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「
商
店
法
」
問
題
の
社
会
学
的
背
景

松

井

清

一
は
じ
め
に

ニ
商
店
法
の
制
定
過
程

三
伝
統
的
商
店
労
務
関
係
の
矛
盾

四
結
び
｜
｜
家
族
主
義
的
経
営
の
商
業
的
意
味

t工

じ

め

治
安
警
察
法
の
弾
圧
下
に
あ
り
な
が
ら
明
治
期
最
大
の
た
か
ま
り
を
み
せ
る
労
働
運
動
の
激
化
、
全
国
各
地
の
鉱
山
、

工
場
に
頻
発

す
る
労
働
争
議
の
大
規
模
化
、
あ
る
い
は
結
核
女
工
問
題
に
象
徴
さ
れ
る
一
連
の
労
働
災
害
の
深
刻
化
な
ど
、
明
治
後
期
か
ら
末
期
に

か
け
て
、
賃
労
働
者
階
級
の
劣
悪
な
労
働
条
件
に
結
果
す
る
生
活
破
壊
の
実
態
が
大
き
な
社
会
問
題
と
し
て
報
道
さ
れ
、
広
範
な
国
民

諸
階
層
の
「
職
工
保
護
」
の
気
運
が
一
段
と
昂
揚
す
る
な
か
で
、
幾
多
の
議
論
や
論
争
を
へ
て
や
っ
と
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

「
工
場
法
」
（
明
治
四
十
四
年
）
の
場
合
に
比
べ
る
と
、
世
論
の
動
向
は
冷
静
で
国
民
の
関
心
度
も
い
さ
さ
か
低
調
で
は
あ
っ
た
が
、工場

法
の
制
定
に
遅
れ
る
こ
と
す
で
に
二
O
年
、
昭
和
の
年
号
も
数
年
を
重
ね
る
よ
う
に
な
る
と
、
小
売
業
を
は
じ
め
と
す
る
都
市
の
商
業

労
働
者
・
勤
労
者
階
級
に
対
す
る
一
定
の
社
会
政
策
的
保
護
立
法
の
必
要
性
が
、
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い
わ
ば
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
た
社
会
・
労
働
問
題



に
わ
か
に
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
昭
和
一

O
年
前
後
一
部
の
論
壇
を
賑
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
、

ゆ
る
「
商
店
法
」
制
定
を
め
ぐ
る
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。

の
一
つ
と
し
て
、

わ

98 

「
今
や
我
国
は
重
大
な
る
変
転
期
の
過
程
に
あ
る
と
い
は
れ
、
庶
政
万
般
に
亘
っ
て
一
新
を
画
す
べ
き
時
だ
と
頻
り
に
唱

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
此
際
社
会
立
法
に
無
理
解
な
る
封
建
的
思
想
の
持
主
、
某
氏
の
言
謂
「
少
数
超
保
守
的
の
人
々
」
も
、
早
か

ら
ず
と
も
未
だ
晩
く
は
な
い
、
反
省
し
倍
る
所
あ
っ
て
従
来
の
頑
冥
な
態
度
を
釈
然
と
一
榔
し
、
進
ん
で
政
府
を
督
励
し
て

商
店
法
の
制
定
を
促
進
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
蓋
し
政
府
が
保
護
を
与
へ
な
い
な
ら
ば
、
や
が
て
は
商
店
従
業
員
自
身

が
結
束
し
て
之
を
要
請
す
べ
き
必
要
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
」

こ
れ
は
欧
米
の
商
店
法
の
歴
史
と
実
際
に
深
く
精
通
し
、
わ
が
国
に
も
そ
の
必
要
性
を
早
く
か
ら
説
き
続
け
て
き
た
日
本
大
学
教
授

井
上
貞
蔵
の
、
後
述
の
よ
う
に
法
案
の
議
会
提
出
が
棚
ざ
ら
し
の
状
態
に
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
昭
和
一
O
年
当
時
の
、
失
意
と
憤
り
を
混

じ
え
た
弁
で
あ
る
。

つ
ま
り
鉱
工
業
部
門
の
労
働
者
に
向
け
て
は
工
場
法
に
よ
る
監
督
を
は
じ
め
、
そ
の
他
工
業
労
働
者
最
低
年
齢
法
、

鉱
業
法
、
健
康
保
険
法
、
災
害
扶
助
法
な
ど
の
一
連
の
保
護
立
法
と
一
応
の
監
督
制
度
と
が
曲
が
り
な
り
に
も
出
揃
い
つ
つ
あ
っ
た
こ

の
時
期
に
至
っ
て
も
、
他
方
、
当
時
す
で
に
一
五
O
万
人
を
超
え
る
と
推
定
さ
れ
て
い
た
商
業
部
門
従
事
の
労
働
者
、
勤
労
者
に
は
依

然
と
し
て
な
ん
ら
の
法
的
保
護
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
状
態
が
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
間
、
当
の
商
業
労
働
者
階
級
か

ら
も
、
労
働
時
間
制
限
等
の
立
法
化
に
向
け
て
の
組
織
立
っ
た
動
き
も
な
く
、
ま
た
商
業
労
働
者
の
労
働
条
件
や
生
活
の
実
態
を
把
握

す
べ
き
官
庁
、
自
治
体
、
民
間
団
体
な
ど
に
よ
る
具
体
的
な
調
査
、
研
究
活
動
の
必
要
性
も
ほ
と
ん
ど
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
た
ま
ま
に

終
始
し
て
い
た
の
で
あ
る

い
ず
れ
に
せ
よ
、
い
ち
早
く
原
生
的
労
使
関
係
の
崩
壊
を
み
、
そ
の
後
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
進
展
を
背

景
に
新
し
い
労
使
関
係
の
確
立
を
み
た
鉱
工
業
の
場
合
と
は
う
ら
は
ら
に
、
商
業
労
働
者
の
一
雇
傭
関
係
は
依
然
と
し
て
前
近
代
的
な
、

見
方
に
よ
れ
ば
半
封
建
的
で
隷
属
的
と
さ
え
い
え
る
性
格
を
温
存
し
て
い
た
の
で
あ
り
、一
部
の
大
規
模
商
店
を
除
い
て
、
発
育
盛
り



の
青
少
年
が
大
多
数
を
占
め
る
中
小
商
店
の
店
員
層
は
、
不
規
則
な
開
店
・
閉
店
時
間
に
よ
る
、
さ
ら
に
は
閉
店
後
も
深
夜
に
お
よ
ぶ
、

冗
長
な
労
働
を
強
制
さ
れ
、
休
日
・
休
養
制
度
の
確
立
さ
え
み
な
い
ま
ま
店
主
の
意
の
ま
ま
に
酷
使
さ
れ
続
け
て
き
た
の
で
あ
り
、
わ

が
国
の
商
店
経
営
に
は
近
世
以
来
の
、
い
わ
ば
原
生
的
労
使
関
係
が
、
崩
壊
の
き
ざ
し
さ
え
み
せ
な
い
ま
ま
昭
和
の
戦
前
期
に
至
る
ま

で
色
濃
く
残
存
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
商
業
労
働
者
の
過
酷
な
生
活
が
当
時
の
知
識
人
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
ら
も
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
た
と

(4
) 

え
ば
「
私
は
社
会
的
に
一
番
恵
ま
れ
な
い
者
は
店
員
で
あ
る
と
思
ふ
」
と
い
う
一
商
店
員
の
つ
ぶ
や
き
が
、
な
ぜ
、
人
々
の
同
情
に
値

す
る
こ
と
な
く
、
深
刻
な
社
会
問
題
と
し
て
表
面
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
か
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
商
業
労
働
者
を
と
り
ま
く
問
題

は
そ
の
事
態
の
深
刻
さ
に
比
べ
て
、
な
ぜ
、
学
問
的
に
も
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
ず
、
本
格
的
な
研
究
の
累
積
を
み
る
こ
と
が
な
か
っ
た

の
か
。

つ
ま
り
当
時
の
商
業
労
働
者
に
対
す
る
人
々
の
無
関
心
、
と
き
に
は
無
視
の
意
味
に
、
本
稿
の
背
後
の
興
味
と
問
題
意
識
が
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
今
日
の
商
業
労
働
者
に
対
す
る
人
々
の
、
ひ
い
て
は
ま
た
研
究
者
の
態
度
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
は
な

「商店法」問題の社会学的背景（松井）

い
か
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
商
業
労
働
者
と
は
終
始
陽
の
当
ら
な
い
と
こ
ろ
に
生
き
続
け
る
人
々
な
の
で
あ
る
。

こ
の
小
論
の
目
的
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
背
後
に
置
き
つ
つ
も
、
さ
し
あ
た
り
は
明
治
期
以
降
の
戦
前
期
わ
が
国
に
お
け

る
商
店
経
営
の
一
断
面
を
商
業
使
用
人
制
度
の
変
化
の
観
点
か
ら
論
述
す
る
こ
と
に
あ
る
。し
た
が
っ
て
「
商
店
法
」
そ
れ
自
体
の
分

析
・
評
価
等
は
直
接
本
稿
の
課
題
で
は
な
い
が
、
行
論
上
そ
の
制
定
過
程
の
曲
折
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
か
ら
出
発
し
、
今
後
の
具
体

的
実
証
の
た
め
の
論
点
を
少
し
く
整
理
す
る
こ
と
に
努
め
た
い
。

（1
）
筆
者
は
、
こ
こ
数
年
来
、
東
京
都
中
央
区
堀
留
町
界
隈
の
呉
服
織
物
業
者
の
同
業
者
の
歴
史
を
、
こ
の
地
域
に
早
く
か
ら
進
出
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
近
江
商
人
」

の
末
葡
た
る
業
者
層
の
動
向
に
着
目
し
て
研
究
を
進
め
て
き
た
。
当
初
は
本
稿
に
お
い
て
も
、
そ
こ
で
の
罪
証
的
デ
ー
タ
・
資
料
を
用
い
て
、
明
治
以
降
の
戦
前
期
全

般
に
お
け
る
商
店
（
商
家
）
の
創
出
過
程
に
み
る
変
化
を
、
奉
公
経
験
者
の
主
家
と
の
関
係
、
奉
公
年
数
、
創
業
の
経
緯
、
創
業
資
本
な
ど
の
側
面
か
ら
実
証
す
る
予

定
で
あ
っ
た
が
、
紙
面
等
の
制
約
に
よ
り
、
そ
の
序
論
に
当
る
部
分
の
み
を
加
筆
し
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。
そ
の
関
係
も
あ
り
、
い
さ
さ
か
不
明
な
構
成
と
な
り
、
論
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点
が
未
整
理
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
。
具
体
的
な
論
証
の
作
業
は
、
い
ず
れ
別
の
機
会
に
改
め
て
執
筆
す
る
予
定
で
あ
る
。

（2
）
井
上
貞
蔵
、
「
新
訂
商
店
法
論
」
巌
松
堂
書
店
昭
和
十
二
年
、
二
六
O
頁
。
な
お
、
以
下
で
の
商
店
法
制
定
に
至
る
歴
史
的
過
程
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
同
書

お
よ
び
谷
口
吉
彦
・
井
上
貞
蔵
「
商
店
法
に
関
す
る
研
究
」
同
文
館
、
昭
和
十
二
年
の
谷
口
吉
彦
の
執
筆
の
部
分
を
主
に
参
照
し
た
。

（3
）
大
正
中
期
の
物
価
騰
貴
に
よ
る
生
活
難
を
背
景
に
、
大
正
八
年
の
「
日
本
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
・
ユ
ニ
オ
ン
」
（

S

・

M
－
U

）
を
は
じ
め
、
そ
の
後
い
く
つ
か
の
、
い

わ
ゆ
る
「
使
用
人
組
合
」
が
誕
生
す
る
が
、
純
然
た
る
商
業
部
門
の
使
用
人
な
い
し
店
員
層
に
よ
る
自
発
的
結
社
の
動
き
は
、
戦
前
期
を
通
じ
て
表
面
化
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
井
上
貞
蔵
「
商
業
使
用
人
問
題
の
研
究
」
千
倉
書
房
一
、
昭
和
十
二
年
、
五
六
二
頁

J

六
四
三
頁
に
、
欧
米
の
使
用
人
組
合
と
の
比

較
を
踏
ま
え
た
記
述
が
あ
る
。

（4
）
大
阪
市
社
会
部
調
査
課
「
木
市
に
於
け
る
薬
業
商
店
員
の
生
活
と
労
働
」
社
会
部
報
告
第
八
二

O
号
、
昭
和
三
年
、
九
六
頁
。
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商
店
法
の
制
定
過
程

第
三
回
国
際
労
働
総
会
に
お
い
て
「
商
店
の
週
休
制
に
関
す
る
勧
告
」
が
採
択
さ
れ
た
大
正
十
年
（
一
九
二
一
年
）
に
、
わ
が
国
で
も

交
詞
社
内
の
有
志
の
研
究
会
で
、
商
店
使
用
人
に
対
す
る
一
週
一
回
一
日
の
週
休
制
、
店
舗
の
午
後
八
時
閉
店
、

一
日
九
時
間
半
一
週

五
十
七
時
間
の
勤
務
時
間
（
幼
年
使
用
人
の
場
合
は
一
日
八
時
間
一
週
四
十
八
時
間
）
な
ど
と
い
っ
た
当
時
と
し
て
は
き
わ
め
て
進
歩
的
か

つ
画
期
的
な
決
議
が
な
さ
れ
た
と
い
う

一
部
民
間
の
先
行
す
る
動
き
を
別
に
す
れ
ば
、
商
店
法
制
定
の
問
題
が
現
実
化
す
る
の
は
、

昭
和
六
年
四
月
市
内
の
他
同
業
組
合
五
十
九
お
よ
び
商
店
会
三
十
三
の
賛
成
を
え
て
、
東
京
呉
服
商
同
業
組
合
か
ら
内
務
大
臣
に
提
出

さ
れ
た
「
商
店
営
業
時
間
短
縮
の
法
規
制
定
に
関
す
る
陳
情
」
と
い
う
意
見
書
を
も
っ
て
そ
の
晴
矢
と
見
倣
す
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

「
方
今
小
売
業
に
し
て
其
の
経
営
上
改
革
す
べ
き
点
多
々
あ
る
も
、
就
中
現
在
の
如
く
無
統
制
な
る
営
業
時
間
の
冗
長
は
百
害
あ
っ
て

一
利
な
く
時
勢
の
進
運
に
添
は
ざ
る
も
甚
だ
し
き
も
の
に
し
て
、
適
当
に
之
を
短
縮
す
る
は
最
も
必
要
に
し
て
、
現
下
の
実
状
に
鑑
み

れ
ば
午
後
十
時
の
終
業
を
以
て
最
も
適
当
と
存
ぜ
ら
人
民
」
と
意
見
し
、
こ
の
こ
と
が
商
店
主
聞
の
自
主
規
制
に
よ
っ
て
は
実
現
不
可

能
で
あ
る
か
ら
、
適
当
な
法
令
に
よ
る
規
制
を
願
い
た
い
、
と
す
る
内
容
の
陳
情
は
、
す
で
に
前
年
に
同
同
業
組
合
か
ら
東
京
商
工
会



議
所
お
よ
び
実
業
組
合
連
合
会
に
も
提
出
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
さ
き
の
意
見
書
と
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
同
六
年
三
月
の
第
五
十

九
議
会
に
は
服
部
教
一
外
二
名
提
出
の
「
商
店
の
閉
店
時
刻
限
定
に
関
す
る
建
議
案
」
が
可
決
さ
れ
も
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
陳
情
、
建
議
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
同
様
の
趣
旨
で
あ
り
、

一
口
に
、
早
朝
か
ら
深
夜
に
お
よ
ぶ
不
規
律
で
冗
長
な
小
売

店
の
営
業
時
間
に
関
し
て
、
と
り
あ
え
ず
そ
の
終
業
・
閉
店
時
刻
を
法
規
に
よ
r

午
後
十
時
に
規
制
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
こ
の
点
に

唯
一
の
目
的
が
あ
っ
た
。
こ
の
陳
情
あ
る
い
は
議
会
の
建
議
を
直
接
の
糸
口
と
し
て
、
す
で
に
大
正
末
期
よ
り
当
該
法
規
の
不
備
を
痛

感
し
、
具
体
的
な
調
査
研
究
に
着
手
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
、
労
働
者
保
護
立
法
の
主
管
官
庁
で
あ
る
内
務
省
社
会
局
は
、
具
体
的
な

成
案
の
準
備
作
業
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
ま
ず
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
商
店
法
制
定
運
動
の
発
端
が
呉
服
商
同
業

組
合
と
い
う
小
売
業
主
の
団
体
か
ら
の
陳
情
と
い
う
形
で
出
発
し
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、

も
と
よ
り
こ
の
商
店
法
の
制
定
に
よ
る
閉
店
時
間
の
法
的
規
制
と
い
う
要
求
は
、
そ
の
当
初
か
ら
、

一
日
の
就
業
時
聞
が
十
五
時
間
以

上
に
お
よ
ぶ
の
が
通
例
で
あ
る
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
た
当
時
の
商
業
労
働
者
の
労
働
時
間
の
短
縮
や
労
働
条
件
の
改
善
と
い
っ
た
目
的

「商店法」問題の社会学的背景（松井）

と
は
案
外
無
縁
な
、
む
し
ろ
別
の
目
的
を
念
頭
に
お
い
て
出
発
し
て
い
た
、
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

た
と
え
ば
さ
き
の
内
務
大
臣
宛
陳
情
の
意
見
書
の
説
明
の
中
に
も
明
ら
か
に
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は

現
今
の
深
夜
に
お
よ
ぶ
冗
長
な
営
業
時
間
が
招
来
し
て
い
る
弊
害
、
不
利
益
と
し
て
、ωリ
従
業
員
の
睡
眠
時
間
不
足
に
よ
る
不
健
康
、

疾
病
と
い
っ
た
保
健
衛
生
上
の
悪
影
響
、
ο

余
暇
時
間
の
欠
乏
に
よ
る
従
業
員
の
自
己
訓
練
・
修
養
時
間
の
欠
如
、
と
い
っ
た
一
見

従
業
員
保
護
を
意
図
す
る
か
の
よ
う
な
理
由
を
装
い
な
が
ら
も
、
そ
の
じ
っ
、
同
午
後
十
時
以
降
の
売
上
高
は
一
日
の
総
売
上
高
に

徴
々
た
る
ウ
ェ
イ
ト
し
か
占
め
て
お
ら
ず
、
燃
料
、
電
燈
料
等
の
営
業
諸
経
費
の
面
か
ら
み
て
深
夜
営
業
は
む
し
ろ
不
利
益
で
あ
り
、

冗
長
な
営
業
時
間
は
優
秀
な
従
業
員
獲
保
を
困
難
と
し
、
同w

側

同
様
に
過
長
な
労
働
時
間
に
対
す
る
従
業
員
の
不
満
は
思
想
的
に
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も
憂
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
同
時
に
、

か
つ
ま
た
、
雇
傭
関
係
を
不
円
滑
化
し
て
お
り
、
さ
ら
に
付

燈
料
や
経
費
の
浪
費
は
現
下
の
国



民
経
済
上
き
わ
め
て
不
利
益
で
あ
る
、
と
い
っ
た
理
由
を
隠
し
て
は
い
な
い
。つ
ま
り
、
こ
の
運
動
の
動
機
な
り
目
的
は
、
当
初
よ
り

あ
く
ま
で
小
売
業
者
の
営
業
上
の
計
算
や
店
舗
経
営
上
の
合
理
化
と
い
っ
た
理
由
か
ら
出
発
し
て
い
た
こ
と
は
見
誤
る
べ
く
も
な
い
の
102 

で
あ
る

改
め
て
想
起
す
る
ま
で
も
な
く
、
こ
の
陳
情
が
な
さ
れ
た
前
年
の
昭
和
五
年
と
い
う
年
は
世
界
恐
慌
勃
発
の
年
で
あ
り
、
国
内
的
に

は
金
解
禁
発
令
の
年
で
も
あ
る
。
第
一
次
大
戦
後
の
慢
性
的
不
況
が
そ
の
極
に
達
し
、
わ
が
国
の
経
済
全
般
が
疲
労
困
懲
の
状
態
に
あ

っ
た
こ
の
時
期
、
不
況
と
恐
慌
の
波
は
産
業
構
造
の
弱
体
不
安
定
な
部
分
に
位
置
す
る
流
通
小
売
業
者
に
も
深
刻
な
打
撃
を
与
え
ず
に

は
お
か
な
か
っ
た
。

工
業
の
不
振
、
停
滞
は
大
量
の
失
業
人
口
を
一
時
の
足
留
り
先
と
し
て
商
業
、
と
く
に
小
売
業
部
門
へ
と
駆
逐
し
、

俸
給
生
活
者
の
低
落
と
相
倹
っ
て
、
そ
こ
に
零
細
な
小
売
商
店
の
増
加
、
乱
立
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
。
戦
前
期
を
通
じ
て
わ
が
国
の
商

業
は
、
つ
ね
に
鉱
工
業
の
好
不
況
に
対
応
し
て
潜
在
的
な
過
剰
人
口
を
吸
収
し
輩
出
す
る
安
全
弁
の
機
能
を
担
っ
て
い
た
わ
け
で
あ

る
。
こ
の
期
の
い
わ
ゆ
る
小
売
店
過
剰
の
現
象
は
、
折
か
ら
の
大
型
百
貨
店
の
伸
長
と
い
う
事
態
を
背
景
に
、
小
売
業
者
の
過
当
競
争

に
拍
車
を
か
け
、
当
然
か
れ
ら
に
、
深
夜
に
お
よ
ぶ
営
業
時
間
の
延
長
を
強
要
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
営
業
環
境
の
変
化
に
対
応
し
て
、
一
部
の
都
市
小
売
業
者
が
、
む
し
ろ
か
れ
ら
の
既
得
権
益
を
擁
護
し
よ
う
と
し
、
旧

中
間
層
と
し
て
の
地
位
を
あ
く
ま
で
保
持
し
よ
う
と
し
て
、
商
店
間
相
互
の
過
当
競
争
を
回
避
す
る
と
い
う
営
業
上
の
必
要
か
ら
、
上

述
の
よ
う
な
陳
情
を
お
こ
な
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
当
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
陳
情
の
発
端
が
、
営

業
の
性
質
上
長
時
間
の
夜
間
営
業
に
と
く
に
利
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
反
面
、
業
種
的
に
は
百
貨
店
と
競
合
す
る
面
の
つ
よ
い
呉
服
小
売

業
者
の
同
業
組
合
か
ら
い
ち
早
く
提
出
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
も
、
考
え
て
み
れ
ば
け
っ
し
て
偶
然
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
以
上
の
よ
う
に
あ
く
ま
で
当
業
者
の
利
害
と
経
営
の
合
理
化
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
出
発
し
た
終
業
時
刻
法
制
化
の

動
き
は
、
そ
の
後
内
務
省
社
会
局
に
よ
っ
て
、
閉
店
時
刻
の
規
制
だ
け
で
な
く
、
休
業
制
、
休
日
制
、
保
健
設
備
の
設
置
と
い
っ
た
一



連
の
使
用
人
保
護
の
規
定
を
加
え
て
具
体
的
な
商
店
法
の
成
案
作
業
の
段
階
に
移
る
と
、
早
く
も
そ
の
矛
盾
が
当
の
業
者
団
体
内
部
で

露
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
昭
和
六
年
以
降
、
社
会
局
は
関
係
諸
団
体
に
対
し
非
公
式
に
「
商
店
法
制
定
に
関
す
る
諮
問
要
綱
」
を
提

示
し
、
そ
の
適
用
範
囲
、
営
業
時
間
、
休
日
、
休
業
制
、
設
備
等
に
関
し
て
民
間
の
各
方
面
か
ら
の
意
見
聴
取
の
作
業
に
入
っ
て
い
た

が
、
名
古
屋
、
大
阪
な
ど
の
関
西
方
面
の
実
業
組
合
や
商
工
会
議
所
を
中
心
に
一
勢
に
法
案
化
に
反
対
あ
る
い
は
時
機
尚
早
の
芦
が
上

が
っ
て
き
た
。

た
と
え
ば
六
年
九
月
の
大
阪
実
業
協
会
の
商
店
法
反
対
の
建
議
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
ハ
け購
売
者
の
不
便
、
。

商
店
員
の
場
合
「
商
業
見
習
を
主
た
る
目
的
と
し
其
労
務
も
亦
一
般
労
働
者
の
如
く
な
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
を

以
て
、
単
に
労
働
時
間
の
長
短
を
以
て
そ
の
労
務
の
軽
重
を
律
す
べ
き
に
あ
ら
犯
」
と
い
う
商
店
労
務
の
特
殊
性
、
同
開

小
売
業
の
衰
徴
、
白

経
済
界
が
不

振
を
き
わ
め
て
い
る
今
日
は
時
機
を
得
な
い
こ
と
、
な
ど
の
点
を
挙
げ
、
ほ
ぼ
同
様
の
理
由
か
ら
名
古
屋
連
合
発
展
会
の
場
合
は
、
閉

店
時
刻
を
原
則
と
し
て
午
後
十
一
時
に
す
べ
き
で
あ
る
、
と
の
決
議
を
も
っ
て
社
会
局
宛
に
陳
情
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
空
気
は
関
東
を
は
じ
め
各
地
に
波
及
し
、
当
初
は
賛
成
の
気
運
が
強
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
東
京
市
の
場
合
で
も
、
東
京

「商店法」問題の社会学的背景（松井）

商
工
会
議
所
上
層
部
の
強
硬
な
反
対
意
向
を
受
け
て
し
だ
い
に
法
案
化
に
消
極
的
な
意
見
が
大
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
若
干
の

修
正
を
加
え
て
翌
七
年
に
は
一
応
の
要
綱
成
案
を
得
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
社
会
局
も
、
こ
う
し
た
情
勢
の
進
展
の
な
か
で
法
案
の
議

会
提
出
に
極
度
に
慎
重
と
な
り
、
政
府
当
局
も
つ
い
に
第
六
O
議
会
へ
の
提
案
を
中
止
す
る
断
を
下
す
こ
と
に
至
り
、
同
年
公
表
さ
れ

た
商
店
法
案
も
、
あ
く
ま
で
社
会
局
の
腹
案
と
い
う
体
裁
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

商
店
法
の
原
型
が
法
案
と
し
て
初
め
て
公
表
さ
れ
た
の
は
、
第
六
十
四
議
会
へ
の
提
案
準
備
と
し
て
社
会
局
参
与
会
議
に
附
議
さ
れ

可
決
さ
れ
た
昭
和
八
年
一
月
一
O
日
の
「
商
店
法
案
要
綱
」
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
成
案
過
程
の
な
か
で
、
す
で
に
適
用
範
囲
か
ら
卸

売
業
は
も
ち
ろ
ん
小
売
業
の
な
か
の
浴
場
業
も
除
か
れ
、
新
た
に
百
人
以
上
の
使
用
人
を
有
す
る
商
店
の
婦
人
・
年
少
者
の
就
業
時
間
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を
原
則
と
し
て
十
時
間
に
制
限
し
、
同
様
の
規
模
を
有
す
る
商
店
の
休
業
制
度
を
規
定
す
る
な
ど
、
当
初
の
社
会
局
案
は
大
き
な
修
正



を
受
け
て
い
た
訳
で
あ
る
が
、
改
め
て
そ
の
主
要
な
条
項
を
示
せ
ば
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
骨
子
で
あ
る
。

村

〈
適
用
範
囲
〉
本
法
は
市
及
勅
令
を
以
て
指
定
す
る
町
村
に
於
て
小
売
商
業
、
理
髪
業
又
は
理
容
業
を
営
む
店
舗
に
之
を104 

適
用
す
る
こ
と
。

。

〈
閉
店
時
間
〉
店
主
は
四
月
一
日
よ
り
十
月
三
十
一
日
迄
は
午
後
十
時
、
其
の
他
の
時
期
に
在
り
で
は
午
後
九
時
以
後
、

店
舗
に
於
て
顧
客
に
対
し
付
に
掲
ぐ
る
営
業
を
為
す
こ
と
を
得
ざ
る
こ
と
。
但
し
右
の
時
刻
以
前
よ
り
引
続
き
店
舗
内
に
在

る
顧
客
に
対
し
て
為
す
営
業
に
付
て
は
此
の
限
り
に
在
ら
ざ
る
こ
と

帥w
〈
休
業
及
休
日
〉
店
主
は
毎
月
一
日
以
上
店
舗
に
於
て
顧
客
に
対
し
付
に
掲
ぐ
る
営
業
を
為
す
こ
と
を
休
止
し
、
使
用

人
あ
る
と
き
は
之
に
対
し
休
日
を
与
ふ
べ
き
こ
と
。

帥

〈
百
貨
店
の
婦
人
及
少
年
の
就
業
時
間
〉

ハ
円
に
掲
ぐ
る
営
業
に
関
し
、
常
時
百
人
以
上
の
使
用
人
を
使
用
す
る
店
舗
に

在
り
で
は
、
店
主
は
付
に
掲
ぐ
る
営
業
に
関
す
る
と
否
と
を
聞
は
ず
、
十
六
歳
未
満
の
者
及
女
子
を
し
て
一
日
に
付
十
時
間

を
超
へ
る
就
業
せ
し
む
る
こ
と
を
得
ざ
る
こ
と
。

店
主
は
前
項
の
就
業
時
間
中
に
於
て
使
用
人
を
し
て
食
事
を
為
さ
し
む
る
と
き
は
、
食
事
毎
に
少
く
と
も
三
十
分
の
食
事

時
間
を
与
ふ
べ
き
こ
と
。

伺

〈
百
貨
店
の
婦
人
及
少
年
の
休
日
〉

常
時
百
人
以
上
の
使
用
人
を
使
用
す
る
店
舗
に
在
り
で
は
、
店
主
は
付
に
掲
ぐ
る

営
業
に
就
業
せ
し
む
る
者
た
る
と
否
と
を
間
は
ず
、
十
六
歳
未
満
の
者
及
女
子
に
対
し
て
毎
月
少
く
と
も
四
日
の
休
日
を
与

ふ
べ
き
こ
と
。

多
く
の
例
外
規
定
の
条
項
等
、
そ
の
全
容
の
仔
細
は
省
略
す
る
他
な
い
が
、
同
要
綱
の
諮
問
を
受
け
、
法
案
制
定
に
賛
成
し
た
社
会

局
参
与
会
議
の
空
気
も

じ
つ
は
、
こ
の
原
案
は
、
付

休
日
制
を
は
じ
め
例
外
規
定
が
多
す
ぎ
る
こ
と
、
。

一
カ
月
一
回
の
休
日



は
少
な
す
ぎ
る
こ
と
、
同

閉
店
時
以
降
の
無
制
限
な
就
業
を
禁
止
す
る
規
定
が
な
い
こ
と
、
な
ど
の
点
で
、
商
店
使
用
人
の
保
護
立

法
と
し
て
は
余
り
に
生
ぬ
る
い
と
い
う
意
見
で
一
致
し
て
お
り
、

い
わ
ば
条
件
っ
き
の
消
極
的
賛
成
で
し
か
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
ハ
円

の
例
外
規
定
に
つ
い
て
だ
け
み
て
も
、
繁
忙
な
時
期
に
お
け
る
閉
店
時
間
の
例
外
を
一
年
に
六
十
日
以
内
の
限
定
で
認
め
、
休
日
、
休

業
制
に
つ
い
て
も
、
地
域
、
営
業
の
種
類
に
応
じ
て
、
あ
る
い
は
店
主
の
必
要
に
応
じ
て
例
外
規
定
を
設
け
、
さ
ら
に
閉
店
時
間
、
休

目
、
休
業
制
の
適
用
例
外
規
定
を
、
公
衆
の
便
宜
に
密
接
な
関
係
の
あ
る
店
舗
や
特
定
商
品
を
扱
う
店
舗
に
対
し
て
設
け
る
な
ど
、
き

わ
め
て
不
徹
底
か
つ
微
温
的
な
内
容
に
終
始
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
で
も
ま
だ
八
年
の
同
案
は
民
間
団
体
の
激
し
い
抵
抗
に
あ
う
。
参
与
会
議
へ
の
諮
問
と
併
行
し
て
民
間
団
体
に
も
同
様

の
諮
問
が
発
せ
ら
れ
た
が
、
た
と
え
ば
回
答
を
寄
せ
て
き
た
全
国
各
地
の
商
工
会
議
所
九
十
二
の
意
見
は
、
原
案
賛
成
と
反
対
が
そ
れ

ぞ
れ
四
十
六
と
同
数
で
あ
っ
た
し
、
さ
ら
に
全
国
産
業
団
体
連
合
会
、

日
本
経
済
連
盟
、
日
本
工
業
倶
楽
部
な
ど

日
本
商
工
会
議
所
、

の
有
力
民
間
団
体
は
依
然
と
し
て
強
硬
な
反
対
を
唱
え
る
有
様
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
至
り
内
務
省
は
、

ま
た
も
や
法
案
提
出
に
消
極
的

「商店法」問題の社会学的背景（松井）

ま
た
関
係
官
庁
で
あ
る
商
工
省
か
ら
の
同
法
案
に
対
す
る
積
極
的
支
持
も
な
い
ま
ま
、

た
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、

つ
い
に
同
年
の
第

六
十
四
議
会
へ
の
提
案
は
断
念
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
時
局
の
変
化
等
も
あ
っ
て
、
同
法
案
は
棚
ざ
ら
し
の
状
態
の
ま
ま
、
懸

案
の
法
案
と
し
て
数
年
を
経
過
す
る
運
命
と
な
る
。

こ
の
間
の
若
干
の
粁
余
曲
折
や
法
案
の
再
修
正
の
経
緯
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
商
店
法
が
議
会

で
成
立
す
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
五
年
後
の
昭
和
十
三
年
の
第
七
十
三
議
会
に
お
い
て
で
あ
り
、
同
年
十
月
一
日
よ
り
同
法
の
実

施
を
み
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
骨
子
は
、
新
た
に
就
業
時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
と
き
は
少
な
く
と
も
三
十
分
、
十
時
間
を
超
え
る

と
き
は
少
な
く
と
も
一
時
間
の
休
憩
時
間
を
就
業
時
間
内
に
設
け
る
こ
と
、
立
続
け
に
就
業
す
る
女
子
に
対
し
て
は
少
な
く
と
も
三
人
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に
一
個
の
腰
掛
ま
た
は
椅
子
を
備
え
つ
け
る
こ
と
、
と
い
っ
た
規
定
が
追
加
さ
れ
は
し
た
も
の
の
、
多
く
の
例
外
規
定
を
依
然
と
し
て



設
け
た
ま
ま
、
閉
店
時
間
は
季
節
を
問
わ
ず
一
律
に
午
後
十
時
と
さ
れ
、
使
用
人
数
は
百
人
以
上
か
ら
五
十
人
以
上
へ
と
変
更
さ
れ
た

も
の
の
、
女
子
お
よ
び
年
少
者
の
就
業
時
間
と
休
日
は
、
そ
れ
ぞ
れ
週
十
時
間
か
ら
十
一
時
間
へ
、
月
四
回
か
ら
月
二
回
へ
と
い
っ
た
106 

具
合
に
、
さ
ら
に
大
き
く
修
正
さ
れ
後
退
し
た
、
き
わ
め
て
微
温
的
な
法
律
と
し
て
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。しか
も
こ

の
時
期
に
な
る
と
わ
が
国
は
戦
時
体
制
下
に
入
り
、
そ
の
立
法
目
的
自
体
が
労
働
者
保
護
と
い
う
観
点
を
薄
め
、
し
だ
い
に
強
兵
制
と

い
う
色
彩
を
強
め
て
ゆ
き
、

ま
た
具
体
的
な
監
督
制
度
が
不
備
で
あ
っ
た
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
実
効
を
有
し
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
商
業
労
働
者
に
対
す
る
本
格
的
な
保
護
立
法
は
戦
後
の
労
働
基
準
法
の
制
定
を
侠
つ
他
な
く
、
戦
前
期
を
通
じ

て
わ
が
国
の
商
業
労
働
者
は
実
質
的
な
法
的
保
護
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
商
店
主
の
洛
意
的
了
見
に
そ
の
運
命
を
ゆ
だ
ね
ら
れ

た
、
そ
の
意
味
で
も
ま
さ
し
く
「
子
飼
い
」
の
社
会
的
弱
者
た
る
地
位
を
甘
受
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
商
店
法
制
定
の
過
程
に
典
型
祝
さ
れ
る
わ
が
国
の
商
業
社
会
政
策
の
展
開
に
は
使
用
人
保
護
と
い
う
目
的

と
中
小
商
店
の
経
営
の
合
理
化
、
能
率
化
と
い
う
目
的
、
こ
の
二
つ
の
目
的
が
併
存
し
対
立
し
あ
い
、
結
果
的
に
は
後
者
の
目
的
が
あ

く
ま
で
優
先
す
る
形
で
し
か
展
開
し
え
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
工
場
法
を
は
じ
め
と
す
る
戦
前
期
の
他
の
社
会
政
策
的
立
法
の
場
合

に
も
、

お
そ
ら
く
同
様
の
こ
と
を
指
摘
で
き
そ
う
で
あ
る
が
、
商
店
法
問
題
の
一
応
の
結
着
に
は
、
こ
と
さ
ら
そ
の
色
彩
が
濃
い
。
後

述
す
る
よ
う
に
、
商
業
労
務
や
商
店
経
営
の
日
本
的
特
殊
性
と
い
う
論
拠
を
楯
と
し
て
、
商
店
法
の
制
定
は
商
店
経
営
者
の
納
得
の
ゆ

く
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
す
こ
ぶ
る
妥
当
な
線
に
落
ち
着
い
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
表
1

は
、
大
阪
市
役
所
社
会
部
が
商
店
法
施
行
直

後
の
昭
和
十
四
年
に
実
施
し
た
調
査
の
な
か
か
ら
、
店
主
か
ら
み
た
商
店
法
施
行
の
影
響
に
関
す
る
意
見
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

店
主
側
か
ら
の
一
方
的
見
解
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
調
査
で
は
店
員
層
か
ら
の
意
見
聴
取
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
残
念
で
あ
り
、
こ
の

結
果
を
鵜
呑
み
に
で
き
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
店
員
に
対
す
る
好
影
響
と
し
て
、
健
康
の
増
進
、
勉
学
・
修
養
時
間

の
増
大
と
い
う
意
見
が
多
い
こ
と
は
と
も
か
く
、
そ
の
他
の
好
影
響
が
概
し
て
商
店
の
営
業
・
能
率
面
に
直
結
す
る
好
影
響
で
あ
り
、
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商店法施行の影響（店主の意見）

営業上の影響 店員に対する影響

－電燈料の転減 83 ・健康が増進された 233 

統し制くあなるった閉店のため万事規律正 65 ・勉学・修養の時間が十分出来た 123 

好
営こ業と時が間出来内にる充分能率をあげる 43 －？に節度が出来能率増進され 34 

影 ・商品整理上の好都合 21 ・緊張し明朗となる 9 

・経費が軽減された 13 ・質が向上した 5 

響 ・売上高が却って増加す 12 ・青年学校出席率が向上した 5 

・二部制の廃止が出来た 5 ・規律正しくなった 1 

営に業な時った間後の配達が無くなり楽 5 .貯蓄心が向上す 1 

・売上高減少す 132 夜増加間外した出が多くなり， 夜更しが 37 

短日曜いこ・月と末が不・便月始の営業時間の 8 ・金銭の消費が多くなった 25 
悪、 －寄席帰りの客をとらへられぬ 8 苦な労をするという観念が乏しく 9 

・商品整理が充分出来ない 6 った

影 －閉店時間の午後十時は早すぎる 6 ・従順性を欠くようになった 明

－通り客が減少した 6 ・一般に質が下落した 7 

地余儀方のな仕く入さ客れはる無意味な滞在を 2 喫加茶し店た ・カフェーに行く者が増 6 

響 －個性を失ひ平凡化する 5 －夜間荷送する時聞が無い

－夜間集金に利用できない －総体に悪化す 4 

－貯蓄心が薄弱となる 3 

表 1

閉
店
時
間
の
制
限
や
休
日
制
の
制
定

に
よ
る
わ
ず
か
な
生
活
時
間
の
余
裕

出所大阪市社会部「本市に於ける商店員労働事情調査J 社会部報告第 225 号 昭和16年， 17～18頁

に
対
し
て
さ
え
、
そ
れ
を
悪
影
響
を

も
た
ら
す
も
の
と
し
て
警
戒
し
管
理

し
よ
う
と
す
る
意
図
が
見
え
隠
れ
し

て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
同

調
査
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
営
業
面

の
悪
影
響
と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
売

上
高
の
減
少
」
を
挙
げ
る
意
見
が
大

半
を
占
め
る
が
こ
の
種
の
商
店
は

歓
楽
街
・
盛
場
地
区
の
一
部
の
商
店

で
あ
り
、
意
見
を
聴
し
た
大
部
分
の

商
店
は
営
業
上
の
不
利
益
・
弊
害
な

し
と
答
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
さ
ら
に
忘
れ
て
な
ら
な
い
点
は
、

夜
更
し
の
増
加
や
金
銭
の
浪
費
と
い

っ
た
店
主
の
悪
影
響
の
意
見
は
、
し、
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ず
れ
も
閉
店
後
の
時
間
や
休
日
に
お



け
る
店
員
層
の
生
活
態
度
を
指
し
て
い
る
訳
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
上
、
中
小
規
模
の
商
店
員
は
、か
り
に
商
店
法
の
規
定
通
り
に
午
後

十
時
に
閉
店
し
て
も
、
そ
れ
で
一
日
の
労
働
が
終
了
し
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
店
内
に
い
る
顧
客
と
の
対
応
、
残
務
整
理
、
記
帳
な

ど
、
な
お
深
夜
に
お
よ
ぶ
店
内
で
の
労
働
を
強
制
さ
れ
て
い
た
は
ず
な
の
で
h
y
v
。
も
と
よ
り
店
舗
の
閉
店
時
間
の
規
制
は
、
商
店
員
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の
就
業
時
間
の
制
限
を
意
味
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
中
小
商
店
の
使
用
人
は

商
店
法
に
よ
る
保
護
に
ほ
と
ん
ど
浴
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
考
え
て
も
間
違
い
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

（1
）
前
掲
「
新
訂
商
店
法
論
」
一
一
ニ
六
頁
よ
り
引
用
。

（2
）
同
書
、
一
五
O
頁
よ
り
引
用
。

（3
）
同
書
、
一
五
二
頁
l

一
五
六
頁
よ
り
引
用
。

（4
）
大
阪
市
社
会
部
「
本
市
に
於
け
る
商
店
員
労
働
事
情
調
査
」
社
会
部
報
告
第
二
二
五
号
、
昭
和
十
六
年
、
一
七
頁
参
照
。

伝
統
的
商
店
労
務
関
係
の
矛
盾

既
述
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
一
部
の
民
間
小
売
商
組
合
の
陳
情
を
受
け
て
具
体
化
し
た
は
ず
の
商
店
法
制
定
の
運
動
が
、
そ
の
後
、

当
の
民
間
の
意
見
や
関
係
諸
団
体
の
反
対
に
あ
っ
て
長
ら
く
頓
座
す
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
あ
く
ま
で
当
業
者
の
商
店
経

営
上
の
利
害
調
整
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
主
張
さ
れ
た
店
舗
閉
店
時
刻
の
法
的
規
制
と
い
う
唯
一
の
要
求
に
、
そ
の
後
の
法
案
化
の
過

程
で
は
、
表
向
き
は
と
も
か
く
お
よ
そ
か
れ
ら
の
眼
中
に
な
か
っ
た
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
一
連
の
使
用
人
保
護
の
規
定
が
加
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
予
期
し
な
い
事
態
の
進
展
を
目
に
し
て
、
有
力
な
一
部
民
間
団
体
上
層
部
内
の
「
少
数
の
頑
固
派
」

に
引
き
ず
ら
れ
つ
つ
、
か
れ
ら
の
態
度
は
に
わ
か
に
一
変
し
、
法
案
化
に
強
い
警
戒
心
を
抱
く
よ
う
に
さ
え
な
る
が
、
そ
れ
も
当
時

の
小
売
商
店
を
と
り
ま
く
経
営
環
境
の
悪
化
と
い
う
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
当
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
と
さ
え
い
え
る
。
難
産

の
末
や
っ
と
誕
生
し
た
商
店
法
が
、
そ
の
本
来
の
労
働
者
の
保
護
と
い
う
目
的
を
な
か
ば
骨
抜
き
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
背
景
と



し
で
も
、
内
務
省
を
は
じ
め
と
す
る
政
府
の
日
和
見
的
態
度
、
商
業
労
働
者
階
級
自
身
に
よ
る
主
体
的
で
組
織
的
な
運
動
の
欠
如
と
い

っ
た
要
因
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
事
態
の
推
移
経
過
の
曲
折
に
も
改
め
て
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
一
口
に
小
売
商
店
と
い
っ
て
も
、
そ
の
実
態
は
地
域
別
、
業
種
別
に
多
種
多
様
な
拡
が
り
を
有
し
、
商
店
法
に
反
対
す
る

論
拠
も
ま
た
か
な
ら
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。
重
複
す
る
が
、
そ
の
論
拠
を
繰
り
返
し
整
理
し
直
し
て
み
る
と
、
夜
間
の
閉
店
時
刻
の

制
限
が
、
付

夜
間
の
顧
客
を
主
と
す
る
商
店
街
、
盛
場
地
区
の
商
店
に
と
っ
て
は
相
当
の
売
上
高
の
減
少
を
招
来
す
る
と
い
う
懸
念
、

tコ

一
日
の
仕
事
を
終
え
て
帰
宅
し
た
労
働
者
、
勤
人
等
の
勤
労
階
級
が
夕
食
後
風
呂
に
で
も
入
っ
て
ゆ
っ
く
り
買
物
に
出
る
様
な
こ

と
は
全
く
出
来
な
く
な
り
甚
だ
不
便
で
あ
る
、
と
す
る
よ
う
な
顧
客
の
偶
発
的
買
物
の
減
少
や
消
費
者
の
不
便
を
主
張
す
る
意
見
、
同
w

ま
ず
百
貨
店
抑
制
策
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
り
、
百
貨
店
法
の
制
定
問
題
さ
へ
解

決
し
な
い
以
前
に
商
店
法
を
制
定
し
、
小
売
商
に
制
限
を
加
へ
ん
と
す
る
が
如
き
は
本
末
転
倒
で
あ
る
」
と
す
る
対
百
貨
店
関
係
の
問

「
百
貨
店
の
重
圧
に
小
売
商
が
晴
い
で
い
る
折
か
ら
、

題
を
指
摘
す
る
意
見
、
制

小
売
店
の
地
域
上
、
業
種
上
の
特
殊
事
情
を
無
視
し
て
法
令
に
よ
る
画
一
的
統
制
の
強
要
よ
り
は
当
業
者
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の
自
主
的
規
制
を
依
然
と
し
て
主
張
す
る
意
見
、
な
ど
が
代
表
的
な
反
対
の
論
拠
で
あ
る
が
、
こ
の
際
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

商
店
法
反
対
の
気
運
が
つ
よ
く
な
る
過
程
で
一
部
の
上
層
団
体
を
中
心
に
、
前
述
の
伺
「
商
店
員
は
表
面
長
時
間
労
働
す
る
が
如
き

も
常
に
顧
客
を
相
手
と
し
て
執
務
す
る
が
故
に
其
問
自
ら
変
化
あ
り
、
慰
安
な
き
に
非
ず
：
：
：
工
場
労
働
者
の
如
く
就
業
時
間
前
に
工

場
に
出
勤
し
作
業
合
図
と
共
に
機
械
を
動
か
し
時
間
中
は
煙
草
を
吸
ふ
暇
も
な
き
者
と
は
全
然
同
一
視
す
べ
き
も
の
に
非
ず
。
故
に
商

店
員
の
保
健
の
問
題
は
別
個
の
立
場
よ
り
考
慮
す
べ
き
も
の
と
信
ず
」
と
い
っ
た
商
店
労
務
の
特
殊
性
を
指
摘
す
る
意
見
と
同
時
に
、

か
つ
て
工
場
法
反
対
の
論
拠
と
も
な
っ
た
、
仙W

わ
が
国
の
企
業
経
営
の
「
伝
統
習
俗
」
や
家
族
主
義
的
慣
行
の
美
風
と
い
う
論
拠
に

立
っ
た
商
店
経
営
の
労
務
管
理
上
の
特
殊
性
を
主
張
す
る
意
見
が
「
本
法
案
の
如
く
数
百
年
の
習
俗
を
変
更
す
る
も
の
に
就
て
は
更
に

慎
重
に
研
究
調
査
を
重
ぬ
る
必
要
あ
り
と
認
む
」
と
い
っ
た
時
機
尚
早
論
の
装
い
を
借
り
て
登
場
し
て
き
た
点
で
あ
ろ
う
。
以
下
の
見

109 



解
な
ど
は
そ
の
代
表
的
の
も
の
で
あ
ろ
う

「
店
員
の
大
部
分
の
目
的
と
す
る
所
は
業
務
の
修
得
に
在
り
、
店
主
の
之
を
侯
つ
や
愛
撫
保
護
自
家
の
家
族
に
準
じ
、
両
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者
は
寝
食
を
分
ち
和
協
共
助
盛
衰
禍
福
を
借
に
す
る
も
の
に
し
て
、
其
の
関
係
欧
米
に
於
け
る
如
く
単
純
に
給
料
を
受
く
る

こ
と
を
対
償
と
し
て
労
務
に
服
す
る
雇
傭
関
係
と
同
一
視
せ
ら
る
べ
き
に
非
ざ
る
を
以
て
、
欧
米
の
法
制
を
移
し
て
直
に
之

(4
) 

を
本
邦
に
施
行
し
得
ざ
る
べ
し
。
」

「
店
主
と
店
員
と
は
多
く
の
場
合
同
一
家
屋
に
居
住
し
店
員
と
難
も
家
族
的
待
遇
を
受
く
る
我
国
特
有
の
美
風
あ
る
商

店
の
経
営
に
対
し
、
峻
厳
な
る
法
律
を
以
て
臨
ま
ん
と
す
る
は
徒
に
労
資
対
立
の
観
念
を
扶
植
す
る
所
以
に
し
て
寒
心
に
堪

え
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。
」

「
地
方
中
小
都
市
及
町
村
に
於
て
は
大
企
業
組
織
の
営
業
を
営
む
者
極
め
て
砂
く
、
半
農
半
商
或
は
副
業
的
に
営
業
す

る
者
も
亦
相
当
数
に
上
り
営
業
主
と
被
雇
傭
者
間
の
家
族
的
温
情
主
義
は
今
尚
行
は
れ
被
雇
傭
者
に
対
す
る
待
遇
に
付
て
は

美
は
し
き
精
神
的
融
合
を
見
つ
つ
あ
り
：
：
：
。
」

商
店
法
の
制
定
を
大
き
く
遅
ら
せ
、
そ
の
本
来
の
社
会
政
策
的
保
護
立
法
と
し
て
の
性
格
に
汚
点
を
残
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
こ

の
種
の
有
力
な
見
解
に
つ
い
て
、

た
と
え
ば
今
日
の
観
点
に
立
っ
て
一
定
の
評
価
や
批
判
を
加
え
る
こ
と
は
た
や
す
い
が
、
こ
こ
で
は

ま
ず
、
こ
れ
ら
の
主
張
の
背
景
に
つ
い
て
当
時
の
商
店
労
務
管
理
の
環
境
と
変
化
と
を
探
る
方
向
に
問
題
を
限
定
し
た
い
。

ま
ず
、
こ
こ
で
の
伺
の
見
解
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
商
業
使
用
人
の
労
働
は
工
場
労
働
者
の
場
合
と
は
異
な
り
、

一
般
的
に
、
肉
体

的
、
機
械
的
労
働
と
い
う
よ
り
は
知
的
で
精
神
的
な
、
使
用
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
訓
練
的
で
教
育
的
な
労
働
と
い
う
性
格
を
多
分

に
有
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
労
務
の
特
殊
性
を
主
張
す
る
こ
と
自
体
は
間
違
い
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
目
ざ

ま
し
い
発
展
を
遂
げ
つ
つ
あ
っ
た
大
規
模
百
貨
店
の
従
業
員
の
場
合
は
と
も
か
く
、
中
小
規
模
の
商
店
に
従
業
し
、
経
営
者
の
家
族
と



と
も
に
起
居
し
な
が
ら
将
来
の
独
立
を
志
操
し
つ
つ
業
務
の
習
得
に
励
む
住
込
み
商
店
員
の
場
合
に
は
と
く
に
そ
う
で
あ
る
。

こ
や
”
で
．

中
J

品
／

こ
う
し
た
商
店
労
務
の
特
殊
性
を
議
論
す
る
以
前
の
問
題
と
し
て
、
商
店
法
の
立
案
を
準
備
し
、
そ
の
成
立
を
期
し
た
一
部
の
有
識
者

の
考
え
に
は
、
や
は
り
現
今
の
早
朝
か
ら
閉
店
後
さ
ら
に
深
夜
に
お
よ
ぶ
冗
長
な
拘
束
時
間
が
、
「
教
育
の
な
い
者
ほ
ど
仕
込
み
易
い
」

と
言
わ
れ
、
義
務
教
育
修
了
程
度
の
年
若
い
労
働
者
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
小
売
商
店
の
若
年
労
働
者
に
対
し
て
、

い
か
に
か
れ
ら

の
健
康
を
蝕
み
、
生
活
と
時
間
と
を
圧
迫
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
商
店
使
用
人
の
疾
病
に
よ
る
退
店

の
多
さ
や
、
当
時
の
壮
丁
体
格
検
査
の
結
果
に
客
観
的
に
現
わ
れ
た
商
業
壮
丁
の
著
し
い
体
格
の
劣
勢
と
不
合
格
者
の
多
さ
と
い
う
事

い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
普
通
小
売
店
の
商
業
使
用
人
に
対
し
て
は
、

休
息
よ
り
も
寧
ろ
運
動
を
必
要
と
し
、
単
純
な
る
時
間
の
短
縮
よ
り
は
寧
ろ
知
能
習
得
や
人
格
修
養
の
時
間
を
必
要
と
す
る
」
と
主
張

実
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
確
認
さ
れ
る
点
で
あ
っ
た
。

さ
れ
た
よ
う
に
、
商
店
法
制
定
の
目
的
は
、
そ
の
意
味
で
の
商
店
労
務
の
特
殊
性
を
こ
と
さ
ら
無
視
し
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

「商店法」問題の社会学的背景（松井）

た
だ
、
こ
う
し
た
商
店
労
務
の
特
殊
性
の
主
張
は
、
約
の
意
見
が
主
張
す
る
、
わ
が
国
商
店
経
営
の
特
殊
性
と
い
う
論
拠
と
不
可
分

の
、
ほ
と
ん
ど
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
完
長
な
深
夜
に
お
よ
ぶ
商
業
労
働
の
特
殊
性
の
意
味
は
、
将
来
の

別
家
暖
簾
分
け
に
よ
る
独
立
開
業
に
向
け
て
の
厳
し
い
下
積
み
の
、
当
然
の
実
務
の
訓
練
・
習
得
の
奉
公
時
間
と
し
て
、
慈
愛
に
満
ち

た
商
店
主
の
家
族
的
温
情
主
義
の
伝
統
が
そ
れ
を
正
当
化
す
る
。

た
し
か
に
、
近
世
以
来
わ
が
国
の
商
家
経
営
に
み
る
雇
傭
関
係
上
の
歴
史
的
特
質
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
年
季
と
い
う
観

念
を
前
提
と
す
る
丁
稚
徒
弟
制
度
で
あ
り
、
店
主
の
家
族
員
と
と
も
に
働
く
共
働
制
度
で
あ
り
、
ま
た
店
主
の
家
屋
、
商
店
内
に
起
居

し
て
衣
食
を
支
給
さ
れ
る
住
込
・
仕
着
制
度
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
将
来
の
独
立
に
当
っ
て
は
主
家
の
暖
簾
、
得
意
先
、
仕
入
先
、
資
本
、111 

信
用
等
の
一
切
を
与
え
ら
れ
る
別
家
・
暖
簾
分
け
制
度
な
ど
で
あ
っ
た
。
質
素
倹
約
、
勤
勉
、
始
末
な
ど
と
い
っ
た
商
人
階
級
の
一
連



の
生
活
規
範
や
労
働
エ
ー
ト
ス
の
誕
生
、
あ
る
い
は
取
引
慣
行
に
お
け
る
信
用
の
創
造
、
さ
ら
に
は
商
家
の
乱
立
に
よ
る
過
当
競
争
の

調
整
な
ど
、
こ
う
し
た
一
連
の
諸
制
度
が
明
治
期
以
降
も
一
定
の
機
能
を
果
し
て
き
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、た
だ
、
こ
の
種
の
商
業
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使
用
人
制
度
が
昭
和
期
に
入
っ
た
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
、
は
た
し
て
こ
こ
で
の
店
主
使
用
者
団
体
が
胸
を
は
っ
て
強
調
す
る
よ
う
に
、

「
和
協
共
助
盛
衰
禍
福
」
、
「
店
員
と
難
も
家
族
的
待
遇
を
受
く
る
我
国
特
有
の
美
風
」
、
「
美
は
し
き
精
神
的
融
合
」
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ

る
温
情
主
義
や
、
鉱
工
業
で
い
ち
早
く
唱
え
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
当
時
の
経
営
家
族
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
裏
打
ち
さ
れ
て
実
際
に

維
持
、
機
能
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
こ
の
点
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
当
時
の
商
店
主
の
多
く
は
そ
の
よ
う
な
制
度
の
中
で

創
業
を
勝
ち
得
た
叩
き
上
げ
の
人
々
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
な
お
、

か
れ
ら
が
身
を
も
っ
て
体
験
し
、

か
れ
ら
の
血
と
な
り
肉
と
も
な
っ
て
い
た
、
こ
う
し
た
わ
が
国
の
伝
統
的
な
商
業
雇
傭
制
度
の
採
用
を
、

か
れ
ら
の
意
識
の
上
で
も
実

際
の
行
動
の
上
で
も
は
た
し
て
可
能
と
す
る
だ
け
の
客
観
的
条
件
が
依
然
と
し
て
存
続
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
。
こ
の
点
が
問
題
な
の

で
あ
る
。
さ
き
の
店
主
層
の
見
解
と
は
う
ら
は
ら
に
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
店
員
の
言
葉
こ
そ
、
こ
の
時
期
の
商
店
の
雇
傭
関
係
の
実
際
を

示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

私
の
店
は
合
資
会
社
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
ゐ
て
個
人
の
店
の
や
う
な
と
こ
ろ
を
多
分
に
持
つ
妙
な
店
で
あ
り
ま
す
。

即
ち
都
合
の
よ
い
時
は
会
社
で
あ
り
又
都
合
の
悪
い
時
は
個
人
の
店
に
早
変
り
す
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
働
い
て
ゐ
る
聞
は

個
人
の
店
の
や
う
で
あ
っ
て
別
家
で
も
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
頃
と
な
る
と
こ
の
店
は
会
社
で
す
か
ら
と
涼
し
い
顔
す
る
と

こ
ろ
で
す
O
i

－
－
－
ま
あ
こ
ん
な
状
態
で
す
か
ら
私
の
一
番
考
え
る
こ
と
は
会
社
な
ら
会
社
、
個
人
の
店
な
ら
個
人
の
店
と
規

則
正
し
く
し
て
戴
き
度
い
の
で
す
。
そ
う
で
な
い
と
と
て
も
安
心
し
た
店
員
生
活
は
出
来
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
で
今
後

の
方
針
と
し
て
は
通
勤
給
料
制
が
一
番
良
い
と
考
へ
ま
す
。
仕
着
別
家
制
も
宜
し
い
が
、
併
し
店
主
と
し
て
真
に
店
員
の
行

先
ま
で
面
倒
を
み
る
人
は
極
く
少
な
く
、
普
通
は
別
家
と
か
何
と
か
金
銭
的
の
問
題
と
な
る
と
日
頃
は
甘
く
言
っ
て
精
々
働



か
し
て
お
い
て
手
の
ひ
ら
を
返
す
様
に
変
る
店
主
が
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
す
。
こ
の
点
通
勤
給
料
制
が
宜
い
と
考
へ
ま
す
。

通
勤
給
料
制
が
一
番
現
代
的
で
あ
る
と
考
へ
ま
す
。
そ
れ
は
仕
着
別
家
制
で
す
と
主
人
が
店
員
を
別
家
さ
す
直
前
ま
で

は
出
過
ぎ
た
無
理
も
謂
は
ず
、
表
面
言
葉
上
手
に
使
ふ
が
併
し
別
家
頃
に
な
る
と
、
少
々
の
こ
と
で
も
難
題
を
持
出
し
て
蹴

首
す
る
の
で
、
店
員
は
落
ち
着
い
て
働
け
ず
温
情
主
義
も
な
に
も
あ
っ
た
も
の
で
な
い
。
そ
れ
よ
り
賃
銀
契
約
を
基
と
し
た

通
勤
給
料
制
の
方
が
幾
ら
よ
い
か
分
ら
な
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
近
世
以
来
の
わ
が
国
商
家
の
伝
統
的
雇
傭
制
度
あ
る
い
は
使
用
人
制
度
は
、い
わ
ゆ
る
「
仕
着
別
家
制
度
」
で
あ

り
「
丁
稚
奉
公
制
度
」
で
あ
る
。
多
く
を
語
る
余
裕
は
な
い
が
、
義
務
教
育
修
了
後
都
市
の
商
店
に
見
習
を
目
的
と
し
て
入
店
し
た
幼

少
の
店
員
は
、
店
主
や
店
務
を
担
当
す
る
番
頭
、
支
配
人
の
監
督
下
、
早
朝
か
ら
深
夜
に
至
る
冗
長
な
一
日
の
労
働
を
終
え
た
後
、
さ

ら
に
読
み
、
書
き
、
算
盤
の
稽
古
を
受
け
、
陳
列
商
品
の
聞
に
身
を
細
め
て
雑
魚
寝
す
る
住
込
み
の
丁
稚
奉
公
生
活
に
入
る
。
一
汁

莱
の
粗
末
な
食
事
と
正
月
と
盆
に
木
綿
服
、
帯
、
祷
祥
、
前
垂
等
の
仕
着
せ
と
少
々
の
小
遣
銭
を
与
え
ら
れ
る
他
、
原
則
と
し
て
無
給

「商店法」問題の社会学的背景（松井）

の
生
活
が
続
き
、
子
僧
、
子
供
衆
と
呼
ば
れ
、
掃
除
や
使
い
走
り
な
ど
の
専
ら
雑
用
に
使
用
さ
れ
る
。
数
年
後
十
七
、
八
歳
に
し
て
元

服
し
手
代
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
禁
酒
、
禁
煙
を
解
か
れ
羽
織
や
下
駄
の
着
用
を
許
さ
れ
、
初
め
て
店
務
に
従
事
す
る
よ
う
に
な

り
、
さ
ら
に
手
代
と
し
て
一
0
年
間
前
後
勤
務
し
た
後
、
番
頭
に
昇
進
し
外
部
に
主
人
を
代
表
す
る
資
格
を
有
し
、

一
人
制
番
頭
制
の

場
合
は
支
配
人
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る

こ
の
苦
難
の
多
い
下
積
み
生
活
に
耐
え
、
勤
続
約
二
O
年
の
年
期
（
季
）
奉
公
を
無
事
終
え
、
主
家
の
信
頼
に
応
え
得
た
少
数
の
「
子

飼
い
」
の
使
用
人
に
は
、
妻
帯
を
許
し
、
そ
の
功
績
に
報
い
る
べ
く
別
家
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
る
。
大
商
店
の
場
合
は
、い
わ
ゆ
る

通
番
頭
と
し
て
、
家
屋
、
屋
敷
、
家
財
道
具
等
の
新
婚
生
活
に
必
要
な
一
切
を
与
え
、
別
宅
居
住
に
よ
る
通
勤
の
別
家
と
し
、
中
規
模
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商
店
の
場
合
は
さ
ら
に
数
年
の
御
礼
奉
公
を
へ
て
主
家
の
暖
簾
と
資
本
を
分
与
し
、
別
家
暖
簾
内
の
商
家
（
出
店
）
と
し
て
独
立
営
業



さ
せ
る
こ
と
が
多
い
。

要
す
る
に
、
丁
稚
、
手
代
、
番
頭
と
い
う
使
用
人
制
度
の
下
で
の
半
生
は
、
店
主
か
ら
み
れ
ば
将
来
商
人
と
し
て
の
独
立
開
店
に
不
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可
欠
な
知
識
を
与
え
る
職
業
訓
練
、
教
育
の
場
で
あ
り
、
使
用
人
か
ら
み
れ
ば
そ
の
た
め
の
準
備
、
修
養
の
場
で
あ
る
。
店
員
を
志
す

者
の
最
大
の
関
心
事
は
、
店
員
同
志
の
激
し
い
競
争
を
打
ち
勝
ち
将
来
い
か
な
る
形
で
別
家
し
、
独
立
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
商
業
取
引
き
上
の
、
あ
る
い
は
顧
客
に
対
す
る
か
れ
の
信
用
は
、

か
れ
が
い
ず
れ
の
商
店
で
、
ど
の
位
の
長
き
に
わ
た
っ
て

厳
し
い
丁
稚
奉
公
の
生
活
に
耐
え
、
主
家
の
信
頼
を
い
か
に
か
ち
得
た
人
物
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
の
評
価
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ

る
。
晴
れ
て
別
家
衆
の
一
員
と
な
っ
た
証
し
と
し
て
付
与
さ
れ
る
主
家
の
暖
簾
は
、
主
家
が
か
れ
に
与
え
た
社
会
的
信
用
の
シ
ン
ボ
ル

に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
制
度
の
下
で
は
、
店
員
に
と
っ
て
給
与
、
長
時
間
労
働
等
の
労
働
条
件
自
体
は
、
第
二
義
的
な
問
題
で
あ
っ
た
し
、
商
店

員
の
最
終
目
標
で
あ
る
別
家
暖
簾
分
け
と
い
う
将
来
の
期
待
と
主
家
の
思
恵
の
な
か
に
、
す
べ
て
の
辛
苦
と
不
利
益
が
解
消
さ
れ
る
こ

と
に
も
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
さ
き
の
使
用
者
団
体
の
商
店
法
制
定
反
対
の
論
拠
と
し
て
言
わ
れ
た
一
連
の
家
族
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
存
在
と
い
う

見
解
に
答
え
て
言
え
ば
、

た
し
か
に
そ
の
よ
う
な
雇
傭
関
係
上
の
制
度
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
近
世
以
来
の
わ
が
国
の
商
店
経
営
の
特
殊

性
と
し
て
存
在
し
、
株
仲
間
解
放
後
の
明
治
期
以
降
も
長
ら
く
一
定
の
機
能
を
果
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。し
か
し
な
が
ら
、
同
業
者

の
移
し
い
増
加
と
、
大
規
模
商
店
を
中
心
に
株
式
会
社
制
度
等
の
新
し
い
企
業
経
営
組
織
へ
の
脱
皮
が
到
来
し
つ
つ
あ
っ
た
昭
和
期
に

至
っ
て
も
、
旧
来
の
制
度
な
り
一
履
傭
関
係
、
が
存
続
し
、
機
能
し
て
い
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。か
つ
て
は
多

く
の
別
家
衆
を
輩
出
し
、
同
業
者
聞
に
暖
簾
分
け
に
よ
る
出
店
を
有
す
る
こ
と
は
主
家
の
栄
誉
で
あ
り
、
主
家
の
力
を
誇
示
す
る
こ
と

で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
期
に
至
る
と
、
た
と
え
商
店
経
営
主
が
い
か
に
旧
来
制
度
の
、つ
ま
り
は
商
店
労
務
と
商
店
経
営
の
特



「商店法」問題の社会学的背景（松井）

表 2 商店員の居住形態（住込・通勤別）

a) 大正15年（京都市，商業徒弟）

奉 寄 自 寄 間

公 宿

先 a広コと 家 寓 借

下 不

実記

宿 入

百貨店 110 6 3 2 121 明物商 祁 I 
その他 527 15 29 4 1 10 586 

調査人数 1,309 145 50 5 5 3 14 1,531 何）｜川阿川川川川（0.9) I （；叩）
b) 昭和 2 年（大阪市，呉服商店）

仕着別家申l 住詰料制 給通勤料制 計

小売 762 8 770 

卸小売 19 19 

卸売 182 5 187 

卸問屋 24 7 31 

問屋 52 4 56 

計 I 1,0391 24 1.063 

c) 昭和14年（大阪市，店員）

住在者 住注主 通

卸売 計

し
勤

住 通

小売 計

込 勤

織物 ＜~5~~~ （~3~§5 2,052 6i643 
(30.9) ( 00) 綿織物糸被・服編類物 945 186 li131 

(83. 6) (16.4) ( 00) 

その他 4 099 5 191 5 327 14i617 
(28.0) (35. 5) (36.4 ( 00) その他

2 341 396 2,6~~ (85. 5) (14.5) 

計 I ~~謝料開121, 260 ( 7 ( . 1) ( (100) 計 I 3 却61 坊21 3 醐(85. 0) (15. 0) (100) 

（出所） a) 京都市社会部調査課「商工徒弟に関する調査」（1）調査報告No.3，昭和 2年
b) 大阪市社会部調査課「本市に於ける呉服店員の生活と労働」社会部報告72号．昭和 3 年
c) 大阪市社会部調査課「本市に於ける商店員労働事情調査」社会部報告第 225 号．昭和14年
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殊
性
を
強
調
し
、
そ
れ
を
家
族
主
義
的
な
温
情
に
よ
っ
て
意
味
を
つ
け
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
矛
盾
は
誰
の
目
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
店
主
が
旧
時
代
の
、
ま
さ
し
く
か
れ
自
身
が
そ
の
中
で
半
生
を
お
く
つ
て
き
た
制
度
を
固
守
し
よ
う
と
す
れ
ば
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す
る
ほ
ど
、
店
員
層
は
ま
す
ま
す
自
分
の
将
来
に
不
安
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
か
つ
て
は
将
来
の
期
待
の
な
か
に
そ
れ
を
容
認
し
、
劣

悪
な
労
働
条
件
を
甘
受
し
さ
え
し
て
い
た
店
員
層
は
、
や
が
て
そ
の
こ
と
自
体
の
意
味
に
疑
い
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

結
論
的
に
、
商
店
法
の
制
定
に
先
立
つ
、
こ
の
昭
和
の
十
数
年
こ
そ
、
筆
者
は
、
江
戸
期
以
降
の
仕
着
別
家
制
度
が
急
速
に
変
化
し

崩
壊
を
み
せ
る
、
原
生
的
商
業
労
使
関
係
の
矛
盾
が
露
呈
し
た
時
代
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
別
家
制
度
の
限
界
、
年
期
（
季
）
や
奉
公

と
い
う
観
念
の
喪
失
、
住
込
制
か
ら
通
勤
制
へ
の
移
行
な
ど
、
よ
り
端
的
に
言
え
ば
、
商
店
の
雇
傭
制
度
が
旧
来
の
仕
着
別
家
制
度
か

ら
、
折
衷
的
で
一
時
的
な
住
込
給
料
制
度
を
へ
て
今
日
の
通
勤
給
料
制
へ
と
急
速
に
移
行
す
る
の
が
こ
の
昭
初
の
時
期
な
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
こ
の
小
論
で
は
、
こ
の
よ
う
な
変
化
の
諸
過
程
を
実
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
表
2

に
示
す
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
昭
和

二
年
と
昭
和
十
四
年
の
比
較
は
、
前
者
は
店
制
、
後
者
が
店
員
で
あ
り
、

一
概
に
時
系
列
的
変
化
と
み
な
す
訳
に
は
ゆ
か
な
い
が
、
そ

の
変
化
の
一
端
を
昭
和
期
以
降
の
通
勤
商
店
員
の
増
加
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
も
一
部
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
い
う
ま
で
も
な

く
、
旧
来
の
雇
傭
諸
制
度
の
機
能
と
そ
の
家
族
主
義
的
側
面
は
、
こ
と
ご
と
く
住
込
制
を
前
提
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

（1
）
東
京
商
工
会
議
所
「
商
店
法
に
関
す
る
調
査
」
商
工
調
査
第
六
回
号
、
昭
和
十
年
、
六
三

l

四
頁
。

（2
）
向
調
査
、
六
一
頁
、
こ
れ
は
名
古
屋
商
工
会
議
所
、
名
古
屋
連
合
発
展
会
、
清
水
商
工
会
議
所
等
の
見
解
で
あ
る
。

（3
）
前
掲
「
新
訂
商
店
法
論
」
一
五
八
頁
、
こ
れ
は
全
国
の
工
業
主
の
組
織
で
あ
る
全
国
産
業
団
体
連
合
の
見
解
で
あ
る
。

（4
）
同
書
、
二
五
O
頁
、
こ
れ
は
日
本
工
業
倶
楽
部
の
見
解
で
あ
る
。

（5
）
前
掲
「
商
店
法
に
関
す
る
調
査
」
六
一
頁
、
こ
の
見
解
の
団
体
は
註
（
叩
）
と
同
じ
。

（6
）
同
調
査
六
一
頁
、
こ
れ
は
長
野
商
工
会
議
所
の
見
解
で
あ
る
。

（7
）
前
掲
「
商
店
法
に
関
す
る
研
究
」
三
九
l

四
O
頁
、
谷
口
吉
彦
に
よ
る
と
商
業
壮
丁
の
体
格
は
、
「
先
ず
甲
種
合
格
率
の
順
位
を
見
れ
ば
、
水
産
業
・
鉱
業
・
交
通

業
・
農
業
は
何
れ
も
千
人
中
三
百
人
以
上
で
あ
り
、
之
に
次
い
で
は
工
業
・
商
業
で
あ
る
。
即
ち
無
職
業
・
自
由
業
公
務
を
除
け
ば
商
業
は
最
劣
位
に
あ
る
。
次
に
甲



種
・
第
一
乙
種
・
第
二
乙
種
を
合
し
た
る
合
格
率
を
見
て
も
：
：
：
商
業
は
工
業
と
共
に
無
職
業
を
除
い
て
は
最
劣
位
に
あ
る
。
」
（
四

O
頁
）
．

（8
）
同
書
、
四
二
頁
。

（9
）
前
掲
「
本
市
に
於
け
る
薬
業
商
店
員
の
生
活
と
労
働
」
九
七
j

九
八
頁
。

（
叩
）
仕
着
別
家
制
、
住
込
給
料
制
、
通
勤
給
料
制
の
概
念
と
そ
れ
ら
の
具
体
的
変
化
の
実
証
研
究
と
し
て
大
き
な
価
値
を
有
す
る
の
は
、
大
阪
市
社
会
部
調
査
課
「
本

市
に
於
け
る
呉
服
店
員
の
生
活
と
労
働
」
社
会
部
報
告
第
七
二
号
昭
和
三
年
で
あ
る
。

四

結
び
｜
｜
家
族
主
義
的
経
営
の
商
業
的
意
味

と
こ
ろ
で
さ
き
に
、
や
や
不
用
意
に
も
家
族
主
義
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
き
た
が
、
こ
の
言
葉
の
使
用
に
つ
い
て
最
後
に
若
干
の
補

足
を
加
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
概
念
は
、
い
わ
ゆ
る
「
経
営
家
族
主
義
」
と
し
て
、
し
ば
し
ば
日
本
的
労
務
管
理
の
特
質
を

示
す
も
の
と
し
て
歴
史
的
に
は
明
治
末
期
期
か
ら
大
正
期
以
降
の
鉱
工
業
部
門
に
お
け
る
企
業
経
営
の
変
化
、
発
展
と
い
う
文
脈
の
中

で
用
い
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
劣
悪
な
労
働
条
件
の
反
動
と
し
て
明
治
以
来
つ
ね
に
頻
繁
な
労
働
者
の
移
動
に
悩

「商店法」問題の社会学的背景（松井）

み
続
け
て
き
た
わ
が
国
の
鉱
山
工
場
の
労
務
管
理
は
、
飯
場
請
負
制
や
工
女
寄
宿
舎
制
に
代
表
さ
れ
る
逃
亡
防
止
、
足
止
め
策
的
な
拘

禁
的
住
居
施
設
を
生
み
だ
し
て
き
た
が
、
明
治
後
期
に
至
る
と
職
工
募
集
費
の
高
騰
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
拘
禁
的
施
設
の
弊
害
や
労

働
能
率
の
限
界
が
露
呈
す
る
よ
う
に
な
り
、
折
か
ら
の
職
工
保
護
の
気
運
の
高
ま
り
と
と
も
に
、
こ
の
時
期
以
降
、
こ
れ
ら
に
代
わ
る

新
た
な
「
居
付
良
化
」
の
労
務
管
理
の
方
策
を
確
立
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。

明
治
以
来
の
経
営
者
を
悩
ま
せ
続
け
て
き
た
高
い
労
働
移
動
率
の
解
消
と
い
う
課
題
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
戦
後
不
況
に
よ
っ
て
労

働
市
場
が
収
縮
し
、
労
働
者
の
移
動
が
自
由
に
な
ら
な
く
な
っ
た
大
正
後
・
末
期
に
な
っ
て
一
応
成
就
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
先

立
つ
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
時
期
、
大
企
業
を
中
心
と
す
る
企
業
は
労
働
者
の
居
付
良
化
の
た
め
の
諸
方
策
と
し
て
、
子
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飼
い
の
養
成
工
制
度
や
扶
助
共
済
制
度
の
確
立
、
年
金
制
度
や
退
職
金
制
度
な
ど
の
年
功
的
勤
続
奨
励
法
の
拡
充
に
着
手
す
る
よ
う
に



な
り
、
当
初
は
業
務
上
の
生
産
設
備
と
し
て
出
発
し
た
住
居
施
設
も
、
こ
の
過
程
で
し
だ
い
に
生
活
保
障
的
な
福
利
厚
生
施
設
と
し
て

の
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
寄
宿
舎
制
度
の
な
か
に
も
一
連
の
娯
楽
、
文
化
、
教
養
施
設
の
拡
充
が
認
め
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ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
、
こ
う
し
た
傾
向
の
一
端
を
物
語
っ
て
い
る
。

た
だ
、
以
上
の
よ
う
な
一
連
の
居
付
良
化
の
動
き
は
、
も
ち
ろ
ん
労
働
者
に
対
す
る
経
営
者
の
単
な
る
生
活
援
護
策
の
延
長
と
し
て

だ
け
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
企
業
経
営
の
明
確
な
労
務
管
理
上
の
意
図
が
貫
か
れ
て
い
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
期
以
降
の
一
連
の
福
利
厚
生
施
設
の
拡
充
に
も
共
通
す
る
よ
う
に
、
た
と
え
ば
労
働
者
に
対
す
る
給
与
住
宅
の
改
善
、
増
設

に
も
、
経
営
者
の
慈
恵
的
、
温
情
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
反
映
す
る
こ
と
に
な
り
、
あ
る
い
は
ま
た
工
場
法
施
行
に
よ
る
休
日
制
や
労
働

時
間
の
短
縮
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
の
余
暇
時
間
を
享
受
す
る
よ
う
に
な
っ
た
労
働
者
の
生
活
時
間
に
関
し
て
も
、
そ
の
過
し
方
に
対
す

る
企
業
側
か
ら
の
教
化
的
、
善
導
的
な
「
余
暇
善
用
」
の
必
要
性
が
鼓
吹
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ら
も
ま
た
わ
が
国
の
家
族
制
度

の
美
風
に
擬
せ
ら
れ
た
経
営
家
族
主
義
的
な
労
務
管
理
方
策
の
一
翼
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
拘
禁
的
な
足
留
策
と
し
て
の
住
居
施
設
か

ら
解
放
さ
れ
、

一
定
の
自
由
な
時
聞
を
有
し
つ
つ
あ
っ
た
労
働
者
階
級
は
、
こ
う
し
た
経
営
家
族
主
義
の
確
立
の
な
か
で
、
今
度
は

「
家
族
ぐ
る
み
」
の
企
業
の
生
活
管
理
体
制
の
な
か
に
徐
々
に
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
点
を
さ
ら
に
企
業
内
住
宅
政
策
の
展
開
の
面
に
限
定
し
て
言
え
ば
、
明
治
中
期
以
降
の
寄
宿
舎
制
度
か
ら
社
宅
通
勤
制
度
へ
の

転
換
、
全
国
各
地
に
み
ら
れ
る
工
場
付
近
の
職
工
村
の
建
設
と
い
う
変
化
が
新
た
な
方
向
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

部
山
間
僻
地
の
鉱
山
や
地
方
工
場
の
場
合
に
だ
け
現
出
し
た
変
化
で
は
な
く
、
大
正
期
以
降
、
「
今
日
の
都
会
の
職
工
は
、
職
業
を
得

る
事
は
左
迄
困
難
で
は
無
い
が
、
住
居
を
得
る
事
は
甚
し
く
困
難
で
ふ
か
）
」
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
都
市
労
働
者
の
住
宅
難
が
一
層
切

実
な
様
相
を
示
す
よ
う
に
な
る
と
、
重
化
学
工
業
部
門
等
の
都
市
型
の
企
業
に
も
波
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
考
え
て
み
れ
ば
、
社
宅

と
い
う
個
別
的
で
か
つ
集
合
的
な
住
居
形
態
の
構
造
自
体
、
個
別
世
帯
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
職
工
の
生
活
に
対
応
す
ベ
く
創
り



出
さ
れ
た
苦
肉
の
住
居
形
態
に
他
な
ら
な
い
が
、
従
来
の
寄
宿
舎
主
義
や
当
時
一
般
化
し
だ
し
た
単
な
る
通
勤
主
義
に
比
べ
て
、
そ
れ

が
は
る
か
に
有
効
な
居
付
良
化
の
手
段
と
な
る
こ
と
が
経
営
者
層
の
意
識
に
は
っ
き
り
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
社
宅
制
度
な

る
も
の
は
、
職
工
を
一
定
の
地
に
安
定
せ
し
め
て
相
当
の
保
護
監
督
を
加
ヘ
得
る
制
度
で
あ
り
、
且
つ
我
が
国
民
性
の
根
本
義
た
る
家

族
関
係
を
存
在
せ
し
め
得
る
方
法
で
あ
れ
九
。
」
こ
こ
に
も
ま
た
、
企
業
に
よ
る
労
働
者
家
族
ぐ
る
み
の
生
活
管
理
の
思
想
が
、
わ
が
国
国

有
の
家
族
主
義
の
伝
統
に
模
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
し
ば
し
ば
企
業
経
営
者
の
慈
善
的
、
温
情
的
な
要
素
を
付
着
し
て
強
調
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

長
々
と
述
べ
す
ぎ
た
嫌
い
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
か
っ
た
こ
と
は
、

一
口
に
言
っ
て
、
わ
が
国
企
業
経
営
の

歴
史
的
特
徴
を
示
す
も
の
と
し
て
の
経
営
家
族
主
義
な
る
も
の
は
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
労
務
管
理
の
再
編
成
の
必
要
に

迫
ら
れ
た
大
企
業
を
中
心
と
す
る
鉱
工
業
部
門
の
経
営
者
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
家
族
制
度
の
機
能
に
擬
せ
ら
れ
る
形
で
、い
わ
ば
意
図

的
に
創
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
伝
統
的
家
族
制
度
の
歴
史
的
出
自
を
具
体
的
に
近
世
以
来
の
ど
の
社
会
階
層

「商店法」問題の社会学的背景（松井）

の
そ
れ
に
求
め
る
べ
き
か
は
議
論
の
別
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
点
は
さ
て
お
き
、
こ
の
経
営
家
族
主
義
に
裏
打
ち
さ
れ
た
企

業
の
生
活
管
理
的
労
務
方
策
は
、
終
身
雇
傭
年
功
型
賃
金
、
福
利
厚
生
の
充
実
と
い
う
三
本
柱
を
中
心
に
、
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期

の
終
駕
に
至
る
ま
で
、
強
化
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
弱
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
戦
後
の
商
業
・
流
通
業
の
経
営
の
な
か
に
も
色
濃

く
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
家
族
主
義
的
経
営
の
展
開
を
、
歴
史
的
に
鉱
工
業
の
場
合
と
商
業
の
場
合
に
お
い
て
同
列
に
論
じ
る

こ
と
は
か
な
ら
ず
し
も
適
切
と
は
言
え
な
い
。
戦
後
の
商
店
経
営
に
も
一
般
化
し
て
く
る
経
営
家
族
主
義
は
、
む
し
ろ
鉱
工
業
に
お
い

て
い
ち
早
く
再
編
成
さ
れ
た
労
務
管
理
の
諸
方
策
が
、
そ
の
後
し
だ
い
に
商
業
部
門
の
経
営
の
な
か
に
移
植
さ
れ
波
及
し
た
結
果
な
の
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で
あ
り
、
近
世
商
家
の
家
業
経
営
と
使
用
人
制
度
に
発
す
る
家
族
主
義
的
伝
統
と
は
、
お
な
じ
家
族
主
義
と
は
い
っ
て
も
、
制
度
的
に



も
機
能
的
に
も
同
一
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。そ
し
て
前
述
の
よ
う
に
後
者
の
家
族
主
義
的
経
営
は
、
商
店
法
制
定
の
昭
和
戦
前

期
に
至
る
と
、
も
は
や
実
質
的
機
能
を
喪
失
し
て
い
た
と
い
う
の
が
、

い
さ
さ
か
舌
足
ら
ず
で
は
あ
る
が
、
こ
の
小
論
の
結
論
で
あ
り
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今
後
の
実
証
の
た
め
の
仮
説
で
も
あ
る
。

（1
）
宇
野
利
右
衛
門
「
職
工
の
住
居
政
策
に
就
て
」
『
救
済
研
究
』
第
六
巻
上
五
四
一
頁
。

（2
）
宇
野
利
右
衛
門
「
職
工
の
住
居
と
生
活
」
大
阪
市
工
業
教
育
出
版
部
、
大
正
二
年
、
八
七
頁
。

（3
）
谷
口
吉
彦
は
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「
謂
は
ゆ
る
『
暖
簾
分
け
』
に
よ
っ
て
将
来
独
立
の
経
営
者
と
な
る
機
会
は
甚
だ
少
な
く
な
り
、
こ
こ
に
商
業
使
用

人
に
関
す
る
最
も
悶
難
な
問
題
が
横
た
は
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
点
を
如
何
に
す
べ
き
か
が
使
用
人
政
策
の
重
大
な
問
題
で
あ
っ
て
、
謂
は
ゆ
る
労
働
政
策
と
し
て
の
賃
銀

問
題
・
時
間
問
題
の
如
き
は
、
之
に
比
す
れ
ば
そ
の
程
に
重
要
な
る
問
題
で
は
な
い
。
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
前
掲
「
商
店
法
に
関
す
る
研
究
」
四
一
頁
。


