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郎

•

池
田
信
共
著
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『

日
本
労
働
運
動
史
論

|

大
正
ー
〇
年
の

■

川
崎•

三
菱
神
戸
両
造
船
所
争
議
の
研
究

』
_

飯

.田

鼎

わ
が
国
の
労
働
運
動
史
に
か
ん
す
る
本
格
的
研
究
は
、
は
じ
め
ら
.れ
た
ば
か 

り
で
あ
る
。
史
料
の
蒐
集
お
よ
び
編
纂
と
な
ら
ん
で
、
こ
れ
ら
の
上
に
立
っ
た 

科
学
的
研
究
の
成
果
が
次
第
に
あ
ら
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
は
明 

治
抑
.の
黎
明
期
に
属
す
る
も
.の
か
、
あ
る
い
は
戦
後
の
運
動
史
が
多
く
、
大
正 

期
、
ま
さ
し
く
、
日
本
に
お
け
る
独
占
資
本
主
義
の
成
熟
と
こ
れ
を
背
景
と
し 

て
の
労
働
組
合
運
動
の
全
国
盼
、な
発
展
と
い
ぅ
時
点
で
の
研
究
は
、
，実
に
寥
 々

た
る
有
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
当
時
の
労
働
. 

者
階
溆
の
運
動
の
生
々
し
い
姿
を
正
確
に
伝
え
る
.史
料
が
絶
対
的
に
不
足
し
て 

い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
'。
.官
憲
の
苛
酷
な
弾
圧
に
よ
る
史 

料
保
存
の
困
難
'と

、
こ

れ

に

加

え

.
て
第
一
：
一
.

次
世
界
大
戦
に
よ
る
焼
失
の
双
罾
が
, 

研
究
者
の
こ
の
時
期
の
労
働
運
動
史
へ
の
接
近
を
い
ち
じ
る
し
く
制
約
し
て
い 

た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
こ
の
よ
ラ

な
悪
条
件
の
な
か
で
、
こ
れ
ら
を
克
服
し
、
 

書

評

. 

'

第
一
次
的
史
料
の
充
分
な
評
価
の
上
に
立
っ
て
.、
こ
の
時
期
の
労
働
運
動
史
の 

.

.一
断
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
な
業
で
.は
な
い
。
こ
こ
に
■と
り
あ
げ
た 

大
前
•
池
田
両
氏
の
共
同
労
作
は
、
.
こ

の
意
味
で
ま
こ
と
に
意
義
深
い
研
究
成 

果
で
あ
る
と
い
わ
な
：け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
く
し
は
い
ま
、
.わ
が
国
の
労
働 

組
合
運
動
の
研
究
を
は
じ
め
た
ば
か
り
で
あ
り
、
本
書
か
ら
実
に
多
く
の
こ
と 

を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
そ
と
で
本
書
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
の
紹
介
と
.と
も 

に
、
、
，
所

見

の

一

.

端
を
披
歷
し
て
^
た
い
と
考
え
_る
。

ニ

著
者
は
、
'そ
の
.

「

は
し
が
き」

の
冒
頭
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
ベ
て
い
る
。

「

本 

書
の
中
心
テ
ー
マ
は
、

神
戸
の
ニ
大
造
船
所
、

川
崎
造
船
所
と
三
菱
神
戸
造 

船
所
に
お
け
る
.大
1£
ー
0
年

(

ー
九
ニ
一)

の
大
争
議
で
あ
る
。

そ
九
は
、
 

戦
前
の
0-
本
労
働
運
動
史
上
に
お
け
る
画
期
的
な
争
議
で
あ
っ
た
。
参
in
,入
員 

一
一
一
万
人
、

直

接

の

争

議

日

数

五

O

日
に
お
よ
ぶ
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま 

た
、
お
.な
じ
こ
ろ
お
こ
な
わ
れ
た
大
阪
地
方
の
争
議
と
と
も
に
、
わ
が
国
に
お 

い
て
は
じ
め
て
、
明
確
に
団
体
交
渉
権
を
要
求
し
て
闘
わ
れ
た
争
^
で
あ
っ 

た
。
，そ
し
て
つ
い
に
は
、
争
議
団
が
工
場
管
理
宣
言
を
発
表
し
、
こ
れ
を
弾
圧 

す
る
た
め
.に
軍
隊
'が
出
動
し
た
深
刻
な
.争
議
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
争
議
は
第
一 

次
大
戦
ブ
ー
ム
期
が
ら
戦
後
恐
慌
期
へ
移
行
す
る
に
あ
た
づ
て
、
経
営
者
が
と 

っ
た
労
働
者
支
配
の
強
化
I

い
わ
ゆ
る
飴

と
鞭
と
の
ニ
面
を
も
っ
た
労
務
管 

理——

に
た
い
す
る
労
働
者
の
強
力
で
創
意
あ
る
闘
争
で
あ
っ
た
。

」

こ

の
叙
述 

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
書
は
、
そ
の
規
模
の
大
き
さ
も
画
期
的
で
あ
っ 

た
が
、.
そ
の
要
求
は
団
体
交
渉
権
、

争
方
式
は
土
場
管
理
と
い
う
点
で
ま
こ

一
〇
七

(

ニ
三
五)



と
に
ユ
'

ニ
丨
ク
で
あ
づ
.

た
こ
：の
大
争
議
の
あ
と
を
迪
る
こ
と
.
に
.ょ
ゥ
：て
.、
黎
明 

期
の
労
働
組
合
運
動
.を
象
徴
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
兮
评
也
こ
4®
r 

て
い
る
。
す
な
わ
ち
.、
前
者
は
、
' 横
断
組
織
と
し
て
の
当
時
の
組
合
の
あ
り
方 

に
か
か
わ
る
問
題
で
.あ
り
、
後
者
は
、
革
命
的
サ
ン
デ
ィ
力
リ
ズ
ム
の
影
響
と 

い
ぅ
点
で
、
実
に
注
目
す
べ
き
特
微
を
、
こ
の
大
争
議
に
付
与
し
て
い
る
か
ら 

で
あ
'る
。

つ
ぎ
の
ょ
ぅ
な
内
容
か
ら
成
っ
て
い
る
。

■
は

し

が

き

第
一
部
第
一
次
大
戦
期
に
お
け
る
労
使
関
係 

第
一
章
労
働
市
場
と
雇
用
形
態
”

第
二
章
.
造
船
過
程
と
労
働
者
支
配
機
構

第
三
章
賃
金
と
労
働
者
の
生
活

第
四
章
教
育
制
度
と
福
利
制
度 

'

第
五
章
労
働
者
の
意
識
と
活
動
の
展
開 

第
二
部
労
働
支
配
の
強
化
と
大
争
議 

第
一
章
労
働
支
配
の
強
化
と
階
級
意
識
の
育
成 

第
二
章
争
議
へ
の
歩
み
'

第
三
章
新
組
合
の
結
成
と
要
求
書
の
提
出 

第
四
章
争
議
の
拡
大
と
激
化 

第

五

章

H
,

場
管
理
宣
言
と
工
場
閉
鎖 

第
六
章
持
久
戦

第
七
章
工
場
再
開
と
争
議
団
の(

敗
北 

第
八
章
争
議
後
の
労
使
関
係

1
0八

(

ニ
三
六)

ぞ
の
搆
成
が
一
部
お
よ
び
ニ
部
か
ら
成
っ
て
い
.る
よ
う
に
、
本
書
は
た
ビ
た 

ん
に
争
顏
の
経
過
を
歴
史
的
に
あ
る
い
は
日
時
を
追
う
と
い
う
記
述
的
な
部
分 

た
け
で
な
く
と
く
に
第
一
部
に
お
い
て
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
お
け
る 

労
使
関
係
が
克
明
に
分
析
さ
れ
、
追
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

著
者
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
i

摘
す
る
。「

今
H
、
わ
が
国
に
お
け
る
労
働
組 

合
は
企
業
別
組
合
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
一
投

に
、

こ
の
よ
う
な
組 

合
を
生
み
出
し
た
経
済
的
屋
と
し
て
、
.横
断
的
な
労
働
市
場
が
な
く
、
產
 

い
'労
働
者
の
企
業
定
着
性
が
ひ
じ
ょ
う
に
高
V」

と
が
あ
げ
ら
：1
て
、
る
。

〕 

か
し
な
が
ら
、
こ
.
の
よ
う
な
特
膠
出
、歴
史
的
に
生
成
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
わ 

が
..国
の
資
本
產
が
.成
立
し
た
当
初
か
ら
存
在
し
た
.も
の
で
は
な
い
。
第
一

 々

大
戦
期
に
お
.い
て
は
、
す
で
に
労
働
者
の
企
業
内
定
着
の
め
ば
え
が
み
ら
れ
た 

と
は
I

え
、
労
働
者
の
企
業
間
移
動
は
は
げ
し
か
っ
た
。
こ
.

の
こ
と
は
、
当
# 

の
労
働
運
動
に
今
日
の
労
働
運
動
と
は
ち
が
っ
た
特
徴
を
あ
た
え
て
い
る」

(

三 

頁)

は
げ
し
V

労
働
移
動
と
こ
れ
と
照
応
す
る
か
の
よ
う
な
横
断
組
合
の
成 

立
は
、
た
し
か
に
今
日
の
企
業
別
組
合
と
は
対
照
的
な
労
使
関
係
を
形
づ
く
っ 

て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
著
者
は
、
第
一
部
に
お
い
て
、
第
一
次
大
戦
中
に
お
け 

る
横
断
的
労
働
市
場
の
成
立
を
背
景
と
し
て
展
開
さ
れ
る
は
げ
し
い
労
働
麥 

動
が
、
そ
の
後
の
独
占
資
本
.-c
>
労
働
者
支
配•

労
務
管
理
の
整
備
に
よ
っ
て
 ゝ

か
に
お
し
と
ど
め
ら
れ
、
企
業
内
に
定
着
せ
し
.め
ら
れ
て
い
っ
た
か
、
ま
た
そ 

の
た
め
に
、
企
業
は
ど
の
.よ
う
な
政
策
を
体
系
的
に
う
ち
出
さ
ざ
る
を
え
な
か 

っ
た
か
、今
日
'

般
に
企
業
内
福
利
^
設
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
原
型 

の
造
出
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
の
企
業
内
意
識
の
芽
生
え
、
，
お
よ
そ
こ
の 

.よ
う
な
重
要
な
問
題
を
、
造
船
労
働
者
を
通
じ
'て
、
農
富
な
史
料
を
も
っ
て
き

わ
め
て
実
証
的
に
解
明
し
て
い
る
。
労
働
市
場
の
動
向
を
示
す
も
の
と

し
て
、
 

三
菱
祌
戸
造
船
所
の
勤
怠
^
務
.取
扱
内
規
に
よ
っ
て
、
雇
用
形
態
を
、
直
接
的 

雇
用
関
係
に
あ
る
も
の
と
、
間
接
的
関
係
に
あ
る
も
の
の
ニ
つ
に
わ
け
れ
ば
、
 

つ
き
の
よ
ぅ
に
整
理
さ
れ
る
の
で
，あ
る
。

I
、

造
船
所
と
直
接
•
間
接
の
雇
用
関
係
に
あ
り
、
そ
の
作
業
系
統
に
ぞ
く 

す
る
も
の
。

.

.

㈠

直
接
的
履
用
関
係
に
あ
る
も
の〔

造
船
所
4
労
働
者〕

S

本
雇
い

(P
)

臨

時

雇

い(

本
屈
い
の
前
段
.階
に
あ
る
%■
の
•
一
'時
的
に
雇
わ
れ
る 

も
の) 

,

⑶

間
接
的
雇
用
関
係
に
あ
る
も
の〔

造
船
所
丨
労
務
供
給
請
負
人
I
労
働

.

者〕

.

日

雇

い(

出
来
高
で
支
払
わ
れ
る
も
の_

_

日
雇
い
職
工
.
時
間
で
支 

払
わ
れ
る
も
の——

日
雁
い
人
夫)

二
、
造
船
所
と
ー
服
用
関
係
が
な
く
、
そ
の
作
業
系
統
に
ぞ
く
し
て
い
な
い
も 

の

〔

造
船
所
丨
仕
事
請
負
人(—

>労
働
者)

〕

こ
の
よ
ぅ
な
雇
用
形
態
の
も
と
で
、「

本
雇
い
労
働
者
の
移
動
が
は
げ
し
か 

づ
た
か
ら
、
こ
の
時
期
の
臨
時
雇
い
労
働
若
に
は
、
本
雇
い
へ
の
道
は
、
今
日 

の
臨
時H

よ
り
は
る
か
に
大
き
く
ひ
ら
か
れ
て
い
た」

(

四—

五
頁)

。
.間
接
雇 

用
の
場
合
は
、
対
労
働
者
関
係
は
、
造
船
者
と
供
給
請
負
業
者
と
の
間
に
生
ず 

る
の
で
あ
っ
て
、当
時
は
、こ
の
労
務
供
給
請
負
人
の
役
割
が
異
常
に
大
き
か
っ 

た
こ
と
が
わ
か
る
：。.
当
時
の
造
船
労
働
者
の
非
常
に
高
い
移
動
を
示
す
も
の
と 

し
て
、
大
正
三
.年
度
、三
菱
神
戸
造
船
所
新
規
採
用
者
の
前
職
調
べ
に
よ
れ
ば
、

書

評

，

新
規
採
用
者
六
三
二
人
中
、
他
工
場
か
ら
き
た
者
三
三
五
人
、
五
三
％
、
雑
業 

(

農
業
•
学
生
♦
家
事
手
伝
い
な
ど)

か
ら
き
た
者
ニ
九
七
人
、
四
七
％
で
あ
り
、
 

同
年
度
中
.に
お
け
る
退
職
者
は
七
三
七
人
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
.侬
願
解
厲
が 

四
七
七
人
、
犯
則
解
扉
が
一
一
六
〇
人
、
そ
の
圧
齡
的
な
大
多
数
が
自
発
的
な
退 

職

^

で

し

め

ら

れ

た

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
労
働
移
動
の
は
げ
し 

い
原
因
と
し
て
は
、
大
き
く
二
つ
に
わ
け
て
、

㈠
よ
り
多
く
の
収
入
を
求
め
て 

転
々
と
移
動
す
る
と
い
う
生
活
上
の
原
因
と
、
㈡
仕
事
熱
心
な
労
働
者
は
、
そ 

.の

.腕
を
磨
き
絜
練
を
ら
む
た
め
に
企
業
間
を
移
動
し
.^
と
'い
わ
れ
る(
ニ一—

一
三
頁)

い
要
す
る
に
移
動
の
特
徴
を
要
約
的
に
い
え
ば
、
㈠
今
日
み
ら
れ
る 

、
よ

う

な

.

労
働
者
の
企
業
内
定
着
性
は
当
時
な
お
確
立
し
て
お
ら
ず
、
労
働
者
の 

多
く
は
、
企
業
間
を
比
較
的
自-

E

に
移
動
し
た
こ
と
、
㈡
し
か
し
、
移
動
は
労 

働
者
層
一
様
に
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
労
，働
者
の
一
部
は
す
で
に
企
業
内
に 

定
着
し
て
い
た
こ
と
、
⑶
労
働
者
の
移
動
の
う
ち
、
全
国
に
わ
た
る
も
の
は
ご 

く
少
く
、
.
ほ
と
ん
ど
狭
い
地
域
内
の
移
動
で
あ
っ
た
こ
と
、
㈣
労
働
者
の
多
く 

は
零
細
経
営
者
出
身
で
あ
り
、
エ
.場
労
働
の
経
験
年
数
も
少
な
か
っ
た
こ
と
な 

ど
.が
あ
げ
ら
れ
て
い
る(

ニ
ー 

頁)

。

著
渚
は
、：
つ
：ぎ
に
、■
こ
の
よ
う
な
は
げ
し
い
労
働
移
動
が
、
大
戦
ブ
ー
ム
の 

到
来
に
よ
る
労
働
市
場
の
変
貌
の
，な
か
で
，
ど

の
よ
う
に
変
化
し
、
と
く
に
大 

戦
後
の
不
況
過
程
の
な
か
で
企
業
定
着
化
傾
向
を
生
み
出
し
た
か
を
詳
細
に
の 

ベ
.'
简
潔
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
ベ
て
い
る
。「

第
一
次
大
戦
ブ
ー
ム
期
は
、
労 

働
力
の
不
足
が
一
般
的
で
労
働
移
動
の
は
げ
^
い
段
階
か
ら
、
本
格
的
な
産
業 

予
備
軍
が
存
在
し
、'
労
働
者
が
企
業
へ
定
着
し
て
ゆ
く
段
階
へ
の
、
造
船
労
働 

力
市
場
発
展
の
転
機
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
、
ま
さ
に
#!
期
的
な
诗
期
だ
っ
た

一
〇
九

(

ニ
三
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の
で
あ
る」

(

二
八
頁)

。

ィ」

つ
ぎ
に
第
二
章
に
お
い
て
.は
、
.造
船
過
程
と
勞
働
者
支
配
機
if
に
つ
い
て
ふ 

れ
て
い
る
が
、
造
船
過
程
に
つ
い
'て
は
、
技
術
的
な
こ
と
で
あ
る
の
，で
、
こ
こ 

.
で
く
り
返
す
必
要
は
な
い
が
、'
た
だ
、「

当

時
の

造
船
過
程
に
お
い
で
は
、
.
各 

職
務
そ
れ
ぞ
れ
に
程
度
の
差
が
み
ら
れ
る
と
は
い
え
、

一
般
に
生
産
は
、
労
働 

者
の
书
断
カ
•
知
識
.
♦労
働
意
欲
•
熟
練
•
体
力
、
す
な
わ
ち
か
れ
ら
の
主
体 

的
能
カ
に
大
き
ぐ
依
存
す
る
こ
と
が
明
ら
か」

(

四
：

r

頁)

な

よ

う

に

.
、
.
労

働

力
 

の
質
^
い
う
而
で
か
な
り
の
優
秀
性
が
要
求
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
流
れ
作 

槳
.の
不
可
能
と
い
う
琪
実
か
ら
、
資
本
家
的
な
充
分
な
労
働
管
理
が
要
請
さ
れ 

る
と
い
う
事
実
と
相
ま
っ
て
、そ
の
労
働
条
件
の
苛
酷
さ
が
特
徴
で
あ
っ
た
。す 

な
わ
ち
ブ
ー
ム
期
と
い
わ
れ
た
大
正
七
年
に
は
、

r
一
一
時
間
を
こ
え
、
相
対
的 

な
低
賃
金
と
労
働
加
重
の
結
果
と
し
て
の
欠
勤
率
の
増
大
と
労
贊
害
の
増 

大
、

こ
こ
に
こ
そ
、

労
働
者
の
不
満
の
，激
化
か
ら
次
第
に
，大
争
議
に
発
展
す
る 

萌
芽
が
胚
胎
し
て
い
た
の
で
あ
り
、す
で
に
当
時
の
造
船
業
資
本
家
は
、
こ
の
よ 

う
な
動
向
を
察
知
し
て
、
相
互
扶
助
組
織
を
は
じ
め
と
し
て
企
業
内
福
利
制
度 

——

退
職
手
当
制
度
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る——

な
ど
の
一
連
の
労
務
管
驵
政 

策
を
う

ち

出
し
、
一

方
に
お
い
て
、
労
働
者
の
企
業
内
定
着
化
を
は
か
る
と
同 

時
に
、
他
方
に
お
い
て
労
働
者
意
識
の
企
業
内
意
識
へ
，の
同
化
を
は
か
ろ
う
と 

し
た
。
第
三
章
お
よ
び
第
四
章
は
、
こ
の
問
題
.に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。そ
し
て 

と
れ
に
つ
づ
く
望
章
に
お
い
て
は
、
す
で
に
近
代
的
露
組
合
と
し
て
の
発 

展
を
.と
げ
た
友
愛
会
の
川
崎
•
•三
菱
神
戸
両
造
船
所
の
労
働
者
に
た
い
す
る
影 

響
、
と
く
に
、
大
正
四
年
二
月
に
結
成
を
み
.た
友
愛
会
神
戸
相
生
支
部
.
.

(

の
ち 

の
神
戸
支
剖)

お
よ
び
同
年
十
月
結
成
の
ぃ
兵
庫
支
部
を
中
心
と
す
る

活
動
、
大

ニ

〇

(

ニ
三
八)

.
戦
中
に
.お
け
.る
そ
の
相
互
扶
助
的
.
労
資
協
_
的
な
組
織
か
ら
階
級
的
な
労
働 

組
合
組
織
：へ
の
発
展
の
過
程
、
：
す
な
わ
ち
米
騒
動
と
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
大 

衆
的
運
動
の
：た
か
ま
.り
の
な
か
で
、
階
級
的
利
益
.に
め
ざ
め
、
と
く
に
大
戦
中 

に
お
け
る
未
曾
有
の
物
価
騰
貴
に
と
も
な
う
生
活
苦
の
増
大
の
体
験

に
よ
つ 

て
-'
は
じ
め
は
神
戸
連
合
会
お
よ
び
兵
庫
支
部
に
よ
る
直
接
の
指
導
と
は
別 

に
.
自
然
発
生
的
に
労
働
者
の
運
動
が
行
な
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
大
正

七
年 

八
月
，
三
.菱
神
.戸
造
船
所
の
労
働
者
は
、
い
わ
ゆ
る「

社
倉
米」

の
値
ヒ
げ
、
 

歩
合
計
算
方
法
の
改
訂
に
た
い
す
る
不
満
と
し
て

暴
動
が
お
こ
り
、
掠
奪
お
よ 

び
暴
行
が
：お
亡
.な
わ
れ
た
。
：「

方
、
川
崎
造
船
所
に
お
い
て
も
、
こ
の
時
期
に
、
 

勞
働
者
は
組
織
的
に
活
動
し
、
松
方
社
長
：に
た
い
し
、
日
給
歩
增
お
■よ
び
賞
与 

の
要
求
そ
の
他
、労
働
条
件
の
改
善
の
要
求
を
行
な
つ
た
が
、松
方
社
長
の
巧
妙 

な
政
策
に
.よ
つ
て
、
こ
の
段
階
が
.回
避
さ
れ
た
誑
情
が
、

興
味
深
く
追
求
さ 

れ
て
い
る
。
以
上
が
、
本
書
第
.一
部
の
内
容
の
筒
単
な
ス
ヶ
ッ
チ
で
あ
•る
が
、
 

第
一
部
が
は
げ
し
い
労
働
移
動
の
状
態
と
_、
こ
れ
に
対
応
す
る
経
営
者
の
政
策 

と
し
ラ

.

労
働
市
#
お
よ
び
労
務
管
.a
政
策
を
中
心
と
す
る
分
.析
的
な
考
察
で 

翁
の
に
反
し
，
第
二
部
は
、
大
正
九
年
、
深
刻
な
不
況
の
進
展
の
も
と
で
の 

解
雇
、
労
働
強
化
お
よ
び
実
質
賃
金
.の
低
落
に
直
面
し
た
造
船
業
労
働
者
の
、
 

失
業
、
1賃
下
げ
お
よ
び
労
働
強
化
反
対
を
直
接
の
日
常
的
な
主
要
な
要
求
と
し 

て
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
神
戸
機
械
工
組
合
の
決
議
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、r

吾 

等
ハ
共
同
ノ
：力-1

依リ
：，

横
断
的
組
合
ヲ
基
礎
ト
シ
テ
団
体
交
渉
権
公
認
1ー
献 

身
的
；
努
力
セ
ン
事
ヲ
期
ス」

(

一
五
三
S

と
い
う
横
断
的
労
働
組
合
に
よ
る 

団
体
交
渉
権
お
よ
び
罷
業
権
の
獲
得
の
た
め
の
闘
争
と
し
て
の
発
展
が
追
跡
さ 

.れ
，る
。
ず
な
わ
ち
、
大
阪
地
方
争
議
に
た
い
す
る
神
戸
速
合
会
の
支
援
活
動
を

通
じ
て
の
共
同
闕
争
の
強
化
、
，神
戸
発
動
機
エ
組
合
の
三
菱
内
燃
機
製
造
株
式 

会
社
に
た
し
す
る
闘
い
を
発
端
と
^
て
、
判
戸
労
働
組
合
速
合
団
を
中
心
と
す 

る
こ
の
未
曾
有
の
大
_
争
へ
と
発
展
し
て
い
く
過
程
が
、
.
生
き
生
ぎ

と
し
か
も 

克
明
に
描
写
さ
れ
る
。
こ
の
豊
富
な
史
料
的
な
研
究
の
紹
介
に
'つ
い
て
こ
の
短 

い
紙
面
で
到
底
意
を
つ
く
す
こ
と
，は
で
き
な
い
の
で
、
つ
ぎ
に
、
こ
の
研
究
に 

つ
.い
て
の
.筆
者
.の
感
想
お
よ
び
批
判
を
展
開
ず
る
こ
.と
に
し
よ
う
。

さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
本
書
.は
、
大
正
十
年
代
の 

初
頭
、
ま
さ
し
く
日
本
に
.お
け
る
独
占
資
本
主
義
.の
確
立
を
背
景
と
し
て
、
主 

と
し
て
ニ
大
企
業
の
造
船
労
働
者
の
運
動
を
対
象
と
す
る
、
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー 

ク
な
労
作
で
あ
る
が
、
そ
の
前
半
は
、
大
正
期
の
労
働
市
場
論
に
.'o'
い
.て
の
す 

ぐ
れ
た
研
究
で
あ
り
、
当
時
の
も
っ
と
も
近
代
的
な
、
そ
し
て
，階
級
意
識
の
鮮 

明
な
労
働
渚
と
し
て
の
造
船
労
働
者
の
労
働
移
動
、
労
働
条
件
お
よ
び
労
働
者 

生
活
を
通
じ
て
、
い
わ
ゆ
る
労
資
関
係
の
重
要
な
一
側
面
を
明
ら
か
に
し
て
い 

る
点
、
大
き
な
特
徴
で
あ
り
、
学
界
に
た
い
ず
る
第
一
の
貢
献
で
は
な
か
ろ
う 

か
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に
？
筆
者
の「

労
働
運
動
史」

観
の
新
鮮
ざ
を
何
よ
り
も 

雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
と
思
う
。
つ
ぎ
に
第
二
に
、
第
二
部
の
争
議
過
程
の
追 

求
を
通
じ
て
読
诸
は
、
横
断
組
合
の
わ
が
国
に
お
け
る
特
殊
性
を
み
る
こ
と
が 

で
き
る
。
戦
前
の
労
働
組
合
、と
く
に
大
正
期
.の
労
働
組
合
は
、
一
般
に
企
業
の. 

淋
を
超
え
た
横
断
組
合
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
研
究
に 

よ
っ
て
、
当
時
の
労
働
組
合
が
、

ョ
ー
ロ
ッ
。ハ
.に
お
：け
る
よ
う
な
職
能
別
組
合 

を
.塞
礎
に
も
っ
て
、
産
業
別
化
へ
の
途
を
迎
っ
た
の
で
は
な
く
、
ク
ラ
フ
ト
. 

ユ
ニ
ォ
ン
の
伝
統
の
き
わ
め
て
脆
弱
な
莲
礎
の
上
に
、
：む
し
ろ
、
.労
働
組
合
が 

法
的
承
認
を
獲
得
し
え
な
い
と
い
デ
政
治
的
な
条
件
に
強
く
規
定
さ
れ
た
結
果

書

評

 

•

と
し
て
お
こ
っ
た
横
断
組
合
で
あ
り
、
い
わ
ば
"
非
合
法
"
の
状
態
に
お
け
る
や 

む
を
え
な
い
組
織
的
運
動
の
宿
命
と
し
て
、
企
業
外
に
オ
ル
グ
の
中
心
を
お
か 

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
.っ
た
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で 

き
る
。
.も
ち
ろ
ん
、.
こ
れ
の
■み
.に
帰
す
る
こ
.と
は
，で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の 

よ
う
な
経
済
外
的
条
件
が
根
強
ぐ
規
定
し
た
た
め
に
こ
そ
、
そ
の
後
、
こ
の
横 

.断
組
合
は
"
資
本
の
政
策
に
.よ
っ
て
急
速
に
企
業
内
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
、
の
ち 

の
企
業
別
組
合
へ
の
■布
石
と
な
っ
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
労 

働
者
は
、
要
求
条
件
の
な
か
に
労
働
組
合
の
法
的
承
認
と
同
時
に
、
工
場
委
員 

制
度
€>
採
用
を
い
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
の
ち
に
み
る
よ
う
な
、
企
業
別
化
傾
向 

を
す
で
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
は
、
史
料
を
通
じ
て
こ
の
点
を
か
な
り 

の
程
度
明
ら
か
に
し
.て
.い
る
と
い
え
よ
う
。

レ
か
し
、
史
料
的
価
値
の
高
い
労
作
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
書
に
も
_欠
点 

と
思
わ
れ
る
も
の
が
な
く
も
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
未
発
表
の
史
料
を
通
じ 

て
、
，
こ
の
争
議
の
真
相
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
そ
れ
自
体
価
値
あ 

る
こ
と
で
は
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
者
が
、
真
実
、
こ 

の
臈
大
な
史
料
的
探
求
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
た
ん 

に
大
正
期
に
お
け
る
造
船
業
の
労
使
関
係
の
解
明
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
ろ
う 

か
。
そ
れ
な
ら
ば
、「

日
.本
労
働
運
動
史
論J.

と
い
う
主
題
が
何
故
に
命
名
さ 

れ
た
の
：で
あ"ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
残
る
。
そ
れ
は
、
第
一
部
の
勞
資 

(

使)

_
係
に
か
ん
す
る
分
析
と
第
二
部
の
運
動
"
争
議
過
程
と
の
関
係
が
、
充 

分
に
有
機
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
感
じ
を
拭
う
こ
と
は
で
き
な 

い
ど
い
う
点
に
も
関
保
が
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
友
愛
会
に
お
け
る
横
断
組
合 

主
義
と
労
働
者
階
級
の
下
か
ら
す
る
工
場
委
員
会
制
の
要
求
と
の
関
係
を
、
更

.一.一 
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に
理
論
的
に
把
握
し
て
い
た
だ
き
•た
か
っ
た
；と
思
ぅ
。

日
本
の
労
働
..運
動
の
研
究
に
関
心
を
も
ち
は
じ
め
た
ば
が
り
ゎ
筆
者
に
.
.

H
、.

. 

こ
の
ょ
ぅ
な
瑣
末
な
感
想
し
か
浮
ば
な
い
の
ば
残
念
で
あ
る
。
史
料
的
価
値
の 

き
わ
め
て
高
t
力
作
で
.
あ

る

と

信

ず

る

.
。

労

働

運

動

史

に

関

6

を
も
.
つ
.
す

V.

て
： 

の
諸
君
に
推
奨
を
惜
し
ま
な
い
0 '

(

日
本
評
論
社
•
一
九
六
六
年
八
月
刊
• 
A
5 

•
ニ
五
兰
!:
• 
一
二
〇
〇
円)

大

熊

一

郎
著 

.
 

浜

田

文

雅

考

■

.『

国

民

所

得

論』

..

鳥

居

，
泰

彦

麗
所
得
論
に
関
す
る
書
物
は
、
今
ま
で
に
も
数
多
く
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
 

け
れ
ど
も
、
現
在
、
こ
の
研
究
分
野
の
状
況
は
、
以
下
に
略
述
す
る
ょ
ぅ
に
、
 

少
な
く
と
も
三
つ
の
点
か
ら
、
議
論
の
再
吟
味
を
.必
要
と
す
る
所
に
来
て
い 

る
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
労
作
は
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
講
に
こ
た
え
る
極
め
て 

重
要
な
接
近
で
あ
る
。

1
:

1
(

ニ
四
〇)

,
 

»

第
一
に
、国
民
所
得
勘
定
そ
：の
も
の
の
改
変
で
あ
る
。ま
す
ま
す
複
雑
化
し
て 

行
く
経
済
組
織
と
経
済
分
析
用
具
の
精
級
化
に
対
応
し
て
、
国
際
的
諸
機
構
と 

各
国
政
府
は
国
民
経
済
を
包
括
的
•
斉
合
的
に
高
い
精
度
で
把
握
す
る
た
め 

に
レ
わ
ゆ
る
国
民
経
资
計
算
の
諸
勘
定
の
馨
を
手
が
.けu

来
た
。
.一
，し1

瓜 

〇
年
代
に
は
国
際
連
合
、
O

E

C

D、
E

O

A

F

E
等
の
諸
機
関
お
よ
び
ァ 

メ
リ
力
を
は
じ
め
と
す
る
先
進
諸
国
が
国
民
所
得
勘
定
標
準
方
式
の
改
定
と
統 

計
整
備
の
作
業
.を
.続
け
て
米
た
。11

際
連
合
統
計
局
は
一
九
五
三
年
に
S

N

A 

力

式(
A

 

System of National 

Accounts 

and 

Supporting 

Tables)

を
提 

示
し
、
更
に
一
九
六
四
年
に
は
ス
ト
丨
ン
を
變
と
す
る
専
門
部
会
を
召
集
し 

て
S

N

Aの
改
定
を
検
討
し
た
。
わ
が
国
で
は
こ
の
動
向
に
準
拠
し
て
、

一
化 

六
三
年
か
ら
一
九
六
五
年
に
か
け
て
国
民
経
済
計
算
審
議
会
で
検
討
を
行
な 

い
、
旧
国
民
所
得
勘
定(「

国
民
所
得
白
書

」)

に

か

わ

る

新

国

民

所

得

勘

定

(「

国 

民
所
得
統
計
年
報」)

を
公
表
し
た
。
新
勘
定
は
、
そ
れ
自
体
表
章
の
形
式
と 

原
理
を
一
新
し
て
い
る
の
：み
な
ら
ず
、
資
金
循
環
勘
定
、
産
業
連
関
表
、
国
富 

統
計
等
の
勘
定
と
の
統
合
を
へ
て
国
民
貸
借
対
照
表
に
総
括
す
る
た
め
の
布
石 

を
内
蔵
し
セ
レ
る
従
っ
て
、
国
民
所
得
論
を
学
ぽ
ぅ
と
す
る
者
、
ま
た
は
国 

民
所
得
統
計
を
使
っ
て
経
済
分
析
を
し
よ
ぅ
と
す
る
'者
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら 

の
新
勘
定
方
式
の
趣
旨
を
了
解
し
て
お
く
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。
本
書
の
第 

一
部
第
一
章
お
よ
び
第
二
章
は
、
こ
の
点
の
解
説
と
し
て
す
ぐ
れ
て
い
る
。
た 

だ
本
書
の
執
筆
が
、

「
国
民
所
得
統
計
年
報

」

，昭
和
四
十
一
年
版

(

新
勘
定
方
式
に 

よ
.っ
て
昭
和
ニ
十
六
年〜
昭
和
三
十
九
年
の
四
半
期
別
、
年
別
国
民
所
得
勘
定
を
推

計
し
た
ノ
改
定
後
最
初
の
公
表
国
民
所
得
統
計)

の
発
表
を
待
た
ず
に
脱
稿
し
て
.
 

い
る
た
め
に
、
例
示
と
し
て
の(

第
二
ー
ー
表

)
〜

(

散
ニー

六
表)

は
、
審
議
会 

の
答
申
案
の
昭
和
三
十
七
年
度
試
算
の
勘
定
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ 

う
.で
あ
る
。
密
議
会
の
答
申
案
と
最
終
的
な
新
勘
定
と
は
、
表
章
形
式
に
若
干 

の
違
い
が
あ
り
、
計
数
値
に
も
若
干
の
出
入
り
が
あ
る
が
、
•新
勘
定
の
趣
旨
を 

.説
明
す
る
素
材
と
し
て
は
、
.こ
れ
で
充
分
で
あ
る
。
著
者
等
は
、
こ
の
点
を
八 

八
頁
の
十
行〜

十
六
行
目
の
参
考
文
献
で
補
う
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。

三

国
民
所
得
論
の
.展
開
に
今
日
.要
請
さ
れ
て
い
る
第
一
一
の
点
は
*

分
析
理
論
と 

デ

ー
タ
_
丨
の
相
互
関
係
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
他
の
経
験
科
学
に
お
け
る
と 

同
様
、
経
済
分
析
に
お
い
て
も
分
析
の
対
象
と
な
る
の
は
、
理
論
仮
説
と
観
察 

に
鉴
い
て
抽
出
さ
れ
た
デ

ー
タ
ーで
あ
る
。
そ
れ
故
、
デ
ー
タ
I

の
構
成
は
理 

論
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
実
際
に
は
デ
ー
ター

と
し
て
抽
象
さ
れ
な
い
現 

象
は
理
論
の
中
に
組
.み
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
い

し
、そ
の

逆
も
ま
た
然
り
で
あ 

る
。
従
っ
て
、
国
民
所
得
勘
定
の
解
説
は
国
民
所
得
決
定
の
経
済
理
論
と
の
関 

速
を
明
確
に
し
つ
つ
展
開
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
従
来
、
こ
う
し
た
•点
に
意
を 

M.
L
た
教
和
書
は
、
ァ
ク
リ
ー
.の
そ
.れ

(Macro 

Economic 

T
h
e
o
r
y
)

の
如
き 

優
れ
た
例
外
を
除
い
て
、
極
め
て
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
書
の
第
1
部
第 

ニ
章
1
第
六
章
は
、
こ
の
意
味
で
は
極
め
て
明
解
な
説
明
を
与
え
て
い
る
。
読 

.者
は
、
国
民
所
得
勘
定
に
お
け
る
三
面
等
価
の
原
則
や
、
貯
蓄
と
投
資
の
均
等 

の
原
則
が
ヶ
ィ
ン
ズ
の
国
民
所
得
決
定
図
式
と
、ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
か 

を
始
め
、

マ
ク
ロ
経
済
分
析
の
用
具
が
国
民
所
得
勘
定
の
ど
の
部
分
を
ど
の
よ 

書

評

 

.

■

う
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
.で
あ
る
の
か
を
識
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ 

う
。第
1
部
の
記
述
は
、単
に
国
民
所
得
勘
定
に
止
ま
ら
ず
、
マ
ネ
ー
フ
ロ
ー
表
、 

資
金
循
環
勘
定
、
国
民
貸
借
対
照
表
、
資
本
ス
ト
ッ
ク
勘
定
等
、
国
民
経
済
計 

算
の
中
に
含
ま
れ
る
他
の
諸
勘
定
に
ま
で
、
同
様
の
分
析
を
展
開
し
て
い
る
。
 

国
民
経
済
の
分
析
が
、
単
に
国
民
所
得
勘
定
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
諸
勘
定 

に
抽
象
さ
れ
る
諸
現
象
と
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
を
説
明
す
る
.方
向
に
向
い
つ
つ 

あ
る
折
か
ら
、
こ
の
試
み
は
貴
重
で
あ
る
。
例
え
ば
、
既
に
幾
つ
か
発
表
さ
れ 

.て
い
る
、
資
金
循
環
而
を
含
む
マ
ク
ロ
：

エ
コ
ノ

メ
ト
リ
ッ
ク
•
.モ
デ
ル
を
 ̂

よ
う
と
す
る
場
合
、
第
一
部
の
記
述
は
不
可
欠
の
予
備
知
識
を
与
え
る
と
同
時 

に
、
後
述
の
第
十
章
の
導
入
部
と
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
モ
デ
ル
ビ
ル
デ
ィ
ン 

ダ
と
計
測
を
始
め
、.
実
証
分
析
の
豊
か
な
経
験
を
持
つ
二
人
の
著
者
だ
け
に
、
 

必
要
充
分
な
知
識
を
網
羅
し
て
い
る
。

四

第
三
の
要
点
は
国
民
所
得
の
実
証
分
析
に
関
す
る
整
理
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で 

に
国
民
所
得
決
定
の
マ
ク
ロ
，.
.モ
デ
ル
は
数
多
く
作
成
さ
れ
た
。：
ま
た
、
.
こ
れ 

に
伴
な
0
て
、
生
産
関
数
、
消
費
関
数
、
投
資
関
数
を
始
め
一
つ
一
つ
の
部
分 

品
の
緻
密
な
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
来
た
。
国
民
所
得
決
定
の
マ
ク
ロ
:
モ 

.デ
ル
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
時
、
今
で
は
、
こ
れ
ら
の
先
駆
的
業
績
を
無
視
す 

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
書
の
第
二
部
は
、
こ
れ
ら
の
先
駆
的
分
析
の
中
で
学 

界
の
共
有
財
産
と
な
ら
て
い
る
も
の
を
順
序
よ
く
简
明
に
網
羅
し
て
い
る
。
読 

者
は
、
第
二
部
第
七
、
八
、
九
章
か
ら
、
ヶ
イ
ン
ズ
以
後
の
マ
ク
口
経
済
分
析 

の
基
本
的
な
理
論
構
成
と
そ
の
各
部
分
の
経
験
分
析
の
成
果
を
総
括
的
か
つ
正

一
一
三(

ニ
四1)


