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付
記——

本
稿
は
当
初
植
草
益
氏
と
の
共
同
執
筆
と
い
ぅ
形
を
予
矩
し
て
い
た
。
 

従
つ
て
そ
の
よ
ぅ
な
構
成
を
考
え
て
と
り
く
ん
セ
も
の
で
あ
る
が
、
種
々
の̂
 

.

偕
に
よ
り
筆
若
個
人
の(

見
え
書
き
と
い
う
こ
上
に

.

な
つ
て
し
ま
つ
た
。
敌
草
氏

か
ら
は
い
ろ
い
ろ
御
教
示
を
え
る
こ
と
が
で
ぎ
た
の

.

で
記
し
て
謝
.葸
と
し
た

.、
，(>
.
.
.

I
V 

, 

•

.

'

、:M
 

(

|

五
月
ニ
〇
日

_
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書

評

ソ

P,

著

：
.

'『

フ
ラ
ン
ス
農
業
史

』

.

. 

• 

-
-

渡

辺

國

廣

著
者
は
そ
の「

農
業
史J

の
第
四
卷
の
な
か
で
フ
ラ
ン

'

ス
を
取
上
げ
る
。
本 

稿
は
こ
の
部
分
の
紹
介
で
あ
：る
。
概
説
書
と
し
て
全
面
的
に
で
.き
る
も
の 

で
は
な
い
。
議
論
^
ま
た
わ
が
国
.の
問
題
意
識
か
ら
，離
れ
た
場
で
進
め
ら
れ
て 

お
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て「

般
に
親
し
み
に
く
い
こ
と
確
実
で
お
っ
た
.。
し
. 

か
し
私
個
人
に
つ
い
て
い
え
ば
、
か
な
り
参
考
に
な
っ
た
。
概
説
を
書
く
場
合 

に
ど
の
程
度
ま
で
内
容
を
盛
込
ん
だ
ら
い
い
の
か
。
フ
ラ
ン
ス
農
業
史
に
つ 

い
て
高
度
の
入
門
書
を
ま
と
め
た
い
と
願
つ
て
い
‘る
私
に
と
り
、
こ
の
問
囁
は 

最
大
の
関
心
奪
あ
る
わ
け
だ
が
、
.本
書
は
そ
の
判
断
^
必
要
な
一
つ
の
^
針 

と
な
つ
た
。
.

著
渚
は
冒
頭
'で
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
栽
培
作
物
の
多
様
性
に
驚
歎
す
る
。
、そ 

し
て
こ
れ
を
も
っ
ぱ
ら
土
質
の
複
雑
性
に
掃
す
る
の
で
あ
っ
た
。
著
者
が
農
業 

で
進
；^0

い
ぅ
1
、.
,'

土
質
に
澈
免
し
だ.佝

你
§

瞥
衝
ゼ
意
味
し
た'
 

.ぃ
0
0
 

. 

培
作
物
.の
多
様
化
，の
過
程.で
あ
.る|0
著
者
.は
実
に
そ
れ
を
追
ぅ'こ
と
.
で
農
業
史
.

: ;

書

評

 

•

.

を
考
え
る
の
で
あ
っ
た
。
休
閑
地
、に
飼
料
作
物
が
滲
透
す
る
過
程
は
農
業
進
歩 

の
最
重
要
な
局
而
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
て
著
者
も
ま
た

こ
の
経
遛
こ
I
対
し 

多
大
の
関
心
を
払
う
こ
と
に
な
っ
た
。
栽
培
作
物
の
取
捨
選
択
の
な
か
で
土
地 

.
利
用
に
合
理
性
を
貫
徹
し
ょ
う
と
す
る
時
、
社
会
^
!
階
層
の
利
害
の
複
雑
な
対 

.立
が
避
け
ら
れ
な
い
こ
.
.と
明
白
.
で
あ
■る
。
_

著
者
は
最
後
に
こ

の
間
の
辦
寬
に
つ 

い
て
も
言
及
し
、
革
命
の
混
乱
の
な
か
で
フ
ラ
ン
ス
農
村
の
諸
階
層
が
両
極
に 

分
解
、
対
立
が
単
純
化
さ
れ
た
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
っ
た
。

ニ
大
陣
営
に 

分
裂
し
た
時
、
葛
藤
は
土
地
を
め
ぐ
っ
て
ま
す
ま
す
深
刻
化
し
て
い
く
。

本
書
だ
が
、U

a
g
ric

u
ltu

re

 d
u

 X
F

JP

 

sik
le

 h  

IP fin

 

6 m

 X
F

JZ
f  

p
a
r  S

o
re

au,  E
.  

T
om

e  T
V

,1
9
5
3

 

の p
p
,
163-

2

009  

所
収
。

ニ

.
概
説
書
で
あ
れ
ば
、
内
容
に
深
く
立
入
る
必
要
を
感
じ
な
い
。
こ
こ
で
は

革 

命
後
の
混
乱
を
.扱
っ
た
部
分
.を
整
理
す
る
に
と
ど
め
る
？

著
者
は
こ

の
時
期
に 

:  
'農
村
で
両
極
分
化
が
確
定
し
た
.と
み
る
わ
け
だ
が
、
重
要
な
こ
と
は

か
く
結
論 

し
た
根
拠
に
あ
っ
た
。
議
論
の
運
び
に
独
特
の
も
の
が
あ
る
こ
と
に

注
意
す
ベ 

き
か
。

し
か
し
本
稿
で
特
別
こ
の
部
分
を
取
上
げ
た
理
曲
は
ほ
か
で
も
な
い
。
わ
が 

国
で
革
命
の
帰
趨
に
つ
い
て
満
足
な
理
解
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
認
識
か 

ら
で
あ
つ
た
。
土
地
.の
合
理
的
利
用
が
進
行
寸
る
過
程
で
生
活
の
場
を
追
わ
れ 

た
者
は
再
度
土
地
に
生
活
の
.本
拋
を
求
め
，て
唆
下
る
わ
け
だ
が
、
著
者
は
こ
の 

過
程
を
追
い
か
が
5;
彼
が
志
に
反
し
兔
働
者
だ
る
-'
と
に
安
住
0
場
を
見
出
す 

'
'ヒ
と
.に
な
.っ：た
と
結
論
す
る
の
.で
.あ
っ
た
.:
0' 

ニ

七

(

七
八一

)



公 年

背

景

革
命
で
.疋
倒
的
多
数
は
身
分
上
の
拘
束
の
_
ぬ
を 

願
ぅ
だ
け
で
あ
っ
た
。
所
有
財
産
に
対
す
る
共
同 

の
規
制
が
問
題
で
は
な
い
。

一
般
に
は
そ
れ
を
大 

し

て

苦

痛

と

感

じ

て

い

な

か

つ

た

の

..で

は

な

い

力

.

.

九
o
 

一
 

土
地
に
対
す
る
封
建
諸
規
制
が
解
消
し
て
い
く
な 

I

か
で
ー
般
は
逆
に
蜇
い
経
済
⑽
貞
担
を
背
負
ぅ
こ 

I

と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
買
戾
が
強
要
さ
れ
た
が 

ら

で

わ

ば

^

制
執
行
を
挺
子
に
.封
建
体
制
‘は 

.

.■
■

解
体
を
続
け
た
の
で
あ
っ
た
0
し
か
し
現
実
は
思 

い
の
通
り
運
ば
な
い
。
買
戾
が
不
可
能
な
時
、
封 

逑
負
担
の
麗
庄
が
続
く
。
支
払
の
義
務
を
拒
否
す 

る
場
合
も
出
た
。
下
か
ら
の
盛
上
が
り
ょ
ぅ
や
く 

高
ま
る
。
弾
圧
は
凄
惨
を
き
わ
め
た
。

九

個
人
主
義
の
農
法
が
各
地
で
本
.格
化
し
た
。
休
耕 

地
で
は
飼
料
の
栽
培
が
進
み
、
経
営
に
対
す
る
共 

同
の
規
制
は
全
而
的
に
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ 

た
。
農
業
は
極
度
に
集
約
化
し
た
。

革
命
政
府
は 

新
農
法
の
徹
底
に
努
力
を
傾
け
る
こ
と
で
大
地
主 

の
立
場
に
組
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

政

治

過

程

類

末

fe+
f

f
f

i
t

ほ
.

)

夫
役
や
財
産
移
転

税

を

徴

'革命

政
府
は
豪
の
.

一

元
化
を
め
ざ
し
、
農
業
立 

集
す
権
沪
を
没
収
こ
れ
を
奮
で
廃
止
。
ま
法
で
も
こ
.の
方
針
に
従
つ
た
V
、
池
方n

#

殊
唭 

主
^

す」

る
U
権
益
を
没
収
後
は
、
各

倩
は
大
き
な
障
害
と
な
つ
た
。
議
i

続
出
、
村 

f

k

ナ
,
し
有
償
と
し
た
。
 

を
あ
げ
て
か
か
る
姐
置
に
反
対
す
る
場
合
も
出

j

た
。
'
政

府

が

農

業

経

営

で

個

人

主

義

を

貫

徹

し

ょ 

う
と
し
た
時
、
末
端
で
は
な
お
も
現
状
の
維
持
が 

強
調
さ
れ
さ
え
す
る
。

土
地
を
め
ぐ
る
封
建
諸
負
担
の
全
面
廃
止
が
決
定
.
 

さ
る
。
今
や
村
の
圧
倒
的
多
敦
の
た
め
事
態
は
有 

..利
に
運
ば
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。

領
主
、
大
地
主
、
大
営
農
家
、
ラ
ブ
ル
ー
ル
上
層 

は
革
命
の
こ
れ
以
上
の
進
展
を
嫌
っ
た
。
し
か
し 

そ
の
ほ
か
の
多
数
は
革
命
の
徹
底
を
願
い
、
手
ぬ 

る
い
姐
置
に
不
満
で
あ
っ
た
。
没
収
財
産
の
姐
理 

こ
そ
問
題
だ
。
有
産
階
級
に
と
っ
て
土
地
没
收
は 

1

大
恐
怖
で
あ
る
が
、
.
一
般
に
は
当
然
の
罰
と
し 

て
受
取
ら
れ
そ
の
配
分
を
め
ぐ
つ

て
よ
う
P

く 

関
心
が
高
ま
っ
て
来
た
。

革
命
政
府
は
新
農
法
の
普
及
.に
関
心
を
寄
せ
、
結 

局
に
^
い
て
大
地
主
の
利
益
を
助
長
す
る
こ
と
に 

.
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

地
主
は
財
.産
を
囲
込
む
自
由 

を
得
た
。
経
費
は
瞵
接
し
て
土
地
を
持
つ
者
と
折
.
 

半
で
あ
る
。

一
般
に
彼
は
財
産
を
フ

H

ル
ム
単
位
'
 

に
賃
貸
し
て
い
た
。
そ
し
て
今
や
フ
.

エ
ル
ム
で
^
 

営
の
自
由
が
強
調
さ
れ
た
。

法
律
は
地
主
に
対
し 

フ
ェ
ル
ム

の
賃
借
者
を
交
替
で
き
る
自
由
を
保
証

新
農
法
の
貫
徹
に
村
の
大
多
数
の
者
は
憤
怒
し 

た

.居
家
が
唯
一

の
財
産
で
あ
る
.
よ
ぅ
な
人

々

の 

間

で

反

対

は

最

高

潮

に

達

し

た

_
。

こ

れ

に

対

し

大
 

地
主
、
大
営
農
家
は
喜
ガ
を
か
く
す
こ
と
が
で
き 

な
い
。
反
感
は
深
ま
っ
て
い
っ
た
*
政
府
は
諸
債 

務
の
帳
消
に
よ

っ
て
妥
協
を
は
か
ろ
う
と
し
た
。
 

も
は
や

下
か
ら
の
強
い
盛
上
が
り
を
無
視
す
る
こ 

と
不
可
能
で
あ
る
。

t

/

%
/

%
11 1

達 し 土  
成 よ 地
の う の  

• た と 配  
め し 分  
苹 た を  
く .ば得 
か か る  
ら り こ  
饩 で と  
金 は で  
の な 生  
引 い 活  
上 °の 
げ 同 急  
が じ 迫  
独 p] に 
く 的 対  
塑 の 処

ら 欲 も 強 し と 物 自  
な は う い よ も 価 分  
い 相 と 。う 刃 高 の  
。当 し 贫 と 上 を 土  
な た 窮 し げ 苦 地  
も ° 者 た 、痛 で  
の 出 は 。そ と 独  
y 給 共 土 の 感 立  
あ 度 同 地 こ じ し  
つ を 出 へ と た た  
た リ 丨 資 の で °牛 
と 上 で 期 彼 由 m 
い げ 土 待 は 給 が  
わ た 地 は 物 の 不  
な い 競 依 価 程 可  
け と 売 然 高 度 能  
れ い に と に を な  
ば う 割 し 対 多 者  
な 意 込 て 処 少 は

は 物  
1:1 佃 i
給 の  
度 上  
の畀  
拡 が  
大 続  
をく 
強 °
くこ
望う 
ん し  
だ た  
°な 
か 
で
窮
乏
者

出 者 国  
し の 有  
た 利 財  
時 益 産  

' をの  
最 願 売  
初 つ 却
の た に  
予 °際 
定 し し  
を か 当  
変 し 初  
更 察 革  
せ 態 命  
ざ の 政  
る 収 府  
を 拾 は  
得 に 有  
な 乘 産

法
' 捧

は
共
同
m
入
を
強
く
禁
止
す
るo

ら 割 ア 亡  
の ル 命  
要 転 パ 者 
請 売 ン の  
に な ，財 
政 い 三 — 
府 し ア に  
は 質 ル つ  
譲 货 パ い  

'歩 す ン て

よ こ 四 括  
ぎ と ア 処  
な に ル 分  
く し パ を  
さ た や  
れ 9ンめ 
すこ下 に '

° か 分 ニ

に み 能 る て を ； 万 う し  
な 、で や い 禁 ル 全 フ た  
つ 共 あ 、た 止 ミ の ヱ が  
た 同 る 放 土 し ニ 措 ル 、 

° 慣 °牧 地 た か 置 ミ 他  
行 政 の も 。ら を ュ 方  
の 府 た 、休 役 講 の フ  
禁 は め 一 耕 畜 ず た ュ  
止 >• 共 旦 地 を る め ル  
に し 同 そ と 借 の そ ム  
敢 $ 利 こ し 金 で の を  
然 $ 招 に て の あ 役 貨 
と P す 飼 共 抵 っ 畜 借  
立 を る 料 同 当 た の し  
向 法 こ が に に °喪 て  
か 律 と 栽 利 取 法 失 経  
う に は 培 用 る 律 防 営  
こ 盛 不 さ さ こ は 止 に  
と 込 可 れ れ と フ に 従

命 待 革  
は し 命  
彼 た は  
ら も 農  
を の 粟  
苦.を大 
境 革 衆  
. に命を  
追 は 欺  
込 実 蹣  
む 現 し  
ば で た  
か ぎ 。 
り な 村  
で か の  
あ つ 多  
つ た 数  
た °が 
°革 期

え に よ う に 極  
す 村 う し か 贫  
る の と た な 層  
°上 し 暴 り は  

強 層 た 举 批 共  
硬 は 。を 判 间  
措 必 極 嫌 的 地  
置 要 貧 い で に  
に に 層 、あ 乱  
出 応 の 共 つ 入  
た じ 間 同 た し ど  

° 泡 の 地 。た 
衛 違 を ラ 、 
丰 反 ー ブ 村  
段 行 挙 ル 兴  
に 為 に 1 局 
訴 の 収 ル は  
え 続 奪 は こ  
さ 出 し そ れ

っ 觅 が 現  
た さ で 金  
。れ き を  
た る 持  

° °つ
す 依 者  
ベ 然 が  
て と 競  
が し 売  
中 て で  
途 有 は  
举 鹿 有  
端 階 利  
に 級 に  
終 の 振  
っ 立 舞  
て 場 う  
し が こ  
ま 尊 と

. •-

1

一

九

(

七
八
三)



ニ
〇

(

七
八
四)

ま
れ
て
い
.た
。
あ
ら
ゆ
る
'邵
.ff
i:に
' よ
.

0

て
も
そ
の 

迪
求
を
粉
砕
す
る
こ
と
•が
で
き
な
か
つ
た
。
冬
也 

で
騷
.動
が

続

く

。
，極

贫

層

は

土

地

の

分
配
を
.求 

め
、
執
拗
に
.唆
下
っ
た
。

九
四
.
货
金
の
最
高
額
を
规
{疋
し
た
こ
と
に
村
の
11
-:_到
灼 

多
数
は
不
満
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
枠
を
除
去 

す
べ
-<
敢
然
と
立
上
っ
た
。
ほ
と
ん
ど一

揆
の
様 

I

相
を
里
し
た
と
さ
ぇ
ぃ
ゎ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
た

ー
物
伽
の
上
界
は
際
限
.を
知
ら
な
か
.っ
た
。
政
府
は 

I  

4
沾
必
需
物
資
に
つ

い
て
..最
高
価
格
を
決
定
し
た 

が
、
そ
れ
で
も
な
お
上
界
を
抑
止
す
る
こ
と
が
で 

き
な
か
っ
た
。
不
徳
商
人
が
横
行
し
、
食
料
品
を 

め
ぐ
っ
て
投
機
が
活
発
化
し
た
。
必
需
物
資
は
隠 

蓝
さ
れ
、
■し
ば
し
ば
徴
発
の
対
象
と
さ
え
な
っ 

た

食

料

|{
?
入
手
の
闲
難
は
彻
し
、
立
払
能
力
の 

劣
る
渚
は
食
料
を
獲
得
す
る
途
を
こ
と
ご
と
く
消 

さ
れ
て
し
ま
つ
た
。

い
。
政
府
は
下
か
ら
の
強
い
突
上
げ
の
な
か
で
妥
. 

協
を
：ょ
ぎ
な

く

さ

れ

た

。

そ
し
て
極
貧
層

.で
1<
一
命 

者
め
^

^
を
取
得
し
た
者
に
/
い̂
て
は
十
年
^

の 

免
税
と
し
、
ま
た
共
同
地
の
な
い
村
は
亡
命
者
の 

財
産
か
ら
、
所
有
規
模一

ア
ル
パ
シ
以
下
の
農
家 

i

戸
ご
と
に1、

ア
ル
パ
シ
を

先
取
で
き
る
と
し 

た
。
し
か
し
妥
協
は
単
に
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
.な 

い
。
政
府
は
封
迚
特
権
の
全
面
的
廃
止
に
同
意
し 

た
。
そ
し
て
財
産
の
な
い
家
族
に
対
し
て
は
共
同 

地
に
居
住
す
る
こ
と
を

許
し
、
ま
た

二
十
年
間
無 

.ネ
子
で
•五
〇

〇
リ
ー
ブ
ル
を

支
払
ぅ
時
、

そ
‘の
限
_ 

度
内
で
亡
命
者
の
财
産
を
癖
入
ず
る
こ
.と
を
認
め 

た
。

土
地
を
持
た
せ
ょ
ぅ
と
い
ぅ
政
府
の
意
図
も
末
端 

ま
で
徹
底
を
.み
な

か

？
た
。
啡
態
の
収
拾
を
十
'
也 

の
西
配
分
に
ょ
ろ
ぅ
と
し
た
ゎ
け
だ
が
、
今
や
そ 

の
挫
折
.は
明
白
と
な
っ
た
。

革
命
政

府

は

物

価

の

上

界

を

.規
制
す
ベ
く
貨
金
に 

つ
い
て
も
最
高
額
を
規
定
し
た
。
貨
金
を
可
能
な 

限
り
低
く
祈
え
、
.こ
れ
に
ょ
り
物
価
の
高
騰
を
4!
!) 

制
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
现
突
に 

物
価
は
賃
金
を
上
廻
る
上
界
を
示
し
て
い
た
。

I

物
価
の
高
騰
期
に
賃
金
の
最
高
額
が
規

记

さ

れ

た 

,1

こ

と

で

労
働
意
欲
は
減
退
し
た
。
こ

の

た

め

農
作 

I  
.業

に

必

要

な

労

働

力

の

調

逹

は

困

難

に

か

っ
て
し 

j

ま
っ
た
。
今
や
労
働
の
移
動
の
‘！：！|(

1

は

阯

帘

さ

れ 

一
た
。
収
獲
枕
危
機
に
泡
而
し
た
。
局
面
打
開
の
た 

め

政

府
は

大

規

模
^.
労

働

力

の徴発
を

強

行

し

一 

i

た
。

•

革
命
政
府
は
労
働
力
の
徴
発
に
本
腰
を
い
れ
た
。
 

し
か
し
思
う
に
ま
か
せ
な
い
。
国
有
財
産
の
配
分 

に
割
込
も
う
と
い
う
多
数
の
意
図
は
完
全
に
無
視 

さ
れ
た
。
政
策
は
彼
ら
.を
労
_
渚
に
仕
立
て
る
と

地
主
は
遠
く
か
ら
労
働
渚
を
誘
致
し
よ
ぅ
と
し 

た
し
か
し
高
い
賃
金
を
出
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な 

力
っ
た
。
フ
ヱ
ル
ミ

H

は
ま
た
家
事
奉
公
人
が
逃 

け
な
い
よ
う
最
大
の
注
意
を
払
っ
て
い
た
。
土
也

 ̂

i 

 ̂

 ̂

 ̂

 ̂

I

ハ
K 5
カ
^
-に
進
ん
てV

た
。S

は
身
分
上
の

i

政
策
は
既
存
勢
力
に
幸
い
し
た
，
既
成

0

諸
力
が 

-…

：
に

.
-
ノ
 

" 

: 

i
 

V 

と
I

し
’
.下
か
ら
の
突
上
げ
|ー

 

経
営
規
模
の
姑
大
に
成
功
し

I

、
労

働

力

謹

の

な

^O

 

で 
t
 

I

s
人
リ
こ 

1
 

蒙

欠

.V

 
ニー，
、

_  

\ 

ニ 

>
 

r
 

-

1 

* 
_
_
_

_

__

_

- 

-
-
-
* 

* 

( 

M
 

j

た
*大
土
地
所
有
は
解
体
さ
る
べ
き

で
あ
る
。土
地 

.|

財
産
は
一
定
の
限
度
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
。
下 

|

か
ら
の
こ
ぅ
し
た
強
い
突
上
げ
に
政
府
は
処
置 

|

に
窮
し
た
.。
耕
作
の
s
fl
l
に
は
深
い
疑
念
を
抱
か 

|

ざ
る
を
得
な
-1
:
'

村
の
多
数
は
そ
う
公
言
し
た
。

九
五I,

物
価
の
高
騰
が
続
い
.た
。
こ
ぅ
し
た

時
期
に
は
現 

;

物
を
持
つ
^
が
#
利
に
振
舞
ぅ
こ
と
が
で
き
る
。

|

か
か
る
な
か
で
現
物
を
望
む
声
が
高
ま
っ
て
来 

|

た
。
現
に
履
傭
の
契
約
で
現
物
支
払
を
規
定
す
る 

|

場

合

が

壻

し

た

。

.
，

九-し
ハ

豊
作
に
患
ま
れ
た
。
穀
物
は
市
場
に
あ
ふ
れ
、
通 

貨
政
策
が
功
を
奏
し
、
物
価
は
安

定

に

向
か
つ 

た
。
し
か
し
貨
金
は
依
然
と
し
て
高
い
水
準
を

 ̂

持
し
て
い
た
。

< 

H 

V 

I 

. 

—

* 

厶.

ジ 
l

Jj 

.

.の

な

か

で土
地
配
分
に
大
き
な
意
欲
を
示
し
た 

が

.
通
じ
な
い
。
政
策
の

転
換
も
や
む
を
■得
な
か

つ
た
。

の
大
幅
な
増
加
は
避
け
ら
れ
な
か
つ
た
。

b 土 
、地
\vの
旨配 
) 分 
1 政 
I策
: の
t改 
- 訂
; の 
な 

、か

> f i
.給 
:、度
■を 
：高

；ニヒ 
地
の
.合
理
的
利
用
が
進
行
す
る
な
か
で

め
、
事
態
の
克
服
に
資
そ
う
と
い
う
の

で
は
な 

い
。
賃
金
問
題
.に
政
府
は
向
か
っ
た
。

場
を
追
わ
れ
た
渚
は
こ
の
段
階
で
労
働
者
た
る
こ

， 

.と
に
安
住
す
る
ょ
ぅ
に
な
つ
た
。.
そ
し
て
^
帘

.̂
.
 

約
を
物
俯
の
激
変
期
に
適
合
し
た
も
の
に
改
訂
す 

る
こ
と
に
.関
心
が
動
い
たv

外
的
要
因
の
好
転
に
革
命
政
府
は
安
堵
し
た
。
今 

や
閲
心
は
雇
傭
契
約
を
ど
う
す
る
か
に
移
っ
た
。

M
金
を
い
か
に
有
利
に
獲
得
す
る
か
。
賴
る
べ
き 

は
腕
の
み
と
い
う
。
労
働
^
の
発
坐
で
あ

る

，，

三 

'

以
上
が
革
命
の
帰
趨
を
扱
っ
た
部
分
.の
紹
介
で
あ
る
。

一
、
著
者
は
革
命
が 

身
分
制
秩
序
の
.排
除

の

た

，め

戦

わ

れ

た

と

説

く

。

.L
か
し
そ
の
成
果
を
還
元
す 

る
場
合
に
有
偾
と
し
た
こ
と
は
混
乱
の
大
き
な
原
因
と
な
つ
た
。

单
命
の
恩
-t 

か
ら
取
残
さ
れ
た
層
が
大
量
に
ー
発
坐
、

こ

ぅ

し

た

な

か

'で
妥

協

が

，試

み

ら

れ

、 

喪 

評

政
策
.の
大
呢
な
転
換
が
..起
.っ
た
。
.ニ
'

し

か

し

藉

者

は

こ

の

.^
過
で
、

物
偭
高 

ガ
持
つ
意
義
を
高
く
評
価
す
る
。
物
価
高
克
服
の
た
め
由

給
度
を
高
め
た
い
。
 

実
に
こ
ぅ
し
た
下
か
ら
の
突
上
げ
の
な
か
で
政
府
は
土
地
政
策
の
転
換
.を
よ
ぎ 

な
く
さ
れ
た
。
し
か
し
帰
農
措
置
は
大
き
な
成
果
を
挙
げ
得
な
か
っ
た
。
三
、
 

.そ
し
て
こ
れ
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
労
働
力
需
要
の
増
大
に

よ
り
関
心
が
雇
傭 

契
約
の
改
訂
に
向
か
.っ
た
こ
と
に
起
因
し
た
。
物
価
高
の
な
か
で
労
働
力
と
し

r
ニ 

(

七
八
五)



て
定
着
す
る
..た
め
最
善
の
策
は
何
か
。
革
命
は
フ
ラ
ン
ス
の
問
題
を
土
地
と
の 

関
連
で
解
決
す
る
こ
と
.を
狙
っ
_.た
.が

、
：
今

や

そ

の

場

.は

農

業

以
外
の
と
こ
ろ
に 

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
.な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
著
者
は
こ
•れ
を
期
に
、
農
業 

で
フ
ラ
ン
ス
を
理
解
す
る
こ
と
の
終
結
を
強
調
し
た
。
革
命
の
経
過
の
.な
か
に 

新
し
い
フ
ラ
ン
ス
が
準
備
さ
れ
る
わ
け
で
、
著
者
が
本
書
の
多
く
の
部
分
を
革 

命
扣
の
記
述
.に
投
入
し
た
の
も
十
分
納
得
.で
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

藤

田

，
晴

著

：

『

財

政

政

策

の

理

論
』

.

飯

野

靖

四

現
代
資
本
主
義
経
済
は
、
二
重
経
済
と
も
、
混
合
経
済
と
も
言
わ
れ
て
い
る 

が
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
国
民
経
済
に
於
け
る
財
政
の
役
割
の
増
大
を 

示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
増
大
し
た
財
政
の
役
割
の
中
で
も
、
最
近
特
に
注
目 

さ
れ
、
ま
た
理
論
化
さ
れ
て
き
た
分
野
は
、
フ
ィ
ス
カ
ル
•

ポ
リ
'ゾ
|
と
唆
ぱ 

れ
て
い
る
、
財
政
に
ょ
る
経
済
安
定
の
分
野
で
あ
る
。

フ
ィ
ス
々
ル
•
ポ
リ
シ
ー
と
い
5

こ
の
言
薬
は
、
時
に
は
財
政
政
策
と
同
義 

に
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
固
有
の
意
義
はr

財
政
操
作
に
ょ
る
短
期
的
な 

経
済
安
宏
政
策」

[1
]
で
あ
っ
て
、
現
代
財
政
政
策
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
る
の 

が
正
当
で
あ
ろ
ぅ
。
と
い
ぅ
の
は
、

マ
ス
グ
レ
イ
ブ
[2
]
は
現
代
財
政
活
動
の
1
1:1 

的
に
、
资
源
の
最
適
配
分
、
所
得
の
最
適
分
配
、
経
済
の
安
定
、
の
三
つ
8
, 

^
1
^
著
[3
]
は
、.
前
記
三
つ
の
ほ
か
に
、
経
済
成
長
の
促
進
、
を
加
え
た
四
つ)

一
二
ニ 

(

七
八
六)

を
挙
げ
て
い
る
が
、

フ
イ
ス
カ
ル
•

ポ
リ
シ
ー
は
、

ま
さ
に
こ
の
安
定
部『

 

(

及
ひ
成
長
部
門)

に
関
係
す
る
政
策
で
あ
っ
て
、
他
の
ニ
つ
の
目
^
に
%
し
て 

は
中
立
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
の
よ
う
な
フ
ィ
ス
カ
ル
•ポ
リ
シ

ー

の
、

純
粋
理
論
的
研
究
は
、
例
え 

ば
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ

[2
1

、
大
熊E

: 、

木
下
.
藤
田
.
橋
本
共
著
[5
]

、'
等
に
見
ら 

れ
る
が
、
理
論
と
実
証
分
析
と
の
総
合
に
於
て
把
握
し
よ
う
と
試
み
て
成
功
し 

て
い
る
フ
イ
ス
カ
ル

•
ポ
リ
シ
ー
の
総
合
的
研
究
書
が
、
書
評
し
よ
う
と
し
て 

い
る
こ
の
書
物
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
書
物
は
、
館

*
小
宮
共
著
[3
]

に
な
ぞ 

ら
え
て「

財
政
政
策
の
理
論」

と
い
う
表
題
が
つ
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、

そ 

の
実
質
的
な
内
容
か
ら
見
る
と
、

「

補
整
的
財
政
政
策
論」

と

か

「

経

済

安
定 

(

及
び
経
済
成
長)

の
財
政
理
論

」

と
か

「

フ
ィ
ス
カ
ル

•
ポ
リ
シ
ー

•の
理
論
，
 

と
か
い
う
表
題
が
つ
け
ら
れ
る
べ
き
答
の
書
物
で
あ
る
。

ま
た
、
フ
ィ
ス
カ
ル
•ポ
リ
シ

I

は
、
ニ
ユ
ー
•
デ
イ
I
ル
の

経
験
的
事
実
' 

ケ

イ

ン

ズ

の

「

一
，
般

理

論

」

[6
]
の
理
論
的
発
展
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で 

;

あ
る
の
で
、
そ
の
研
究
書
は
、
殆
ん
ど
が
ア
メ
リ
カ
の

経
験
に
基
づ
く
ア
メ
リ 

力
の

研
究
文
献
で
あ
っ
た
。
し

か

し

ア
メ
リ
カ
に

於
て
生
成
さ
れ
た
こ
の

理
論 

を
更
に
発
展
さ
せ
、
転
換
期
に
あ
る
日
本
の
財
政
活
動
の
基
準
を
求
め
よ
う
と 

し
た
意
欲
的
な
労
作
が
、

こ
の

書
物
で
あ
る
の
で
あ
る
。

著
者
は
既
に
、
木
下
.
藤
田
.
橋
本
共
著
[5
]

と
い
う
フ
ィ
ス
カ
ル
.ポ
リ 

シ
ー
の
理
論
に
関
^v

る
先
駆
的
労
作
を
著
わ
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と

比
較
し
た 

こ
の
書
物
の
特
徴
は
、
著
者
が
序
文
に
於
て
述
べ
て
い
る
よ
デ
に
、
㈠
国
民

 ̂

得
論
及
び
所
得
分
析
に
つ
い
て
比
較
的
詳
し
い
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
琳

、

U
理
論
的
あ
る
い
社
政
策
a
枘
な
主
張
が
、
現
実
め
デ
ー
タ
钇
ょ
っ
て
実
証
扮

に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
事
、
^
日
本
の
財
政
構
造
や
財
政
政
策
に
つ
い
て
の
考 

察
を
道
視
し
て
理
論
と
現
実
と
の
遊
離
を
さ
け
る
ょ
ぅ
努
め
て
い

る
事
、
等 

で
あ
る
。

こ
の
書
物
は
、
次
の
ょ
ぅ
な
構
成
を
も
っ
て
い
る
。
即
ち
、

第
I
部
財
政
と
国
民
経
済 

第
1
章
経
済
循
環
と
財
政

 

.

第
2
章
財
政
の
規
模
と
構
造 

第
0
部
財
政
政
策
の
巨
視
的
理
論 

第
3

章
財
政
政
策
の
乘
数
分
析 

第
4

章—

財
政
乗
数
理
論
のj

般
化

第
5

章
財
政
政
策
の
効
果
-
-
-
貨
幣
的
侧
而

第
6
章
経
済
成
長
モ
デ
ル
と
財
政
.

第
冚
部
財
政
政
策
と
経
済
安
定
.

第
7

章
資
本
主
義
経
済
の
不
安
定
性
ノ 

第
8
章
経
済
安
定
政
策
の
目
標
と
手
段 

第
9

章

ビ
ル
ト
ィ
ン
•
ス
タ
ビ
ラ
ィ
ザ
ー
の
，役
割 

第
10
章
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第
1
章〕

こ
の
章
で
は
、
経
済
の
循
環
過
程
を
、
国
民
所
得
概
念
を
中
心 

に
し
て
説
明
し
た
後
、
民
間
経
望
体
や
公
企
業
と
区
別
さ
れ
る
政
府
の
特
質
.

書

評

を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。
藤
田
氏
に
よ
る
と
、
政
府
の
経
済
活
動
は
、
次
の 

諸
点
、
即
ち
、
⑴
政
府
の
経
済
活
動
め
主
目
的
が
、
具
体
的
に
は
政
治
的
過
程 

を
つ
う
じ
て
決
定
さ
れ
る
、
⑵
政
府
の
収
入
が
、
租
税
と
い
う
強
制
的
な
収
入 

調
達
方
式
に
よ
っ
て
、
主
に
調
達
さ
れ
る
、
⑶
政
府
の
支
出
が
、
予
算
制
度
に 

よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
.い
る
、
と
い
う
点
に
於
て
、
企
業
あ
る
い
は
家
計
の
経
済 

活
動
と
は
異
な
っ
た
特
質
を
も
っ

.

.て
い
る
、
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
の
藤
田
氏 

の

「

財
政」

の
特
質
に
関
す
る
説
明
は
、
.従
来
の
.「

財
政
の
本
質」
の
定
義
を 

網
羅
す
る
と
と
も
に
、
応
用
経
済
学
と
し
て
の
財
政
理
論
、
特
に
フ
ィ
ス
力 

/I
•
ポ
リ
シ
ー
の
理
論
、
と
も
両
立
し
う
る
よ
う
な「

財
政
の
本
質」

を
具
本 

的
に
定
義
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
太
、

こ
D
説
明 

は
、

非
常
に
筒
単
で
は
あ
る
が
、
極
め
て
重
要
な
讓
で
あ
る
。

〔

第
2
章〕

こ
の
章
で
は
、
各
国
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
し
て
、
財
政
の
量
的 

及
び
質
的
変
化
を
長
期
的
に
追
求
し
、
国
際
間
の
比
較
を
行
な
っ
て

い
る
。
こ 

こ

で

は

、

藤

田

氏

は

.、

統

計

上

の

注

意

を

怠

ら

ず

に

應

大

な

デ
ー
タ
を
小
気
味 

よ
く
ま
と
め
、(

第
二
次
世
界
大
戦)

戦
勝
国
に
於
け
る
.「

経
費
膨
脹
の
法
則」

.~

つ
ま
り
、
藤
田
氏
の
定
義
に
よ
る
と
、
国
民
所
得
.あ
る
い
は
.国
民
支
出
と 

対
比
し
た
政
府
支
出
水
準
の
趨
勢
的
上
昇——

の̂
妥
当
性
を
、
実
証
的
に
証
明 

し
て
い
る
。
唯
だ
そ
の
場
合
に
、
敗
戦
国
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
日
本
だ 

け
で
あ
り
、
し
か
も
日
本
の
場
合
に
は「

経
費
膨
脹
の
法
則」

は
必
ず
し
も
妥 

当
し
な
い
の
で
、「

経
費
膨
脹
の
法
則」

が
一
般
的
法
則
と
し
て
成
り
立
つ
か 

ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
又
、「

経
^
膨
脹(

の
法
則

」

を

「

帝
国
主
義
段
階
に 

於
け
る
歴
史(

又
は
特
殊)

法
則」

と
言
う
に
値
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
議
1 

C7
1

に
関
し
て
も
、
答
え
て
い
な
い
の
は
残
念
な
事
で
あ
る
。
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