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鉄
工
組
合
と

黎
明
期
の
日
本
労
働
運
動

I

日
本
的
ク
ラ
フ
ト
ン
ユ
ニ
オ
ン
の
興
亡

.

.

_

飯

田

一

、
序
論
的
考
察

_

ニ

、
労
働
組
合
運
動
に
お
け
る
_
然
発
生
性
と
目
的
^

^

識
性

三

、
労
働
市
場
論
的
把
握
と
労
働
運
動
論
的
把
握

四
、

鉄
工
組
合
の
構
造
お
.ょ
び
政
策

五
、
鉄
工
組
合
の
崩
壊
と
そ
の
影
響

鼎

て

靈

證

、
す
で

_

年
I

f

 

f

 

I
ず
、

そ
れ
が
性
格
と
し

「

企
業
別
馨
か
ら
の

.脱皮

」

の
要
請
と
し
て
現
ゎ
れ
、
露
運
動
の

「

産 

ま
な
い
。
その

.最
i

l

h
こ
、

J ,

学者

I
家
お
ょ
び

労
働
麗
S

心
を
も

I

ゆ
る
人
々
の
関
心
を
唆
つ
て
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要因を

.め
|

、‘
す

"

く

p

h

m

l

が
、
大
き
な

i

l

つぁるため

I

と
の
塞
別
組
合
の
発
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^
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三

(

八
三
六

)

黙
の
前
提
と
し
て
、
わ
が
闺
の
労
働
組
合
;0

特
殊
性
が
強
調
さ
れ
名
に
と
ど
.
ま
り
、，：組
合
の
構
造
.;

機
能
お
よ
び
政
策
に
つ
：い
ズ
.の
具
体
的
な
比 

較
が
必
ず
し
も
実
証
的
に
行
わ
れ
て
い
な
い
と
.
い
う
现
状
に
.あ
る
。
：
そ
こ
‘
で
こ
こ
で
は
、：'
日
'沐
的
職
能
別
.組
合
の
最
初
の
モ
デ
ル
と
も
い
う
べ
き 

明

治

三
〇
年

代

の

鉄

工

組
合
の
：短
い
歴
史
を
通
じ
て
、•
そ
の
特
殊
性
を
朝
ら
か
に
す
る
.
と
と
も
に
，、.
そ
の
横
断
組
合
化
の
不
成
功
の
原
因
に
つ
い 

て
、
比
：較
労
働
-^

動
史
の
.
立
場
か
ら
探
求
し
て
み
.
た
い
と
思
う
0 

'

ノ
.

(

1

)

；
最
近
の
報
道
に
よ
九
ば
、：
三
井
三
池
第
一
組
合
の
組
合
員
数
は
、
，'

一
九
六
六
年
五
月
現
在
、
同
鉱
業
所
従
業
員
の
四
分
の
一
を
わ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い 

る
。

一
九
.
五
九
年
か
ら
.
六
〇
年
に
か
け
て
、
実
に
二
八
二
日
と
い
う
歴
史
的
な
大
ス
ト
ラ
や
キ
を
敢
行
し
、
日
本
労
働
組
合
運
動
史
上
、
■不
滅
の
足
跡
を
残
し 

た
同
労
組
が
、
こ
の
よ
う
に
力
を
失
っ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
の
胸
を
痛
ま
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
だ
が
、
ひ
と
り
'三
井
三
池
の
み
で
は
な
い
。
全 

■
体
と
し
て
、
わ
が
国
の
労
働
運
動
は
い
ま
道
大
な
転
機
に
さ
し
か
.か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
最
近
お
こ
っ
た
ー
連
の
蜇
要
な
事
件
を
み 

て
も
、

中
立
労
速
の
な
か
.
で
も
比
較
的
総
評
に
近
か
っ
た
三
菱
逭
エ
の
長
崎
お
よ
び
横
浜
造
船
所
の
動
揺
と
総
評
支
持
か
ら
の
離
脱
、
日
産
に
よ
っ
て
吸
収
合 

併
さ
れ
つ
つ
あ
る
プ
リ
ン
ス
自
動
車
労
組
に
た
い
す
る
日
産
自
動
屯
労
組
の
は
げ
し
い
切
り
崩
し
、
あ
る
い
は
衆
洋
高
庄
労
組
の
合
化
労
速
脱
退
の
問
題
さ
ら 

に
進
ん
で
I

.

.

M
 • 

F
 

.

J

V

Cの
活
躍
な
ど
、
.
こ
れ
ら
の
事
件
は
、
約
一
、
〇
〇
〇
万
人
と
称
せ
ら
れ
る
わ
が
国
の
組
織
労
働
者
中
、
約
四
ニ
〇
万
人
を
組 

織
し
て
い
る
総
評
の
.運
命
に
大
ぎ
な
影
響
を
与
え
、
そ
の
内
部
的
な
：動
揺
を
は
げ
し
く
し
て
お
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
わ
が
国
労
働
組
合
運
動
の
苦
悶
を
象 

徴
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
そ
の
危
機
の
根
本
的
な
問
題
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
企
業
別
組
織
の
も
つ
力
の
極
限
に
達
し 

.

た
こ
と
の
ひ
と
つ
の
兆
し
で
あ
り
、
そ
の
産
業
別
組
織
へ
の
再
編
成
が
、
緊
急
の
課
題
と
し
て
要
請
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
一
速
の
組
織
分
裂
へ
の
傾
向
が
、
開
放
体
制
を
迎
え
て
急
速
に
苒
編
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
石
炭
産
業
お
よ
び
石
油
産
業
、
化
学
、
鉄
鍋
機
械
、
金
属 

造
船
お
よ
び
自
動
車
産
業
な
ど
に
と
く
に
目
立
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
近
、
こ
れ
に
対
応
し
て
、
総
評
を
は
じ
め
と
し
て
労
働 

組
合
指
導
者
の
な
か
に
は
、「

労
働
組
合
の
産
業
政
策」

を
唱
え
出
す
傾
向
が
濃
厚
と
な
り
つ
つ
あ
、る
.0

果
し
て
こ
れ
が
、合
理
化
攻
勢
の
激
化
に
対
抗
し
て
、
 

労
働
戦
線
の
統
一
と
強
化
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
い
え
よ
う
。
ま
た
労
働
組
合
の
産
業
政
策
と
は
具
体
的
に 

何
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
結
果
と
し
て
何
を
も
た
ら
す
か
、
考
え
る
べ
き
大
き
な
問
題
で
あ
ろ
う
。

,

V

.

、
 

I

!)

資
本
の
本
源
的
蓄
積
'1

程
を
へ
て
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
本
格
的
展
開
が
展
開
さ
れ
る
や
、
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る「

賃
労
働」

の
形
成
を
み
る

:
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現
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^

_

 と 
H

p
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 一 

I

t

 

や
共
済

I
と
密
接
不
離
の

..
関

係

の

な

か

で

次

第

に

綴

を

跋

大

強

化

し

、

地

域

的

に

も

そ

の

連

合

を

，了 

I

フ
m

 

:

^

^

^る

労

働

組

合

が

職

業

別

に

成

李

る

こ
.と
と

%

か
く
し
て
、

一
九
世
紀
前
半

I

、
こ
の
ょ
う
なr

- 

.1

1

- 
2
 

r
. 

I

 

職
業
的 

i

i

 追求
す

の職

1

的
な
エ
ネ
ル
ギ
丨
で
あ
り
、舉
命
的
政
治

1

や
体
制
批
判
の
.運動
も
、
ひ
と
た
び
、
そ 

微

を

な

に

は

、

忽
ち
E

1

I

失
わ
な
け
れ

f

l

か

^
^
^

..
 

.......

層
I

で
I

。

ィ
ギ
I

働
i

l

は
.、

V

一
 

応
そ
れ
を
急
進
主
義
運
動
や
社
会
主
義 

參
実
で
あ
る
。
パ

"

ご
己
と
そ
の
大
部
分
.は
労
働
者
階
級
自
体

.の
な
か
か
ら
生
み
出
さ
れ
、
輩
出
し
、
ま
た
そ
の
.な
か
で
再
生
産
さ
れ 

も
M

 

6

1

世
i

葉
の
職
能
別
組
合
形
成
期
i

い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ぞ
の
幾
多
の
.
.例
証
を
見
出
す
こ
^

い
う
ま
で

.
 

^

こ

つ

な

職

業

的

I

の
政
I

諸
権
利
や
社
会
的
正
義
に
た
い
す
る
優
先
と
い
う
労
働
者
気
質
は
、
職
業
的
セ
ク
、ゾ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

い
こ
い

H

も
の
て
あ
る
に
も

力
か
わ
ら
ず
、
し
か
も
ま
た
、

.こ
か

6
か
緊

&

レ
で
终
じ
め
て
職
業
的
指
導
者
層
の
分
厚
ぃ
形
成
を
み

.
 

る
と

I

て
I

」

とを

わ
れ
わ
れ
は
銘
記
す

I

ば

I

I

。
.
 

.

:

タ

r

l

f

る
0
黎

|
の

:ガ
|

^

合̂
発
生
の
特
殊

|
格
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、

'そ
の

塵

の

性

格

か

ら

規

定

さ

れ

る

組

合

構

造

自

体

の

問

題

が

あ

.

 ̂

, 

f

. 

Iす
れ
の
国
を
問
わ
ず
、
通
例
炭
f

働
者
、

' 

繊
縦
產
業
労
響
な
ど
を
中
心
と
し
て
太
じ
め
ら
れ
、
そ
の
背
後
'
 

鉄
エ
組
合
と
黎
明
期
の
日
本
労
慟
運
1&'



四

(

八
三
八)

.

で
都
市
の
.
手
エ
業
に
た
ず
さ
わ
る
熟
練
労
働
者
層
の
組
合
が
妓
行
し
て
運
動
を
行
っ
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
後
者
こ
そ
、
ク
ラ
フ
ト
.
ユ 

ニ
オ
ン
の
主
流
を
形
成
し
.て
い
た
。
前
者
の
組
合
は
、
古
い
伝
統
を
誇
る
毛
織
物
業
な
ど
に
お
い
て
は
、
ぼ
と
ん
ど
こ
れ
に
近
い
型
の
組
合
を
形 

成
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
新
興
の
綿
紡
績
業
労
働
者
の
組
合
や
炭
鉱
労
働
組
合
は
、
ク
ラ
フ
ト
•
ユ
一
一
オ
ン
に
特
有
な

熟
練
労
働
力
養

成

機

構 

'
.と
し
て
.
の
徒
弟
制
度
を
、
き
わ
め
て
制
限
さ
れ
た
形
で
し
か
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
‘
た
ぐ
し
か
し
そ
の
た
め
に
却
っ
て
、
労
働
力
供 

給
制
限
を
主
と
ず
る
勞
働
市
場
の
支
配
の
上
に
安
座
す
る
ク
ラ
フ
ト•

ユ
ニ
オ
ン
と
は
区
別
さ
れ
る
闘
争
団
体
と
し
て
の
労
働
者
組
ぺ
ロ) 

(
o
p
e
r
a
-

 

t
i
l
，
I
o
n
)

と
し
て
、
前
者
の
政
策
に
た
い
す
る
批
判
者
と
も
い
う
べ
き

特
異
な
地
位
を
し
め
た
の
.で
あ
る
0
,
.

'

以
上
に
み
る
よ
う
に
、
総
体
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
労
働
.組
合
の
発
生
に
特
徴
的
な
事
実
は
、
そ
の
自
然
発
生
性
の
濃
厚
な
_

向
と
、
労
働
市
場
の 

統
轄
の
た

め

の
前
提
と
し
て
の
熟
練
労
働
力
の
養
成
機
構
の
確
立
、
す
な
，わ
ち
労
働
市
場
主
義
と
も
呼
ば
れ
る
ベ
き
職
業
的
独
占
と
排
他
性
と
い 

.
う
目
的
意
識
性
の
鞏
固
な
結
合
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
、
.

い
う
ま
で
も
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
発
展
の
様
相
、
農
村
共
同
体
の
決
定
的
な 

崩
壊
と
農
民
の
土
地
か
ら
の
解
放
、
す
な
わ
ち
、
自
由
な
賃
労
働
力
の
創
出
が
お
し
す
す
め
ら
れ
、

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ァ
の
本
格
的
展
開
に
と 

も
な
う
技
術
的
分
業
の
発
展
と
.結
び
つ
い
て
、

ー
八
世
紀
後
半
、
産
業
革
命
の
前
夜
に
は
、
.労
働
移
動
が
'
か
な
り
自
由
に
且
つ
，頻
繁
に
行
わ
れ
る 

と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
み
な
ら
ず
、

一
般̂

ョ
ー
ロ
ッ
パ
に
古
く
が
ら
み
ら
れ
る
条
件
に
規
定
さ
れ
て
‘
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
以
上
の
よ 

う
な
認
識
の
上
に
立
っ
て
、
明
治
三
〇
年
代——

世
界
史
的
に
は
す
で
に
独
占
資
本
主
義
段
階——

は
じ
'め
て
本
格
的
な
労
磡
運
動
を
開
始
し
た 

•
わ
が
国
に
つ
い
て
、.
そ
の
た
.
め
の
前
提
と
な
っ
た
.
と
こ
ろ
の
諸
条
件
を
吟
味
す
る
と
す
れ
ば
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
，。

い
.う
ま
で
も
な
く
、.
わ
が
国
の
労
働
組
合
運
動
と
.
ョ
ー
ロ
ッ
。ハ.
.の
.そ
れ
と
を
比
較
す
る
場
合
、
.そ
.れ
を
.対
照
的
な
ら
し
.
め
る
前
提
と
し
て
、
.そ 

の
時
代
的
差
異
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ク
ラ
フ
ト
•

ユ
一
一
オ
ン
は
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
、

ョ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け 

る
支
配
的
な
労
働
組
合
組
織
で
あ
り
、

一
九
世
紀
末
、
独
占
資
本
主
義
段
階
の
到
'来
と
と
も
に
不
熟
練
労
働
者
を
主
体
と
す
る
一
般
労
働
組
合
、
 

そ
し
て
更
に
進
ん
で
ニ
〇
世
紀
初
頭
に
は
産
業
別
組
合
の
組
織
が
出
現
し
は
じ
め
て
、
ク
ラ
.フ
ト
•
ユ
ニ
オ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
労
働
市
場
の
全
一
的

||

,、
，

1

1

%

 

:き；
^
 

.

1

1

1が
、
労
働

I

員の大衆的な力を背景として次

I

大

き

な

影

I

I

 

し

I

擎
羅
と
社
含
謹

I

I

多

f

関

I

I

出されつつあっ

I

さにその

1

こ
お
、て、

b

w

、r
h

r

 

本

格

的

な

I

動

の

I

み

た

と

い

う

歴

史

的

な

事

実

で

あ

る

。

こ
嘗
舊
い
て
、

わわ產はじめて
 

悬
識
性
と
の
麗
忘
い
て
、ど
零
な
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

;
か「

•も
て

r

f

i

l

 

J

け
る
賃
雪
の
創
出
を
考
察
の

.対象とするとき、

「

I

働
の
封
著

」

、い
わ
ゆ
る

「

崖
墓
賃
労
働
の
|

を回
 

ることは

I

いように思う。平

震

太

塞

、わ

|

讓
革
命
燃
け
る
。

E

l

i

、

⑷鉄工を

i

形態とする鉄工業プロレタリァ

-
ト、鐘

I

f

び

製

糸

業

に

“

 

r

 

, 

ノ
 

.一 

. 

な
女
了

I

者

I

琢
土
木
工
事
現
場

I

I

け

る

囚

人

や

半

震

的

な

作

業

を

中

、
し

と

す

I

奴勺

k 

、
口
 

y

J /
l
ト、筆
封
建
的
な
農
村
の
零
細
響
か
ら
す
る
と
こ
ろ
の
相
対
的
過
剰
人
口
の
農
村
か
ら
都
市
へ
の
流

H

i

業
 

ィノ，
く
バ

M
な
暑
人
足
車
ひ
き
、沖仲土、ある

8 1
,

)

は
.マッチ製造業に代表される家内工業に働く労働者、まさしくスゥィテ 

ら
各
卜
、ステムのもとで働く低賃金労働者である。
こ
の
馨
ー
応
正
し
い
も
の

.と
し
て
麗
す
れ
ば
、
いうまでもなく、
ミ

積

命

期

の

全

労

働

者

階

級

を

I

I

としても、そこにわが国固有の資本の本源的蓄 

f

禾

I

眷

I

f
されねはなら

I

っ
S

と

I

I

I

。すなわち賃労働形成の特

&

である

。

.

ニ

ク

ス

に

よ

れ

ば

、
資

本

の

循

環

續

は

三

つ

の

謹

で

行

わ

れ

る

の

で

あ

っ

て

、
そ
れ
ら
の
段
階
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
順
序
を
な
し
て
い

と

、

ぅ

し

て

、

|

|

お
ょ
$

労
働
市
場
i

れ
る
。
彼
I

は
商
品
_

|

。
ま
I

丨
W

一
i

K

I

で
あ
る
が
、
こ
の
ニ
系
列
の
購
買
は
、
ぜ
ん
ぜ
ん
異
な
る
市
場
で
行
わ
れ
る
。

1

1

1

^

,

他
方
は
労
働
市
場
で
。
生
産
手
段
の
分
量
は
：、
そ
の
労
働
分
量
を
吸
収
す
る
た
め
にー

そ
の
労
働
分 

鉄
工
組
合
と
黎
明
期
の
0.
本
労
働
運
動

五

(

八
三
九)
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(

八
四
〇)

量
に
よ
っ
て
生
産
物
に
転
形
さ
れ
る
た
め
に
I

充
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
：貨
幣
を
う
け
と
；っ
た
-
労
働
者
は
、
だ
ん
だ
ん
と
、
自
分
の
欲
望 

を
充
た
す
あ
る
額
の
諸
商
品
.、
諸
消
費
財
に
支
出
す
る
。
商
品
.
た
-
る
労
働
力
.が
買
え
：る
も
.の
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
労
働
カ
が
淹
品
と
し
て 

現
わ
れ
る
.
と
い
う
，こ
と
こ
そ
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
：。.
労
働
力
が
売
ら
れ
.て
生
産
手
段
と
.
結
合
さ
れ
る
な
ら
ば
、
労
働
力
は
生
產
手
段
と
.
司
様
に
、
 

そ
の
購
買
者
の
.
生
産
資
本
の
一
部
分
を
な
す
。

資
本
家
.
と
賃
労
働
者
と
の
階
級
関
係
は
、

両
者
が
0

丨

厶(

労
働
者
の
側
か
ら
み
れ
ば
A

—

S

な
.
 

る
行
為
で
.
対
応
す
る
.瞬
間
に
、.
，す
で
に
存
在
し
、
す
で
：に
前
提
さ
れ
て
い
る
。
G

—

W

A

1

を
社
会
的
規
模
で
遂
行
す
る
こ
と
：は
、
生
産
手
段
の 

労
働
力
と
の
本
源
的
結
合
を
解
体
さ
せ
.た
歴
史
的
諸
過
程
を
一一

そ
の
結
果
と
し
て
、
こ
の
生
産
手
段
の
非
所
有
者
と
し
て
の
人
民
大
衆
と
こ
の 

生
産
手
段
の
所
有
者
と
し
て
の
藤
労
働
者
と
が
対
立
：す
る
に
至
る
諸
過
程
を
^

—

内
蔵
す
る
。
だ
か
ら
、
生
産
資
本
の
対
象
的
部
分
た
る
生
産
手 

段

は

G

I

A

な
る
行
為
が
一
般
的
‘

社
会
的
行
為
と
な
り
う
る
前
に
：、.
.す
で
に
か
か
.
る

も
-6
0

と
し
て
、
資
本
と
し
て
労
働
者
に
対
立
し
て
お
ら 

ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
g

由
な
賃
労
働
者
を
生
み
出
す
過
程
こ
そ
、，
共
同
体
の
崩
壊
.で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
マ
ル
ク
ス
よ
、
か
の
歴
史
的
な 

一
八
六
一
年
の
農
奴
開
放
後
に
お
い
て
も
、

ロ
シ
ァ
め
農
村
労
働
者
は
、
.
村
落
共
同
体
の
土
地
共
有
に
よ
り
、
ま
だ
完
全
に
は
生
産
手
段
か
ら
分 

離
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
言
葉
通
り
の
意
昧
.
で

の『

自
由
な
賃
臂
働
者』

で
は
な
い
と
生
張
す
る
の
で
1

^

.

わ
が
国
.
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
.は
、
周
知
の
よ
う
に
、
農
村
共
同
体
を
徹
底
的
に
崩
壊
せ
し
め
る
ど
こ
ろ
か
、

.
む
し
ろ
こ
れ
を
温
存
し
、
 

農
業
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
を
、
絶
対
主
義
的
国
家
権
力
は
そ
の
拠
っ
.

て
‘
立
つ
基
盤
の
維
持
の
た
め
に
、：
極
力
こ
れ
を
抑
制
し
な
け
れ
、ば
な 

ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て
階
級
分
解
は
き
わ
め
て
不
徹
底
な
形
で
し
か
行
わ
れ
ず
、
賃
労
働
の
創
出
は
、
西
ョー

ロ
ッ
パ
と
く
に
ィ
ギ
リ
ス
に
み
る 

よ
う
に
、
農
民
.
の
土
地
か
ら
の
追
放
、
農
村
か
ら
都
市
へ
の
労
働
力
.
の
流
離
が
、
大
規
模
に
且
つ
挙
家
離
村
と
い
う
形
で
強
行
さ
れ
た
の
で
は
な 

か
っ
た
。
従
っ
て
明
治
期
に
お
け
る
農
村
か
ら
の
.
労
働
力
.の
供
給
は
、
き
わ
め
て
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
の
、
.家
計
担
当
者
な
ら
ぬ
家
計
補
助
的 

単
身
者
、
.
す
な
わ
ち
農
家
の
ニ
、
三
男
お
よ
.び
女
子
労
働
力
の
都
市
へ
の
移
動
が
そ
の
主
流
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
わ
が
国
の
賃 

労
風
ガ
、「

出
稼
ぎ
型」

と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
：賃
労
働
の
封
建
性
の
.
問
題
が
提
起
さ
れ
る
根
拠
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
上
記
の
労
働
者
の
類

型

は

た

し

力

に

「=d

稼
ぎ
型」

Q

わ
が
雰
働
市
場
に
お
け
る
根
強
い
傾
向
を
物
語
づ
て
い
る
と
い
：っ

て

も

警

で

は

よ
い
。

し
か
し
、
4

、
 

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な

I

の
み
で
、
わ
が
国
の
賃
露
の
性
格
を
特
徴
づ
け
、

こ
れ
を
も
っ
て
わ
が
国
の
労
働
運
動
の
弱
さ
な

.い
し
I

力
の 

全
新
を
説
明
す
る
こ
と

I

足
す
ベ

I

I

う
か
。
わ

が

国

の

露

運

I

、
た
し
か
に
そ
う
.し
た
制
約
を
も
つ
と
し
て
も
、
.
そ
れ
は
わ
ず
か 

に
そ
の 

一i
面
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
明
治

二
〇
年
代
末
期
、
産
蒙
命
の
本
格
的
展
開
前
夜
に
お
け
る
わ
が
国
の
労
働
者
階
級
の
形
成
は
、
 

農
和
力
ら

.

|
磡
カ
供
給
と
.な
ら
ん

§ ^
、

職

人

お

よ

び

都

市

雑

業

層

な

い

し

貧

層

な

ど

の

相

対

的

過

剰

人

口

の

な

か

に

か

な

り

大

き

な

給

源

を
 

r

i

,

わ

i

ふ

ら

て

あ

る

一

般

的

に

明

治

ニ
o
年
代
末
期
、
日

清

戦

争

裏

機

と

す

る

産

業

資

本

產

確

立

期

に

客

る

ち

が

国 

の

「

資
本
と
賃
労
働
ト
の
存
在
形
態
は
、

f

よ
う
に
.要
約
し
.て
の

ベ

る

こ

とf

、
る

。
：H
上

か

ら

の

近

代

化

政

策

、

絶

対

囊

的

な

国

家
 

#
力
を
背

S

西
欧
の
進
ん
だ
技
術
が
、
あ
た
か
.も
無
秩
序

.
無
系
統
的

I

激
に
輸
入
移
殖
さ(I) 、

産
業
資
本
の
自
生
的
発
展
の

I

の
結 

果
と
し
、

履

資

本

を

主

導

と

ず

る

資

本

襲

の

強

行

、
.従
っ

.て
産

雲

本

に

.と
っ
.て
は
、
技
術
的
変
革
が
、
き
わ
め
て
短
い
期
間
に
主

,
 

業
を
襲
い
、
塵
な
熟
練
労
働
力
を
急
遽
必
要
と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
'労
働

者

霞

の

形

成

は

、
農
村
共
同
体
の
醫
な
残
存
の
結
果
と
し 

て
の
I

分

解

の

不

震

か

ら

、
き
わ
め
て
不
充
分
で
あ
り
、
労
働
力
の
養
成
お
よ
び
淘
冶
の機

！！

の
不
備
と
も
相
ま
っ
て
、
.資
本
は
熟
練
労
そ 

ブ
の
不
足
に
蚁
ま
ね
は
な
ら
な
力
っ
た
。

一
方
、
プ
ロ
：レ
タ
リ
ァ
丨

ト

は
、
意
識
の
面
で

I

わ
め
て
未
成
熟
で
あ
っ
た
。2

自
生
的
な
産
業
資 

本
の
成
長
力
の
弱
さ
、
す

な

わ

ち

工

場

制

手

工

業

発

展

の

讓

の

醫—

上
か
ら
の
I

の

窶

と

し

て

巨

大

な

屋

資

本

I

f

す

I
 

殊

雪

的

童

エ

業

の

聳

立

と

淳

ん

な

零

讓

内

工

業

の

残

存

と

い

う

対

照

的
事

実

は

、

前

直
 

太
な
相
対
的
過
剰
人
口
の
重
圧
め
絶
え
ざ
る
存
在
お
よ
び
そ
hの
両
者
の
矛
盾
の
関
係
を
不
可
避
な
も
め
と

'し
た
，
营
 

力
国
に
お
け
る
産
業
革
命
は
、
そ
れ
が
も

っ
。は
ら
西
欧
の
相
対
的
に
高
い
技
術
..の
移
植
裏

機

と

し

て

行

わ

れ

、
従
っ
.て
綿
紛
績
業
の
如
き
も
、
 

そ
の
技
術
水
準
の
高
さ
の
故
：に
、
■.筋
肉
労
働
に
適
す
る
成
人
男
子
労
働
力
よ
り
は
む
し
ろ
四
肢
柔
軟
に
し
て
且
つ
従
順
な
女
子
労
働
力

I

わ
め 

て
多
く
依
存
す
る
こ
と
を
可
能
.に
し
、
ま
た
そ
れ
と

I

大
限
利
潤
の
追
求
塞
上
命
令
と
す
る
資
本
の
要
請
に
か
な
う
も
の
で
あ
っ

5
 

鉄
エ
組
合
と
梁
明
期
の
日
本
労
慟
運
動

'
七

(

八
四
一)
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西
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結
果
と
.し
て
、
本
来
い
ず
れ
の
国
に
.ぉ

い
て
も
初
期
労
働
運
動
に
お
い
て
そ
の
戦
闘
性
と
自
然
発
生
性
の
面
で
£
倒
的
な
勢
カ
を
し
め
る
綿
業
労 

働
者
の
運
動
が
、
ゎ
が
国
の
：雪

、:

ほ
と
ん
ど
み
る
べ
き
も
の
を
期
待
で
き
な
か
っ
た
こ
と
，1

る
9 

f

の
I

に
わ
が
国
の
初
期
労
簾
動 

は
.

.

ョ—
 

ロ
.ッ
ハ
，に
特
徴
的
な
ク
ラ
フ
卜
.
.
.ユ

ニ

ォ

y

^

^

i

す
る
自
然
発
生
的
な
激
発
的
な
蜂
起
や
機
械
破
壊
運
動
あ
る
い
は
綿
エ
業
労
働
者
の
遑
し
い
組
織
的
闘
#1
7)

を

震

す
^

」

と
な
く
、

い

わ

ゆ

る 

「

歴
史
的
経
験」
の
浅
いA

J
I

に
、

い
I

り
、

鉄

H

組
合
を
中
心
と
す
る
本
格
的
な
労
働
運
生
し
た
と
い
う
歴
史
的
な
事
情
に
注
目 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
、
も
し
こ
れ
を
戦
I

.

た
と
え
る
な
ら
ば
、
広
大
なi

l
s
p

も
ら
こ
と
な
し
に
決
戦
を
桃
む
よ
う
な
場
合
と
似

て
お
り
、

一
度
、
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
I

遇
し
た
場
合
、
壊
滅
状
態
に
瀕
す
る
と
い
う
危
険
性
を
担

わ

さ

れ

て

い
た
と
考
え

ら
れ
る
o 

. 

, 

:
r 

.

、
し
力
し
そ
れ
た
け
て
は
な
し
わ
力
国
の
労
働
運
動
は
、
当
初
か
ら
そ
の
指
導
者
層
の
形
成
に
お
い
て
も
、
き
わ
め
て
不
蹵
な
ま
た
不
幸
な 

状
態
に
お
か
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、.
高
野
房
太
郎
、
城
常
太
郎
、
沢
田
半
之
助
、
片
山
潜
と
い
う
よ
う
な
今
日
広
く
知
ら
れ
て
い
る
卓
越
し
た 

指
導
者
の
果
し
た
役
割
は
偉
大
で
あ
り
、
無
視
し
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
.
大
体
に
お
い
て
労
働
生
活
に
従
事
し
、：
労
働
者
と 

し
て
の
自
覚
に
燃
え
指
導
者
と
し
て
の
旺
盛
な
責
任
感
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
し
か
も
な
お

、

こ
れ
ら
少
数
の
組
織
者
と
労
働
組
貪 

大
衆
と
の
^

に
は
意
識
の
面
で
か
な
り
の
断
層
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
労
働
組
合
期
成
会
創
成
期
の
高
野
の
文
章
を 

よ
む
と
き
、
あ
る
い
は
高
野
の
全
生
捱
に
ま
つ
わ
る
悲
を
考
え
る
、と
き
、
:わ
れ
わ
れ
は
そ
の
こ
と
.に
想
い
到
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
丈
ま
た
、
 

明
治
期
の
労
働
運
動
や
社
会
襄
運
動
の
あ
ら
ゆ
る
指
響
の
大
衆
に
た
い
す
る
関
係
に
妥
当
す
る
い
わ
ば
宿

命

と

も

い

う

べ

慕
実

で

あ
っ 

/

て
、
急
激
な
資
本
主
義
発
展
が
、
露
者
階
級
に
た
い
し
、
い
わ
ゆ
る
労
働
貴
族
的
な
階
層
の
形
成
の
余
地
を
残
さ
な
か
っ
た
.こ
と
と
も
大
き
な 

関
；"
I
が
あ
る
組
織
の
未
類
と
労
働
力
の
再
唐
を
辛
う
じ
て
可
能
に
す
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
低
賃
金
は
、
惡
循
環
を
生
み
、
^ x
ff
:

?

^

^
^.
l
 

活
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
有
能
な
組
織
者
を
絶
望
せ
し
め
る
か
、
あ
る
い
は
次
第
に
労
働
運
動
の
戦
列
か
ら
離
脱
さ
せ
る
繁
し
か
も
た
ら

さ
な
か
っ
た
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
I

屋

屋

I

労
働
運
動
は
、
西
I

ッ
パ
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
I

し
I

、
そ
こ
S

多
の
特
殊
性
と

も
い
う
べ
t

Q

I

在
し
た
こ
と
は
.
明
ら
か
で
I

。
、|

」

の
よ
う
な
わ
、I

の
、I

の
発
展
を
制
約
す
る
運
I

体
の
龍

と

な

ら

ん

て

や

は

り

鋳

轰

證

農

府

I

、
と
り
わ
け
、
自

由

墨

i

じ
め
f

一
 

切

の

謹

證

た

い

す

I

、
馨

政
策
そ
し
て
蕭
的
取
締
り
政
策
の
、
世
界
に
類
を
み
な
い
I

.

の
き
び
し
さ
に
ふ
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
も

ち

ろ

ん

、

舊

運
f

刀
 

迄

お

い

て

は

、
こ
う
し
た
弾
圧
政
策
の
共
通
性
は
世
界
的
に
I

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
わ
が
国
S

力
構
造
の
も
つ
I

代

盖

I

、
パ 

九
世
紀
末
ま
で
に
ョ
丨
ロ
ッ
パ
の
労
靈
動
が
獲
得
し
た
成
果
を
認
識
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
警
察
的
取
締
り
に
狂
奔
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ

の

事

実
 

は
、
ま
た
一
方
に
お
い
て
労
働
者
階
級
の
皇
的
•

組
織
的
1

動
の
弱
さ
の
反
映
で
き
と
と
も
に
、.
日
本
の
資
本
主
義
的
発
展
が
、

マ
,

/

ァ 

大
陸
へ
の
侵
略
政
策
へ
の
志
向
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
国
家
資
本
に
よ
る
軍
事
的
工
場
の
建
f

重
工
業
資
本
に
た
い
す
る
手
享 

I

I

.

助
長
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
お
け
る
労
靈
動
を
も
0 

5

家
政
策
遂
行
の
た
め
の
宥
し
難
い
妨
害
と
し
て
の
認
識
I

要 

と
し
た
の
で
き
。
黎
明
期
の
わ
、S

露

講

I

い
て
、

一H

ポ
ッ
ク
塞
し
た
と
い
わ
れ
る
I

組

翕

成

含

I

、
と
り
わ
け
鉄
工 

組
I

成
立
と
衰
亡
の
過
程
は
、
以
上
の
観
点
か
ら
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

■

l

o

I I
l i

.

l l
5 !

t

。」

S

I

 

I

 

g
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.
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H
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p
e

l
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H
i
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O
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B
r
i
t
i
s
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T
r
a
d
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I

I

 

I
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p
.
10

 

ff. 

-

(

s) 

：一
八
三
八
年
か
ら
十
数
年
に
わ
た
る
チ
ャ
丨
テ
ィ
ス
ト
疆
は
、
そ
の
革
命
的
戦
闘
的
精
神
と
羅
性
お
よ
び
目
的
意
識
性
に
お
い
て
、
史
上
稀
に
み
る 

鉄

工

組

合

と

黎

明

期

.
の

日

本

労

働

運

動

. 

九

(

八
四
三)



'

•

 

u
1〇

(

八
四
四)

■
 

■
 

■
 

:

運
勦
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
のEI

的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ク
ラ
フ
ト
ノ
ユ
ニ
オ
ン
の
も
つ
鞏
固
な
職
業
的
意
識
を
超
え
る
こ
.と
が

で
き
な
か
'っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
.、
拙

著「

イ
ギ
リ
ス
労
働
運
軌
の
生
成」

.

(

有
斐
閣)

「

第
三
章
チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
ト
運
動
と
そ
の
歴
史
的
意 

義J
を
参
照
。
 

-- 

'

4) 

ロ
バ
！
ト

.
オ
ー
エ
ン
を
別
と
す
れ
ば
、
.
.一
九
世
紀
前
半
の
偉
大
な
指
導
者
と
し
て
、
ジ
ョ
ゾ

.
ド
.ハ
ー

テ

ィ

G

fu
o
f
e
r
t
y
)

を
あ
げ
る
こ
と
が 

で
き
る
。
し
か
し
も
っ
と
も
典
型
的
な
例
は
、
職
業
別
組
合
の
全
国
的
形
成
の
過
程
で
あ
ら
わ
れ
.た
職
業
的
な
組
合
指
導
者
、

ジ
ャ
ン
タ

f

 
P

)

と
呼
ば 

れ
た
グ
ル
I
プ
こ
そ
特
徴
的
で
あ
っ
た
。
评

*
ァ
ラ
ン
、
11
‘
ア
ッ
プ
ル
ガ
1
ス
、

D
*
ガ
イ
ル
、

G 

•オ
ッ
ジ
ァ
、

E 

•クー

ル
ソ
ン
、
彼
ら
は
そ
-1
1
ぞ 

れ
、a

ン
ド
ン
に
組
合
本
部
を
有
す
る
巨
大
な
ク
ラ
フ
ト
.
ユ
ニ
オ
ン
、
す
な
わ
ち
、
機
械
工
、
連
築H

、

鋳
鉄
工
、
婦
人
靴H

お
よ
び
練
瓦
積
み
エ
の
各
組 

合
出
身
の
指
導
者
で
あ
っ
た
。「

ジ
ャ
ン
タ」

と
称
せ
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
職
業
的
^.
組
合
の
指
導
者
の
強
力
な
グ
ル
ー
プ
が
、
明
治
期
の
労
働
運 

動
に
出
現
す
る
ほ
ど
、
わ
が
国
の
職
業
別
組
合
が
確
固
た
る
も
の
.で
あ
っ
た
な
ら
ば
、.
労
働
組
合
期
成
会
従
っ
て
ま
た
鉄
工
組
合
の
そ
の
後
の
発
展
も

か
な
り 

ち
が
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
 

.. 

(

5) 

Wわ
れ
わ
れ
ば
、
そ
の
な
か
に
、徒
弟
制
度
の
決
し
て
現
わ
.れ
て
い
な
い
ニ
〇
万
な
い
し
三
〇
万
の
組
織
さ
れ
て
い
な
い
雑
多
な
労
働
者
や
運
輸
労
働
者
や 

あ
ら
ゆ
る
種
類
の
不
熟
練
労
働
者
の
場
合
を
論
ず
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し『

開
放
さ
れ
て
い
る
職
業』

の
な
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
最
も
鞏
固
に
し
て
成
功 

せ
る
労
働
組
合
の
あ
る
も
の

、
'
 
殊
に
綿H

と
炭
坑
夫
と
の
組
合

-
両
者
合
し
て
労
働
組
合
界
の
全
員
，の
五
分
の
一
を
搆
成
す

る

も
の——

を
発
見
す
る
0

」

(Sidney and Beatrice W
e
b
b
;

 .Industrial'-Democracy, 

1920, pp. 474

丨
4
3 

(

G) 

Phelps Brown; 

The. G
r
o
w

?.of Industrial Relation, A

 Study 

from the Standpoint of 1
9
0
5
1
1
9
0
7
,

を
参
照
。

(

7) 

E. J' Hobsb.awm;. 

The Tramping. .Artisan 

(Labouring

g
g 尸 

g
s
&
g
g 

in. the.'-History of Labour, 'London, 

1
9
6
4
)

を
参
照
。

(

8)

平
野
義
太
郎「

日
本
资
本
主
義
社
会
の
機
構」

——

史
的
過
程
よ
り
の
究
明一

-

1

1

,昭
和
三
二
年

)

九一.

一
頁
以
下
。

(

9)

わ
が
国
に
お
け
る
賃
労
働
形
成
の
特
異
性
を
問
題
に
す
る
と
き
、
人
は
ど
う
し
て
も
、
そ

の

農

半

エ

型」

を
定
式
化
し
た
大
河
内
一
男
教
授
の
理
論
に 

ふ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
山
田
盛
太
郎
、
平
野
義
太
郎
両
氏
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
〃
講
座
派
的
"
賃
労
働
把
握
に
進
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
最
近 

で
は
隅
谷
教
授
の
よ
う
に
、
こ
れ
に
た
い
し
批
判
的
な「

賃
労
働
把
握」

(

隅
谷
三
喜
男「

日
本
賃
労
働
史
論」)

が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
.後
者
は
、
古
典
的
に
は
、
 

横
山
源
之
助

(

日
本
の
下
層
社
会)

に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
都
市
雑
業
層
の
賃
労
働
形
成
に
お
け
る
重
要
性
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。

(

10) 

’Kali Marx/Friedricli JEngels, Werke, 

w
d
. 

24. _Das. Kapital, Kritik.der politischen

o:konomie, Zweiter Band. wuch.JI, Der_zirku_ 

■ gionsprozess des kapitals, 

herausgegeben von F
.

H -ngels, 

SS. 32 
丨 
300
.

マ
ル
ク
ス
.

エ
ン
ゲ
ル

ス

「

資
本
論」

第
二 
巻

(

青
木
版)

三
八—

 

四

八

巧

-

'

n) 

wbendort, 

S. 3
9
,

邦
訳
上
掲
^

四
八
丨
四
九
頁
,
_ 

:

(

12)

平
野
義
太
郎
氏
は
、「

=
!

本
資
本
主
義
社
会
の
機
構」

.(

一
ニ
頁
以
下)

，に
お
い
て
、
統
計
寮
統
計
表(

明
治
六
年)

「

統
計
年
鑑」

(

明
治
一
二
年

)
「

大 

正
九
年
国
勢
調
拖
報
告j

の
各
統
計
資
料
を
駆
使
し
つ
つ
、「

資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
発
達
が
農
村
社
会
：を
分
解
せ
し
.め
る
過
程
は
都
市
に
お
け
る
プ
ロ
レ
.タ 

リ
ァ
ー
ト
の
形
成
で
あ
る」

と
い
う
観
点
か
ら
、
農
業
人
口
の
不
断
の
相
対
的
減
少
を
指
摘
し
-て
お
ら
れ
る
。
と
.
れ
に
従
え
ば
.
、
明
治
六
年——

日
本
に
お
け 

る
本
源
的
諮
積
期
の
起
^

を
な
す
地
租
改
正
の
年——

に
お
け
る
全
国
総
人
口
へ
㈥

地)

は

、

一
一
一
一
一
一
、

三

〇

0

、
六
〇
〇
人
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
農
業
人
口 

は
ニ
五
、
九
六
五
、
四
三
九
人
で
あ
っ
た
.
も
の
が
、
大
正
九
^

~

ま
さ
し
く第
：
}

次
大
戦
後
の
恐
慌
.
と
そ
れ
を
通
じ
て
の
資
本
の
集
積
お
よ
び
集
中
、
そ
の 

結
果
と
し
て
の
独
占
資
本
の
確
立
、
そ
し
て
こ
れ
と
相
伴
う
か
の
如
く
日
本
労
働
総
同
盟
成
立
の
年——

に
お
い
て
は
、
総
人
口
五
五
、
九
六
三
、
〇
五
三
人 

の
う
ち
、
農
業
全
人
ロ
は
ニ
七
、

一
三
八
ノ
ニ
五
―-

入
と
な
っ
て
い
る
ゾ
す
な
わ
ち
ノ
総
人
ロ
に
対
す
る
農
業
入
ロ
の
比
を
求
め
る
な
ら
ぱ
、
明
治
六
年
に
は 

実
に
七
七
•

九
％
を
し
め
：た
も
の
が
、
大
正
九
：年
に
は
四
六
％
と
急
顧
な
減
少
を

.1
!

2

録
し
て
い
：る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
比
率
の
減
少
を
も
っ
て
農
業 

人
1:
|

の
都
市
へ
の
集
中
、
工
業
人
口
の
增
大
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
.
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
.
農
業
人
口
は
、
さ
き
.に
み
た
よ
う
に
、
た
し
か
に 

相
対
的
に
は
か
な
り
減
少
を
示
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
絶
対
数
と
し
て
は
百
万
人
以
上
の
増
加
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
農
業
人
口
の
相
対 

的
減
少
は
、
ニ
、
.
三
男
お
よ
び
女
子
労
働
力
の
流
出
の
激
し
さ
を
.暗
示
す
る
と
思
わ
れ
る
.
の
は
、
.
.こ
の
よ
う
な
絶
対
数
の
増
加
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
農
村
に 

お
け
る
階
層
分
解
の
進
展
に
と
も
な
う
零
細
規
模
農
家
の
増
如
の
反
映
.
で
あ
り
、
従
っ
て
、
農
業
人
口
の
全
人
ロ
に
た
い
す
る
相
対
的
減
少
と
絶
対
数
の
増
加 

は
密
接
に
関
速
す
る
も
の
で
あ
り
、
農
業
人
口
の
相
対
的
減
少
が
、
農
家
芦
数
の
い
ち
じ
る
t

い
減
少
に
結
び
つ
か
な
か
っ
た
，も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ 

ち
、
賃
労
働
形
成
に
お
い
て
举
家
離
村
：と
.
い
う
よ
う
な
ヶ
ー
ス
は
例
外
的
で
あ
っ
.
た
と
い
え
よ
う
。
平
野
氏
は
、
さ
ら
に「

日
本
農
業
年
鑑」

な
ど
を
利
用
し 

て
、
農
家
戸
数
と
.
全
国
総
戸
数
の
比
を
也
し
て
い
る
が
、.
；こ
れ
に
よ
る
と
、

〖

や
は
り
明
治
六
年
、
全
国
総
戸
数
は
七
、
：一
六
七
、
ニ
六
〇
戸
で
あ
っ
て
、
そ
の
う 

ち
農
家
戸
数
は
、
五
、
六
四
〇
、
三
一
.
〇

戸

，で

七

八
‘

六
九
%

を
し
め
て
い
た
.
。
と
こ
ろ
が
昭
和
七
年
を
と
る
と
、
全
国
総
戸
数 

ー
ニ
、
三
四
六
、
.九
五
六
戸
.
 

の
う
ち
、
農
家
戸
数
は
五
、
六
三
.
ニ
、
五
五
四
戸
と
：な
っ
.
て
•
い
る
。
そ
し
て
そ
の
比
率
は
七
八
*

ハ
九
％
か
ら
四
五
.

六
ニ
-%
へ
と
か
な
り
急
激
な
減
少
で
あ 

る
が
、
農
家
戸
数
.
の
絶
対
的
な
減
少
は
、
ぎ
わ
.め
て
わ
ず
か
.に
：.と
ど
ま
る
。
こ
©

点
か
ら
も
戦
前
.(

と
い
.

っ
て
も
昭
和
初
頭
ま
で
で
あ
る
が
'

1

に
お
い
て
は
、
 

举
家
離
村
と
い
う
形
で
は
な
く
、
農
家
の
ニ
、
三5

R

お
よ
び
女
子
労
働
力
の
流
出
と
い
う
形
で
、'わ
が
国
賃
勞
働
形
成
に
役
立
っ
た
の
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

(

13)

わ
が
,
の

「

賃
贺
働」

の
類
型
に
つ
い
て
、「

出
稼
ぎ
型」

=
.'「

半
農
半
エ
型」

と
い
う
概
念
が
提
起
さ
れ
た
の
は
，

大
河
内
一
男
教
授「

黎
明
期
の
日

.

本
労
働
運
動」

(

岩
波
新
書
、

ー
九
五
七
年)

.

に
お
い
て
で
あ
っ
た
が
、
し
か
.：し
そ
の
原
型
は
す
で
に
、
山
田
盛
太
郞「

日
本
資
本
主
義
分
析」

(

一
九
三
四
年
、
 

岩
波
書
店)

に
み
る
こ
と
が
で
き
る
.
の
で
あ
る
。
半
農
半
エ
型
賃
労
働
の
菡
盤
と
し
て
、

山
田
教
授
は
、「

举
隸
農
的
小
作
農
と
半
隸
奴
的
労
働
賃
金
と
の
'相 

互
規
定」

を
指
摘
さ
れ
、

か
か
る
規
定
が
戦
前
の
日
本
資
本
主
義
を
貧
徹
す
る
こ
と
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。「

半
隸
農
的
小
作
料
と
半
隸
奴
的
労

鉄
工
組
合
と
黎
明
期
の
.日
本
労
働
運
動 

一
一

(

八
四
五)



働
賃
金
と
の
相
互
，1

。
軍
i

構=

雜
鑰
議
の
強
朝
な
統
一
性
を
基
軸
と
し
て
罷
す
る
所
の
、
..衣

料

生

産

の

生

産

旋

回

n

編
成
替
え
に
お
け
る
諸
々
の 

型
、
.即
ち
一
、
.
養

蚕(

明
治
三
ニ
年
百
三
〇
方
戸) 
'
に
現
わ
れ
た
.る
如
き
、
自
作
農
中
堅
部
分
.を
、
従
'っ
て

『

，ナ
ポ
レ
オ
ン
的
観
念』

'
.の
精
微
を
響
す
る
中 

.

.農
上
層
部
分
を
、.破
I

ら
救
い
支
え
る
唯
一
の
.柱
た
■る
所
の
、
生
計
補
充
用
副
業
の
型
、
：ニ
、
賃
織
：(

同

、

織

物

職

エ

八

，
ー

.万
人)

.._に
現
わ
れ
7
^
如

き
、" 

贫
農
が
依
拠
し
て
半
隸
農
的
生
計
の
補
充
を
得

る
所
の
そ

の
問
屋
制
度
的
家
内
工
業
の
型
、
三

ノ

製

糸.

(

同

、

職

工

六

三
万
人)

に
現
わ
れ
た
る

が
如
M
、

贫 

I

立
：
！
，
ノ

よ

り

rf

れ
li
,
:
つ
る7

T
T

隸
奴
ば
賃
金
劳
撖
者
を
蒋
^

成
し
，.た
Jr
r

の
へ
..特
殊
労
役
制
的
マ
.
ニ
ユ
.
..フ
.
ァ

クチy-

.ア
の
型
、
そ
の
職
}
-
1の
半
^

.
双
ぶ
ヒ
11
-

尤
^
:
> 

の
関
係
で
相
互
に
補
充
を
得
る
、
四
、

-

I

 (

同
、
職H

八
方
人)

に
.
現
わ
れ
た
る
が
如
き
、.貧
農
部
分
よ
り
流
れ
出
づ
'る
半
隸
奴
的
賃
金 

し
た
所
の
印
度
以
下
紫
働
賃
金
及
び
肉
体
消
磨
的
労
働
条
件
を
も
っ
た
大H

業
の
型
、
.
そ
の
職H

の
半
隸
奴
的
生
計
は
別
の
関
係
で
相
S

梁

を

得

る

、
.
 

以
上
、
こ
れ
ら
一
切
の
型
を
貫
徹
し
て
居
る
■所
の
法
則
。
即
ち
、
日
本
資
本
主
義
存
立
の
地
盤
を
規
定
し
て
い
る
所
の
法
則
。
か
く
の
如
き
法
則
と
し
て
、
日 

本
に
お
け
る
比
類
な
き
高
さ
の
半
隸
農
的
小
作
料
と
印
度
以
下
的
な
低
い
半
識
奴
的
労
働
賃
金
と
の
相
互
規
定
を
、
指
摘
し
う
る
。
.
こ
れ
を
.
S

E

す
れ
、丈
、
即 

ち
賃
金
の
.有

充

に

よ

っ
て
高
き
d

作
和
が
可
能
に
せ
ら
れ
、
又
逆
に
補
充
の
意
味
で
賃
金
が
低
め
ら
れ
る
よ
う
な
関
係
の
成
立
、
即
ち
、
半
隸
農
灼
か
>-
料
支 

払
後
の
僅
少
な
残
余
啬
分
：と
低
い
賃
金
と
の
合
詔
で
，、、、.
ゼ
.
ラ
ブ
，ル
な
一
家
を
支
え
る
様
な
関
係
の
成
立
、
即
ち
文
字
通
り
の『

g

#T
^?

於
屋』

の
関
^

の
友
立
。
 

C

本

の

『

家
長
：̂
家
族
访
度』

の
最
後
的
な
根
拠
た
る
所
の
、

か
か
る
.関
係
の
成
立
。

か
か
る
関
係
の
成
立
こ
そ
は
半
隸
農
的
小
作
料
と
半
隸
奴
灼
労
#

_ 

金
と
の
相
互
規
定
関
係
存
立
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
。
.こ
の
関
係
存
立
こ
そ
は
日
本
資
本
主
義
興
隆
の
絶
対
要
件
た
り
し

所
で
あ
る」

(

山

田

盛
太

郎

、

前

掲
 

i

ノ
ー 

i
V

一
 

I

頁

し

仮

名
遣

し

は

■
こ
れ
を
弓

用
者
が
現
代
的
に
改
め
た)

。
こ
の
よ
う
な
規
定
が
、
も
は
や
、
高
度
成
長
下
の
日

本

独

占

資

本

主
義
に
直 

接
吖
に
あ
て
は
ま
ら
ぬ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
，。
隅
谷
氏
.や
並
木
氏
の
賃
勞
働
論
が
.
こ
の
よ
う
な
状
勢
を
背
景
と
し
て
現
わ
れ
来
る
必
然
性
が
存
在
す
る
。
 

し
か
し
築
者
は
、
こ
の「

出
稼
ぎ
型」

=
「

半
農
半
エ
的」
.

賃
労
働
は
.
、
た
し
か
に
、
現
象
形
態
と
し
て
、
高
度
成
長
下
に
お
け
る
農
村
共
同
体
の
徹
底
的
な 

崩
壊
の
開
始
以
来
、
急
速
に
消
滅
し
去
っ
て
い
る
と
思
う
が
、
.
労
働
者
の
皆
か
の
な
か
ヒ
.は
、
な
お
、
か
か
る
も
の
と
し
て
象
ぐ
擎
い
1:
'
い
か
と
考
え
ざ

る
を
え
な
い
。

.

.

.

'

 

•

.

 

-

 

—

..

..

.

 

.

.
'

(

14)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
社
会
政
策
学
会
編「

貨
労
働
に
お
け
る
封
建
性」

(

有
斐
閣
、.

ー
汍
五
五
年)

所
収
の
藤
本
武「

日
本
の
低
賃
金
と
封
建
的
な
る
も 

の」

、
高
橋
洸「

所
謂『

企
業
別
組
合1

に
つ
い
て
I

日
本
の
労
働
組
合
と
封
逑
性一

U

お
よ
び
総
括
討
論
を
参
照
。

(

15)

隅
谷
三
啬
男
教
授
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
お
ら
れ
る
。「

従
来
、

賃
労
働
の
形
成
に
つ
い
て
は
、

農
民
層
の

分

解

-
^
賃
労
働

の

形
成
と
い
う
直
接
的
な 

関
係
が
理
論
的
に
設
定
さ
れ
て
き
た
が
',

歴
史
的
事
実
は
、
と
く
に
一
九
〇
〇
年
以
前
に
あ
っ
て
は
、
農
民
層
分
解
i
都
市
下
層
社
会
へ
の
沈
澱
4

賃
労
働
の 

形
成
と
い
う
関
係
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
都
市
下
層
社
会
の
分
析
が
必
要
と
な
る」

(
隅
谷
三
喜
男
、
小
林
謙
一
、

兵
藤
釗「

日
本
資
本
主
義
と
労
働

題」

一
九
六
七
年
東
大
出
版
会)

。
こ
れ
は
、
系
譜
的
に
は
、
横
山
源
之
助
を
う
け
つ
ぐ
も
の
で
あ
る
が
、「

賃
労
働
の
封
建
性」

の
理
論
に
た
い
す
る
ァ

ン
チ
•

テ
ー
ゼ
た
る
役
割
を
果
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(

1 6)

こ
の
表
現
に
は
異
論
が
あ
る
読
者
が
居
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は「

上
か
ら
の」
(

=
y
目

o
b
e
n
j

近
代
化
の
宿
命
で
あ
り
、「

精
神
構
造
の 

変
革」

、
す
な
わ
ち「

意
識
.
の
革
命」

を
伴
う
こ
と
な
し
に
、
形
だ
け
を
輸
入
し
つ
づ
け
た
明
治
政
府
の
西
欧
化
政
策
の
結
果
と
し
て
の
日
本
の
社
会
の
前
近 

代
性=

跛
行
性
の
原
因
と
も
な
っ
た
点
で
、
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
 

V

(

17)

こ
れ
に
つ
い
て
は

穂
積
文
雄「

英
国
産
業
革
命
史
の
一
断
面」

ハ％
斐
閣
、

一
九
五
六
年)

お
よ
び
拙
著「

ィ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
の
生
或
_
 

(

有
斐
閣
、

一
 

九
六
〇
年)

参
照
。

(

1 8)

ハ
ィ
マ
ン
•

ヵ
ブ
リ
ン
編
著「

明
治
労
働
運
動
史
の
.

一
齣」

(

有
斐
閣
、

一
九
五
九
年)

参
照
。

三

わ
が
国
最
初
の
全
国
的
職
能
別
組
合
と
も
い
う
べ
き
鉄
工
組
合
成
立
の
基
盤
と
.
そ
の
急
速
な
崩
壊
の
原
因
に
つ
い
て
は
.、
す
で
に
多
く
の
研
究 

が
な
さ
れ
、
通
説
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
提
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
い
.
わ
ば
労
働
市
場
論
的
把
握
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、、
す
な
わ
ち 

大
河
内
一
男
教
授
の「

企
業
別
組
合
論」

に
は
じ
ま
り
、
.
隅
谷
三
喜
男
教
授
に
よ
っ
て
発
展
せ
し
め
ら
れ
た
立
場
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
さ
ら 

に
最
近
で
は
内
藤
則
邦
氏
と
兵
藤
釗
氏
が
、，
こ
れ
ら
の
業
績
の
上
に
立
っ
て
批
判
的
に
こ
れ
を
摂
取
し
つ
.

つ
，、
す
ぐ
れ
た
業
績
を
あ
げ
て
お
ら
れ 

る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
内
藤
お
よ
び
丘
ハ
藤
両
氏
の
労
働
市
場
論
的
把
握
を
検
討
し
つ
つ
、
筆
者
の
見
解
を
展
開
す
る
こ
と
に
乙
よ
う
。

内
藤
氏
.
 

は
、
そ

の「

産
業
資
本
確
立
期
に
お
け
る『

鉄
工』

の
形
成
と
淘
冶
に
つ
.
い

：て

」

..と

い

う1
^ 1

の
な
か
で
隅
谷
三
喜
男
教
授
と
同
じ
よ
う
に
、
わ 

が
国
に
お
け
る
労
働
問
题
研
究
の
今
な
お
社
会
政
策
学
の
況
縛
の
.
.な
か
に
囚
わ
れ
て
い
る
現
状
と
.、
そ
れ
よ
り
結
果
す
る
労
働
市
場
論
的
視
角
の 

欠
如
、

す
な
わ
ち
従
来
、

歴
史
的
.
に
も
理
論
的
に
も
労
働
者
組
織
の
抠
軸
を
構
成
す
る
男
子
熟
練
^
働
者
の
問
題
の
不
当
な
無
視
に
つ
い
て
訴 

え
、
わ
が
国
に
お
け
る
永
年
勤
続
的
雇
用
慣
彺
の
成
立
と
展
開
の
解
明
.の
た
め
に
も
、
男
子
熟
練
労
働
者
形
成
の
：研
究
、
と
り
わ
け
鉄
工
労
働
力 

の
明
治
ニ
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
お
け
る
存
在
形
態
に
つ
い
て
の
克
明
な
分
析
と
研
究
の
必
要
性
を
強
調
し
て
お
ら
れ
る
。
著
者
の
こ
の
論
文 

鉄
工
組
合
と
黎
明
^
の
日
本
労
働
運
動 

一

三

へ
八
.1
9

七)



1

四

(

八
四
八)

.

に
お
け
る
塞
な
論
点
は
、
I

に
明
治
政
府
に
よ
っ
て
移
植
さ
れ
た
：西
欧
の
新
式
技
術
が
'喜

.

力
は
当
然
新
た
な
生
産
様
式
に
照
応
す
.る
こ
と
の
必
要
上
、.
政
府
の
政
策
は
、
，旧
職
人
的
技
能
.の
克
服
と
得
編
成
、
す
な
わ
ち
金

属

，

•機
械

て
 

業
の
労
働
力
"
熟
練
職
工
の
創
出
と
淘
冶
に
た
い
す

る

努
力
の
傾
注
、
，.そ
の
た
め
■に
、
.
西
欧
の
例
に
倣
.
っ.て

灘

労

働

者

養

成

言

的

と
す

る

 

「

徒
弟
制
度」

の
藤
を
指
摘
名
れ
、
し
か
.
し
そ
れ
に
も
か
.
か
わ
ら
ず
、
成
規
|

程
を
終
I

こ
と
な
く
賃
労
働
者
化
し
、
.急
速
i

卞
丨
貨 

螽

関

係

に

包

摂

さ

れ

る

塁

り

、
そ
れ
が
熟
練
露
養
成
機
構
と
し
て
定
着
す
る
H

か
っ
f

は
何
故
か
、
と

の

麗

Q

提
起
で
.あ
る 

と
居
わ
れ
る
。
西
欧
を
モ
デ
ル
と
し
た
近
代
的
な
簾
労
働
力
養
成
機
構
と
し
て
の
徒
弟
制
度
の
崩
壊
と
こ
れ
に
代
る
見
習
職
工
制
度
の
普
及 

は
、
資
本=

賃
労
働
関
係
の
も
と
で
I

熟
練
労
働
者
の
増
大
、
.「

職
工
事
情」

.，に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た

「

第

二

種」

の

徒

弟

ボ

ス

化

し

r

期
に
お
け
る
上
力
ら
の
技
術
の
移
植
と
熟
練
の
形
成
と
、他
方
、伝
統
的
熟
練
を
う
け
つ
ぐ
形
で
の
変
則
的
徒
弟
制
度
と
の
対
抗
麗
の
な
か
で 

お
こ
ら
ざ
る
を
え
な
V

墨
労
働
者
の
絶
対
的
不
足
、.
.
そ
の
結
果
と
し
て
の
は
げ
し
い
.労

馨

動

、
熟
練
労
働
力
の
争
奪
の
激
化
、
こ
れ
を
防
止 

す
る
た
め
の
軍H

廠
を
中
心
と
す
る
基
幹
的
熟
練
H

I

保
せ
ん
.
が
た
め
の『

定
期
職
工」

制
度
の
採
用
、
他
方
こ
れ
と
は
別
f

 

く
か
ら
採
用 

さ
れ
て
い
た
見
習
職
工
制
度
、
こ
う
し
た
現
象
の
な
か
で
鉄
工
労
働
者
の
意
識
は
た
か
め
ら
れ
、
と
り
わ
け
日
清
戦
争
の
勃
発
と
と
も
に
大
量 

の
不
S

旁
側
力
の
導
入
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
熟
練
労
働
力
の
不
足
は
深
刻
化
し
，
こ
の
よ
う
な
労
働
力
画
の
逼
迫
を
宣
f

し
て
、
長
期
勤 

続
の
基
幹
職H

と
し
て
定
着
し
て
.
い
た
定
期
職h

と
は
別
に
、

「
渡
り
？

」

、

ま
さ
し
く
役
付H

乃

證
.模
範H

Q

如

v

企

業

の

屋 

を
殊
更
に
感
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
又
技
能
習
得
中
の
見
習
い
工
の
如
き
讓
の
徒
で
も
な
い
ま
さ
し
く
血
気
盛
ん
‘な

中

堅

譲

エ

が

、
労

馨
 

.
動
の
姿
勢
を
と
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
内
藤
氏
も
片
山
潜
の
叙
述
に
も
と
づ
き
、
こ
の
'-
,渡
り
職
工」

.の
な
か
に
こ
そ
、
や
が
て
鉄
工
組
合 

凝
成
の
中
心
的
勢
力
亡
て
の
役
割
直
出
す
と
い
う
疆
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
以
上Q

よ
う
な
労
働
市
s

l

f

分
析
を
抑
提

と
し
て
、
わ
が
国
最
初
の
.
ク
ラ
フ
ト

>

ユ
ー
1
-オ
ン
と
し
て
.の
.
鉄
エ
組
合
が
、
何
故
に
急
速
に
崩
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
そ
の
理
由
に 

つ
い
て
著
者
の
結
論
を
耍
約
す
る
な
ら
ば
、

「

組
長=

親
方
熟
練
工
は
、

職
工
養
成
に
は
じ
ま
る
職
工
の
募
集
，
調
達
の
雇
用
管
理
、
生
産
の
立 

案
と
実
行
の
作
業
管
理
及
び
職
工
の
経
済
的
精
神
的
な
生
活
を
配
慮
す
る
生
活
管
理
に
亘
る
ー：

切
の
.
労
務
統
轄
者
と
し
て
機
能
し
‘：
.：
親
方
的
熟 

練
エ
が
実
は
企
業
の
労
務
管
理
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
一
切
の
代
行
者
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
下
請
的
な
独
立
手
工
業
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て 

い
る
。
従
っ
て
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
か
か
る
親
方
的
熟
練
工
の
組
合
員
た
る
場
合
を
考
え
れ
ば
、
'組
合
内
部
に
お
け
る
親
方
的
熟
練
工
と
平 

エ
と
の
同
時
併
存
か
ら
生
ず
る
.二
者
の
対
立
•

対
抗
関
係
の
矛
盾
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
組
合
運
動
が
も
た
ら
す
労
使
関
係
の
近
代

(

3)

化
は
、
こ
の
矛
盾
を
激
化
し
、
こ
こ
に
も
組
合
の
内
部
崩
壞
の
一
要
因
が
あ
っ
た
と
注
目
さ
れ
る」

と
し
て
い
る
。

鉄
工
組
合
崩
壊
の
原
因
を
複
合
的
な
も
の
と
し
て
氏
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、

そ
の
主
要
な
原
因
を
企
業
の
労
務
管
理
政

(

4)

策
、
労
働
市
場
の
分
断
政
策
に
帰
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
後
の
内
藤
氏
の
研
究
動
向
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
内
藤
氏
と
な
ら
ん
で
兵
藤
氏
の
鉄
工
組
合
の
崩
壊
•
に
か
ん
す
る
研
究
も
ま
た
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
氏
は
ま
ず
、
問
題
の
所
在 

と
し
て
、
わ
が
国
最
初
の
職
業
別
組
合
と
し
て
の
鉄
工
組
合
が
、
労
働
運
動
史
上
稀
に
み
る
巨
大
な
組
織
を
も
ち
、
そ
の
構
成
員
も
、
当
時
の
代 

表
的
な
巨
大
工
場
、
陸
海
軍
直
轄
工
場
お
よ
び
民
間
の
巨
大
工
場
に
.
お
け
る
■

幹
的
職
工=

「

機
械
工」

.

と
し
て
、
職
人
的
性
格
を
脱
し
き
れ
て 

は
い
な
い
ま
で
も
、
少
く
と
も
初
期
の
職
業
別
組
合
を
組
織
す
る
に
充
分
な
だ
け
の
技
能
と
意
識
の
保
持
を
指
摘
し
、
そ
の
事
実
に
も
か
か
わ
ら 

ず
、
そ
の
急
速
な
崩
壊
を
決
定
的
な
ら
し
め
た
原
因
に
つ
い
て
の
ニ
つ
の
説
、
す
な
わ
ち
大
河
内
教
授
お
よ
び
隅
谷
教
授
の
批
判
を
も
っ
て
は
じ 

め
る
。
大
河
内
教
授
の「

出
稼
ぎ
型
賃
金
労
働」

の
理
論
か
ら
す
る
証
明
：に
た
い
し
て
、
兵
藤
氏
は
、「

日
本
に
は
元
来
、
職
業
別
組
合
の
存
在
し 

う
る
よ
う
な
経
済
的
基
盤
は
存
在
し
な
い
し
、
そ
の
主
体
と
な
り
う
る
よ
う
众
近
代
的
労
働
者
.も
存
在
し
な
か
っ
た
1_
と
い
う
大
河
内
理
論
の
論 

理
的
帰
結
、
そ
の
い
わ
ば
宿
命
論
的
解
釈
に
た
い
し
て
、
日
清
戦
争
以
後
に
お
け
る
わ
が
国
労
働
組
合
運
動
の
発
展
の
な
か
で
、
現
実
に
職
業
別 

組
合
と
し
て
鉄
工
組
合
の
存
在
は
、
そ
れ
が
た
と
え
、
き
わ
め
.
て
短
い
期
間
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
の
存
立
の
基
盤
.を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
し 

鉄
工
組
合
と
黎
明
期
の
日
本
労
働
運
動
.

一

 

五

(

八

四

九

)



■ 

一
六
：

(

八
五
〇)

て
批
判
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
む
し
ろ
注
目
す
べ
き
見
解
を
発
表
さ
れ
る
.隅
谷
三
喜
男
教
授
の
.
所
説
の
検
討
に
.
う
つ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
氏
は
隅
谷
氏
の
所
説
が
農
民
層
分
解
の
な
し
く
ず
し
的
形
態
が
、
封
_

的
労
働
市
橡
の
形
成
を
も
た
ら
し
乍
ら
も
、
少
く
と
も 

戴
練
労
働
者
の
間
に
'
お
け
る
横
断
的
労
働
市
場
め
存
在
を
強
調
し
て
.
い
る
点
を
引
用
さ
^

、
大
河
内
理
論
の
枠
を
破
る
も
の
と
し
て
評
価
し
な
が 

ら
も
、
し
か
も
な
お
隅
谷
氏
の
所
説
が
、
.鉄
工
組
合
を
も
っ
て
、
幾
多
の
日
本
的
制
約
を
被
り
つ
つ
も
イ
ギ
リ
ス
労
働
組
合
の
，一
ュ
！

モ
デ
ル 

と
の
ア
ナa

 

f

s

い
て
と
ら
t

見
解
に
た
い
し
批
判
検
討
を
加
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
隅
谷
氏
が
、
わ
が
国
に
職
業
別
組
合
と
し 

て
成
立
し
う
る
労
働
市
場
的
基
f

存
在
s

f

こ
れ
と
の
相
互
麗
に
.お
い
て
職
業
別
組
合
に
と
っ
て
基
本
的
謹
を
な
す
露
条

件

の

社

 

会
的
標
準
化
を
行
い
う
る
客
観
的
条
件
の
欠
如
の
二
律
背
反
が
、
幾
多
の
例
証
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
根
本
的
な
隱
を
惹
き
起
す
も
の
と
し
て
、
 

つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
を
提
^

!

す
る
の
で
あ
る
。「

も
し
事
実AJ,

む
て
日
本
に
も
イ
ギ
リ
ス
と
同
様
な
意
味
で
'職
業
別
組
合
が
成
立
.し
う
る
客
観
的 

条
件
が
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、
鉄
工
組
合
な
ど
が
賃
金
規
制
に
の
り
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
何
故
と
解
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
^

)

。」

 

す
な
わ
ち
こ
こ
で
兵
藤
氏
は
、

「

日
本
の
労
働
市
場
の
特
殊
性
と
こ
れ
と
深
く
結
び
つ
.
い
た
雇
用
関
係
の
日
本
的
形
態」

と
い
う
主
要
な
論
点
を 

蓮

と

し

て

、

一
応
イ
ギ
リ
スQ

 

-
1
H

 

I
 

•
モ
デ
ル

•
ユ
土
オ
ン
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
丨
に
お
い
て
鉄
工
組
合
の
成
立
を
把
え
ら
れ
る
大
河
内
お
よ
び 

隅
谷
両
教
授
の
理
論
に
た
い
し
て
、
そ
の
論
理
を
対
置
し
墨
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

氏
の
賢
旨
を
結
論
的
に
要
約
す
る
な
ら
ぱ
、
㈠

鉄
工
組
合
は
、
職
業
別
組
合
と
し
て
の
発
展
を
希
求
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「

治
安
警 

察
法」

の
成
立(

一
九
〇
〇
年
三
月
一
〇
日)

以
前
に
す
で
に
衰
退
の
萌
し
を
み
せ
'は
じ
め
た
の
は
、

日
清
戦
争
後
の
熟
練
労
働
者
が
、

ま
だ
連
带 

行
動
へ
の
十
分
な
準
備
を
整
え
る
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と(

す
な
わ
ち
熟
練
労
働
者
の
精
神
的
未
成
熟
と
こ
れ
に
基
因
す
る
結
集
力
の
弱
さ
、
お
よ
び 

福
の
労
働
運
動
に
た
い
す
る
抑
压
的
證)

、

O

鉄
工
組
合
が
模
範
と
し
て
い
た
欧
米
流
の
職
業
別
組
合
襄
を
貫
徹
し
う
る
基
礎
が
、

十
分
に
備 

わ
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と(

み
る
べ
き
入
職
規
制
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と)

、
㈢

鉄
工
組
合
が
も
っ
と
も
力
を
注
い
で
い
た
相
互
扶
助
活
動
の
拡
大
を 

困
難
な
ら
し
め
る
ょ
ぅ
な
極
端
な
低
賃
金
と
ぃ
ぅ
こ
と
に
な
ろ
ぅ
。
 

.

以
上
に
お
い
て
、
鉄
工
組
合
：の
成
立
に
か
ん
す
る
代
表
的
な
見
解
に
つ
い
て
简
単
に
紹
介
し
て
き
た
が
、
内
藤

、

兵
藤
両
氏
に
共
通
し
て
み
ら 

れ
る
_

的
な
観
I

，
労
働
市
場
論
的
I

握

で

管

、

一
言
で
い
I

露

力

商
I

た
い
す
る
組
合
の
規
制
力
の
欠
如
と
こ
れ
を
支
え
て 

V

る
日
本
に
固
有
な
諸
条
件
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、’
大
河
内
理
論
に
お
け
る
賃
労
働
の
封
建
性
な
る
.
観
点
は
、
ほ
と
ん
ど
麗
に
さ
れ
て
い
な
、
 

こ
と
に
気
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
、
.

こ
れ
ら
両
氏
の
労
働
市
場
論
的
把
握
に
、
多
く
の
賛
成
し
う
べ
き
も
の
を
見
出
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

そ
の
理
解
が
.

ナ
值
ブ
商
ロ
：

Z

の
謹
の
侦
面
を
強
調
さ
れ
る
結
果
と
し
て
、
.そ
の
創
出
の
観
占
^

を
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
、
労
働
運
動
に
お
け
る
組 

織
論
.
•
運
動
論
の
観
点
が
全
く
没
却
せ
.し
め
ら
れ
て
い
る
点
に
重
大
な
霞
|

ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
点
は
.
ひ
と
り
両
氏
の
み
な
ら
ず
、
大 

河

内
•

隅
谷
両
教
授
.に
つ
い
て
も
同
じ
く
妥
当
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
労
働
市
場
論
的
把
握
と
な
ら
ん
で
、
.労
靈
動
論
な
い
し
は 

組
織
i

的
把
握
力
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
.そ
こ
で
筆
者
は
、
労
働
市
場
論
的
把
握
と
な
ら
ん
で
労
靈
動
論
的 

把
握
の
両
者
の
統
一
の
上
に
立
っ
て
、
明

治

労

靈

動

史
，に
画
期
的
な
鉄
工
組
合
办
成
立
と
囊
の
富
に
ひ
そ
む
基

本

的

問

題

に

つ
い
て
考
察

す

-^
こ
と
に
し
よ
う
。
 

.

.

.
 

.
 

.
■
.
, 

. ■
 

■ ■

<
1

)
「

囊
資
本
確
立
期
に
お
け
る『

鉄
工』
0

形
成
と
陶
冶
に
つ
い
て」

S
教

経

済

学
研
究
第
一
六
卷
第
.ニ
号

丨
沿
和
三
七
年
七
S
 

.

/

「

鉄
^
事
ザ
第
七
章
徒
弟
制
渡
に
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
の
ベ
ら
れ
て
い
る
0「

現
今
鉄
工
業
ノ
徒
弟
ニ
ハ
一
一
種
の
-区
別
ァ
リ
ー
ハ
エ
場
ョ
リ
直
接
ニ
募
集 

ガ

料

定

ノ
h
エ
に
対
シ
テ
齡
ノ
関
係
ナ
ク
只
工
場
内
一
一
テ
鉄
エ
ノ
手
伝
ヲ
ナ
シ
其
指
揮
ヲ
受
ヶ
テ
業
務
ノ
練
習
ヲ
ナ
ス
所
—

リ
此
場
合
，

「

ハ
主
壬 

.
,

“ョ.
3

”

一
 
職
工
ヲ
指
定
シ
テ
#
習
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
場
合
ァ
ル

.モ
是

レ

一

般

ノ

事

，
一

一

非

ラ

ス

一

ハ

其

ノ

エ

場

ニ

来

ル

以

前

已

ー

ニ

特

定

ノ

，

.職
工
：ト
師
弟
ノ
関
係
ヲ 

'

シ
テ
ま
ニ
偷
入
レ
ラ
レ
タ
.
.ル
？

.シ
テ
雁
傭
ノ
！

 

ル
'ル
'モ
事
実
上
徒
弟
ハ
.特
定
ノ
職
工
ニ
'附
厲 

,

ニ
.
" 

I
ハ
其
親
分
タ
ル
職
工
ノ
家
ニ
寄
宿
.セ
ル
者
多
-シ
要
之
第
一
種
ノ
徒
弟
制
度
ハ
工
場
製
造
ト
与
ニ
起
リ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
モ
第
ニ
嵇 

ノ
故
芽
沏
度
ハ
_
家
製
造
ノ
旧
套
.ヲ
襲
ヒ
.タ
ル
.モ
：ノ
.：ニ.外
ナ
ラ
ス」

0

;

:

(

3

)

内
藤
氏
、
前
掲
論
文
。

(

4

)

内
藤
則
邦「

鉄
工
業
に
お
け
る
労
務
管
理
の
形
成」

(

立
教
経
済
研
究
第
一
七
卷
第
三
号)

参
照
。」 

-

(

5

一
 

兵
藤
釗
N -
.鉄
。

H

組
合
の
成
立
と
そ
の
崩
壊(

一)

丨

日
篇
争
後
に
お
け
る
重
工
業
の
労
使
関
係」

(

経
済
学
論
集
、
第

三

一

卷

第

四

号

一
四
I

一
 

五
頁)

。

鉄
工
組
合
と
窗
期
の
日
本
篇
運
動 

一
ゴ(

八
丑
一
：)

-



わ
が
国
'に
，お
け
る
本
格
的
な
労
働
連
動
の
展
開
は
'

:
い
う
ま
で
も
な
く
日
清
戦
争
以
後
、
産
業
革
命
の
時
期
に
は
じ
ま
る
。

戦
争
終
了
後
、
 

同
盟
罷
エ
の
頻
発
：
新
聞
雑
誌
に
.
報
道
さ
れ
て
世
論
を
喚
起
し
、，
社
会
問
題
と
し
て
国
民
の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
に
至
，っ
た
。
こ
う
し 

た
一
速
の
労
働
者
の
ス
ト
.

ラ
イ
キ
：の
な
か
で
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
も
：の
は
、
明
治
三
一
'

年
二
月
末
に
勃
発
し
た
日
本
鉄
道
機
関
方
.の
'ス
ト
ラ
イ 

キ
で
あ
っ
て
、
i

>

最
大
の
私
跌
で
あ
っ
た
巨
本
鉄
道
株
式
会
社
の
労
働
争
議
は
、
上
野
*.
青
森
間
の
旅
客
お
よ
び
貨
物
の
輸
送
を
全
面
的
に 

停
止
さ
せ
る
と
ト
う
大
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
ば
か
り
.
で
な
く
、
在
籍
者
五
0

〇
名
中
参
加
人
員
四
百
余
名
に
及
ぶ
と
い
う
稀
に
み
る
鞏
固
な
団 

結
を
示
し
た
点
に
お
い
て
も
、
ま
こ
と
に
画
期
的
な
大
ス
ト
ラ
イ
キ
で
.あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
要
求
は
、
た
ん
な
る
賃
金
お
よ
び
，労
働
条
件
の
ひ 

き
上
げ
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
ず
第

1

に
、
書
記
な
み
に
身
分
的
待
遇
の
改
善
を
要
求
す
る
と
い
う
封
建
的
•
身
分
的
な
関
係
を
破
棄
し
よ 

う
と
す
る
鞏
固
な
意
志
が
み
ら
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
り

、

と
く
に
闕
争
の
母
胎
と
な
づ
：た
待
遇
期
成
同
盟
会
の
指
^
カ
の
強
さ
は
高
く
評
価
さ 

れ
、
世
論
を
労
働
者
側
に
有
利
に
導
く
の
に
役
立
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
大
争
議
は
、
労
働
者
の
勝
利
に
終
っ
.

た
け
れ
ど
も
、
'

そ

の

，前

後

に

、

す 

で
に
幾
多
大
小
の
争
議
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
全
体
と
し
て
労
働
者
階
級
：の
運
動
を
盛
り
上
げ
る
の
に
貢
献
し
た
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
と
こ
ろ 

で
あ
ろ
う
0

工
業
プ
ロ
レ
タ
リ
ァー

ト
の
先
駆
的
な
運
動
と
し
て
は
、
す
で
.
に
明
治
ニ
ニ
年
、
右
川
島
造
船
所
陸
軍
造
兵
廠
、.
海
軍
造
兵
廠
田
中 

製
作
所
、
鉄
道
局
等
に
お
け
る
鉄
エ
の
組
織
同
盟
進
卫
組
の
運
動
に
お
い
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
産
業
資
本
の 

形
成
期
に
お
け
る
労
働
組
合
運
動
が
未
だ
全
体
と
し
て
微
弱
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
と
、
労
働
者
意
識
の
.未
成
熟
の
た
め
解
散
の
や
む
な
き
に
至 

っ
た
。
こ
れ
に
比
べ
る
な
ら
ば
、
日
鉄
機
関
手
の
運
動
は
.
、
そ
の
組
織
、
戦
闘
力
お
よ
び
団
結
の
持
続
性
の
点
で
ま
.
こ
、と
に
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ 

り
、
大
い
に
世
論
を
喚
起
し
て
.
労
働
者
の
自
覚
を
促
し
、
そ
の
.
後
の
.
労
働
運
動
に
.
深
甚
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
.
意
味
に
お
い
て
、
黎
明
期
労
働

運
動
に
き
わ
め
て
特
異
な
地
位
を
し
め
て
.い
る
。

と
く
に
そ
れ
が
、
.そ
の
他
の
私
営
鉄
道
お
よ
び
国
営
鉄
道
の
労
働
者
に
与
え
た
影
響
は
い
ち
じ

る
し
く
、山
陽
鉄
道
や
九
州
鉄
道
、
は
て
は
国
営
鉄
道
に
お
い
て
も
、
待
遇
改
善
な
ど
の
要
求
を
掲
げ
て
団
結
の
気
運
を
濃
厚
に
し
て
き
^ 5)

の

で

あ

っ
た
。
し
か
.
し
な
が
ら
、'
産
業
革
命
期
の
本
格
的
労
働
運
動
の
序
慕
は
、.
鉄
工
お
よ
び
鉄
道
絶
業
員
に
よ

っ
て
切

.っ
て
お
と
さ
れ
た
と
し
て
も
、

こ
の
ほ
か
に
知
ら
れ
ざ
る
い
く
つ
‘か
の
争
議
が
存
在
し
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
傾
向
は
と
く
に
紐
績
業
労
働
者
に
み
.ら

^̂ 6

。
労
働
組
合
期
贫
会

は
、
こ
の
よ
う
な
状
勢
の
な
か
で
明
治
三
〇
年
六
月
、

」

日
本
の
.
労
働
者
階
級
に
よ
っ
：て
は
じ
め
て
瓛
業
別
労
働
組
合
の
全
国
的
規
模
の
発

展

を

め

ざ
す
啓
蒙
と
組
織
の
中
核
と
し
て
建
設
さ
れ
活
動
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
こ
め
期
成
会
の
推
進
者
と
な
.っ
た
も
の
は
、
も
と
在
米
の
日
本
人
に

よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
-1

職
工
義
勇
会」

で
あ
り
、
と
く
に
そ
こ
で
指
導
的
役
割
を
.
演
じ
た
高
野
房
太
郎
は
、
A

F

L

の
会
長
サ
ミ
ュ
エ
ル
•
ゴ
ン

。ハ
ー
ス
に
接
近
し
て
こ
れ
か
ら
直
接
に
指
導
を
う
け
、
：
入
尸
乙
の
職
業
別
組
織
を
模
範
と
す
る
労
働
組
合
の
わ
が
国
に
お
け
る
建
設
を
&

い
立
っ

(

8)

た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
志
を
同
じ
く
す
る
片
山
潜
、
沢
田
半
之
助
、
城
常
太
郎
等
は
、
こ
の
運
動
の
中
核
と
し
.て
鉄 

エ
組
合
は
結
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
期
成
会
を
中
心
と
す
る
労
働
者
の
組
合
結
成
は
、
新
橋
鉄
道
製
作
所
、
砲
兵
工
廠
、
，
赤
羽
海
軍H

 

作
所
の
職
工
と
く
に
鉄
工
を
母
胎
と
し
たr

鉄
工
組
合」

、「

日
本
鉄
道
矯
正
会」

'
を
起
点
と
.
し
て
、
各
地
方
に
お
.け
る
鉄
工
支
部
の
設
立
や
活
版 

印
刷
工
：
洋
服
エ
，
靴
エ
の
組
合
結
成
、
そ
れ
か
ら
関
西
，
上

毛
•

九
州
の
労
働
組
合
結
成

(

三
ニ
年)

.
の
妝
盤
の
上
に
発
展
し
て
い
っ
た
の

(

9)

 

'
 

•

あ
る
。
と
こ
ろ
で
鉄
工
組
合
を
構
成
す
る
労
働
者
は
、.
鉄
工
と
い：

っ.
て
も
、
そ
れ
は
、
製
鉄
業
の
労
働
者
の
み
で
は
な
く
、
今
日
い
う
と
こ
ろ
の

機
械
金
属
器
具
工
業
に
働
く
労
働
者
を
も
含
め
て
お(

S
;、

た
と
え
ば
、
.
機
械
、：：鍛
冶
、
製
鍵
、
，.
鋳
造
、
模
型
、
鉄
線
エ
等
か
ら
成
り
、
こ
れ
ら
の

労
働
者
は
、
多
く
の
さ
ま
ざ
ま
の
階
級
か
ら
、

' 

特
殊
な
見
習
職
工
制
度
、
職
工
養
成
所
な
ど
の
上
か
ら
の
職
工
養
成
施
設
を
媒
介
と
し
て
養
成
さ

れ
た
者
と
な
ら
ん
で
、
：徳
川
時
代
に
お
け
る
手
工
業
職
人
階
級
か
ら
補
充
さ
れ
た
こ
と
.が
考
え
ら
^

？)
1)

。

：

日
清
戦
争
後
、
わ
が
国
に
お
.
け
る
急
激
な
機
械
制
生
産
の
発
展
の
も
と
に
、
労
働
力
需
要
が
増
大
し
、
：
と
く
に
熟
練
労
働
者
の
不
足
は
急
を
つ

时
る
に
至
り
、:'
鉄
エ
業
に
お
い
て
も
職
エ
净
奪
が
は
げ
し
く
な
.
0
:た
。
：
こ

.0

よ
う
な
状
勢
の
.
な
か
で
、
鉄
工
の
意
識
も
た
か
ま
り
、
高
野
を
中
心

鉄
工
組
合
と
黎
明
期
の
0-
本
労
働
運
動 

一

九(

八
五
：三)



-
. 

ニ

〇

(

.八
五
.
四) 

と
し
て
鉄
丁
激
合
が
結
成
さ
れ
た
。
^

.̂
>
-
:
5を
模
範
と
し
て
職
業
別
組
合
'の
形
を
と
'り

、

兰

〇

年

ー

一

一

月

発

足

当

時

、

す

で

.に

 

一
、
o

〇
〇
、
の

組
合
員
を
も
っ
て
い
た
が
、
三
一
：年
一
一mi：

に
は 
一
一、
Q

〇

〇

名

、

六

月

に

は

，一

一、
' 

.五
〇
Q

名
、；.
同
年
末
に
は
三
、
〇
〇
〇
名
に
達
し(

^

わ
が
国 

の
資
本
主
義
が
、
軍
需
産
業
と
■し
て
の
官
営
工
場
を
中
心
と
し
て
発
展
し
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
歴
史
的
事
実
で
あ
る
が
、
鉄
工
組
合
の
支
部
も 

ま
ず
、
.

東
京
砲
兵
工
廠
を
中
心
と
し
：て
結
成
さ(

^

そ
の
ほ
か
石
川
良
造
船
所
の
諸
職
場
お
よ
び
日
本
鉄
道
の
各
地
の
修
理
エ
場
を
中
心
と
し
て 

つ
ぎ
つ
ぎ
に
結
成
さ
れ
三
一
一
年
末
に
は
四
〇
交
部
と
な
.
っ.
た
。
：本
所
、
深
川
に
は
居
住
地
域
を
蓮
準
と
し
て
、
支
部
も
少

数

存

在

し

た

が
、

大 

窗
分
は
職
場
を
蓮
礎
と
し
た
支
部
で
あ
っ
た
。.
.
こ
の
鉄
工
組
合
の
特
徴
は
ど
こ
に
あ
っ
た
ろ
う
か
。
'
ま
ず
第
一
に
注
目
す
く
き
こ
と
は
、
を
作
が 

陸
翬
工
廠
お
よ
成
民
間
巨
大
工
場
の
基
幹
的
職
工
=

鉄
1

に
よ
っ
て
薦
さ
れ
、
日
本
の
軍
事
的
基
幹
産
業
、
，
軍
事
機
構=

鍵
鑛
&

の
最
中 

枢
部
を
組
織
す
る
鉄
工
：

=

熟
練
工
の
職
業
別
全
国
横
断
姐
織
で
あ
る
と
.と
で
あ
る
。，
し
か
も
こ
れ
ら
の
鋏
エ
の
多
く
ば
、
技
I

点
で
す
ぐ
I

た 

.「

上
等
職
工」

で
あ
り
、「

渡
り
職
工」

で
ぁ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
従
っ
ズ
労
働
者
と
し
て
の
意
識
が
か
な
り
に
高
か
っ
た
こ
.
と
が
想
像
さ
れ
る0

 

第
二
に
そ
れ
は
共
済
制
度
を
非
常
に
藝
視
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
.え
ば
、
鉄.

H

組
合
規
約
第
一
章
総
則
第
条
に
は
、
麗

者

の

災 

厄
お
よ
び
不
幸
を
救
済
す
る
こ
七
が
掲
げ
ら
れ
て
い
'
ぷ
の
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
.
。
そ
し
て
第
三
に
、
こ
の
組
合
は
、
き
わ
め
て
温
和
な
労
資 

協
調
的
な
組
合
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、：
組
合
の
目
的
と
し
て
、
■
さ
.き

に

の

べ

：た

共

済

組

合

的

な

事

項

の

ほ

か

.
に
、

「

労
働
に
か
ん
す
る
紛
議
の 

利
裁」

.

.お

よ

び「

同
業
者
の
知
識
開
発」

の
機
閨
を
う
た
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、，
し
か
し
賃
金
や
労
働
時
間
の
よ
う
な
全
体
と
し
て
の
労
働
条
件 

の
改
善
に
か
ん
す
る
こ
と
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
。-
従
.
っ
て
そ
れ
は
、.
闘
争
的
な
団
体
と
い
う
よ
り
は
む

し

ろ

、
相

互

扶

助

的
な
共
済
組
織
と
し 

て
の
性
格
を
よ
り
強
く
も
っ
て
い
.
た
と
考
え
ら
れ
よ
'
5.
0 

,

「

組
合
細

則」

..第
二
条
に
、
，「

本
組
合
は
、
全
国
各
地
に
居
住
す
る
機
械
、
鍛

冶

、

製
鑛

、
.'

鋳

造

、
模

型

、

銅

エ

、

鉄
船
.
エ
、
。鉄
工
場
在
勤
機 

関
手
及
び
火
夫
等
の
諸
業
に
従
事
す
る
者
を
以
て
組
織
す」

と
規
定
さ
.
れ
て
い
る
よ
う
に
、
工
場
労
働
者
を
主
と
し
て
組
織
し
て
い
た
の
で
あ
る 

が
同
時
に
そ
の
地
域
に
居
住
す
る
独
立
自
営
の
鉄
工
を
も
組
織
し
て
い
た
の
で
あ
'
っ
た
。.

す
な
わ
ち
第
二
六
条
に
は
、
.「

一

工

場

又

は

相

^

迁

•

し
た
る
数
工
場
所
属
の
組
合
員
廿
五
名
以
上
に
達
し
た
と
き
に
は
.一
支
部
を
設
置
す
。
工
場
に
属
せ
ざ
る
も
、
便
宜
の
地
域
内
に
住
居
す
る
組
^
 

廿
五
名
以
上
に
達
し
た
る
と
き
は
、

一

支
部
を
設
置
す」

と
あ
る
よ
う
に
、
■
大
体
に
お
い
て
ニ
五
名
を
も
っ
：て
.
一
支
部
の
組
織
単
位
と
し
た
の
で 

あ
る
。
ま
た
猶
エ
組
合
細
則
に
^

れ
ば
、
，第
四
章
会
計
第
ニ
八
条
に
は
、「

組
合
員
は
、

入
会
金
参
拾
銭
を
納
付
す
べ
し
、
但
し
右
の
金
I

、
 

組

合

の

葉

金
.
に
充
つ」

と
規
定
し
、.
ニ
九
条
に
は
、，「

組
合
員
は
毎
月
十
音
毎
に
金
廿
銭
を
納
む
.
べ
し」

と
あ
る
よ
う
に
、
組
合
員
た
る
べ
き 

も
の
は
、.
会
费
お
よ
び
入
会
金
の
納
入
を
義
務
.づ
け
ら
れ
、
本
部
が
全
国
的
な
支
部
組
織
の
上
に
立
ち
、
更
に
執
行
機
関
と
し
て
の
参
事
会
が
存 

在
し
て
い
た
と
い
.
え
、よ
う
。
；そ
し
て
そ
れ
が
い
か
に
.
順
調
な
発
展
を
と
げ
た
か
は
、.
九
ヶ
月
の
朋
治
三
一
年
八
月
中
旬
、
す
で
に
三
、
六
〇
っ
名
.
 

に
近
い
会
員
を
有
.し
.
、；
.千

余

円

の

基

本

金

を

犢

む

に

至

：
っ
た
：こ

と

を

み

て

も

明

ら

か

で

あ

ろ

(

5 1

..
°

だ

が

そ

の

組

織

の

余

り

に

も

急

激

な

発

展

こ

そ
 

は
、そ
の
急
速
な
崩
壞
の
事
実
と
裏
腹
の
関
係
に
本
っ
た
の
で
は
：な
：か
ろ
う
か
。：.
第
一1

に
、
こ
の
組
合
の
共
済
組
合
的
機
能
の
重
視
と
い
う
問
題 

が
あ
る
が
こ
れ
は
い
ず
れ
の
国
に
お
:^
^

も
黎
明
期
の
労
働
運
動
に
お
い
て
は
特
微
的
.
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
.
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
、
当
時
、
 

今
日
み
る
，よ
う
な
企
業
内
福
利
施
設
が
皆
無
で
あ
り
、
脅
働
組
合
は
独
力
で
、「

疾
病
や
労
働
災
害
に
た
い
す
る
対
処
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ 

た
。
組
合
員
の
.
救
済
費
の
增
大
が
、
鉄
エ
組
合
-0
.財
政
を
極
度
に
圧
迫
し
、.
.
そ
.
の
崩
壊
の
原
因
を
つ
く
り
出
し
た
も
の
で
，あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な 

I

V

第
三
に
.

^

成
会
の
中
核
体
と
し
て
の
鉄
エ
組
合
の
政
策
は
、
そ
の
指
導
者
、'
高
野
房
太
郎
と
片
山
潜
.
の
指
導
に
よ
っ
て
い
た
が
、
運
動
の
i
 

程
に
お
い
て
、
と
く
に
期
成
会
.
に
た
い
す
る
政
府
当
局
の
庄
迫
の
強
化
と
と
も
に
、
両
者
の
見
解
の
相
違
が
次
第
に
明
ら
か
と
な
り
、
さ
ま
ざ
ま 

な
细
約
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

•

'■
■

し
か
し
鉄
工
組
合
は
、
以
上
の
よ
う
な
'
弱
占1

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
互
扶
助
的
な
目
的
か
ら
.
さ
ら
に
進
ん
で
、
西
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
横
断
的
な
ク 

ラ
フ
ト
•

ユ
ー
ー
オ
ン
が
、.
：し
ば
し
ば
そ
の
政
策
と
し
.
て
掲
げ
た
つ
：ぎ
の
よ
う
な「

職
分」

を
、
当
面
実
行
す
べ
き
も
の
と
し
て
強
調
し
て
■い
る
こ 

之
.
は
注
目
に
値
す
る
す
な
わ
ち
. 

一.
'
•'
疾
病
、
負
傷
其
他
偶
然
の
災
事
よ
り
生
ず
る
.損
寄
に
対
す
る
救
護
、
二
.
、
職
エ
と
な
、'-
6

に
.
要
す
る
教
育
.
 

制
度
即
ち
徒
弟
制
度
の
管
'
理
、
三
、
職
工
間
に
.
養
老
年
金
制
度
を
設
け
て
.老
後
の
憂
を
除
く
べ
き
こ
.と
、

.

四

、

職

工

の

失

職

者

に

対

.す

る

相

当

の 

鉄
工
組
合
と
黎
明
期
の
日
本
労
働
運
動 

ニー
 

•へ

^

五
五

)
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■ 
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• 

ニ
ー 1

(

八
五
六)

教

助

浪
.
五
.

労
働
市
場
.の
需
要
供
：給
を
支
配
し
て
、：
労
働
の
価
格
を
維
持
す
る
こ
と
.-
'

六
、'
労

働

組

織

：に

か

ん

し

て

：エ

場

主

と

協

議

し

、
_
讓

湯

に
お
い
て
、‘
労
働
者
の
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
、
七
、.
職
工
間
"■に
お
け
る
結
婚
：の
監
#§

、.
ニ」

と
で
徒
弟
制
度
、
養
老
年
金
制
度
、
失
業
救
済
方
去 

を
弭
調
し
と
り
わ
け
労
働
カ
の
独
占
機
構
.と
し
て
.
の
：組

合

の

役

割

を

童

要

視

し

'
て
い
る
こ
と
.は
、
；
鉄
X
組
合
の
近
代
的
労
働
組
合
と
し
て
の
生 

格

を

喳

不

す

る

も

：の
：
で

あ

ヵ

、
，
そ

の

：

—-

応
.の
理
論
水
準
を
想
わ
し
め
る
も
.
.の
が
あ
.る
と
い
え
よ
ぅ
。

.

.

だ
が
、
鉄
工
組
合
は
、，
そ
の
.
温
和
な
性
格
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
明
治
三
.
ニ
年
.一

月
八
日
、
組
合
創
立
一
周
年
を
記
念
し
て
計
画
し
た
上
矛
公
園 

竹
.の
台
に
お
，.け
る
運
動
会
.の
試
み
'
に
た
い
す
る
.警
察
権
カ
：の

.#

圧
に
よ
づ
て
、
:大

'#
な
嗟
跌
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ナ
だ
ノ
こ
の 

事
件
は
、
組
合
に
と
：っ
て
、
ま
こ
と
に
決
定
的
な
衝
撃
で
あ
.
っ
た
の
で
あ
る
;;
-0

「

労
働
世
界
.

」

.

.
'は
、'
::.

つ
：r

の「

よ
.
ぅ
に
抗
議
し
て
い
る
。

:

「

.鉄
工
.組

合

は

、
：ノ
三
、

0

0

0

人
©

会

員

を

有

レ

、

.

殆
ん
ど
全
日
本
至
条
_

部
を
有
し
.、
其
.の
目
的
を
着
々
実
^

 ̂

既
に 

.

幾
十
人
の
病
者
.を

保

護

し

、

組

合

の

費

用

を

も

，
っ

.て
多
数
死
亡
者
め
葬
式
料
に
当
て
、.

其
他
怪
我
負
傷
の
不
時
の
.出
来
事
に
遇
ふ
者
を
救
済
し 

た

り

然

り
r

し
て
三
千
の
組
合
員
中
此
.
一
，ヶ
年
来
、

一
人
と
し
て
治
安
を
害
し
；て
罪
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
く
、
'
一
 

人
の
同
盟
罷
エ
を
企
て
て 

招
会
を
乱
し
た
名
も
の
な
く
、
却
.
て
組
合
の
出
来
し
以
前
.に
比
す
れ
ば
、

一
]1
^

和
に
11

歩
し
た
る
を
M

る

な

り

：
.
.
.
.
然

る

に

今

彼

等

が

此

の 

泰
平
の
.御
世
、
賢
明
な
る
御
治
政
，の
許
に
在
り
て
此
の
新
年
の
目
出
度
き
に
伴
ふ
て
彼
等
の
生
命
な
.る

組

合

の

一

，周

年

を

祝

賀

せ

ん

と

僅

か

の 

:

貯
蓄
を
出
し
、.
出
来
る
限
り
の
岸
備
を
整
え
、
.

名
士
.を
招
待
し
.
て
楽
し
み
喜
び
た
る
：千
.
歳
：一
遇
の
大
望
を
果
す
を
得
，ざ
り
し
と
は
、
実
に
彼
等 

単
純
平
和
忠
愛
な
る
鉄
エ
の
為
め
に
悲
し
ま
ざ
る
可
か
ら
^!
。」

.

•

こ
こ
に
注
目
す
べ
き
■
こ
と
は
、
同
盟
罷
エ
を
企
て
る
こ
と
が
、
社
会
を
.乱
す
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

鉄
工
組
合
の
ス
.
 

ト
ラ
ィ
キ
に
た
い
す
る
態
度
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
ぅ
に
、

一
方
に
お
い
て
、
国
家
権
力
に
よ
る
弾
圧
が
は
じ
め
て
加
え
ら
れ
る
折
か
ら
、.
す
で
に
早
く
も
、
組
合
の
前
途
を
困
難
な
ら 

し
め
る
大
き
な
問
題
が
、
財
政
上
の
問
題
と
し
て
ぁ
ら
ゎ
れ
は
じ
め
た
。
明
治
三
ニ
年
八
月
一
一
〇
日
.の
本
部
記
事
に
は
、
.つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ

「

八
月
廿
日
午
後
七
時
、
本
部
委
員
臨
時
総
会
を
開
き
、
目
今
の
炎
暑
の
候
に
際
し
、
疾
病
亡
者
共
、.
平
時
に
ニ
、
三
倍
し
、
為
め
に
予
定
の

,

経
费
を
以
て
救
済
を
行
い
難
き
景
勢
あ
る
を
以
て
之
れ
が
補
充
を
謀
ら
ん
と
‘欲
し
、
協
議
の
上
、
左
の
.
件
々
を
議
決
せ
り
。
.：

議

決
.
ィ
、
支
部
費
金
五
銭
を
金
参
銭
に
減
ず
る
と
と
、
.

ロ
、
期
成
会
費
金
五
銭
を
金
武
銭
五
厘
に
減
ず
る
こ
.
と
、
但
し
労
働
世
界
は
毎
月
一

(

22)

回
配
布
の
こ
と
、

ハ
、
本
部
費
は
組
合
員
一
人
に
は
金
参
銭
の
範
囲
に
於
て
処
算
す
る
こ
と
。

」

こ
こ
に
は
す
で
に
、
共
済
活
動
に
.巨
額
の
費
用
を
要
し
.、
次
第
に
財
政
的
苦
境
に
入
り
つ
つ
.あ
る
鉄
工
組
合
の
矛
盾
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
.
の
時
期
、
す
な
わ
ち
三
ニ
年
の
上
半
期
ま
で
の
状
態
に
お
，い
て
は
、
上
記
の
ょ
う
な
困
難
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鉄
工
組
合
の

活
動
•
は
、
そ
れ
ほ
ど
停
頓
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、.,
組
合
結
成
当
時
、
支
部
は
，一
三
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
、
八
支
部
は

東
京
砲
兵
工
廠
.の
各
職
場
，に
組
織
さ
れ
、
本
所
の
中
小
工
場
を
莲
盤
と
す
.る
地
域
組
織
の
第
六
支
部
を
除
け
ば
、
.新
橋
や
大
宮
の
鉄
道
工
場
も
一

支
部
で
あ
っ
た
。'
支
部
は£

1

一
一
年
末
、
三
ニ
、
三
三
年
末
に
は
四
〇
と
な
り
、：.
地
域
的
：に
も
東
京
お
ょ
び
周
辺
の
み
な
ら
ず
、
福
島
、
盛
岡
、

§

 

-

 

青
森
等
の
日
本
鉄
道
の
諸
工
場
'か
ら
北
海
道
：に
ま
で
及
ん
だ
。
.

三
三
年
に
入
っ
て
は
じ
め
て
、v

鉄
工
組
合
は
そ
の
衰
勢
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ

り
、.
さ
き
め
財
政
問
題
と
な
ら
ん
.
で
、、
.I
:
'
.わ
^

る
太
宮
事
件
と
称
せ
ら
れ
る
日
鉄
大
宮
工
場
の
不
当
処
分
を」

め
；ぐ
る
当
局
：の
■
弾
庄
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
.の
事
件
は
、日
本
鉄
道
会
社
大
宮
エ
#

鍛
冶
エ
場
に
_

務
し
て
い
た
^

エ
M

八
ロ
^

一
一

 

支
部
所
属
員
長
谷
川
^

#

以
下
八
名
の
者
が
、組
頭
沢
野
某

の
専
制
的
行
動
に
憤
慨
し
、
そ
0

’態
度
を
改
め
る
.
こ
と
を
要
求
し
：て
い
た
の
で
あ
る
が
、.
こ
れ
を
知
っ
た
会
社
当
局
は
、
こ
の
八
名
に
た
い
し

て

謝
罪
書
'
の
提
出
を
せ
ま
っ
た
。'
八
名
は
会
社
の
処
分
を
不
当
：と
し
て
辞
職
届
を
出
し
た
と
こ
ろ
、
、
こ
れ
を
却
下
し
て
、
即
刻
解
雇
す
る
と
い
う
手

段
.に

出

た

。

こ

れ

に

た

い

：し

鉄

：エ

組

食

は

全

力

を

：つ

V

し
て
闘
い
、，大
宮
で
演
説
会
を
開
い
た
り
、；；社
長
と
菌
談
ん
た
り
、.
あ

る

：い

は--
.
労

働

世

界J

は
"

そ
の
：た
め
に
臨
時
号
を
発
行
す
る
な
ど
'.の
：
運

動

を

：展

開

し

た

が

、

問

題

は

解

決

せ

ず

、
，つ
：
い
：
に

法

,

-

の
ょ
う
な
状
勢
の
な
か
で
、
三
三
年
に
な
る
と
';「

退
会
す
る
者
、
：.会
費
を
怠
る
者
等
ゾ
続
々
出
で
来
り
て
、
：
こ
の
年
の
四
月
頃
.
に
は
、
入
会 

鉄
工
組
合
と
藜
明
期
の
日
本
労
働
運
動
' 

二

三

(

八
五
七)



者
の
.総
数
五
、.
四
o

o

名
あ
る
に
も
か
か
.
わ
ら
ず
、
経
費
を
：納
入
す
る
も

の

. 一
、.
0

〇
〇
名
と
な
り
、
す
た
そ
の
頃
ま
で
，組
合
よ
り
救
済
金
を
受 

領
し
た
'
る
者
は
一
一
五
一
人
！

っ
て
、

そ
の
う
ち
ニ
六
名
は
死
亡
、

六
五
人
は
退
会
、
五
七
人
は
除
名
、.

八
一一

人

は

数

；ヶ

月

間

経

費

を

滞

り

居 

り
、.
僅
か
に
ニ一

.

名
の
み
現
に
雲
を
納
入
す
る
有
様」

で
あ
っ
.
た
た
め
、

「

死
亡
.
に
た
い
す
る
救
済
金
の
十
五
円
を
十
円
と
：改
正
す
る
こ
と
、
 

疾
病
、.
.火
災
お
.
よ
び
負
傷
に
た
い
す
る
救
済
金
を
当
分
の
.
間
停
止
す
る
ぶ
と
を
決
議
し
、
組
合
振
興
策
に
つ
き
講
究
す
ゐ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ 

る

が

I

一

I

三
年
九
月
頃
に
枕
、『

労
働
世
界』

の
維
持
も
困
難
と
な
る
に
至
っ4

!
」 )。

と
'
こ
ろ
で
、
こ
と
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
三
'
三
年1

一.弓
、
& 

府

は

.、
，
い

わ

ゆ

：る

治

安

警

察

法

.
を
.制

定

し

；
iて
議

会

を.通

過

さ

せ

、

連

動

に

一

大

打

撃

を

与

え

た

の

，で

あ

る

、

が
、

鉄
エ
組
合
は
、
こ
の
弾
田
立
法
が 

あ

ら

わ

れ

る

，以

前

：に

す

で

に

多

く

の

内

部

的

矛

盾

を

か

'
か
え
て
い
；.た
こ
と
で
あ
る
。
従

.0

て
鉄
エ
組
合
.
の
衰
亡
の
原
因
を
考
慮
す
る
と
き
、
わ
れ 

わ
れ
は
そ
れ
を
.
ど
う
し
て
も
治
安
警
察
法
の
み
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
，れ
が
労
働
組
合
運
動
に
深
刻
な
打
撃
を
与
え
る
と
と
も
に
、
期 

成
会
を
中
心
と
す
る
組
合
運
動
を
危
険
視
し
つ
つ
あ
っ
た
当
時
の
資
本
家
を
鼓
舞
激
励
し
.
、.
支

援

す

る

も

の

と

な

，っ

た

こ

と

は

疑

い

え

な

い

。
.
だ 

が
そ
の
よ
う
な
政
治
的
外
部
的
な
要
因
の
み
£

エ
.組
合
、.'従
っ
て
期
成
会
を
中
心
と
す
る
明
治
期
の
労
働
組
合
運
動
の
崩
壊
め
原
因
の
す
ベ
て 

を
帰
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
な
ら
ん
で
、ノ
或
い
は
し
ば
し
ば
そ
れ
よ
り
も
.重
要
な
も
の
と
し
^
、
そ
の 

内
部
的
要
因
を
深
く
探
る
必
要
が
あ
る
。

X

 

.

横
山
源
之
助
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
印
象
的
に
物
語
：っ
て
い
る
。「

あ
X

日
清
戦
争
後
社
、
大
砲
、
村

塁

、
サ
ー
ベ
ル
に
よ
り
て
闘
わ
れ
、
支
那
帝
国
に
打
ち 

勝
ち
世
人
の
眼
を
新
に
せ
り
、
其
の
結
衆
は
、
非
常
の
勢
力
を
以
て
各
種
の
社
会
を
擾
乱
し
、
人
情
、
道
徳
、
宗
教
、
政
治
、
産
業
の
上
に
無
形
の
戦
争
行
わ 

れ
、
細
く
長
く
そ
の
影
響
を
示
め
せ
り
、
而
し
て
次
に
来
ら
ん
と
す
る
戦
争
は
何
ぞ
、.
貧
者
と
富
者
と
の
戦
争
な
り
、
国
家
主
義
と
社
会
主
義
と
の
戦
孕
な
り
。

:

日
消
戦
役
初
り
て
、
租
税
に
養
わ
れ
つ
つ
あ
り
し
軍

人

は

、
今

後

は

職

工

諸

君

が

、
'
資

本

家

に

対

し

て

戦
争
す
べ
き
時
期
至
る
べ
し
、■
乃

.ち

団

結

の

勢

力

に
 

、
依
り
、
社
会
主
義
の
武
器
を
握
り
て
戦
争
の
用
意
す
べ
き
な
り」

」
(

横
山
源
之
助
，「

内
地
雑
居
後
の
日
本」

、
岩
波
文
庫
、
五

丁

五

一

一

頁

)

。

ま
た
石
川
三
四
郎
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。「

若
し
日
本
の
社
会
主
義
を
分
っ
て
前
篇
本
篇
の
ニ
編
と
な
さ
ば
、
日
清
戦
争
は
其
の
中
心
点
な
り
。
日
清
ぶ 

争
は
将
に
日
本
社
会
主
義
本
舞
台
の
序
藉
を
開
か
ん
と
.す
る
の
準
備
な
り
き…

…

。

.. 

■ 

•

日
消
戦
争
は
日
本
の
社
会
を
物
質
的
に
向
上
せ
し
め
た
り
。
而
し
て
、
総
て
の
物
価
は
非
常
な
る
騰
貴
を
な
せ
り
。
生
活
の
麗
は
下
層
社
会
一
役
に
対

し
て
著
る
し
く
道
加
し
来
り
ぬ
。

：

日
活
擎
終
結
を
つ
げ
て
、
社
会
運
動
の
舞
台
は
開
か
れ
ぬ
。
日
く
、
大
工
«'

の
新
建
設
、
賃
金
労
働
者
の
激
増
、
而
し
て
日
く
、
軍
備
拡
張
、
日
く
、

租

.

税
増
徴
、
日
く
、：
物
価
騰
貴
、
日
く
、
細
民
勞
働
者
の
困
窮
。.
労
働
問
題
を
世
に
宣
E

せ
し
む
る
に
至
れ
り
。
：

(

？)

：
日
淸
戦
争
後
の
同
盟
罷H

.

は
、
そ
.
の
件
数
に
：お
い
て
飛
躍
的
に

'
増
大
し
た
の
み
な
ら
ず
、.
そ
の
内
容
に
お
.
い
.
て
も
一
つ
の
変
化
が
み
ら
れ
る
。
す
な
b
 

ち

.r*

傾
.条
f

や
身_

N
R

-̂

待
遇
の
改
善
.を
要
求
し
.
組
織
的
に
..岡
う
傾
向
が
濃
厚
.で
あ
，'っ'
て
、「

社
会
雑
誌」

.

.は

.、「

昨
今
の
同
盟
罷
ェ
及
び
木
業
-
.
と
1

し
、
 

朿
京
電
燈
会
社
電
工
.
の
同
盟
罷H

'

佐
賀
有
田
町
の
陶
器
職
工
の
同
盟
罷
ェ
、
長
崎
県
西
彼
杵
端
嶋
炭
坑
々
夫
の
同
盟
罷
ェ
、
横
.浜
大
工
の
同
盟
罷
ェ
、
公
江 

_

含

.ェ
女
の
同
盟
罷
ェ
、

横

爵

馬

車

組

合

の

同

嚣

ェ

、

製

本

ェ

.の
同
盟
罷
ェ
、
大
阪
三
品
取
引
所
神
買
人
の
同
盟
休
業
，
内
務
省
小
使
の
同
盟
休 

業
商
の
滞
製
塩
人
夫
の
同
盟
罷
業
な
ど
に
つ
い
て
報
道
し
て
い
る
が
：(「

社
会
雑
誌」

第
一
■
卷
第
二
号
（

明
治
三
〇
年
五
月」

五
日_

.

X

こ
の
よ
う
な 

今
議
に
如
戟
さ
れ
て
.:
'

同
盟
罷
ェ
是
非
論
が
俄
か
に
.
新
聞
雑
誌
上
.を
に
ぎ
わ
す
こ
と
：.と
な
.
っ.た
.(

日

本

労

働

運

動

史
料
第
一
一
巻
養
以
下
参
昭
っ
。

3

)

.
こ
れ
に
つ
，
い
て
は
、

日
本
労
働
運
動
史
料
第
二
巻
第
一
章
日
清
戦
争
後
の

.
同
盟
罷
T

第
二
：節
日
鉄
機
関
方
の
同
盟
ェ
が
詳
細
を
き

わ

め

て

い

る

。

(

4

)

同
盟
進
行
組
：に
つ
い
て
は
、

小

松

隆

ニ

「

戦

前
日

本

：の
労
働
組
合

一
-

石
川
島
造
船
所
に
お
け
る
労
資
関
係
を
め
ぐ
っ
て
㈠

(

三
田
学
会
雑
誌
、
第
六
〇 

卷
第
二
号)

ン
が
あ
る
。
：

へ

• 

.

.

'

(

5

)

日
本
労
働
運
動
史
料
第
ニ
卷
四
八
頁
以
下
。

：
：

：
，
，

(

6
.) 

土

掲

書

五

ニ

頁

以

下

。

?

)

北
村
三
郎
に
よ
り
、
：国
家
主
義
的
主
張
の
新
聞
と
し
て
東
京
で
創
刊
さ
れ
た「

経
世
新
報」

は
、「

米
！̂

労
働
義
友
会
起
る」

 

と
し
て
、
つ
ぎ 

の
よ
う
に
報
じ
て
い
.
る
。
. 

:

「

久
し
く
米
国
桑
港
に
在
留
し
目
下
同
港
に
於
て
靴
職
：ェ
を
営
め
'
る
城
常
太
郎
、
平
野
永
太
郎
の
両
氏
は
、
我
白
本
労
働
社
会
の
萎
靡
遼
巡
自
ら
屈
し
毫
も
な 

く
な
く
、
今
後
益
々
其
惨
状
を
極
め
ん
と
す
.る

観

あ

る

を

み
： .

て
、
此
程
：一
愈
の
意
見
を
.革
し
我
囯
同
好
の
人
に
送
り
大
い
に
組
合
を
設
く
る
の
利
益
を
説
き
、
 

各
地
方
に
職
工
組
合
な
る
者
を
設
立
し
、
吏
に
全
国
枢
要
の
地
に
地
方
本
部
を
設
け
以
て
地
方
に
関
す
る
事
務
を
処
理
し
、
従
来
労
働
社
会
に
存
在
し
た
る
弊 

害
を
望
す
る
と
同
時
に
、
其
め
利
益
の
增
進
を
計
り
、
緩
急
相
救
う
の
術
を
行
わ
ん
に
は
、
実
I

労
働
社
会
の
救
.治
策
I

裏

.き
た
る
由
な
る
が
、
今 

度
右
の
両
氏
発
起
と
な
り
、
燊
港
ミ
ッ
シ
ョ
ン
街
一
〇
〇
八
番
に
労
働
社
会
の
改
良
利
益
を
計
り
、
併
せ
て
同
港
在
留
の
日
本
人
は
相
共
に
苦
楽
を
同
う
せ
ん 

と
て
、
毎
月
第
一
第
三
.土
曜
日
に
会
員
の
集
会
を
為
す
由
な
る
が
、目
下
会
員
も
大
い
に
増
加
し
、同
地
外
人
の
信
用
を
も
博
す
る

に

至
れ
り
と
。
同
会
の
設
立 

こ
そ
向
後
米
国
に
渡
行
す
る
職
工
に
採
り
.て
は
、
頗
る
好
き
手
蔓
と
な
る
べ
し」

(

日
本
労
靈
動
史
料
第
一
巻
、
三
九
四
頁
、
但
し
仮
名
遣
い
は
改
め
た)

。

(

8」

一
八
九
四
年
三
月
九
日
付
.
の
ゴ
，ン
パ
ー
ス
か
ら
高
野
へ
.
の
手
紙
は
、
職
業
別
組
織
の
蜇
要
な
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
っ
ぎ
に
こ
の
全
文
を
掲
げ
る
こ
と
に

鉄
工
組
合
と
黎
明
期
の
日
本
労
働
運
動 

ニ
玉
ニ
八
五
九

)



'
'•

し
ょ
ぅ
へ(

但
し
<-

タ
リ
_ッ.
ク
は
引
用
者)

>
.
.
'

【A
 Letter to Takano from Gompersj 

•

N
e
w

 York, M
a
r
c
h

 9,1894.

-
 

-

'

:

:

.

:

 

>
•
'

.

,'Greax'Barrington,:Mass.

'.'

:
一：
"
'
:
'
-
.
:
.
'

'.
..

Dear Sir: 
I
I am

 in receipt of your 

f's
o
v
o
r

 of the 6th ins》'the contents of which are carefully noted.

In reply permit m
e

 to say that I experienced more pleasure 
へ
 in the perusal

a

*<
5
0:
与 
ls-
t
e
r
 than I have time or 

opportuni 
マ 

or 

possibly, the., kbility .t<y express' 

T
o :sy: mind..it .app€wrs 

t
hJB
.
t
 
_
.
n
o

 

growth/or 
■.
 p

><T
>
r
m
a
n
e
n
t

oq
o
o
d
.

 can come.' either. .t6 
け
げ
® ..workers 

of 

America, 

J
a
p
a
n
-

o
r
 

a
n
y

 other country 

w
i
t
h
o
u
t

c+
-
h
e
 

essential factor to s
i
r
e

 it'namely 

organization. 

That you after a-stay of 

a.few years- in...our..c

.oun'try. have... arrived at .the ....same,

o-onclusionTO sind .....propose on. your」, return to. Japan, to ： do w
h
a
t

 

y
o
u

 

can 

to 

instill 

thought 

upon 

your 

fellow 

country 

men, 

is 
§ evidence to 

i 

i
 
y
o
u
r

 time 

has been 

well spent 

here, and that 

you

Truly as you say I cannot enter in.to a full discussion of this, subject in a letter nor .answer your questi§
s as. 

I 

believe, thev 

.deserve.to 
ザ e，

b
CJ
t t.he.-initial

..

step 
.
.
.
t
o
cr
e
. 

taken..-by -ー a
n
y

 people must: of .-necessity, be
'

<-+-116 
へ.

righf to'coalesce, .the 

right 

to 

organiza
tion. T

h
a
t

 right.T 

p
^
.
p
w
.
0
 

3.0̂
- 

0
^

^
 

 ̂

 ̂

 ̂

f 

0

*̂ 

f 1

?
 ̂possible 

time. 

That 

brings 

參

^
y

 

f

昏
 n

g
a
n
d

 ■ action 
_'0

d.
 instills .in 

the hearts 
0

A.
 minds, the

.
 feeli7lg-.cmd' 
-
 knowledge o

f

§*
s-
r
^
p
e
?
w
?

§
§, - security 

m
A

 

yrQQre- 

F

b3
rvndlscrzmlnat.e

.
 O

T

caanizatioTl

..
 of

.
 .WPTkeTS 

Qf.th&iT 

t
T
P
^
^
p
-^callings' is. by 
ミ
。
含 
§
«0
«.
0:
^
8

§
せ
琴
^

§•
S.
-CO
.
.<y
>fp̂
l>lc+
y 

a
n
d

 results to 

the or^anizatim v
,
p
m

 trade$

A
s

 per your request I mail a p
u
m
b
e
r

 of documents to you with this and c
o
m
m
e
n
d

 t
h
e
m

 to your 

careful study
,

、

CQhould you'at .any time 
.cr
-
rt
)enabled to .make a visit to this city, and have 

p
y

hour tospare, it would afford m
e

cfleasure

S-
&
w
op:
cn
5 

this matter at length. 

you. In all 

J
ĴL
Jg*
a
卩 better

.
 understanding could'be. had than a m

e
r
e

o
o
J
.
J
.

<T
>
g
p
^
a>
§
c>
a>secure.

Again 

expressing 

m
y

 

.
 appreciation 

of 

your kind thoughts upon 

theorganization. of .the Japanese .workmen, and. trusting 

け
ぼ
け 

your effort; m
a
y

 be entirely Muccewsful,I am.

<«
e
r
y Rewpectfully Y

o
u
r
s 

CQa
m
u
e
l

 Gompers, 

preroident.

.Am
e
r
i
c
a
n

 .Federation of Labour..

(

9

)

平
野
義
太
郎「

労
働
運
動
の
序
幕
I

横
山
源
之
助
•

片
山
潜
を
逋
じ
て
見
た
る
.

I」
(

経
済
評
論
、’
叢
文
関
资
行
、
昭
和
十
一
年
一
月
号)

。
.

1 6)

内
藤
則
邦「『

鉄
エ
業』

に
お
げ
る
労
務
管
理
の
形
成」

：

(

立
教
経
済
研
究
、
第
ー
七
卷
第
三
号
、
七
七
頁)

-°
..
..

(

11)

，
隅
谷
三

喜

男

、
小
林
謙

 

一
：.
兵
藤
剑
，「

日
本
資
本
主
義
と
労
働
問
題」

一
八
頁
.以
下
。
な
お
内
藤「

産
業
資
本
確
立
期
に
お
.け
る『

鉄
工』
の
形
成
と
陶 

冶
に
つ
い
て」

を
参
，照
。
.：： 

. 

■

(

12)

日
本
労
働
運
動
史
料
ズ
ー)

四
六
九
頁
解
説
。

' 

■

(

13)

、
片
山
•

西
川
、'
前
掲
書
、
七
九
頁
。
.し
：

：
.

一：
：
.

，
/

:
 

.

.

v

.

:

;

‘

14)

横
山
源
之
助
、
前
掲
書
八
-
-頁
。

.

(

15)

.

日
本
労
働
運
動
史
料(

C

四
六
九
頁
解
説
。

1 6)

.

山
田
盛
太
郞
教
授
は
、
'
鉄
工
組
合
の
成
立
を
%'

っ：て
、
日
本
資
本
主
義
の
軍
事
的
政
策
の
反
映
と
し
て
、.
つ
ぎ
の
ょ
ぅ
に
と
ら

£-

る

。
'

「

半
農
奴
制
的
零
細 

,

耕
作
基
調
の
半
隸
奴
制
的
労
役
n

半
隸
奴
制
的
労
役
と
植
民
圏
劃
保
と
を
特
徵
的
.と
.

す
る
海
陸
装
備
の
当
該
資
本
主
義
に
.と
っ
て
の
重
要
な
こ
の
部
面
に
お
い 

r

、
そ
の
.典
型
的
な
制
規=

統
轄
め
下
か
ら
;'

た
■ゆ
み
な
く
、：̂

働
力
.
の
陶
冶
と
勞
働
者
の
集
成
と
が
.
進
行
す
る
。
例
え
ば
機
械
工
の
袓
合
众
る
同
盟
進
エ
組 

.(

明
治
一
一
十
ニ
年

)

、

一
般
的
昂
揚
期
の
迤
本
的
な
組
合
な
る
鉄
エ
組
合(

同
三
，〇
年)

が
何
れ
も
砲
兵
工
廠
の
職
工
中
心
に
結
ば
れ
、
又
、

一
万
六
千
人
参
-加 

の
大
阪
砲
兵
工
廠
の
争
議(

同
三
九
年)

及
び
ニ
万
七
千
人
参
加
の
東
京
砲
兵
工
廠
争
議(

大
正
八
年)

の
こM

仃
わ
れ
た
る
が
如
き
が
そ
れ
で
あ
る(

山 

II
I

、■
前
掲
書
、

ニ 1

一
九
頁)

。： 

■

.

(

17)

労
働
組
冷
期
成
会
鉄
工
組
合
規
則(

日
本
労
、働
運
動
史
料x

一〕

四
七
四K

)
。

' 

:

(

1 8)

片
山
潜
は
、‘
.鉄
工
組
合
を
.も
っ
て
、'「

社
会
主
義
を
抱
持
し
社
会
的
公
事
に
背
く
者
を
抗
謙
す
る
こ
と
あ
り」

と
す
る
進
歩
的
労
働
組
合
と
し
て
い
る
が 

(

片
山
•

西

川「

日
本
の
労
働
運
動」

一
四
八
頁
お
ょ
び
日
本
労
働
運
動
史
料〔

一〕

五
四
九
丨
五
五
〇
頁
、

片

山

潜

r

 

ニ
十
世
紀
に
於
け
る
労
働
運
動
の
方 

針」
)

'

こ
れ
が
の
べ
ら
れ
た
.の
は
、，
明
治
三
四
年
、
鉄
エ
組
合
が
権
カ
の
弹
田
を
ぅ
け
て
い
た
そ
の
末
期
に
あ
た
り
、，：「

脅
働
世
界」

の
論
調
が
、
次
第
に
社 

会
主
義
に
顧
斜
し
て
い
た
時
期
で
あ
づ
た
こ
と
を
注
意
す
ベ
.
き
で
あ
る
。

(

19)
「

労
働
世
界」

.

第
.一'
八
号

(

明
治
三
一
年
八
月一

.

五
日)

。
 

•

20)

前
掲
、「

労
働
世
界」

参
照
。

.

鉄
工
組
合
と
黎
明
期
の
日
本
労
働
運
動「 

.ニ

七

(

八
六
一)

，



二

八

(

八
六
ニ)

21)

前
掲
、.「

労
猶
世
界」

.
朋
治
三
ニ
年
ー
月
一

.
五
日
号。
.

.

§

前

掲

、

明
治
三
ニ
年
九
月
一
白
号

。

:

§

 

.
日
本
労
働
運
動
史
料
.C.

1〕

.
五
〇
四
頁
、
：(

解
説)

'

参
照
。

：

24)

大
宮
辦
件
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、：.「

労
働
世
界」

明
治
三
二
.
年

一

一

月

「

五
日
号
、

一
二
月
一
日
号
、

一
二
月
一
五
日
号
、

明
治
三
三
年
.二
月
一
日
号
に

く
く
し.
'い
。
 

.

.
：
■

'

..

§

片

山
•

西
川
、
，
前
掲
書
八
八

.

—

八
九
頁
。

':

:

.

£
 

.こ

. 

. 

.

. 

,

 

.

.

. 

• 
-
 

/

.
 

.
 

.
 

-

-

•
 

.

.

.

. 

: 

.

.

.

.

.
 

.

.

.

. 

- 

■ 

• 

.

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、_
財
政
的
な
破
綻
が
、
こ
の
"
鉄
エ
組
合
の
衰
亡
を
も
へ
た
ら
し
た
.托
部
的
要
因
の
最
大
の
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

が
、
具
体
的
に
そ
れ
が
意
味
す
る
■
と
こ
.
ろ
の
.も
の
は
何
で
あ
っ
た
ろ
>

か

。

明

治

彐

ニ

年

六

月

か

ら

八

月

ま

で

の

，三

ヶ

月

間

、

救

済

金

.の

支

出

表

を
み
る
と
、
病
症
救
済
金
、
火
災
救
済
金
'

葬
式
料
、
遺
族
給
与
金
を
受
領
し
た
人
の
う
ぢ
、
病
症
救
済
金
を
受
け
た
人
数
.が
、
全
体
の
九
割
に

達
す
る
の
で
あ
っ
て
、
支
出
さ
れ
た
金
額
六
、
.
八
四
八
円
の
う
ち
、
実
に
四
、
九
九
四
円
と
い
う
巨
額
の
金
額
が
、
こ
れ
に
充
て
ら
れ
て
い
る
点 

(

1) 

-

が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
わ
れ
わ
れ
は
何
よ
り
も
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
病
症
な

る
も
の
を
み
る
に
、
両
肺
結
核
、
脚
気
、
肋
膜
炎
、
眼
病
、

ロ
ィ
マ
チ
ス
、
胃
腸
ヵ
タ
ル
、
肺
炎
、
脳
充
血
、
負
傷
、
睾
丸
炎
な
ど
、
枚
挙
に
、

>

 

(

2)

と
ま
な
い
.の
で
あ
る
が
、'■
概
L

て
慢
性
的
疾
患
'
と
し
.，て

長

期

の

療

養

を

要

す

る

と

と

が

印

象

的

で

あ

る

。

.■
す
な
わ
ち
組
合
は
、
病
疾
に
よ
っ
て
若 

干
の
差
異
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
病
気
総
日
数
八
〇
日
ま
で
の
患
者
組
合
員
に
た
い
し
.て
：は
、:

一.
日
ニ
円
の
割
合
で
扶
助
し
て
お
り
、
従
っ
て
ニ
ヶ 

月
以
上
の
病
気
に
た
い
し
て
は 

一
二
〇
円
以
上
の
金
額
が
支
払
わ
れ
だ
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
.ろ
ん
療
養
費
と
生
活
費
の
二
重
の
圧
迫
に
苦
し
む
労 

働
者
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
で
も

必
ず
し
も
充
分
で
は
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
創
立
後
日
も

浅
く
、
未
だ
充
分
に
蕋
礎
を
確
立
し
た
と 

は
い
え
な
い
鉄
工
組
合
と
し
て
ば
、
か
な
り
思
い
き
っ
た
措
置
で
あ
つ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
が
組
合
財
政
を
惡
fb

さ
せ
る
原
因
と
な

っ
たA

J

考
え
ら
九
る
の
で
あ
る
が
、.
こ
の
よ
_
う
な
病
疾
者
の
.
療
養
お
よ
び
生
活
扶
助
に
つ
い
て
、
■実
に
労
働
組
合
と
し
て
の
鉄
工
組
合
が
全
實
任

を
負
ゎ
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
本
来
、
裳

昏

裳

歡

小

結

务

と

し

ミ

し

ぎ

歡

蒙

象

^'
#:
^'

务

を

6

%'
4

思

<'
墓

 

ぉ
ょ
び
負
担
を
ま
ぬ
が
ル
?'
>'
1

ょ
6

T'

、
,
お

ん
^'
&

が
»'

記

か

^

し』

ょ
办
か
ル
.客

务

&

如
$

^'
^;

か
? :

レ
か
。
す
な
ゎ 

ち
、組
合
は
人
数
に
し
て
八
三
人
、
'
.日
数
に
し
て
延
べ
'
ニ
、
四
九
七
日
、
鑫

に

し

て

四

、
九
九
四
円
.、
す
な
わ
ち
約
五
、
〇
〇
〇
円
に
近
い
金 

額
、
当
時
と
し
て
は
実
に
龙
大
な
救
済
金
を
、
わ
ず
か
九o

日
と
い
う
短
い
期
間
に
支
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
V

事
実
は
、
裏
を
か 

え
し
て
い
え
ば
、.
'当
時
の
労
働
者
階
級
の
極
端
な
低
賃
金
'

そ
の
、低
賃
金
を
莶
盤
と
し
て
、
い
か
に
急
速
に
資
本
蓄
積
が
強
行
さ
れ
た
か
と
い
う 

こ
と
を
物
語
る
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。

当
時
の
鉄H

が
熟
練H

で
あ
り
"

片
山
潜
も
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
鉄

H

組
合
の
基
礎
を
確
立
し
たQ

は

「

渡
り
職H

」
.

で
あ
り
、
技
能
の
点 

で
す
ぐ
れ
た「

上
等
職
工」

で
あ
っ
た
。
.
す
な
わ
ち
彼
は
、
難

職

工

を
.
一
一
種
類
に
わ
け
、

★

す

第

一

に

、

友

人

知

己

の

.間

に

労

働

運

動

を

お

し 

d

め
、「

組
合
員
を
ふ
や
す
の
を
以
て
唯
一
の
楽
し
み
と
す
る
実
直
な
職
工」

：で
あ
り
、

第

二

に

は「

謹
な
ど
を
好
む
書
生
肌
の
タ
ィ
プ
の 

職
工」

に
わ
け
後
者
よ
り
ん
、
前
者
を
も
っ
て
組
合
運
動
の
す
ぐ
れ
た
担
い
手
と
し
て
信
任
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
^

,

、
当
時
の
、、わ 

ゆ
る
熟
練
工
で
あ
り
、
上
等
職
工=

親
方
的
熟
練
工
で
あ
っ
た
に
.し
て
も
、
真
の
意
味
.に
お
.
い
て
、
高
熟
練
卩
高
賃
金
旁
働
奪
あ
っ
た
と
い
え 

る

だ

ろ

う

か

内

藤
1»

邦
氏
は
、「

職
工
事
情」

の
な
か
の
鉄
工
に
づ
い
て
の
ベ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ(

を)

引
用
し
て
、
' 

r

鉄
工
組
合
は
、

技
能
の 

点
で
す
ぐ
れ
た
職
人
気
質
の『

渡
り
職
工』

の
仲
間
組
織
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
親
方
的
熟
練
工
と
目
さ
れ
る
も
の
の
組
織
で
あ
っ
た」

と
主
張
さ 

れ
、
片
山
潜
の
説
を
う
け
い
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
，問
題
は
こ
の
場
合
、
彼
ら
が
果
し
て
熟
練
労
働
者
に
ふ
さ
わ
し
い
高
賃
金
を
え
て
い
た
か
ど
う 

か
と
い
う
問
題
が
あ
る
0

.-

い
ま
わ
れ
わ
れ
は
、
鉄
工
組
合
の
一
大
拠
点
た
る
東
京
砲
兵
工
廠
の
労
働
者
に
つ

い

て

、

横
山
源
之
助
の
-1

日
本
の
下
.
 

層
社
会」

の
な
か
か
ら
、
.

つ
ぎ
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
叙
述
を
う
る
こ
と
が
で
き
，る
。

「

鉱
は
も
し，

く
は
鉄H

場.
Q

如
含
、
.
殆
ん
ど
婦
女
子
の
用
な
か
る
べ
く
覚
ゆ
る
工
場
に
於
て
だ
も
、
尚

ほ

婦

女

労

雪

を

營

こ

と

多

く

、
來 

鉄
工
組
合
と
黎
明
期
の
日
本
労
働
運
動 

• 

. 

二

し

(

八
六
三)
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パ
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三
o 

(

八
六
四)

京
砲
兵
工
廠
の
如
き
、
目
下
三
百
人
以
上
の
婦
女
子一.

日
十
時
間
、
十
銭
乃
至
ー
，1十
銭
の
賃
銭
を
え
て
労
働
に
服
し
居
れ
り
、

.
而
し
て
我

.
に
於
て
は
、
砲
兵H

職
に
入
り
込
め
る
婦
女
労
働
者
の
如
き
、
大
抵
其
の
職
工
の
.妻
子
な
り
、
紡
績
、
織
物
等
の
労
働
に
服
す
る
婦
女
子
の
如 

き
は
、"
生
活
事
情
を
除
き
他
に
理
由
の
存
す
る
も
の
あ
る
べ
.L
と
雖
も
、
鉄
工
場
に
存
ず
る
婦
女
労
働
者
の
如
き
、，.特
に
鉄
工
の
妻
子
に
し
て 

■X
場
に
入
る
は
、
悉
く
止
む
を
え
ざ
る
生
活
の
必
要
に
あ
る
の
み
、
之
を
以
T
見
る
も
我
国
労
働
者
の
生
計
が
、
い
か
に
窮
之
し
つ
つ
あ
る
や 

.を
推
す
る
.に
難
か
る
.べ
し
。

」

す
な
わ
ち
鉄
工
業
に
お
い
て
、
相
対
的
に
少
い
に
し
て
も
、
女
子
が
家
計
補
助
的
労
働
者
と
し
て
、：
き
わ
め
て
低
い
賃
金
で
働
い
て
い
た
こ
と 

は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
し
、
こ
の
よ
う
な
基
盤
の
上
に
鉄
工
業
自
体
が
立
っ
.て
い
た
と
す
れ
ば
、
鉄
工
が
高
賃
金
で
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
は
い 

う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
横
山
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
の
ベ
る
。

，
'

「

鉄
工
の
賃
金
も
餅
績
エ
場
と
同
じ
く
日
給
と
受
負
と
の
二
者
あ
り
、
砲
兵
工
廠
の
例
を
も
っ
て
せ
ば
、
日
給
賃
金
は
大
抵
十
時
間
ニ
十
五
銭 

な
い
し
三
十
銭
に
し
て
、
つ
ぎ
て
三
十
五
銭
と
い
え
る
も
頗
る
多
き
が
如
し
、：
中
に
は
七
十
銭
、
八
十
銭
、
.助
役
パ
技
^g

監
督)

な
り
と
せ 

ば
、.1

円
以
上
に
出
ず
る
も
の
あ
り
と
雖
も
、
総
じ
て
之
れ
を
い
え
ば
、
.五
〇
銭
以
上
を
取
る
は
、
人
数
に
割
り
合
せ
て
み
れ
ば
、
其
の
数
少

な
し
'
.
'
先

.つ
普
通
賃
金
は
.
三
十
銭
、
三
十
五
銭
の
間
に
あ
り
と
み
て
可
な
ら
ん
か
。

.
し
か
し
な
が
ら
、
之
を
以
て
.職
工
の
得
る
所
を
大

.な
り
と
す
る
者
あ
ら
ば
、
蓋
し
労
働
者
の
実
情
に
中
ら
ざ
る
べ
し
、，.た
と
い
五
十
銭
若
し
く
は
六
十
銭
の
収
入
あ
り
と
す
る
も
、
是
れ
一
日
規 

.定
の
労
働
時
間
の
収
入
に
あ
ら
ず
し
て
、
.
.普
通
の
労
働
時
間
を
超
え
、
十
一
一
.一
時
間
な
い
し
十
六
時
間
の
労
働
に
服
し
て
辛
う
じ
て
得
る
所
の
賃 

金
の
み…

…

。
職
工
に
し
て
労
働
時
間
の
長
き
を
欲
す
る
が
如
き
は
、
普
通
の
労
働
時
間
忆
て
は
到
底
生
活
を
維
持
し
得
ざ
る
が
故
の
み
、
そ

の
然
る
所
以
の
も
の
を
察
せ
ず
し
て
"
徒
ら
に
皮
相
の
.事
実
に
拘
泥
し
、

■

者
を
霧
用
の
器
械
と
同
視
せ
ん
と
■す
、

鳴
乎
何
等
の
無
情
事

.

:

一

 

'

.

横
山
は
ま
た
、
砲
兵
工
廠
.に
.お
け
る
請
負
賃
金
が
、
.労
働
者
を
低
賃
金
の
状
態
に
と
ど
め
て
.お
こ
う
と
す
る
.政
策
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
し
、
そ

れ
が
も
た
ら
す
惡
影
響
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
、
ア
メ
リ
カ
の
鉄
工
が
、
：

一
ヶ

月
一
三
九
ポ
ン
ド
を
え
て
い
る
と

い

う

と

比
較 

1
てわず力に一日四十銭なし五銭其の最も多きも

.一.円

..の

上

を

出

ず

る

と
.と

少

な

，
き

賃

金

に

服

ず

石

わ

が

：
労

動

_
者

の

生

計

太
 

如
何
な
る
べ
きJ

と
慨
嘆
し
て
い
る
の
.で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
窮
乏
化
、
.低
賃
金
こ
そ
、
鉄

工

組

合

の

衰

亡

を
早

め

た

大

き

な

原

因 

を
成
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
'産
業
革
命
期
に
お
け
る
国
家
権
カ
を
媒
介
と
す
る
重
エ
業
の
育
成
、'.
.
.急
速
な
資
本
蓄
積
、
ま

さ

に

そ

れ

と

麗

の

関

係

に

お

け

る

鬚

な

養

金

、
絶
対
的
.，
1

的
窮
i

、
I

I

唐

2
裏

と

2

く

対
照
的
に
、
熟

I

雪

I

え
下
層

の
貧
民
の
地
位
に
お
し
お
と
し
て
"
労

働

貴

族

.を

形

成

せ

し

め

る

余

地

を

の

こ

さ

；な
か
っ
た
日
本
資
本
主
義
の
急
テ

ン

ポ

の

発

展

、
.今

日

の

言

葉 

で
云
克
ば
高
度
成
長
政
策
.の
強
行
、
実
に
こ
こ
に
こ
そ
、
.鉄
工
組
合
の
救
済
制
度
を
破
綻
せ
乙
め
た
と
こ
ろ
の
、
労
働
災
害
や
慢
性
的
な
疾
菌
の 

原
因
が
あ
る
:

だ
が
わ
れ
わ
れ
は
.
.鉄
工
組
合
の
衰
亡
を
、：：こ
の
よ
う
な
国
家
権
力
の
側
か
ら
す
る
、
あ
る
.い
.は

資

本

家

的

な

政

策

の

み

に

'§
す 

る
こ
と
令
も
っ
て
満
足
す
ベ
き
.で
あ
ろ
う
'か
。
：そ
れ
は
明
ら
か
に
半
面
の
事
実
で
し
か
あ
り
え
な
'い
;°
鉄
エ
組
合
の
主
体
的
側
面
、
.と
く
に
そ
の 

姐
織
の
面
で
め
體
性
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
そ
の
正
し
い
理
解
に
到
達
す
る
I
.
が
で
き
な
い
こ
と
を
銘
記
す
ベ
.き
で
あ
る
。

.
や
は
り
横
山
は
、：
そ

の「

内
地
雑
居
後
の
日
本」

の
な
か
'で
、
労
働
組
合
期
成
会
の
成
立
に
つ
い
.て

ふ

れ

、

一

九

世

紀

ィ

ギ

リ

.
ス

労

働

組

合

の 

盛
況
と
比
較
し
て
そ
の
前
途
を
祝
福
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
.お
そ
ら
く
横
山
が
も
っ
て
範
と
す
、ベ
.し
と
考
え
た
の
は
ィ
ギ
认
ス
職
能
別
組
合
、. 

と
り
わ
け
煉
瓦
積
み
エ
組
合
や
仕
立
職
人
姐
合
で
あ
；っ
た
ろ
う
。
0
か
し
と
.れ
ら
の
全
国
的
職
能
別
組
合
は
、
本
来
、
そ
の
歴
史
的
な
発
生
の
経 

過
に
お
い
て
、
労
働
組
合
期
成
会
の
指
導
の
も
と
に
成
立
し
た
明
治
期
の
労
働
組
合
.と
は
、
そ
の
組
織
原
則
め
面
で
根
本
的
な
差
異
が
あ
.っ
た
こ 

と
を
ま
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
.い
。

例

え

ば

、

，鉄

工

組

合

AJ

ほ
ぼ
同
じ
種
類
の
労
働
者
を
組
織
し
•.た
と
考
え
ら
れ
る「

合
同
機
械
工
同
盟」 

(Amalgamated s
l
t
i
e
s

 cf Engineers).

を
み
る
に
、1:

八
ニ
四
年
か
ら
二
.六
年
に
か
け
て
結
成
さ
れ
た
蒸
気
機
関
製
造
職
人
、
機
械
製
造
エ
お 

よ
び
水
車
大
工
の
各
組
合
な
い
し
友
愛
組
合
が
、：
ゥ
ィ
リ
ア
ム
•
ア

ラ

ン(

-̂illiam A
l
l
a
n
)

、お
よ
び
ゥ
ィ
リ
ア
'A
, 

• ニ
ユ
ー
ト
ン(William 

N
ewt

o
n
)，

の
指
導
に
よ
っ
て
、

一
八
五
一
年
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ(

幻
。
す
な
わ
ち
こ
の
大
紅
合
は
厳
重
な
入
職
規
制
と
職
業
的
利
益
の
重
視 

鉄
工
組
合
と
黎
明
期
の
日
本
労
働
運
動 

三

一(

八
六
五)



,

•'
, 

三
ニ 

(

八
六
六)

：

を
®
本
的
政
策
と
す
.る
い
く
つ
か
の
全
国
的
規
模
の
ク
ラ
フ
ト
•

ユ

一
一
オ
ン
の
合
同
に

よ

っ
て
出
来
上
っ
P

も

の
で

あ

り

、

' 製

鉄

業

を

中̂
と
す 

.
る

長

年

に

わ

た

る

マ

;-
-フ
ュ

フ

K.

ク
チ
k
.ァ
生
産
の
上
に
発
展
し
；た
技
術
的
分
業
と
稂
強
い
地
域
性
を
基
柢
と
し
て
い(

g
c

こ
れ
：に
反
し
て 
> 
わ
が 

鉄
土
組
合
は
、
：こ
の
：よ
う
な
主
体
的
な
条
件
を
十
分
に
み
た
す
こ
^
が
で
き
な
が
.っ
た
と
い
え
よ
う

日
本
忙
お
.
け
る
最
初
の
全
国
的
職
能
別
組
合
と
し
て
.
の
鉄
.エ
組
合
は
ィ
何
故
に
か
く
も
急
速
に
崩
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う 

か
0

:

さ
き
に
も
指
摘
し
た
よ
办
に
そ
:0

理
由
は
決
し
て
単
純
で
は
な
い
。'
ー.
般
に
.
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
：
職
業
別
組
織
と
は
.
い
：
っ

て

も

、
各
工
場 

中
心
の
、
支
部
活
動
に
重
き
を
お
く
政
策
か
ら
く
石
制
約
、
：.あ
る
い
は
入
職
制
度
の
不
完
全
性
.か
ら
く
る
労
働
力
統
轄
の
不
備
、
そ
し
て
こ
れ
に 

加
え
る
に
酷
烈
な
弾
圧
な
ど
.
で
あ
る
。：.
し
か
し
こ
れ
だ
け
を
も
.
っ
て
し
て
も
そ
の
急
速
な
崩
壊
を
充
分
.
に
説
明
す
る
に
足
り
な
い
。
、明
治
三
0

年 

代
、
日
本
資
本
主
義
は
国
内
的
に
.
は
日
清
戦
争
後
の
産
業
資
本
の
確
立
、
し
か
も
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
国
際
的
に
は
独
占
資
本
主
義 

段
階
に
達
し
、H

内
.に
お
け
る
矛
盾
の
解
決
策
と
し
て
、•
国
外
に
お
け
る
は
げ
し
い
市
場
獲
得
競
争
へ
の
参
加
、

ァ
ジ
ァ
大
陸
へQ

軍
事
的
膨
脹 

政
策
の
推
進
，
そ
の
：た
め
に
必
要
な
軍
事
的
産
業
構
造
の
確
立
、
.

こ
う
し
た
政
策
か
ら
必
然
的
に
生
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
あ
ら
ゆ
る
困
難
を
、
労
動 

者
階
級
に
転
嫁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
き
り
ぬ
け
よ
う
と
し
た
。
.
そ
し
て
本
来
、'
高
熟
練

=

高
能
率
の
上
に
高
賃
金
を
誇
り
う
べ
き
鉄
工
、
す
な
わ 

ち
機
械
.

金
属
労
働
者
こ
そ
は
、.
そ
う
し
た
し
わ
寄
せ
を
も
っ
と
も
ま
と
も
に
う
け
、
：鉄
工
組
合
の
必
死
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
組
_
 

の
面
で
の
脆
弱
性(

主
体
的
な
弱
'さ
と
：
こ
れ
を
制
約
す

.る
歴
史
的
条
件)
.

の
：た
め
に
頑
強
に
抵
抗
し
抜
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
'
に
よ
る
。
労
働 

者
階
級
に
た
い
す
る
こ
の
よ
う
な
支
配
を
最
後
的
に
完
成
し
た
も
の
こ
そ
：
ほ
か
な
ら
ぬ
治
安
警
察
法
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

黎
明
期
の
労
働
運
動
と
し
て
の
鉄
工
組
合
の
運
動
、
そ
れ
は
ひ
.
と
り
、
わ
が
国
最
初
の
全
国
的
職
業
別
組
合
で
.
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
ま
さ 

に
労
雪
階
級
が
、
み
ず
か
ら
の
手
で
，
自
分

Q

生
活
を
守
り
，
病
気
や
露
災
害
か
ら
ま
ぬ
が
れ
、
資
本
家
に
た
い
し
露
条
件
の
改
善
を
要 

求

し

よ

う

と

す

る

，：

s

主
的
な
運
動
で
あ
っ
た
。
そ
の
衰
亡
は
、
国
家
権
力
に
よ
る
直
接
的
な
弾
圧
と
い
う
よ
り
は
、
旁
働
者
の
自
由
的
•
相
互
扶 

助
的
運
動
を
、
そ
の
根
底
か
ら
破
壊
せ
ず
ん
ば
や
ま
な
い
資
本
の
急
速
な
蓄
積
、
し
か
も
こ
れ
に
た
い
し
て
有
効
な
闘
争
を
な
し
え
な
か
つ
た
労

働
者
組
織
の
醫
性
に
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
ま
さ
し
く
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
決
し
て
六
0

年
前
の
遠
い 

過
ぎ
去
っ
た
物
語
り
で
は
な
い
。
資

本

獲

の

強

行

、
.
今

日

的

表

現

を

と

れ

ば「

高
度
成
長」

こ
そ
、
労

雪

階

級

の

下
か
ら
の
自
主
的
な
運
動 

を
电
底
力
ら
破
擎
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

こ
の
鉄H

組
合
の
興
亡
の
歴
史
，

あ
ら
た
め
て
教
訓
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
訴
え
て
い

る

と

f

 

こ
と
は
、
云
い
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

.

鉄
工
組
合
の
崩
壊
と
そ
れ
に
つ
づ
く
労
働
組
合
期
成
会
の
衰
亡
は
、
そ
の
後
の
労
働
運
動
に
実
に
深
甚
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
れ
は
今
日
、
企

業
別
組
織
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
日
本
の
特
有
な
労
働
組
合
組
織
、
日
本
的
労
資
関
係
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
発
生
の
根

元

を

、

す
で
こ

こ
の
時
期
に
お
い
て
秘
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、

こ
S

明
期
I

け
る
労
働
運
動
の
衰
亡
は
、

一
時
f

画
す
る
も
の
と
い 

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
.

(

1

)

救
済T又

；： i

表
に
つ
い
て
は
、「

労
働
世
界」

第
四
六
号(

三
三
年
一
〇
月
一
五
日
S

附
録
を
参
照
の
こ
と
。

?

)
「

労
働
世
界」

前
掲
号
参
照
。

(

3

)

片
山
潜「

，|£
1

伝」
(

一
九
五
四
年
、
岩
波
書
店)

.ニ
ニ 
ニ
頁
。

.(

4

)
「

職
工
^

情」

附
録
ニ
、
鉄
工
事
情(

生
活
社
版)

一
七
四
頁
。

(

5

)

横
山
源
之
助「

日
本
.の
下
層
社
会」
(

岩
波
文
庫)

ニ
.
〇
八
頁
。

(

6

)

前
掲
書
、
ニ
一 

七
I
ニ
一 

八
员
。
•

(

7

)

前
掲
書
、
ニ
一 

九—

ニ
ニ
〇
頁
。

(

8

)

前
掲
書
、
ニ
ニ
四
頁
。

(

9

)

横
山
源
之
助「

内
地
雑
居
後
の
日
本」

八
一
一
頁
。

.

(
S
)
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History of Trade Unionism, 

1920, pp. 205-206,
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3 1
1

±

|

砠
、
高
橋
幸
八
郎
•

松
§

1

著

「

西
洋
経
済
史
講
座—

封
建
制
か
ら
資
本
制
へ
の
移
行
、
D

資
本
主
義
の
発
達」

を
参
照
。
と
く
に
大
可 

内
暁
男「

市
民
第
命
以
後
の
マ 

一一.H'

プ
ァ
ク
チ
ュ

'

ァ
の
成
長」

'.
.
参
照
。/
.ふ！

:

'

.

;

.

ニ 

-

 

——
. 

鉄
工
組
合
と
黎
明
期
の
日
本
労
働
運
動 

三
ー
ー
ー(

八
3



三

四(

八
六
八)

〈
追
記〉

こ
の
論
文
は
、
昨
年(

一
九
六
六
$

一
一 
月
教
授
就
任
に
際
し
て
行
わ
れ
.た
記
念
講
演
の
草
稿
に
加
筆
し
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

_
当
日
、 

小
生
：の
講
演
を
聴
い
て
下
.さ
っ
た
経
済
学
部
の
諸
先
生
な

ち
び
に
塾
生
諸
君
に
た
い
し
て
、
更
め
て
こ
こ
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

低
開

.

発
国
住
民
の

経

済

的

行

動

.
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矢

：
内

.

：
原

.

：

.
勝

輿
な
る
荀
族
間
、
民
族
間
な
い
し
_

家

間

：
の

交

易

す

な

わ

ち

貧

易

.
の
.
歴
史
は
き
わ
め
て
古
.
い
。
貿

易

は

本

来

物

々

交

換

で

あ

り

.
、

と
れ
は
言
語
‘ 

文
化
の
ま
っ
た
く
異
な
る
民
族
間
で
も
容
易
に
成
立
し
た
。

極
端
な
場
合
に
一
は、

'

 

相
互
に
直
接
接
触
す
る
こ
と
な
く
、

し
か
も
中
継
商
人
も
い 

な
く
て
も
、
な
お
物
々
交
換
が
成
立
す
る
例
誕
と
し
て「

沈
黙
交
#

冷
あ
げ
る
：と
と
'が
で
き
.る
。.
ギ
リ
シ
ア
人
へ
ロ
ド
ト
ス
の
著
わ
し

'
こ『

歴 

史』

の
中
で
、
リ
ビ
ア
.に
属
す
る
土
地
で
'0
、
.
原
往
民
の
沈
黙
交
易
が
触
れ
ら
れ
.て
い
る
。
さ
ら
に
、
力
ダ
モ
ス
ト(Alvise da Ci da Mosto) 

著

『

航

海

の

記

録

』

第
十
一
一
章
に
、

.
サ
.ハ
ラ
南
縁
の
沈
黙
交
易
.の
.実
態
.に
つ
い
.て
の
相
当
#
細
な
記
述
が
^
^
。
交
易
の
対
象
は
サ
ハ
ラ
^
で

 ̂

掘
さ
れ
る
岩
塩
.と
内
陸
ス
I

ダ
ゾ

で

産

出

さ

れ

る

金

，で

あ

る

0
岩
塩
を
連
ん
で
き
た
部
族
と
金
を
運
ん
：で
き
た
部
族
は
、
一

一

ジ

エル
河
の
ト
ン
ブ 

ク
ト
ゥ
上
流
の
氾
濫
地
帯
と
推
測
さ
れ
る
地
点
で
、
_相
互
に
顔
も
合
わ
.さ
ず
？
話
も
'交
わ
さ
ず
に
取
引
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
，
 

ア
フ
リ
カ
の
北
部
と
西
，ス
彳
ダ
ン
諸
国
間
め
^
う
な」

大
陸
内
の
貿
易
ば
か
り
で
な
く
、
西
洋
諸
国
と
東
洋
諸

国

と

い

う

ょ

う

：な
'
き
わ
め
て 

遠
距
離
の
間
.で
も
、
中
継
商
人
.の
手
に
ょ
っ
て
貿
易
は
古
く
か
ら
好
な
わ
.：れ
て
き
た
。
ィ
ン
ド
の
外
国
貿
易
の
歴
史
.
は
、
紀
元
前
三
〇
〇
〇
年
の 

低
開
発
国
住
民
の
.
経
済
的
行
動

 

、
 

三
五
へ
八
六
i


