
成
さ
れ
つ
つ 

あ
る
事
情
の
も
と
で
、〈

い
か
に
家
父
長
的
な「

家」

の
，一
負
と
し
て
、
ま
た 

没
落
農
民
と
し
て
、
労
働
者
が
低
い
生
活
要
求
と
生
活
慣
習
を
も
っ
て
自
分 

.

の
.労

働

力

を

低

賃

金

で

売

ら

ざ

る

を

え

な

；か

.

っ
た
■.と
'

し
て
もぐ
.
か
れ
ら
が
エ 

場
'、

鉱

山

に

集

ま

っ

て

#.
き

、

訓
練
さ
れ
、
結
合
さ
れ
て
階
級
と
：し
て
成
長

_

_

_

_

_

_

_

 

: 

す
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
生
活
要
求
、
.生
活
慣
習
を
高
め
て
い
か
ざ
る
を
え
な

か
.

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
日
清
戦
争
後
労
働
者
は
ま
す
ま
す
多
く
の
工
場
•

鉱
山
で
賃
上
げ
、
労
働
時
間
短
縮
を
要
求
し
て
ス
ト
ラ
ィ
キ
に
た
ち
あ
が 

り
は
じ
め
た
。
す
で
に
日
清
戦
争
前
に
も
、
甲
府
雨
宮
製
糸
の
女H

の
ス
ト
ラ
ィ
キ
、■
高
島
炭
鉱
の
鉱
夫
の
暴
動
、：
太
阪
の
天
満
紡
績
の
女
工
の

市平均賃金指数お

三宅喜ニ郎氏：「我国に於ける賃金及び物価 

商工省調査「全国 13都

サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
な
ど
が
起
こ
り
、
大
井
憲
太
郎
ら
の「

東
洋
自
由
党」

に
よ
つ
て
労
働
者
保
護
法
要
求
運
動
も
お
こ
さ
れ
た
が
、
労
働
争
議
は
、

賃
下
げ
、労
働
時
間
延
長
反
対
、監
督
者
排
斥
が
多
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
戦
争
後
、
と
く
に
明
治
三
〇
年
以
後
は
、
賃
上
げ
、
労
働
時
間
短
縮
^'
要 

'.

求
す
る
争
議
が
多
く
な
り
、

労
働
組
合
が
結
成
さ
れ
は
じ
め
た
。

明
治
三
0
/ヰ
に「

職
工
義
勇
会」

が
設
立
さ
れ
て
労
働
組
合
結
成
を
宣
伝
し
、
 

つ
い
で「

労
働
組
合
期
成
会」

が
高
野
房
太
郎
、
片
山
潜
ら
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
て
、
.そ
の
指
導
の
も
と
に「

鉄
工
組
合」
が
横
断
的
組
織
と
し
. 

て
つ
く
ら
れ
、
日
本
鉄
道
会
社
の
機
関
方
の
ス
ト
ラ
'ィ
キ
後
、「

日
本
鉄
道
矯
正
会」

が
つ
く
ら
れ
た
。
.ま
た
、

統
計
に
示
さ
れ
た
争
議
件
数
お 

よ
び
参
加
人
員
も
、
明
治
兰
〇
年
下
半
期
だ
げ
で
三
ニ
件
、
三
、
五
一
七
人
、
明
治11 
一.

f

年
^
は
四
五
件
、
六
.、
ニ
九
兰
人
に
も
の
ぼ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
労
働
者
の
階
級
的
成
長
は
、
多
く
の
労
働
者
が
出
身
農
家
と
の
結
び
つ
き
を
た
ち
き
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
少
な
か
ら
ず
さ
ま
た 

げ
ら
れ
て
い
た
反
面
、
逆
に
農
民
に
影
響
を
与
え
て
そ
の
階
級
的
成
長
、
.生
活
要
求
の
高
ま
り
を
促
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
足
尾
鉱
毒
事
件
に
示
さ
れ 

る
農
民
闘
争
、
お
よ
び
小
作
争
議
が
発
展
し
、
被
差
別
部
落
民
の
組
織
も
芽
ば
え
.て
き
た
。
そ
う
し
て「

社
会
主
義
研
究
会」

ス
後
に「

社
会
主
義 

協
会」)

が
結
成
さ
れ
、「

普
通
選
举
期
成
同
盟J

が
つ
く
^
,れ
、

さ
ら
に
明
治

一一

一
四
年
.に
は
日
本
最
初
の
社
会
主
義
政
党「

日
本
社
会
民
主
党」

が 

結
成
さ
れ
た
。
 

く 

.

し
か
し
天
皇
制
政
府
は
弾
庄
に
弾
庄
を
重
ね
て
明
治
三
三
年
に
は
治
安
警
察
法
を
制
定
し
た
。'
そ
れ
ゆ
え
、
よ
う
や
く
芽
ば
え
た
ば
か
り
の
労 

働

運
動

お

よ

び

農

民

運

動

.は

、
ま
だ
太

衆

的

匕

強

化

さ

れ
T
い
な
か
っ
た
の
で
、
弾
圧
に
よ
っ
て
*

3 1

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
事
実
、
豸
®
争 

議
件
数
は
明
治
三1

一
年
以
後
三
八
年
：ま
で
減
少
顧
を
示
し
、
.
.

「

日
本
社
会
民
主
党」

も
：即
日
結
社
を
禁
止
さ
れ
て
政
治
活
動
を
開
始
し
え
な
か

.つ

.た 

0 

ゾ

.....

以
±
の
.よ
う
に
し
て
天
皇
制
政
府
は
低
賃
金
構
造
.の
生
成
と
寄
生
地
主
制
の
拡
大
を
促
進
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
国
内
市
場
：が
相
対
的
に
せ
ま
く
な 

り
、
米

•
'綿

•
砂
糖
な
ど
.の
食
料v

原
料
坐
産
が
：お
.く
れ
て
、
.そ
れ
だ
け
よ
け
い
に
原
料
を
輸
入
に
依
存
乙
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
輸 

A
を
一
詹
増
太
さ
せ
：な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
：だ
。

だ
か
ら
：こ
そ
、
：日
本
資
本
主
義
が
，ま
だ
確
立
し
た

ぼ
：；!

り
：で
，‘紡
績
業
を
は
じ
め
と
す
る
個 

:々
の
産
業
部
門
に
初
期
独
占
が
成
立
し
、；"

1
蓄
積
強
化
の
：た
め
に
：銀
行
が

.產

業

と
0

_合
を
皁
熟
的
.
に
：
深

：
め

た

だ

け

：
で
，
あ

る

の

に

、

「

財

闕」 

日
本
資
本
主
義
の
成
立
と
低
賃
金
莶
盤
の
形
成
べ
.、
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U
资
本
家
ば
，.海
外
市
場
と
、.
資
源
の
独
占
を
ね
ら.：っ.
て
清
国
に
対
す
る
：要
求
を
強
め
、
：欧
米
帝
国
主
義
列
強
の
清
国
侵
略
の
一
翼
に

如

わ

っ

だ

の
で
あ
る
。
義
和
団
鎮
圧
に
日
ホ¥

が
参
加
.し
_た
こ
と
は
、
この
と
'と
f

7 K
-

b

て
お
り
、
日
本
が
ま

だ
.
独
占
体
の
確
立
し
：た
帝
国
主
義国
と
な
っ

て
.い
：な
か
づ：.

た
弱
さ
を
、
て
天
皇
制
軍
部
と
い
う;'
'「

軍
事
的
勢
力
の
独
占」

.ど

.

.

「

■
中
国
を
_

す
る
敗
理
的
使
宜
の：独
在」

に
よ

っ
.て
お
ぎ
な
っ
た

こ
と
私
証
明
し
た
。
；
し
か
：も
な
お
外
国
の
援
助
な
し
に
い
か
な
る
財
政
カ
も
軍
事
カ
も
も
：ち
え
：な
が
づ
；：た
め

.

.で
、
：#
国
を
ね
ら
う
列
強
の
う
ち
ィ

,

ギ
リ
ス
と
：の
間
に
日
英
同
盟
を
結
ん
で
つ
い
に
帝
政
.
ロ
シ
ア
と
：戦
争
を
開
始
し
た
：の
で
あ
る
。
こ

.

の
日
露
戦
争
は
、
幸
徳
秋
水
、
堺
利
彦
、
内
村

鑑
1
1
ー

ら

の

反

戦

運

動

を

弾

氐

し

：
、

.

.国
民
の
な
.が
に
：あ
る
反
戦.
：厭
戦
気
分.を
も
無
视
し
て
：

一
七
億
円
の
戦
費
、
そ
の
う
ち
八
億
も
莱
米
の
援
助

に
よ

.
？
て
強
行
さ
れ
パ
よ
う
や
く
日.
本
が
勝
利
し
た
帝
_
主
義
戦
争
で
あ

っ

.た
。
そ
して
と
.の
日
露
戦
争
と

.
そ
は
日
本
の
低
賃
金
搆
.造
を

形
成

し
：、
日
本
独
占
資
本
主
義
を
独
特
な
形
態
で
.：つ
ぐ
り
お
げ
る
契
機
之
な
っ
た
の
で
あ
る
？

-

.

..
■

(

.
法
1)

'
明
治
三
三
年

「

ェ
，場
統
計
表

」
に
よ
る

。

■•
'
.

(

注

^

0.

横
山
源
之
助

「

日
本
の
下
層
社
会

」

岩
波
文
庫
版
、
ニ
三
六
：頁。
：

」

:
■/

.
'
:
'
■

(

注
3

)

前
勝
書
一
七
ニ
頁
、
：ー.ー
ー
九
頁
、
ニ

.

三
六
頁
。

.'
3

.
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注
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ノ
前
掲
書
ゼ
九
貧
。
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. 

'

(

注
5)

前
掲
書i

g七

頁
.0
;

'

'

第

'
,
一

イ

ン

タ

I

ナ
シ
ョ
ナ
ル
形
成
過
程
に

•か
ん
ず
る
：

I
.

考
察

,: 

一

•

、
 

.

.

. 

一
.
.

 

:
 

• 

- 

■

 

/ 

.

.

後
期
チ

f

丨
テ
ィ
ス
ト
，の役
割

.
—

_

'

飯

田

鼎

1
、
r

八
五
〇
年
に
お
け
石
社
会
主
義
運
動
■

.
 

‘
 

'

ニ
、
.ジ 

m

 

I

 

ンX-
と
ハ —

 

二
I
■

三

®

際
委
員
会
-

-

-

-
第
一
イ
ン
タ
I
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
先
駆
者
|

の
結̂

筆
者
は
す
で
に
一
八
四
八
年
の
舉
命
に
お
け
る
労
働
者
階
級
の
歴
史
的
從
割
%■
■

こ
の
ブ
ル
ジ
ョ
.ア
单
命
に
ょ
ぅ
て
、
も
っ
と
も
J

し
く 

そ
の
根
底
を
ゆ
り
動
か
さ
れ
た「

ョ
丨
ロ
ッ
パ
の一

一
一
大
文
圏

原
因
と
し
て
、
革
命
的
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー

ト

の
脅
威
に
た
い
.す

る

封

建

的

'
•
絶
対
主
義
勢
力
と
ブ

「

ル

ジ
ョ

ー

ア

階

^

と

の

觀

合

妥

協

の

勝

利

が

あ

げ

 

ら
れ
る
の
力
つ
ね
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
プ
ロ
レ
'タ
リ
ア
丨
ト
の
侧
に
お
げ
る
階
級
意
識
、
ィ
デ
オ
ロ
.

ギ
丨
お
ょ
び
、組
織
の
面
.で
の
主
体
的
な
脆
弱

性
な
い
し
未
成
熟
を
指
摘
し
な
い
な
ら
ば
.、
そ
4̂
は
正
し
い
藤
度
と
は
い
え̂

い̂

あ
ろ
ぅ
。

：

;-
’

':
ノ

:-
:
:
,
'

;

.

.

.

.

.

.

. 

•  

• 

.

.

.

一A
g

K

年
の
革
命
以
後
、

一
八
六g

l

年
の
国
際
労
働
者
協
会
、
い
.わ
^

る
第
.
一.
C

タ
丨
翁
ョ
チ
ル
の
蕾
ま
で
め
、十
数
年
は
”
革
命
に

第
一v

ジ
タ
-
ナ
シ
ョ
ナ
ル
形
成
過
程
に
か
ん
す
る
一
考
察
. 
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