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労

働

史

の
し

課

題

筆
者
は
年
来
日
本
近
批
（
江
戸
時
代
）
の
名
子
・
下
人
・
奉
公
人
的
労
働
関
係
に
つ
い
て
研
究
を
続
け
て
お
り
、

っ
て
い
る
。
ま
た
今
後
は
時
代
を
浣
っ
て
中
批
の
下
人
に
つ
い
て
、

下
っ
て
は
近
代
に
お
け
る
賃
金
労
働
者
の
形
成
に
つ
い
て
も
研
究
を
拡

げ
て
ゆ
き
た
い
と
念
願
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
此
等
に
つ
い
て
は
夫
々
の
史
料
に
も
と
づ
く
実
証
的
研
究
が
必
要
で
あ
り
、
同
時

に
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
性
格
や
社
会
構
成
体
の
特
質
と
関
連
づ
け
て
そ
の
歴
史
的
位
蓋
な
り
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い

は

し

が

一

、

は

が

き

二

、

労

働

史

の

諸

傾

向

三
、
従
属
的
労
働
関
係
の
歴
史
的
研
究

四
、
「
家
」
の
従
属
的
労
働
者
（
家
従
属
者
）

五

、

あ

と

が

き

労

働

史

の

き 課

題

第
二
十
六
巻
第
五
・
六
号

秀

ー
ー
従
属
的
労
働
関
係
の
歴
史
的
研
究
（
そ
の
一
）
ー

村

一
八
三

選
今
後
も
続
け
た
い
と
思



す
る
こ
と
も
出
来
る
と
お
も
う
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
な
が
ら
比
較
史
的
考
察
を
試
み
よ
う
と
お
も
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

う
。
こ
の
点
は
日
本
の
研
究
に
つ
い
て
も
一
云
え
る
こ
と
で
、

そ
れ
は
歴
史

日
本
社
会
に
お
け
る
多
様
な
労
働
関
係
の
究
明
が
世
界
史
的
考
察
に
今
後
寄
与

み
を
世
界
史
の
標
準
と
す
る
時
代
は
既
に
過
ぎ
去
っ
て
い
る
。
東
欧
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
、
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
、

代
ア
メ
リ
カ
以
前
の
社
会
の
研
究
が
飛
躍
的
に
進
み
つ
つ
あ
る
現
状
を
考
う
れ
ば
、

印
度
社
会
、
中
国
社
会
或
は
近

中
泄
の
下
人
・
所
従
、
近
泄
の
名
子
・
奉
公
人
、
或
は
近
代
賃
金
労
働
者
等
と
の
比
較
史
的
研
究
に
よ
っ
て
そ

れ
ぞ
れ
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
「
恥
か
」
経
済
史
と
い
う
枠
を
は
ず
し
て
世
界
史
の
中

で
こ
れ
ら
の
も
の
の
位
置
を
比
較
史
的
に
考
察
し
て
み
る
こ
と
も
決
し
て
無
意
味
で
は
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。

古
代
社
会
を
奴
隷
制
社
会
と
し
、
封
建
社
会
の
基
礎
構
造
を
農
奴
制
と
す
る
と
き
、

そ
こ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
奴
蕨
や
農
奴
の
概
念
は
相

当
広
義
の
、
或
る
場
合
に
は
多
分
に
曖
昧
さ
も
含
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
労
働
関
係
に
つ
い
て
の
奴
隷
制
↓
農
奴
制
↓
賃
労
働
制
と

い
う
単
系
列
・
一
元
論
的
乃
至
発
展
段
階
的
な
も
の
の
考
え
方
に
も
相
当
反
省
す
べ
き
点
が
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
最
近
古
代
社
会
を

公
式
的
に
奴
隷
制
の
み
で
割
り
き
ろ
う
と
す
る
考
え
方
は
或
程
度
反
省
さ
れ
、
自
由
民
や
良
民
の
も
つ
意
味
を
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
段
階
に
来
て
い
る
し
、
東
洋
社
会
の
賤
民
制
を
奴
隷
制
の
一
形
態
と
見
る
に
し
て
も
、
単
な
る
身
分
（
S
t
a
n
d
)

と
し
て
で
な
く
も
っ
と

カ
ス
ト

(
K
a
s
t
e
)

と
し
て
の
観
点
に
立
つ
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
封
建
社
会
に
つ
い
て
も
一
方
で
は
奴
隷
の
濃
厚
な
残
存

|
l或
る
場
合
に
は
、
通
説
的
に
封
建
社
会
と
さ
れ
て
い
た
時
期
の
基
礎
構
造
を
奴
隷
制
と
す
る
見
解
さ
え
あ
る
ー
が
説
か
れ
、
他
面
で
ほ
雇
用
労
働

の
相
当
広
汎
な
展
開
や
端
緒
的
賃
労
働
の
形
成
が
説
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
古
代
社
会
・
封
建
社
会
を
基
本
的
に
奴
隷
制
・
農
奴
制
と

、
、
、

す
る
に
し
て
も
、
そ
の
あ
り
方
や
多
様
な
類
型
が
問
題
と
さ
れ
、
ま
た
そ
の
ほ
か
の
多
様
な
労
働
関
係
を
理
解
、
摘
出
し
つ
つ
、
そ
れ
と
の

絡
み
あ
い
を
明
ら
か
に
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
研
究
段
階
で
あ
る
。
西
欧
の
歴
史
的
研
究
の
伝
統
の
厚
味
は
充
分
認
め
つ
つ
も
、
西
欧
の

が
、
さ
ら
に
古
代
の
奴
婢
、

労

働

史

の

課

題

今
後
ま
す
ま
す
こ
う
し
た
反
省
に
迫
ら
れ
る
と
お
も

第
二
十
六
巻
第
五
・
六
号

一
八
四



労

働

史

の

従
来
、

課

題

た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
生
藤
過
租
に
お
い
て
人
間
の
間
に
種
々
の
労
働
関
係
が
形
成
さ
れ
、

し
、
或
は
職
業
団
休
・
労
働
者
団
体
が
結
成
さ
れ
、
労
働
に
関
す
る
社
会
的
規
範
1
1
労
働
倫
理
が
存
在
し
た
の
で
あ
っ
た
。

、
、
、
、

を
統
一
的
に
研
究
す
る
こ
と
|
|
、
そ
の
多
様
性
を
生
か
し
つ
つ
も
、
一
定
の
視
角
か
ら
こ
れ
を
整
序
し
理
解
す
る
こ
と
は
経
済
史
学
に
与
え

ら
れ
た
―
つ
の
課
題
と
も
お
も
わ
れ
る
。

経
済
史
は
土
地
所
有
の
歴
史
〔
土
地
制
度
史
〕
や
資
本
の
落
成
•
発
展
史
或
は
各
産
業
史
等
に
つ
い
て
は
相
当
高
度
の
研
究
が
蓄

そ
も
そ
も
泄
界
史
の
各
時
代
に
お
い
て
、

ま
た
世
界
の
各
地
域
に
お
い
て
人
間
の
労
働
が
お
そ
ろ
し
く
多
様
な
姿
を
も
っ
て
な
さ
れ
て
き

き
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。

労

働

史

の

諸

煩

向

異
質
性
を
認
め
つ
つ
、

史
に
関
す
る
広
い
視
野
と
豊
富
な
知
識
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
（
理
想
的
な
方
法
は
各
国
・
各
時
代
の
専
門
家
の
共
同
研
究
で
あ
ろ
う
が
、

こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
手
を
こ
ま
ぬ
い
て
い
る
よ
り
は
、

と
ど
め
て
お
き
た
い
と
お
も
う
。
し
た
が
っ
て
、
小
論
は
あ
く
ま
で
―
つ
の
習
作
で
あ
り
、
試
論
に
す
ぎ
な
い
。

は
じ
め
に
労
働
史

(
H
i
s
t
o
r
y
o
f
 l
a
b
o
u
r
,
 
A
r
b
e
i
t
s
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
,
 
l'histoire 
d
e
 t
r
a
v
a
i
l
)

が
い
か
な
る
か
た
ち
で
研
究
さ
れ
て

者
の
視
角
の
差
も
あ
り
、
事
実
上
は
相
当
困
難
で
も
あ
ろ
う
。

そ
の
置
か
れ
て
い
る
「
場
」
、

第
二
十
六
巻
第
五
・
六
号

一
八
五

諸
種
の
労
働
組
織
が
網
制
さ
れ
て
き
た

筆
者
が
そ
れ
に
値
し
な
い

各
研
究

し
か
し
今
後
漸
次
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
）
。

む
し
ろ
現
在
の
段
階
で
筆
者
な
り
に
考
え
た
こ
と
を
覚
え
書
と
し
て
書
き

こ
れ
ら
の
歴
史

歴
史
的
諸
条
件
の
複
合
の
相
違
を
探
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
は
外
国
経
済

の
中
で
相
似
点
・
共
通
性
を
求
め
る
と
い
う
よ
り
（
人
間
の
歴
史
で
あ
る
限
り
、
種
々
の
相
似
点
・
共
通
性
が
あ
る
の
は
当
然
）
、
む
し
ろ
相
違
点
・



し
か
し
土
地
所
有
や
資
本
の
対
柩
と
も
一
云
う
べ
き
労
働
や
労
働
者
ー
ー
＇
本
稿
で
は
広
義
に
直
接
生
産
者
・
働
き
人
の
意
味

、
、
、
、

に
用
い
る
。
近
代
労
働
者
の
場
合
は
賃
（
金
）
労
働
者
と
使
う
つ
も
り
で
あ
る
ー
—
の
歴
史
に
つ
い
て
ほ
統
一
的
な
研
究
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
少
か
っ

た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
農
業
史
・
水
産
業
史
・
工
業
史
・
鉱
業
史
等
々
の
各
分
野
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
者
や
労
働
組
織
に
つ

い
て
相
当
深
く
研
究
は
続
け
ら
れ
て
い
る
し
、
社
会
史
の
分
野
で
は
各
時
代
〔
社
会
構
成
体
〕
に
お
け
る
身
分
構
成
・
階
級
関
係
と
く
に
被
支

配
者
1
1
直
接
生
産
者
に
つ
い
て
は
す
ぐ
れ
た
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
社
会
思
想
史
や
宗
教
社
会
学
・
労
働
社
会
学
の
分
野
で
も
職
業

や
労
働
に
関
す
る
経
済
倫
理
の
歴
史
も
注
目
さ
れ
て
き
た
。
決
し
て
研
究
が
無
か
っ
た
の
で
ほ
な
い
。
む
し
ろ
す
ぐ
れ
た
研
究
は
相
当
多
い

、
、
、

の
で
あ
る
。
し
か
し
各
分
野
内
の
研
究
で
あ
る
た
め
、
そ
の
ね
ら
い
と
す
る
所
も
夫
々
違
っ
て
い
た
し
、

な
り
、
一
貫
し
て
労
働
の
歴
史
或
ほ
労
働
者
の
歴
史
と
し
て
考
察
す
る
態
度
に
は
な
お
欠
け
る
所
が
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
経
済
史
の

、
、
、

従
来
の
各
分
科
の
仕
方
で
は
労
働
や
労
働
者
の
歴
史
的
研
究
が
一
云
わ
ば
縦
割
り
的
に
分
断
さ
れ
て
い
る
た
め
、
相
互
の
関
連
づ
け
が
乏
し
く

、
、
、

綜
合
的
考
察
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
を
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
云
わ
ば
横
割
り
的
な
考
察
方
法
1
1
分
科
が
主

張
さ
れ
て
も
良
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
ー
—
た
と
え
ば
人
口
史
や
価
格
史
等
の
よ
う
に
。
「
労
働
史
」
も
そ
う
い
う
意
味
で
従
来
の
分
科
で

ほ
取
扱
え
な
か
っ
た
統
一
的
考
察
を
ね
ら
っ
て
い
る
と
去
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
以
前
か
ら
労
働
史
と
い
う
言
葉
は
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
の
概
念
は
相
当
多
様
で
必
ず
し
も
一
義
的
な
も
の
で
は
な
い
。
主
な
傾
向
を
う
か
が
う
と
次
の
三
つ
に
大
体
盤
理
出
来
そ
う
に
お

も
わ
れ
る
。．．

 
ま
ず
第
一
に
労
働
史
は
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
労
働
の
歴
史
す
な
わ
ち
賃
労
働
史
と
理
解
さ
れ
る
。
労
働
史
と
い
う
概
念
が
そ
も
そ
も

意
識
さ
れ
た
の
も
資
本
ー
賃
労
働
の
対
立
が
明
確
に
打
出
さ
れ
た
近
代
に
お
い
て
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

資
本
主
義
社
会
の
基
本
的
収
取
関
係
が
資
本
ー
賃
労
働
関
係
で
あ
る
こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
。

積
さ
れ
て
き
て
い
る
。

労

働

史

の

課

題

し
た
が
っ
て
賃
労
働
の
生
成
・
展
開
を
究

や
や
も
す
る
と
孤
立
的
な
考
察
に

第
二
十
六
巻
第
五
•
六
号

一
八
六



労

働

史

の

点
が
あ
る
わ
け
で
、

課

題

こ
れ
も
概
念
的
に
は
明
確
で
あ
り
、

第
二
十
六
巻
第
五
・
六
号

―
つ
の
視
角
で
あ
る
に
相
違
な
い
。

一
八
七

た
と
え
ば
通
俗
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
ハ
＞

係
に
は
あ
る
が
、
賃
労
働
自
体
の
歴
史
よ
り
も
、

明
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
此
の
局
面
は
資
本
主
義
の
歴
史
的
研
究
を
な
す
限
り
必
ず
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た

(
1
)
 

当
然
と
り
あ
げ
ら
れ
て
も
き
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
賃
労
働
の
形
成
、
発
展
過
揺
の
研
究
を
も
っ
て
労
働
史
と
な
す
考
え
方
は
当
然
成
立

す
る
し
、
そ
の
概
念
も
明
確
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
労
働
史
が
賃
労
働
史
を
主
休
と
す
る
な
ら
ば
賃
労
働
以
前
は
単
に
前
史
に
す
ぎ
な

し
た
が
っ
て
そ
の
場
合
、
封
建
農
民
層
の
分
解
過
産
や
職
人
層
の
変
質
過
産
か
ら
賃
労
働
析
出
の
過
稲
が
最
初
の
問
題
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
ま
た
封
建
社
会
内
部
に
お
い
て
既
に
存
在
し
た
雇
用
労
働
者

(
f
a
m
u
l
u
s
,
p
r
o
v
e
n
d
i
e
r
s
,
 
奉
公
人
等
）
が
生
長
し
て
近
代
賃
労
働
に

(
2
)
 

接
続
す
る
も
の
な
ら
ば
、
そ
の
意
味
で
―
つ
の
研
究
課
題
と
も
な
る
（
接
続
せ
ず
と
し
、
む
し
ろ
過
大
評
価
を
い
ま
し
め
封
建
社
会
固
有
の
も
の
と
見

(
3
)
 

る
説
も
あ
る
。
そ
の
場
合
は
直
接
に
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
）
。
さ
ら
に
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
労
働
者
や
資
本
制
家
内
労
働
の
も
と
の
「
事
実

上
の
賃
労
働
者
」
の
実
態
或
は
労
役
場
・
懲
役
職
場
(
W
o
r
k
H
o
u
s
e
,
 H
o
u
s
e
 o
f
 
C
o
r
r
e
c
t
i
o
n
)
の
実
態
も
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

(
4
)
 

い
。
ま
た
所
謂
「
原
生
的
労
働
関
係
」
や
産
業
革
命
後
の
各
産
業
部
門
に
お
け
る
賃
労
働
者
の
実
態
も
今
後
益
々
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
等
の
労
働
条
件
・
賃
金
形
態
・
労
働
市
場
•
生
活
状
態
、
彼
等
に
対
す
る
法
的
規
制
の
展
開
等
、
そ
の
歴
史
は
解
明

(
5
)
 

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
点
が
少
く
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
此
等
は
従
来
も
研
究
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
社
会
政
策
史
や
労
働
運
動
史
の
研

究
が
比
較
的
進
ん
で
い
る
の
に
比
べ
て
賃
労
働
史
の
研
究
は
具
体
的
・
実
証
的
に
は
案
外
未
知
の
面
を
少
か
ら
ず
残
し
て
い
る
の
が
現
状
で

(
6
)
 

あ
ろ
う
。
と
く
に
日
本
の
場
合
原
史
料
の
発
掘
さ
え
充
分
に
進
ん
で
お
ら
ず
、
二
次
的
・
一
二
次
的
史
料
に
よ
っ
て
急
速
に
独
断
的
な
一
般
論

を
引
き
出
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
、
今
後
の
研
究
は
そ
れ
ら
の
反
省
と
批
判
の
上
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
お
も
う
。

第
二
に
労
働
史
は
労
働
連
動
史
乃
至
労
働
問
題
史
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
前
述
の
労
働
史

(11賃
労
働
史
）
と
密
接
不
離
の
関

、。
＞ヽ

む
し
ろ
賃
労
働
の
形
成
•
発
展
に
と
も
な
い
発
生
し
て
く
る
労
働
問
顆
や
労
働
運
動
に
重



(
7
)
 

(F. B
a
r
r
e
t
)

の
労
働
史

(
H
i
s
t
o
i
r
e
d
e
 travail, 
2
'
e
d
 ̀

 
1
9
4
8
)

と
く
に
近
代
を
取
扱
う
第
二
部
で
は
労
働
連
動
に
最
も
重
点
を
置
ぎ
労

(
8
)
 

働
連
動
史
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
近
代
経
済
史
で
「
労
働
」
を
と
り
あ
げ
る
場
合
、
労
働
問
題
・
労
働
逮
動
に
宣
点
を
置
き
考

(
9
)
 

察
す
る
の
は
屎
々
と
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
労
働
連
動
史
乃
至
労
働
組
合
史
と
い
う
面
で
は
労
働
者
の
団
結
、
組
合
の
結
成
・

運
動
の
外
形
的
類
似
物
と
し
て
は
じ
め
に
ギ
ル
ド
や
ギ
ル
ド
斗
争
・
「
渡
り
職
人
」

(
m
)
 

も
組
合
の
原
型
を
こ
れ
ら
に
求
め
る
か
否
か
は
賛
否
あ
る
に
せ
よ
、
こ
れ
は
次
に
述
べ
る
第
三
の
型
の
労
働
史
と
そ
の
対
象
を
共
通
に
す
る

面
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
労
働
運
動
史
・
労
働
問
題
史
の
研
究
は
進
み
つ
つ
あ
る
と
は
云
え
、

歴
史
を
社
会
・
経
済
全
般
の
動
向
と
共
に
叙
述
し
て
、
近
代
に
入
る
に
し
た
が
い
漸
次
賃
労
働
者
の
労
働
条
件
、 な

お
未
開
拓
の
分
野
も
多
く
、

(11) 

こ
と
に
日
本
の
場
合
近
代
の
政
治
史
・
社
会
思
想
史
と
の
関
連
の
も
と
に
今
後
の
解
明
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
点
が
多
い
。

第
一
一
一
の
労
働
史
は
労
働
者
（
広
義
の
）

1
1

直
接
生
産
者
・
働
き
手
1
1

民
衆
の
歴
史
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
き
た
。
前
述
の
第
一
•
第
一
一
の
労

働
史
が
近
代
の
賃
労
働
乃
至
賃
労
働
に
と
も
の
う
労
働
問
題
・
労
働
連
動
の
歴
史
に
限
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
古
伏
よ
り
近
代

に
い
た
る
労
働
者
の
歴
史
を
と
り
あ
げ
る
。
し
た
が
っ
て
き
わ
め
て
広
範
囲
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
。
ル
ヴ
ァ
ス
ー
ル

(
E
.
L
e
v
a
s
s
e
u
r
)

の
二
連
の
労
働
階
級
史

(
H
i
s
t
o
i
r
e
d
e
s
 
c
l
a
s
s
e
s
 
o
u
v
r
i
e
r
e
s
 
et 
d
e
 
l'industrie 
e
n
 
F
r
a
n
c
e
 
j
u
s
 ,
 
q
u
'
e
n
 1
7
8
9
,
 
1
9
0
0
-
1
,
 

H
i
s
t
o
i
r
e
 
d
e
s
 

(12) 

c
l
a
s
s
e
s
 o
u
v
r
i
e
r
e
s
 et d
e
 l'industrie e
n
 F
r
a
n
c
e
 d
e
 1
7
8
9
 
a
 18
7
0
,
 
1
9
0
3
 1
 4
)

ぶ
か
辛
力
血
即
中
{
の
土
ル
芦
エ
i

叩
幽
示
年
諏
と
=
｛
4

ぃ
ふ
ぃ
て
い
る
が
ヽ
土
)
の
紘
疼
フ
ラ

(13) 

ン
ス
に
お
い
て
は
此
の
系
統
の
労
働
史
が
多
数
出
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
概
し
て
近
代
以
前
に
つ
い
て
は
広
く
労
働
者
1
1

「
働
く
民
衆
」
の

生
活
状
態
、
賃
労
働
者
に

対
す
る
規
制
或
は
労
働
者
の
団
結
、
労
働
連
動
と
い
う
面
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
前
掲
の
バ
レ
の
労
働
史
も
近
代
は
労
働
連

動
史
に
重
点
が
あ
る
が
、

近
代
以
前
は
奴
棘
制
・
農
奴
制
・
農
業
労
働
・
手
工
業
・
組
合
等
々
き
わ
め
て
広
く
取
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
経
済
史
の
特
殊
な
一
分
科
と
も
云
え
な
い
し
、

労

働

史

の

課

題

或
は
経
済
史
・
社
会
史
と
明
確
に
区
別
さ
れ
る
独
自
な
分
野
が
と
く
に
あ
る
わ

の
共
済
組
合
等
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
も
あ
る
。
も
っ
と
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(14) 

け
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
い
て
云
う
な
ら
ば
、
工
業
史
の
一
部
と
し
て
の
中
抵
ギ
ル
ド
・
ツ
ン
フ
ト
や
手
工
業
者
（
徒
弟
・
職
人
）
の

研
究
か
ら
近
代
労
働
者
に
至
る
歴
史
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。

働
く
民
衆
の
歴
史
を
近
代
に
と
ど
ま
ら
ず
長
い
時
代
に
わ
た
っ
て
考
察
す
る
こ
と
は
経
済
史
の
最
も
基
本
的
な
願
い
の
―
つ
で
あ
り
、
そ

、
、
、

も
そ
も
経
済
史
が
貴
族
や
戦
争
・
王
国
の
興
亡
の
歴
史
に
対
抗
し
て
考
察
さ
れ
は
じ
め
た
時
か
ら
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。
民
衆
の
歴
史
—
~

か
か
る
考
察
自
体
が
ま
さ
に
近
代
ョ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
の
所
産
の
―
つ
で
あ
ろ
う
|
|
＇
日
本
社
会
の
研
究
で
は
、
か
か
る
観
点
か
ら
の
研
究
は
少

(15) 

い
。
―
つ
は
明
治
維
新
を
境
と
し
て
近
代
以
前
と
近
代
に
深
い
断
絶
が
あ
り
、
連
続
面
を
取
り
あ
げ
て
も
前
近
代
性
の
残
存
・
半
封
建
性
と
い
う
か
た
ち
で
し
か

問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
此
の
型
の
労
働
史
が
古
代
な
い
し
中
世
か
ら
近
代
に
至
る
民
衆
の
生
活
を
取
り
あ
げ
、

の
歴
史
が
労
働
の
歴
史
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
は
前
述
の
も
の
に
比
べ
て
特
徴
的
で
あ
り
、
広
い
視
野
に
立
っ
て
い
る
と

も
云
え
る
。
し
か
し
そ
の
対
象
が
民
衆
全
般
さ
ら
に
社
会
・
経
済
全
般
に
及
ぶ
た
め
、

(16) 

て
い
る
憾
み
が
な
い
で
は
な
い
。

以
上
か
ん
た
ん
に
従
来
の
労
働
史
の
主
要
な
傾
向
を
う
か
が
っ
て
き
た
。
第
一
と
第
二
の
も
の
は
そ
の
対
象
が
近
代
に
阪
ら
れ
、
そ
の
概

念
も
明
確
で
あ
る
。
た
と
え
近
代
以
前
が
取
扱
わ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
主
題
の
「
前
史
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
し
か
に

、
、
、

―
つ
の
見
方
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
研
究
成
果
も
挙
げ
て
い
る
。
今
後
も
此
の
型
の
労
働
史
は
ま
す
ま
す
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し

経
済
史
は
単
に
資
本
主
義
発
達
史
に
阪
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
人
間
の
労
働
の
歴
史
は
賃
労
働
に
阪
定
さ
れ
る
も
の
で
も
な

い
。
近
代
・
現
代
を
重
視
す
る
こ
と
ほ
至
椒
当
然
で
あ
る
が
、
同
時
に
悠
久
数
千
年
に
わ
た
る
人
間
の
歴
史
を
考
え
る
時
、
人
間
の
労
働
の

歴
史
が
い
か
に
複
雑
・
多
様
を
き
わ
め
て
い
る
か
、
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
感
嘆
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
賃
労
働
」
と
い
う
ぎ
わ

め
て
特
殊
歴
史
的
な
労
働
形
態
の
特
質
を
把
掘
す
る
た
め
に
は
冊
界
史
の
上
に
あ
ら
わ
れ
る
複
雑
・
多
様
な
労
働
形
態
へ
の
理
解
が
あ
り
、

か
え
っ
て
労
働
史
と
し
て
の
焦
点
を
曖
味
な
ら
し
め

人
間



そ
れ
ら
と
の
対
比
の
も
と
に
肉
づ
け
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
賃
労
働
が
純
粋
な
か
た
ち
で
理
綸
的
に
考
え
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
歴
史

の
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
形
成
を
単
に
公
式
的
に
農
民
層
分
解
や
職
人
層
の
変
質
か
ら
説
く
だ
け
で
な
く
、
賃
労
働
以
前

の
雇
用
労
働
、
ま
た
扉
用
概
念
が
成
立
す
る
前
提
条
件
ま
で
探
る
必
要
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
と
に
わ
が
国
の
賃
労
働
に
は
展
々
指
摘
さ

(17) 

れ
る
よ
う
に
、
本
来
的
に
は
近
代
賃
労
働
と
は
異
質
的
な
諸
種
の
性
格
が
多
く
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
徹
底
的
究
明
は
今
後
の

り
つ
い
た
の
か
、

大
き
な
課
題
で
あ
ろ
う
。
単
に
封
建
性
・
封
建
遺
制
・
前
近
代
性
を
指
摘
す
る
だ
け
な
ら
ば
簡
単
で
あ
る
。
し
か
し
前
代
の
い
か
な
る
労
働

関
係
が
日
本
資
本
主
義
機
構
の
中
で
い
か
に
変
型
し
残
存
し
て
い
る
の
か
、
一
応
解
体
し
な
が
ら
も
そ
の
諸
要
素
が
な
ぜ
賃
労
働
に
ま
つ
わ

い
づ
れ
も
歴
史
的
考
察
を
必
要
と
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
単
に
封
建
社
会
末
期
・
湊
本
主
義
形
成
期
か
ら
考
察
を
は
じ
め

る
の
み
で
な
く
、
時
に
は

H
本
さ
ら
に
は
東
ア
ジ
ア
社
会
の
基
暦
そ
の
も
の
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
我
々
の
関
心
は
第
一
一
一
の
労
働
史
に
む
け
ら
れ
て
ゆ
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
此
の
型
の
労
働
史
は
前
述
せ
る
よ
う
に
、
問
題
と
し

対
象
と
す
る
と
こ
ろ
が
余
り
に
も
多
岐
多
面
に
わ
た
り
、
経
済
史
一
般
・
社
会
史
一
般
と
比
べ
て
特
に
独
自
な
分
科
を
主
張
し
、

域
を
見
出
さ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
広
い
意
味
の
労
働
者
ー
働
き
人
の
歴
史
で
あ
り
、

し
ぼ
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
関
連
す
る
諸
問
題
に
広
く
考
察
を
向
け
る
態
度
は
学
ぶ
べ
き
も
の
も
あ
る
。

も
そ
れ
ら
に
立
ち
入
り
す
ぎ
て
研
究
の
対
象
が
曖
昧
に
さ
れ
て
ゆ
く
傾
向
も
な
い
で
は
な
い
。

究
が
今
日
ほ
ど
進
ん
で
い
な
か
っ
た
段
階
で
は
か
か
る
方
法
も
正
し
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

労
働
の
多
様
性
を
考
察
し
、

の
研
究
が
精
細
さ
を
加
え
て
い
る
段
階
で
は
夫
々
の
研
究
成
果
を
充
分
吸
収
し
つ
つ
、
む
し
ろ
労
働
史
で
な
く
て
は
取
扱
え
ぬ
独
自
の
領
城

を
開
拓
し
て
ゆ
く
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
近
代
の
賃
労
働
史
や
労
働
問
題
史
乃
至
労
働
運
動
史
を
含
み
つ
つ
、
古
代
か
ら
近
代
に
奎
る

し
か
も
璽
―
一
の
型
の
労
働
史
よ
り
も
焦
点
を
し
ぼ
っ
た
視
角
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
節
に

労

働

史

の

課

題

特
別
な
領

近
代
に
な
る
に
し
た
が
い
賃
労
働
者
の
歴
史
に
焦
点
が

し
か
し
余
り
に

経
済
史
・
社
会
史
の
各
部
門
、
各
問
題
の
研

し
か
し
最
近
の
よ
う
に
部
門
別
・
問
題
別
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T
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s
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起
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謡
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T
h
e
 O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
 o
f
 
L
a
b
o
u
r

の
各
章
。
矢
内
原
忠
雄
編
、
現
代
日
本
小
史
下
巻
、
労
働
（
大
河
内
一
男
）
。

(10)

た
と
え
ば

W
e
b
b
,
S. 
&
 
B•• 

H
i
s
t
o
r
y
 o
f
 
t
r
a
d
e
 
u
n
i
o
n
i
s
m
,
c
h
a
p
.
 I
 

(
荒
畑
寒
村
訳
、
労
働
組
合
運
動
史
第
一
章
）
、

B
r
e
n
t
a
n
o
,

L., 
O
n
 

t
h
e
 h
i
s
t
o
r
y
 a
n
d
 d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 o
f
 
g
i
l
d
s
 
a
n
d
 t
h
e
 O
r
i
g
i
n
 o
f
 t
r
a
d
e
-
u
n
i
o
n
s
.
,
 1
8
7
0
,
 
§
5
.
 

(11)

今
後
の
研
究
方
法
と
し
て
、
大
河
内
一
男
、
労
働
運
動
史
の
方
法
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
（
労
働
問
題
研
究
の
現
代
的
課
題
、
所
収
）
参
照
。

(
1
2
)
宮
本
又
次
著
、
フ
ラ
ン
ス
経
済
史
学
史
、
七
九
、
八
一
頁
参
照
。

(13)
い
づ
れ
も
通
俗
的
な
も
の
で
あ
る
が
、

B
r
i
z
o
n
,
P., H
i
s
t
o
i
r
e
 
d
u
 t
r
a
v
a
i
l
 et 
d
e
s
 t
r
a
v
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 1
9
2
6
 (
松
木
勝
喜
代
訳
、
労
働
生
活
史
）
、

T
h
o
m
a
s
,
 
A., 
H
i
s
t
o
i
r
e
 
a
n
e
c
d
o
t
i
q
u
e
 
d
u
 
t
r
a
v
a
i
l
 
(
松
本
重
治
訳
、
労
働
史
講
話
）
、

R
e
n
a
r
d
,

G. 
&
 W
 
eulersse• 

G., 
L
e
 t
r
a
v
a
i
l
 

d
a
n
s
 1• 

E
u
r
o
p
e
 
m
o
d
e
r
n
e
,
 1
9
2
0
 
(
t
r
a
n
s
l
.
 
b
y
 R
i
c
h
a
r
d
s
 
M., L
i
f
e
 a
n
d
 w
o
r
k
 i
n
 
m
o
d
e
r
n
e
 E
u
r
o
p
e
,
 1
9
2
6
)
 
B
o
i
s
o
n
n
a
d
e
,
 P., 

L
e
 t
r
a
v
a
i
l
 
d
a
n
s
 !
'
E
u
r
o
p
e
 
c
h
r
e
t
i
e
n
n
e
 a
u
 
m
o
y
e
n
 ftge, 
1
9
2
1
 
(transl. 
b
y
 Power• 

E., 

L
i
f
e
 
a
n
d
 
w
o
r
k
 i
n
 
m
e
d
i
a
e
v
a
l
 

E
u
r
o
p
e
,
 V
-
X
V
 c
e
n
t
u
r
y
,
 1
9
2
7
)
最
近
で
は
次
の
も
の
が
あ
る
由
。

L
e
f
r
a
n
c
,
G., 
H
i
s
t
o
i
r
e
 
d
u
 t
r
a
v
a
i
l
 
et 
d
e
s
 t
r
a
v
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
P
a
r
i
s
.
 

1
9
5
7
.
 
B
o
u
v
i
e
r
-
A
j
a
m
,
 M•• 

H
i
s
t
o
i
r
e
 
d
u
 t
r
a
v
a
i
l
 
e
n
 F
r
a
n
c
e
,
 
1
9
5
7
.
 
J
a
c
c
a
r
d
,
 P•• 

H
i
s
t
o
i
r
e
 
d
u
 t
r
a
v
a
i
l
 
d
e
 l
'
a
n
t
i
q
u
i
t
e
 
n
o
s
 

j
o
u
r
s
,
 1
9
6
0
.
 
(
l
)
!
D
-
/
4
-
又
次
教
授
の
御
教
示
に
よ
る
）
。

(14) 
E
m
i
l
e
 C
o
r
n
e
r
t

の
労
働
史
と
題
す
る
講
義
に
つ
い
て
宮
本
又
次
著
、
西
欧
の
史
的
回
想
、
二
三
四
ー
五
頁
参
照
。

(15)
古
代
よ
り
近
世
に
至
る
識
人
の
研
究
と
し
て
遠
藤
元
男
著
、
近
世
識
人
史
話
、
職
人
の
歴
史
、
日
本
職
人
史
の
研
究
論
集
編
は
特
異
な
も
の
で
あ
る
。

(
1
6
)
た
と
え
ば

R
o
g
e
r
s
,
T
h
.
,
 
S
i
x
 c
e
n
t
u
r
i
e
s
 
o
f
 
w
o
r
k
 a
n
d
 
wages• 

t
h
e
 
h
i
s
t
o
r
y
 
o
f
 
E
n
g
l
i
s
h
 labour• 

1
8
8
4
.
 

は
労
働
と
賃
金
の
歴
史

（
と
く
に
近
代
は
し
か
り
）
を
主
軸
と
し
つ
つ
も
そ
の
取
扱
う
と
こ
ろ
は
農
業
、
農
村
生
活
、
都
市
生
活
、
飢
饉
、
黒
死
病
、
農
民
一
揆
…
等
々
社

会
経
済
の
諸
方
面
に
少
か
ら
ざ
る
頁
を
あ
て
る
。
一
例
を
労
働
者
の
黄
金
時
代
(
+
五
世
紀
）
か
ら
鉄
の
時
代
へ
の
凋
落
過
程
に
と
っ
て
も
バ
ラ
戦

争
、
発
汗
熱
病
、
貨
幣
の
悪
鋳
、
ギ
ル
ド
ラ
ン
ド
の
没
取
等
々
を
考
察
す
る

(pp.
3
2
6
 |
 3
5
5
)

。
い
づ
れ
も
重
要
で
あ
り
直
接
な
関
連
を
も
つ
が
余

り
に
も
多
岐
に
わ
た
る
た
め
か
え
っ
て
焦
点
を
曖
昧
な
ら
し
め
る
。

(17)

社
会
政
策
学
会
編
、
賃
労
働
に
お
け
る
封
建
性
、
大
河
内
一
男
、
原
生
的
労
働
関
係
に
お
け
る
西
洋
と
東
洋
、
賃
労
働
に
お
け
る
封
建
的
な
も
の

（
社
会
政
策
の
経
済
理
論
所
収
）
磯
田
進
、
日
本
の
労
働
関
係
の
特
質
（
東
洋
文
化
第
一
号
）
古
林
喜
楽
著
、
賃
銀
形
態
論
、
第
一
章
補
論
•
第
十

二
章
、
大
山
敷
太
郎
著
、
日
本
労
働
関
係
の
特
質
（
そ
の
他
同
氏
の
多
数
の
論
文
）
等
を
参
照
。

労

働

史

の

．
 

課

題

第
二
十
六
巻
第
五
・
六
号

一
九



労

働

史

の

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
）
。

者
の
間
は
全
く
断
絶
し
、

課

題

従
属
的
労
働
関
係
の
歴
史
的
研
究

第
二
十
六
巻
第
五
・
六
号

徳
川
期
封
建
制
社
会
に
お
け
る
諸
種
の
従
属
労
働

近
代
賃
労
働
の
特
質
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
た
人
間
の
歴
史
に
お
け
る
労
働
の
多
様
な
発
展
を
知
る
た
め
に
も
、

る
労
働
の
歴
史
的
研
究
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
労
働
史
」
は
い
か
な
る
視
角
か
ら
何
を
対
象
と
し
、

(
1
)
 

研
究
を
限
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
幾
つ
か
の
問
題
の
と
り
あ
げ
方
が
あ
る
と
お
も
う
が
、
筆
者
は
そ
の
一
っ
と
し
て
従
属
的
労

働
関
係
の
歴
史
的
研
究
を
挙
げ
た
い
と
お
も
う
。

(
2
)

、
、
、

と
云
う
の
は
賃
労
働
自
体
が
従
属
労
働

(
a
b
h
a
n
g
i
g
e
A
r
b
e
i
t
,
 
le 
t
r
a
v
a
i
l
 
s
u
b
o
r
d
o
n
n
n
e
)

の
―
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
近
代
的

従
属
労
働
と
一
字
う
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
二
重
の
意
味
で
自
由
」
な
労
働
で
あ
る
が
、
労
働
力
商
品
と
し
て
資
本
に
従
属
す
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
近
代
以
前
の
社
会
に
お
い
て
も
従
属
労
働
は
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
起
源
は
「
家
父
権
又
は
家
長
櫂
が
個
々
人
を
一
の
社
会

(
3
)
 

的
統
一
体
に
統
括
し
て
い
た
か
っ
て
の
家
・
屋
敷
地
団
体

(
V
e
r
b
a
n
d
e
d
e
s
 H
a
u
s
e
s
 u
n
d
 H
o
f
e
s
)

に
あ
る
」
と
去
わ
れ
て
い
る
。

‘
 

そ
れ
は
身
分
的
支
配
・
従
属
を
基
礎
と
す
る
点
で
近
代
的
従
属
労
働
ー
賃
労
働
と
は
全
く
質
的
に
異
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
両

全
然
無
関
係
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
と
の
み
は
云
え
な
い
（
理
論
的
に
は
一
応
全
く
別
箇
の
も
の
と
し
て
考
察
し

歴
史
的
に
は
連
続
す
る
面
が
あ
り
、
こ
と
に
近
代
賃
労
働
の
成
立
の
た
め
に
は
そ
の
前
提
と
し
て
「
雇
用
」
概
念

(
4
)
 

が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
前
近
代
的
従
属
労
働
の
転
化
・
変
容
の
中
に
生
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
わ
が
国
の

よ
う
に
「
賃
労
働
に
お
け
る
封
建
性
」
が
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
近
代
以
前
の
諸
種
の
従
属
的
労
働
関
係
が
変
質
し
つ
つ
も
近
代
賃
労
働

、
、
、

関
係
に
ま
つ
わ
り
つ
き
、
賃
労
働
の
あ
り
方
を
甚
だ
特
異
な
も
の
に
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
（
こ
と
に
成
立
期
に
し
か
り
）
。

し
た
が
っ
て
わ
が
国
近
代
の
賃
労
働
史
、
こ
と
に
そ
の
成
立
期
の
理
解
の
た
め
に
は
、

一
九
三

い
か
な
る
領
域
に
そ
の

古
代
か
ら
近
代
に
至



あ
ろ
う
。

1
1
雇
用
労
働
ー
た
と
え
ば
諸
種
の
奉
公
人
・
日
雇
や
職
人
・
徒
弟
（
手
工
業
）
、
掘
子
（
鉱
業
）
、
網
子
・
舟
子
（
漁
業
）
等
々
の
研
究
が

必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
賃
労
働
と
峻
別
・
対
比
さ
れ
る
面
と
共
に
、
他
面
で
は
雇
用
概
念
が
発
展
・
転
化
し
て
賃
労
働
へ
連
続
す
る
道
、
ま

た
変
質
し
つ
つ
も
近
代
賃
労
働
の
内
部
へ
ま
つ
わ
り
つ
く
道
も
示
す
と
お
も
わ
れ
る
。
同
様
な
意
味
で
近
批
の
研
究
の
た
め
に
は
中
批
の
下

人
・
所
従
、
さ
ら
に
は
古
代
の
奴
婢
・
家
人
へ
と
遡
っ
て
研
究
す
る
必
要
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
か
く
一
云
っ
た
か
ら
と
て
、

奴
婢
・
家
人
↓
下
人
・
所
従
↓
奉
公
人
・
日
雇
↓
賃
労
働
者
と
い
う
発
展
経
路
の
み
を
従
属
的
労
働
関
係
発
展
の
基
本
線
と
し
て
設
定
し
ょ

う
と
一
字
う
の
で
は
な
い
。
賃
労
働
者
の
形
成
自
体
を
考
え
て
も
、
そ
れ
は
封
建
農
民
層
の
分
解
、
旧
職
人
層
の
変
質
、
武
士
団
の
解
体
等

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

(

5

)

に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
一
般
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
奴
婢
・
家
人
や
下
人
・
所
従
・
奉
公
人
・
日
雇
等
々
に
し
て
も

夫
々
の
時
代
の
自
立
生
産
者
層
の
分
解
・
顛
落
の
多
様
な
過
程
か
ら
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
全
時
代
を
通
じ
て
直
接
生
産
者
層

、
、
、

の
最
下
部
に
は
、
か
か
る
従
属
的
労
働
者
が
常
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
と
く
に
従
属
労
働
の
発
展
・
変
質
が
近
泄
的
雇
用
概
念
を
生
み
、

ヽ
ヽ
ヽ

(
6
)

そ
れ
が
近
代
賃
労
働
の
形
成
に
あ
た
り
―
つ
の
準
備
を
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
批
界
各
地
城
、
各
時
代
の
社
会
構
成
体
に
存
在
せ
る
奴
隷
・
奴
婢
・
農
奴
・
雇
用
労
働
者
等
々
、
そ

れ
に
一
云
う
ま
で
も
な
い
が
近
代
賃
労
働
者
の
比
較
研
究
を
な
し
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
地
城
に
お
け
る
従
属
的
労
働
関
係
の
発
展
経
路
の
差
達

を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
わ
が
国
の
労
働
関
係
の
歴
史
的
特
質
を
摘
出
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
労
働
に
関
す
る
意
識
の
差
、
さ
ら

(
7
)
 

に
広
く
は
そ
れ
ら
を
通
じ
て
社
会
・
経
済
の
あ
り
方
全
般
に
つ
い
て
も
特
質
を
発
見
出
来
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
た
め
に
は
各
研
究

者
が
各
自
の
専
門
領
城
に
お
い
て
、
比
較
の
素
材
に
な
り
得
る
確
実
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
築
き
上
げ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
比
餃

研
究
へ
の
意
欲
を
|
—
そ
れ
が
個
人
の
力
で
出
来
る
段
階
は
去
っ
て
お
り
、
今
後
共
同
研
究
へ
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が
ー
ー
燃
し
つ
づ
け
て
ゆ
く
べ
き
で

労
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五

こ
れ
に
対
し
て
各
時
代
の
国
家
権
力
そ
の
他
の
政
治
権
力
（
公
権
力
）

が
）
の
生
活
を
さ
さ
え
得
る
経
営
を
も
ち
自
立
的
生
産
者
（
自
立
的
労
働
者
）
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
時
代
の
所
謂
公
租
公
課
（
乃
至
そ
れ
に

近
接
す
る
賦
課
）
を
負
担
す
る
者
は
本
稿
の
考
察
の
対
象
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼
等
の
労
働
は
従
属
労
働
に
対
し
て
自
立
労
働
と
呼
ん
だ

(11) 

が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
賤
民
と
い
え
ど
も
自
立
的
生
産
者
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
自
立
的
生
産
者
の
典
型
的
事
例
と
し
て
は
古
典
古
代

(12)

（

13) 

の
中
小
土
地
所
宥
市
民
（
た
と
え
ば
ス
パ
ル
タ
コ
イ
或
は
い
わ
ゆ
る
ヘ
シ
オ
ド
ス
的
農
民
）
、
中
批
ョ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
自
由
民

(
G
e
m
e
i
n
f
r
e
i
e

に
支
配
さ
れ
て
い
て
も
一
応
自
己
と
家
族
（
そ
の
型
は
多
様
で
あ
る

と
こ
ろ
で
右
に
一
云
っ
た
「
従
属
労
働
」
の
意
味
を
歴
史
に
即
し
て
も
う
少
し
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

他
者
の
支
配
の
も
と
に
あ
る
労
働
を
さ
し
、
労
働
法
学
者
の
云
う
「
労
働
す
る
人
間
が
一
の
法
的
権
力
関
係

(
G
e
w
a
l
t
v
e
r
h
a
l
t
n
i
s
)
の
も

(
9
)
 

と
で
給
付
す
る
労
働
」
の
意
味
に
と
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
階
級
社
会
で
は
労
働
は
な
ん
ら
か
の
意
味
で
従
属
労
働
で
あ
る
こ

と
が
多
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
従
属
を
と
く
に
私
的
支
配
・
従
属
の
意
味
に
限
定
す
る
こ
と
と
し
、
公
的
・
政
治
的
支
配
・
従
属
は
こ
の
う

ち
に
含
め
な
い
こ
と
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
従
属
的
労
働
者
と
は
何
ら
か
の
形
で
他
者
の
経
営
の
中
に
あ
み
こ
ま
れ
、
そ
の
労
働
組
織
の
メ

(10) 

ム
バ
ー
た
る
者
に
限
定
さ
れ
る
。

こ
こ
で
従
属
労
働
と
い
う
の
は

換
言
す
れ
ば
こ
こ
に
一
云
う
労
働
史
は
前
節
に
あ
げ
た
第
一
の
賃
労
働
史
を
そ
の
重
要
な
一
部
分
（
近
代
労
働
史
）
と
し
て
含
み
、

合
に
は
そ
れ
と
密
接
な
関
連
を
も
つ
も
の
と
し
て
第
二
の
労
働
問
題
史
・
労
働
連
動
史
を
含
み
つ
つ
、
さ
ら
に
時
代
を
遡
っ
て
近
代
以
前
の

従
属
的
労
働
関
係
を
も
重
要
な
課
題
と
し
て
研
究
領
城
に
お
さ
め
、
従
来
農
業
史
・
工
業
史
・
社
会
史
等
々
各
部
門
毎
に
分
断
し
て
研
究
さ

れ
て
い
た
従
属
的
労
働
関
係
の
歴
史
を
統
一
的
に
研
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
近
代
賃
労
働
と
前
近
代
従
属
労
働
と
の

差
違
•
特
質
、
ま
た
前
近
代
従
属
労
働
の
中
で
も
夫
々
の
時
代
・
社
会
、
各
地
城
に
お
け
る
多
様
性
、
夫
々
の
特
質
が
明
ら
か
に
さ
れ
る

(
8
)
 

で
あ
ろ
う
（
た
と
え
ば
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
奴
隷
と
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
奴
隷
、
中
国
の
奴
婢
、
日
本
の
奴
婢
の
比
較
）
。

或
る
場



を
置
き
、

た
と
え
ば
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
liberi
h
o
m
i
n
e
s
,
 ド
イ
ツ
の
Schoffenbarfreien,
Pfleghafte)
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
独
立
自
営
農
民
1
1
ョ
ー
マ
ン
リ

イ

(
Y
e
o
m
a
n
r
y
)
或
は
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
下
の
農
民

(
L
a
n
d
e
s
u
n
t
e
r
t
a
n
e
n
)

な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
中
国
隋
・

(14)

（

15) 

唐
時
代
の
均
田
農
民
や
宋
代
の
主
戸
、
日
本
の
律
令
制
国
家
に
お
け
る
公
民
1
1
班
田
農
民
、
中
批
に
お
け
る
名
主
、
近
批
に
お
け
る
本
百
姓

な
ど
も
挙
げ
て
よ
い
と
お
も
う
。
も
ち
ろ
ん
近
代
以
前
に
は
公
権
力
と
私
権
力
の
区
分
は
厳
密
な
意
味
で
は
困
難
で
、

混
滑
の
権
力
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
幾
重
に
も
軍
層
を
な
し
て
い
る
の
が
実
態
で
、
右
に
述
べ
た
例
も
厳
密
な
意
味
で
公
権
力
の
政
治
的

、
、
、

支
配
の
み
を
受
け
て
い
る
と
一
云
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
基
本
的
に
は
公
的
権
力
の
政
治
的
支
配
を
受
け
自
立
的
経
営
を
も
ち
自
ら
の

労
働
組
織
を
編
制
し
て
い
た
。
し
か
も
そ
の
内
部
に
私
的
従
属
関
係
（
身
分
的
に
せ
よ
、
経
済
的
に
せ
よ
）
に
あ
る
奴
隷
・
下
人
・
雇
用
労
働
者

等
を
含
ん
で
い
た
こ
と
も
少
く
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
述
べ
た
自
立
的
生
産
者
自
体
は
経
済
史
・
社
会
史
一
般
乃
至
そ
の
各
部
門
史
に
お
い

て
常
に
研
究
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
労
働
史
と
し
て
と
く
に
主
題
に
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
一
見
自
立
的
生
産
者
の
ご
と
く
見
え
な
が
ら
、
そ
の
支
配
・
従
属
の
網
の
目
を
仔
細
に
う
か
ご
う
と
き
、
従
属
的
労
働
関
係
に

あ
る
者
と
し
て
（
少
く
と
も
重
要
な
側
面
を
も
つ
も
の
と
し
て
）
取
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
中
世
ド
イ
ツ
に
お
い
て
自
由
な
土
地
所
有
者
が
そ
の
人
格
の
一
部
を
以
て
、
あ
る
隷
属
的
農
圃
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
り
不
自
由

(16) 

に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
し
、
資
本
制
家
内
労
働
に
お
い
て
問
屋
資
本
に
従
属
す
る
小
生
産
者
は
所
謂
「
事
実
上
の
賃
労
働
者
」
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
或
は
そ
の
経
営
の
自
立
度
が
高
い
と
一
云
っ
て
も
、
そ
れ
に
及
ぶ
支
配
が
基
本
的
に
乱
的
支
配
・
従
属
関
係
で
あ
る
と
き
も
我
々
は

こ
れ
を
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
た
と
え
ば
ヘ
イ
ロ
タ
イ

(
h
e
i
l
o
t
a
i
)
や
貢
納
奴
隷
ま
た
農
奴
や
一
部
の
名
子
な
ど
で
あ
る
。

一
方
の
極
に
き
わ
め
て
独
立
度
の
高
い
自
由
民

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
を
換
言
す
れ
ば
、
直
接
生
産
者
1
1
労
働
者
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、

他
方
の
柩
に
き
わ
め
て
隷
属
度
の
濃
い
、
む
し
ろ
人
格
を
全
く
否
定
さ
れ
た

i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
u
m
v
o
c
a
l
e
と
し
て
の
奴
隷
を
置
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働

史

の

課

題

註
(

1

)

た
と
え
ば
労
働
組
織
、
こ
と
に
個
別
経
済
内
部
に
お
け
る
分
業
の
歴
史
l

社
会
的
分
業
に
つ
い
て
は
経
済
史
一
般
に
お
い
て
研
究
さ
れ
る
ー
ー
な

ど
は
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。
な
お
石
浜
知
行
著
「
労
働
の
歴
史
」
は
古
代
lI奴
隷
制
、
中
世

lI農
奴
制
と
徒
弟
、
近
代

lI賃
労
働
の
歴
史
を
概
説

さ
れ
る
（
ほ
か
に
女
性
労
働
の
歴
史
の
章
も
あ
る
）
。
基
本
線
に
お
い
て
は
一
応
理
解
出
来
る
が
、
あ
ま
り
に
も
公
式
的
す
ぎ
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か。

(
2
)

菊
池
勇
夫
、
労
働
契
約
の
本
質
（
同
著
、
労
働
法
の
主
要
問
題
、
所
収
）
、
同
、
社
会
法
と
労
働
法
（
末
川
先
生
還
暦
記
念
、

諸
問
題
、
所
収
）
。

(
3
)

ジ
ン
ツ
ハ
イ
マ
ー

(H.
S
i
n
z
h
e
i
m
e
r
)

著
、
楢
崎
・
蓉
野
共
訳
、
労
働
法
原
理
、

(
4
)
奴
隷
の
賃
貸
借
・
身
売
1
1
債
務
労
働
、
養
子
契
約
、
奉
公
契
約
等
々
で
あ
る
。

分
注
意
を
要
す
る
と
お
も
う
。

第
二
十
六
巻
第
五
・
六
号

一
七
頁
。

一
九
七

ら
な
い
。
し
か
し
か
か
る
労
働
者
1

社
会
の
最
下
層
部
に
関
す
る
史
料
は
乏
し
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
り
、

と
は
填
々
困
難
で
あ
る
。
此
の
場
合
彼
等
の
地
位
を
端
的
に
示
す
も
の
と
し
て
、
家
法
や
村
落
共
同
体
の
法
（
村
法
）
・
仲
間
団
体
の
法
（
ギ

ル
ド
・
株
仲
間
の
規
約
）
・
工
場
・
鉱
山
の
就
業
規
則
、
国
家
又
は
政
治
的
支
配
者
の
法
等
々
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
法
史
的
研
究
は

(17) 

充
分
参
考
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
他
面
で
は
法
的
規
定
（
規
制
）
と
実
態
と
は
相
当
ズ
レ
て
い
る
面
も
あ
っ
て
、
此
の
点
は
充

労
働
法
・
経
済
法
の

そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ

き
、
そ
の
間
に
無
限
の
多
様
性
を
も
っ
て
諸
種
の
奴
隷
・
奴
婢
・
下
人
・
奉
公
人
・
雇
用
労
働
者
…
…
等
が
あ
り
、

公
櫂
力
に
の
み
従
属
す
る
者
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
か
か
る
自
由
民
・
公
民
か
ら
も
一
定
期
間
債
務
奴
隷
や
雇
用
労
働
者
と
し

て
私
的
従
属
に
入
る
も
の
も
あ
り
、
実
態
は
き
わ
め
て
複
雑
で
あ
る
。
し
か
し
身
分
的
に
せ
よ
、
経
済
的
に
せ
よ
乱
的
従
属
関
係
に
立
つ
も

の
、
な
い
し
自
由
民
・
公
民
の
乱
的
従
属
の
側
面
を
摘
出
し
つ
つ
従
属
的
労
働
関
係
の
歴
史
的
研
究
を
試
み
よ
う
と
云
う
わ
け
で
あ
る
。

か
か
る
従
属
的
労
働
関
係
に
つ
い
て
は
夫
々
の
社
会
、
夫
々
の
時
代
に
つ
い
て
、
史
料
に
基
づ
き
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
か
ね
ば
な

漸
次
自
立
度
が
高
く
、



(
5
)

隅
谷
三
喜
男
著
、
日
本
賃
労
働
史
論
。

、
、
、
、
、

(
6
)
滝
川
政
次
郎
、
日
本
労
働
法
制
史
研
究
（
社
会
問
題
講
座
第
八
巻
ー
第
十
二
巻
所
収
）
は
労
働
の
授
受
に
関
係
あ
っ
た
法
制
の
発
達
史
を
考
察
す
る

た
め
、
古
代
よ
り
近
代
に
至
る
不
自
由
労
働
制
、
半
自
由
労
働
制
、
自
由
労
働
制
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
ゞ
惜
し
い
こ
と
に
は
近
世
の
譜
代
奉
公
人

で
筆
を
掘
い
て
い
る
。
そ
れ
以
後
の
奉
公
人
史
お
よ
び
賃
労
働
の
成
立
に
労
働
史
の
―
つ
の
山
が
あ
る
こ
と
は
何
人
も
認
め
る
で
あ
ろ
う
。

(
7
)

古
代
の
中
国
に
わ
が
国
近
世
の
雇
用
労
働
と
近
似
せ
る
も
の
が
あ
っ
て
も
別
に
怪
し
む
に
足
ら
な
い
。
雇
用
労
働
自
体
が
歴
史
の
諸
条
件
の
複
合
に

よ
り
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
諸
条
件
が
近
似
す
れ
ば
同
じ
形
態
の
一
雇
用
労
働
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
近
似
せ
る
雇
用
労
働
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
他
の
社
会
的
条
件
・
経
済
的
条
件
が
異
る
た
め
、
雇
用
労
働
の
も
つ
意
味
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

8

)

香
山
陽
坪
訳
編
、
奴
隷
制
社
会
の
諸
問
題
（
ソ
ビ
エ
ト
史
学
叢
書
I
)
と
く
に
テ
ュ
メ
ネ
フ
、
古
代
東
方
と
古
典
古
代
。
仁
井
田
陛
著
、
支
那
身
分

法
史
に
お
け
る
中
国
の
奴
隷
と
ロ
ー
マ
法
・
ゲ
ル
マ
ン
法
・
モ
ー
ゼ
法
•
朝
鮮
法
・
日
本
律
令
法
の
奴
隷
と
の
比
較
な
ど
。

(
9
)

ジ
ン
ツ
ハ
イ
マ
ー
、
前
掲
訳
書
、
一
七
頁
。

(10)

単
に
私
的
従
属
者
と
い
う
だ
け
な
ら
ば
身
分
上
・
制
度
上
の
こ
と
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
経
済
的
地
位
や
社
会
的
勢
望
の
高
い
も
の
が
い
る
こ
と
を
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
奴
隷
、
西
洋
中
枇
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン

(
M
i
t
t
e
i
s
,

H. v•• 

D
e
u
t
s
c
h
e
 R
e
c
h
t
s
 1
 

g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
,
 3
.
 
A
u
f
L
,
 S. 

111~2. 
• 
世
良
訳
二
三
六
l
八
頁
、
栗
生
武
夫
、
中
枇
の
奴
隷
、
法
律
史
の
諸
問
題
二
九
九
頁
）
。
名
前
は
奴
隷
で

も
実
質
は
自
由
人
た
る
も
の
も
あ
っ
た
（
栗
生
、
前
掲
書
三

0
0頁
）
。
元
代
の
奴
隷
の
中
に
も
主
人
の
一
種
の
所
有
物
で
あ
り
な
が
ら
自
ら
も
奴

隷
（
重
ロ
・
重
駈
・
重
台
）
を
所
有
す
る
も
の
が
あ
っ
た
（
仁
井
田
陛
著
、
中
国
法
制
史
―
二
七
頁
）
。

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
自
ら
経
営
を
も
た
ず
、
自
立
し
得
な
い
も
の
（
な
い
し
半
ば
自
立
し
て
い
て
も
、
家
・
資
本
に
包
摂
さ
れ
従
属
し
て
は
じ
め

て
存
立
し
得
る
も
の
）
に
限
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(11)
滝
川
政
次
郎
著
、
日
本
奴
隷
経
済
史
一
三
、
四
頁
参
照
。

(12)
村
川
堅
太
郎
、
貴
族
と
農
民
|
ー
ヘ
シ
オ
ド
ス
を
中
心
に
ー
ー
（
世
界
の
歴
史
4
・
地
中
海
世
界
所
収
）
参
照
。

(13)
自
由
の
意
味
は
近
代
的
自
由
の
意
味
に
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
自
由
民
と
い
え
ど
も
国
家
の
結
晶
核
た
る
王
権
の
政
治
的
支
配
を
受
け
多
様
な
義
務

を
負
う
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
1
4
)

こ
れ
を
奴
棘
（
総
体
的
奴
隷
制

a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
S
k
l
a
v
e
r
e
i

の
）
と
見
る
説
が
有
力
で
あ
る
が
、
そ
の
も
つ
自
由
民
的
側
面
の
評
価
は
今
後
重
要
で

労

働

史

の

課

題

第
二
十
六
巻
第
五
・
六
号

一
九
八



労

働

史

の

課

題

右
に
述
べ
た
従
属
的
労
働
関
係
は
歴
史
上
お
そ
ろ
し
く
多
様
な
姿
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
は
各
時
代
・
各
地
城
を
限
定

し
て
個
別
的
研
究
を
推
進
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
従
属
の
意
味
や
程
度
に
つ
い
て
は
よ
く
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
従
属
の
意
味
は
非
常
に
多
様
で
は
あ
る
が
一
応
基
本
的
に
次
の
二
つ
に
大
別
し
て
考
察
を
進
め
て
い
っ
た
ら
如
何
な
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
「
家
へ
の
従
属
」
と
「
資
本
へ
の
従
属
」
で
あ
る
。
歴
史
上
の
多
彩
な
従
属
的
労
働
者
を
「
家
の
従
属
的
労
働
者
（
家

四

第
二
十
六
巻
第
五
・
六
号

あ
ろ
う
。
永
原
慶
二
、
日
本
史
学
と
ソ
ビ
エ
ッ
ト
史
学
と
の
断
層
（
思
想
四
四
0
号
）
参
照
。
私
は
奴
隷
を
．
古
典
的
奴
隷
の
み
に
限
る
も
の
で
な
い

が
、
公
民

ll班
田
農
民
を
総
体
的
奴
隷
制
を
も
っ
て
説
く
よ
り
、
公
民

ll班
田
農
民
を
東
ア
ジ
ャ
社
会
の
古
代
民
衆
の
基
本
的
あ
り
方
と
し
て
世
界

史
の
上
に
提
出
•
主
張
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
お
も
う
。
彼
等
は
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
的
概
念
の
自
由
民
・
農
奴
·
奴
隷
の
い
づ
れ
の
側
面
も
も
ち
、
一
面
の

強
調
は
他
を
過
小
評
価
す
る
か
ら
で
あ
る
。

(15)

本
百
姓
を
農
奴
と
す
る
説
も
あ
る
が
筆
者
は
と
ら
な
い
。
大
名

ll藩
権
力
の
本
百
姓
に
対
す
る
支
配
の
性
格
に
つ
い
て
は
拙
稿
、
福
岡
藩
に
お
け
る

夫
役
の
賦
課
法
と
規
制
ー
ー
大
名

ll藩
権
力
の
一
考
察
（
宮
本
又
次
編
、
藩
社
会
の
研
究
所
収
）
参
照
。
時
代
と
地
域
に
よ
っ
て
相
当
差
違
は
あ
る

が
（
そ
の
農
奴
的
側
面
も
充
分
考
慮
し
た
上
で
）
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
奴
に
対
す
る
支
配
の
あ
り
方
と
は
質
的
に
異
る
と
お
も
う
。

(16) 
B
e
l
o
w
,
 G• 

V. 
｀
 
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 
d
e
r
 d
e
u
t
s
c
h
e
n
 L
a
n
d
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
 d
e
s
 M
i
t
t
e
l
a
l
t
e
r
s
,
 1
9
3
7
,
 
S
.
 
8
9
.
 
(
~
~
 
木
印
{
、
―
―
1

1

一百
C

)

。

(17)

た
と
え
ば
日
本
に
つ
い
て
は
中
田
薫
、
徳
川
時
代
に
於
け
る
人
売
及
び
人
質
契
約
、
同
補
考
（
法
制
史
論
集
第
三
巻
所
収
）
、
滝
川
政
次
郎
、
前
掲

稿
、
石
井
良
助
、
中
世
人
身
法
制
雑
考
（
法
学
協
会
雑
誌
第
五
六
巻
八
ー
十
号
）
、
牧
英
正
著
、
日
本
法
史
に
お
け
る
人
身
売
買
の
研
究
、
金
田
平
一

郎
、
徳
川
時
代
に
於
け
る
雇
傭
法
の
研
究
（
国
家
学
会
雑
誌
第
四
一
巻
七
・
八
・
九
・
一

0
号
）
、
服
藤
弘
司
、
明
治
前
期
の
雇
傭
法
A
金
沢
大
学

法
文
学
部
論
集
、
法
経
篇
第
八
巻
）
、
菊
池
勇
夫
著
、
日
本
労
働
立
法
の
発
展
、
と
く
に
第
一
章
我
国
に
於
け
る
社
会
立
法
の
発
達
ー
労
働
立
法
を

中
心
と
し
て
ー
、
沼
田
稲
次
郎
、
労
働
法
（
日
本
近
代
法
発
達
史
、
第
五
巻
所
収
）
な
ど
。

「
家
」

の
従
属
的
労
働
者
（
家
従
属
者
）

一
九
九



然
と
し
て
生
活
の
少
か
ら
ざ
る
部
分
を
家
父
長
の
保
護
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
ず
、
し
た
が
っ
て
家
父
長
に
対
す
る
奉
仕
も
続
い
た
の
で
あ

労

働

史

の

(
1
)
 

従
属
者
）
」
と
「
資
本
の
従
属
的
労
働
者

11賃
労
働
者
」

労
働
者
を
労
働
者
だ
け
に
辰
っ
た
視
野
で
見
て
い
た
の
で
は
そ
の
夫
々
の
性
格
は
真
の
意
味
で
は
掴
め
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

夫
々
の
労
働
者
を
包
摂
す
る
も
の
ー
—
前
近
代
に
お
い
て
は
「
家
」
、
近
代
に
お
い
て
は
「
資
本
」
と
の
関
連
の
も
と
に
そ
の
性
格
を
究
明

し
て
ゆ
く
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
個
別
研
究
を
な
す
場
合
に
も
か
か
る
視
点
に
立
つ
必
要
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

と
こ
ろ
で
小
稿
で
は
紙
数
と
筆
者
の
能
力
の
関
係
上
、
右
の
二
つ
の
う
ち
「
家
」
の
従
属
的
労
働
者

11家
従
属
者
に
つ
い
て
の
み
、
そ
の
従

、
、
、
、
、

属
の
意
味
、
あ
り
方
等
を
う
か
が
っ
て
み
た
い
。
「
資
本
」
の
従
属
的
労
働
者

11賃
金
労
働
者
l

朋
芽
的
賃
労
働
か
ら
独
占
段
階
の
賃
労
働
ま

で
ー
—
に
つ
い
て
は
別
に
機
会
を
得
て
考
察
し
た
い
と
お
も
う
。

「
家
」
の
概
念
は
種
々
の
角
度
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
小
論
に
必
要
な
限
り
で
一
応
次
の
よ
う
に
考
え
て
お
こ
う
。
す
な

(
2
)
 

わ
ち
家
父
長
の
伝
統
的
権
威
・
権
力

(11家
支
配

H
a
u
s
h
e
r
r
s
c
h
a
f
t
,
家
横
力

H
a
u
s
g
e
w
a
l
t
)

の
も
と
に
血
緑
・
非
血
緑
の
従
属
者
を

し
た
が
え
た
一
個
の
生
活
単
位
・
経
営
単
位
で
あ
り
、
本
来
的
に
は
「
家
の
神
」
信
仰
ー
履
々
薄
れ
て
い
る
が
ー
—
ー
と
系
譜
の
連
続
、
家
産
の

持
続
を
中
核
と
し
て
、
全
生
活
的
に
結
合
せ
る
も
の
で
あ
る
。
家
父
長
と
そ
の
従
属
者
と
の
関
係
は
所
謂
恭
順

11誡
実
関
係

(
P
i
e
t
a
t
s
,
 
u
n
d
 

T
r
e
u
 ve
r
h
a
l
t
n
i
s
)
で
あ
っ
て
、
各
時
代
の
社
会
の
通
念
と
し
て
も
従
属
者
に
対
す
る
家
父
長
の
支
配
と
保
護
は
当
然
の
も
の
と
し
て
認
め

(
4
)
 

て
い
た
の
で
あ
る
。
右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
は
所
謂
家
父
長
制
(
P
a
t
r
i
a
r
c
h
a
l
i
s
m
u
s
)
で
あ
る
が
、
家
が
外
形
的
に
拡
大
し
て
ゆ
く
と
、
家
構

成
員
の
う
ち
か
ら
、
そ
の
家
族
を
も
ち
住
居
や
家
産
を
分
与
さ
れ
て
分
立
し
て
く
る
も
の
が
あ
る
。
此
の
場
合
、
分
立
せ
る
家
族
|
—

e
x
t
e
n
d

family
の
中
の
核
家
族

nuclear
familyー
ー
は
そ
れ
だ
け
で
自
立
し
得
る
基
盤
を
も
た
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
て
（
前
近
代
社
会
で
は
）
、
依

む
し
ろ

課

題

に
わ
か
ち
、

夫
々
の
問
題
点
を
さ
ら
に
詳
し
く
う
か
が
っ
て
み
た
い
と
お
も
う
。

第
二
十
六
巻
第
五
・
六
号

二
0
0



労

働

史

の

ゆ
き
た
い
。

課

題

る
。
す
な
わ
ち
、
家
父
長
の
家
権
力
は
分
立
せ
る
家
族
に
も
及
び
、
分
立
せ
る
家
族
も

e
x
t
e
n
d
f
a
m
i
l
y
の
中
に
網
み
こ
ま
れ
て
こ
そ
生

活
し
得
る
の
で
あ
る
。
所
謂
家
産
制
（
P
a
t
r
i
m
o
n
i
a
l
i
s
m
u
s
)

は
か
か
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
家
産
制
の
概
念
は
厘
々
政
治
構
成
体
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
家
産
制
国
家

(
P
a
t
r
i
m
o
n
i
a
l
s
t
a
a
t
)

と
か

家
産
官
僚
制

(
P
a
t
r
i
m
o
n
i
a
l
b
i
i
r
o
k
r
a
tie)
な
ど
の
概
念
が
そ
れ
で
あ
る
。
君
主
・
首
長
が
彼
の
家
権
力
の
行
使
と
同
様
な
仕
方
で
政
治

的
被
支
配
者
や
官
僚
を
支
配
し
組
織
す
る
と
き
、
そ
の
性
格
を
示
す
に
は
ま
こ
と
に
適
切
な
概
念
で
あ
っ
た
。

新
王
国
に
お
け
る
フ
ァ
ラ
オ
の
支
配
は
云
わ
ば
家
産
制
国
家
と
も
一
云
う
べ
き
で
、

あ
り
、
全
体
が
―
つ
の
家
計
と
一
本
え
る
。

彼
の
家
支
配
が
国
家
大
に
拡
大
さ
れ
、
多
数
の
役
人
を
擁

し
全
住
民
の
賦
役

(
R
o
b
o
t
)

と
貢
納

(
A
b
g
a
b
e
)

に
よ
っ
て
宮
廷
と
国
家
の
需
要
が
実
物
径
済
的
に
充
足
さ
れ
る
統
一
的
賦
役
国
家
で

(
5
)
 

所
謂
オ
イ
コ
ス
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
小
論
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
「
家
」
の
概
念
を
そ
こ

こ
こ
で
は
経
済
的
活
動
を
な
す
に
あ
た
り
家
父
長
の
も
と
に
一
応
自
立
的
な
経
営
休
を
な
し

ー
前
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
に
政
治
的
支
配
が
及
ぶ
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
ー
ー
、

ま
で
は
拡
大
し
て
考
慮
し
な
い
こ
と
に
す
る
。

第
二
十
六
巻
第
五
・
六
号

二
0

一
個
の
労
働
組
織
を
形
成
し
て
い
る
も
の
を
「
家
」
と
し
て
見
て

ま
た
右
の
フ
ァ
ラ
オ
の
オ
イ
コ
ス
の
よ
う
に
家
支
配
の
範
囲
が
極
度
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
オ
イ
コ
ス
内
部
で
は
御
料

地
・
神
殿
・
倉
庫
・
建
築
の
各
部
門
は
軍
事
的
に
組
織
さ
れ
た
賦
役
労
働
者
の
統
轄
本
部
を
も
っ
て
い
た
し
、
エ
ル
ガ
ス
テ
ー
リ
オ
ン

(
e
r
,
 

g
a
s
t
e
r
i
o
n
)

や
不
自
由
家
内
工
業

(
d
i
e
u
n
f
r
e
i
e
 H
e
i
m
a
r
b
e
i
t
)

や
小
作
人
—
賦
役
制
主
農
場
(
d
e
rKo
l
o
n
e
n
 ,
 
F
r
o
n
h
o
f
)
な
ど

(
6
)
 

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
「
家
」
内
部
の
各
管
理
部
門
1
1
経
営
体
ご
と
に
、
そ
の
労
働
組
織
と
従
属
的
労
働
者
を
う
か
が
う
方
式

を
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
古
代
中
国
に
お
け
る
官
司
の
諸
工
業
〔
官
営
手
工
業
ー
ー
た
と
え
ば
暦
代
に
お
け
る
少
府
監
・
将
作
監
・
軍
器
監
の
管
理
の

(
7
)
 

も
と
の
大
規
模
な
作
業
場
1
1
院
・
作
院
・
作
坊
〕
に
従
属
せ
る
諸
種
の
労
働
者
な
ど
も
同
様
に
取
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

な
お
個
人
と
し
て
の
家
父
長
や
家
族
共
同
体
で
は
な
く
神
殿
・
寺
院
・
修
遼
院
…
…
等
が
多
数
の
従
属
的
労
働
者
を
擁
し
て
い
る
事
例
も

た
と
え
ば
古
代
＝
ジ
プ
ト
の



こ
の
場
合
も
最
高
の
迎
職
者
叉
は
迎
職
者
団
と
こ
れ
ら
従
属
的
労
働
者
と
の
関
係
は
家
の
支
配
ー
従
属
を
も
っ
て
理
解
し
て
よ
い

と
お
も
う
。
迎
職
者
は
主
神
或
は
神
々
の
家
計
管
理
人
的
地
位
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
9
)
 

以
上
述
べ
た
家
（
乃
至
家
に
准
ず
る
も
の
）
の
労
働
組
織
に
あ
み
こ
ま
れ
た
従
属
的
労
働
者
は
所
謂
家
従
属
者

(
H
a
u
s
h
o
r
i
g
e
)
家
構
成
員

(familia)
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
家
父
長
の
血
緑
者
の
ほ
か
非
血
縁
の
者
が
い
た
し
、

っ
た
。
或
ほ
色
〔
東
洋
社
会
で
の
〕
の
上
で
良
・
賤
共
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

者
の
核
家
族
を
含
む
が
、
か
か
る
家
族
が
単
な
る
消
費
単
位
で
あ
る
場
合
か
ら
、

ム

(
p
e
c
u
r
i
u
m
)
と
し
て
も
つ
場
合
、
さ
ら
に
自
ら
の
経
営
を
も
ち
自
立
へ
進
み
つ
つ
あ
る
段
階
ま
で
そ
の
差
違
は
多
様
で
あ
っ
た
。
し

、
、
、
、
、

8
)

た
が
っ
て
核
家
族
が
「
家
」
の
労
働
組
織
へ
か
か
わ
る
か
か
わ
り
方
、
結
集
の
意
味
も
相
当
差
違
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
夫
役
も
、
も
と
も

(
1
1
)
 

と
は
か
か
る
核
家
族
が
従
属
の
象
徴
と
し
て
家
父
長
に
対
し
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
「
家
」
の
日
常
の
労
働
組
織
と
、
特
別
な

時
期
に
結
集
さ
れ
る
労
働
組
織
ほ
規
模
の
上
で
も
意
味
に
お
い
て
も
相
当
違
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
家
」
の
労
働
組
織
に
あ
み

、
、
、

こ
ま
れ
た
者
に
は
血
緑
者
と
非
血
縁
者
が
あ
る
と
一
云
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
（
労
働
史
と
し
て
ほ
）
非
血
緑
の
家
構
成
員
1
1
従
属
的
労
働
者

(

1

2

)

C

1

8

)

 

ー
血
緑
家
族
よ
り
も
一
段
劣
格
の
奴
腺
・
奴
婢
・
農
奴
・
佃
戸
・
下
人
・
奉
公
人
・
徒
弟
・
傭
エ
・
雇
用
労
働
者
や
寄
留
者
—
—
た
と
え
ば

(
1
4
)
 

我
が
奈
良
時
代
の
戸
籍
に
見
え
る
「
寄
口
」
や
近
世
の
「
身
寄
人
」
|
—
等
々
に
研
究
の
主
方
向
を
む
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
血
緑
者

で
も
、
傍
系
親
の
中
に
は
実
際
生
活
上
で
前
記
の
も
の
と
非
常
に
近
い
も
の
も
あ
っ
た
か
ら
此
の
点
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

か
く
し
て
我
々
は
「
家
」
の
従
属
的
労
働
者
の
従
属
の
稲
度
や
意
味
の
差
を
そ
れ
ぞ
れ
明
確
に
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
血
緑
家
族
で

•
も
家
父
長
の
直
接
家
族
と
傍
系
親
は
違
う
し
、
こ
と
に
奴
隷
l

そ
の
歴
史
的
地
位
は
千
差
万
別
ー
—
や
奴
婢
・
下
人
…
…
の
従
属
度
や
意

(15)

（
団
）

味
も
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
た
。
ま
た
夫
役
提
供
者
も
そ
の
従
属
の
意
味
に
よ
っ
て
夫
役
の
種
類
・
量
も
意
味
も
異
な
っ
て
い
た
。
或
は
古
代

多
い
が
、 労

働

史

の

課

題

或
租
度
の
土
地
を
マ
ツ
ボ
リ
・
シ
ン
ガ
イ
や
ペ
キ
ュ
リ
ウ

ま
た
前
述
の
よ
う
に
「
家
」
の
中
に
は
多
く
の
従
属

二
0
ニ

身
分
的
に
は
自
由
・
半
自
由
・
非
自
由
の
差
も
あ

第
二
十
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六
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労

働

史

の

課

題

〔
補
論
|
ー
国
家
・
共
同
体
へ
の
従
属
〕

歴
史
上
に
は
国
家
や
村
落
共
同
体
・
都
市
共
同
体
に
従
属
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
此
の
場
合
国
家
や
共
同
体
の
公
権
力
に
よ
っ
て
政
治
的
に
支
配
さ
れ
る

基
本
的
民
衆
〔
自
由
民
・
公
民
な
ど
…
〕
で
な
く
、
そ
れ
よ
り
一
段
劣
格
の
者
と
し
て
労
働
を
提
供
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
自
由
人
、
公
民
で
あ
っ
て
も

(18) 

国
家
や
共
同
体
に
雇
用
さ
れ
る
者
も
い
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
国
家
に
従
属
せ
る
も
の
と
し
て
は
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
や
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
に
お
け
る
国
有
奴
隷
が
あ
り
、
さ
き
に
挙
げ
た
エ
ジ
プ
ト
新
王
国

の
賦
役
労
働
者
も
想
起
さ
れ
る
。
中
国
唐
代
の
官
奴
婢
・
官
戸
・
雑
戸
・
エ
楽
・
太
常
音
声
人
、
或
は
我
が
律
令
制
時
代
の
公
奴
婢
・
官
戸
・
陸
戸
も
「
官
」

に
属
し
、
国
家
へ
従
属
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
共
同
体
に
従
属
す
る
者
と
し
て
は
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
「
民
衆
乃
至
共
同
体
の
た
め
に
働
く
者
」

1
1
デ
ー

(19)

（

20)

（

21) 

ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス

(
d
e
m
i
日
g
o
s
)

や
イ
ン
ド
村
落
の
手
工
業
者
、
日
本
対
馬
に
お
け
る
村
名
子
な
ど
を
挙
げ
得
る
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
場
合
の
従
属
の
意
味
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
か
。
筆
者
に
と
っ
て
今
後
の
―
つ
の
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
く
と
も
国
家
へ
従
属
す
る
者
の
中

に
は
基
本
的
に
は
「
家
へ
の
従
属
」
を
も
っ
て
理
解
出
来
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
「
家
へ
の
従
属
」
の
一
亜
型
と
見
得
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
と
い
う
の
は
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
に
お
け
る
国
有
奴
隷
の
場
合
、
戦
争
の
捕
虜
が
王
の
財
産
と
さ
れ
王
有
奴
隷
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
ら
が
各
都
市
に
小

グ
ル
ー
プ
を
な
し
て
分
与
さ
れ
共
同
体
の
所
有
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
某
都
市
の

n
i
s
b
t
i

と
呼
ば
れ
た
が
、
そ
の
字
義
は
「
家
の
人
」
で
あ
っ
た
と
云

(22) 

わ
れ
る
。
わ
が
国
の
公
奴
婢
・
官
戸
・
陵
戸
も
も
と
も
と
は
天
皇
氏
の
夜
都
古
が
律
令
国
家
体
制
の
整
備
と
共
に
「
官
」
に
属
し
、
中
央
政
府
の
官
奴
司
・

(23) 

諸
陵
司
に
従
属
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
起
源
の
問
題
は
別
と
し
て
も
、
ロ
ー
マ
帝
国
で
は
皇
帝
の
卓
越
せ
る
地
位
の
ゆ
え
に
国
有
奴
隷
を
帝
室
奴

(24) 

隷
化
す
る
傾
向
が
あ
り
、
s
e
r
v
i
p
u
b
l
i
c
i
 
p
o
p
u
l
i
 R
o
m
a
n
i

と

s
e
r
v
i
C
a
e
s
a
r
i
s

と
の
重
要
な
差
違
は
定
め
難
い
と
云
わ
れ
て
い
る
。
近
代
以
前
の
国

家
は
も
と
も
と
家
産
制
国
家
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
国
家
全
体
が
可
主
の
広
い
意
味
で
の
「
家
支
配
」
を
受
け
て
い
る
と
云
っ
て
よ
く
、
と
く
に
一
般
民
衆

よ
り
一
段
劣
格
の
者
と
し
て
政
府
の
諸
管
理
部
門
な
り
経
営
体
に
従
属
す
る
者
は
「
家
へ
の
従
属
」
を
も
っ
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
各
管
理
者
も

同
時
代
の
「
家
へ
の
従
属
的
労
働
者
」
に
准
拠
し
て
管
理
・
支
配
し
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
。

次
に
共
同
体
に
従
属
す
る
者
は
ど
う
処
理
す
べ
き
か
、
な
お
考
え
た
い
と
お
も
う
。
共
同
体
の
性
格
も
問
題
だ
し
、
ま
た
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
や
イ
ン
ド

論
従
属
度
は
違
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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(17) 

や
中
泄
に
お
い
て
も
自
由
人
労
働
者
1
1
雇
用
労
働
者
は
広
汎
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
奴
隷
・
夫
役
提
供
者
：
…
・
等
と
も
勿

二
Oil]



e
、
労
働
場
所
と
居
住
形
態
…
…
ど
こ
で
日
常
労
働
し
て
い
る
か
。

場
所
と
関
連
し
て
従
属
者
の
居
住
形
態
も
問
題
と
な
る
（
一
方
の
輻
は
奴
隷
カ
ゼ
ル
ネ
で
あ
り
、
他
の
柩
は
自
己
の
屋
敷
を
保
有
し
、

の
も
の
か
を
見
る
こ
と
も
霊
要
で
あ
る
。

夫
役
の
場
合
、
夫
役
を
提
供
す
る
時
に
は
何
処
で
な
さ
れ
る
か
。
労
働家

関
係
〔
自
由
人
・
良
人
の
雇
用
〕
が
形
成
さ
れ
る
。

d
、
従
属
者
と
生
藤
手
段
と
の
関
係
•
•
•
…
一
方
の
枢
は
彼
自
身
が

i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
u
m
vocale
と
し
て
一
個
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
存
在
で

、、

あ
り
、
他
の
極
は
生
匿
手
段
を
保
有
し
、
家
族
の
再
生
産
の
基
盤
を
一
応
も
つ
場
合
（
此
の
場
合
も
主
家
に
対
し
夫
役
を
提
供
し
て
い
る
）
で
あ

る
。
此
の
間
に
無
限
の
事
実
が
存
在
す
る
。
そ
れ
を
劃
定
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。

化
・
質
物
奉
公
〕

犯
罪
者
の
没
官
賜
与
、

の
村
落
手
工
業
喜
場
合
、
一
応
自
立
的
労
働
者
と
考
え
、
た
ゞ
社
会
的
知
気
が
一
段
劣
格
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
対
馬
の
村
名
子
の
実
態
な

ど
探
り
た
い
と
お
も
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
家
従
属
者
の
従
属
の
意
味
や
桓
度
、

は
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち

a
、
法
的
規
制
：
：
・
・
国
家
乃
至
公
権
力
お
よ
び
村
落
〔
都
市
〕
共
同
体
が
家
従
属
者
の
法
的
身
分
を
い
か
に
規
制
し
た
か
。

お
い
て
は
如
何
〔
家
法
＼
一
。

b
、
補
充
・
供
給
…
…
と
く
に
家
内
部
に
お
い
て
補
充
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
家
外
部
か
ら
供
給
さ
れ
る
の
か
。
供
給
地
域
の
問
題
。
供

給
す
る
社
会
層
の
問
題
な
ど
。

C
、
労
働
関
係
の
成
因
…
…
従
属
者
の
出
生
子
↓
永
代
的
従
属
、
他
家
所
有
奴
隷
の
賃
貸
借
、
曳
進
•
投
嘉
、
人
身
売
買
、
人
質
〔
債
務
奴
隷

人
拘
引
等
々
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
相
互
に
関
連
し
、
変
質
•
発
展
し
て
雇
用

労

働

史

の

課

題

人
身
略
奪
、

生
産
力
に
及
ぼ
す
影
響
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
少
く
と
も
次
の
諸
点

夫
役
に
あ
た
り
労
働
用
具
が
自
己
の
も
の
か
、
主
家

第
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二
0
四

ま
た
家
内
部
に



労

働

史

の

課

題
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以
上
思
い
つ
く
ま
ま
に
列
挙
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、

の
活
動
に
つ
い
て
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
0
五

族
を
形
成
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
）
。
ま
た
居
住
移
転
の
自
由
（
逆
に
一
云
え
ば
土
地
緊
縛
ー
ー
‘
g
l
e
b
a
e
a
d
s
c
r
i
p
t
u
s
,
 
随
田
佃
客
の
ご
と

き
）
の
存
否
〔
解
放
後
も
合
め
て
〕
や
従
属
者
の
み
の
部
落
の
形
成
な
ど
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

f
、
労
働
の
内
容
…
…
種
々
の
生
産
的
労
働
の
ほ
か
に
技
芸
娯
楽
や
家
庭
教
師
・
兵
士
等
と
し
て
従
事
す
る
場
合
も
あ
る
。

ま
た
技
術
の
習

得
（
徒
弟
奉
公
の
如
く
）
或
は
生
活
全
般
の
見
習
（
躾
奉
公
の
如
く
）
の
場
合
も
あ
る
。
或
は
ヴ
ィ
リ
ッ
ク
ス
（
監
督
奴
隷
ー
v
i
l
l
i
c
u
s
)
・
監

奴
・
管
庄
奴
（
幹
事
奴
僕
）
・
下
人
小
頭
の
ご
と
く
従
属
者
逹
の
監
視
・
監
督
に
あ
た
る
者
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

g
、
労
働
期
間
…
…
一
生
乃
至
永
代
・
譜
代
的
な
も
の
か
ら
年
季
を
限
ら
れ
た
も
の
、
定
量
化
せ
る
夫
役
収
取
、
季
節
的
労
働
乃
至
日
雇
等

多
様
で
あ
る
。
か
な
ら
ず
し
も
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
も
多
い
〔
た
と
え
ば
無
年
季
・
金
子
有
合
取
戻
文
言
付
の
質
物
奉
公
な
ど
L
J
o

h
、
分
業
の
問
題
…
…
多
く
の
場
合
単
純
協
業
で
あ
る
が
、
大
規
模
な
作
業
場
（
た
と
え
ば
古
代
の
鉱
山
・
中
国
官
営
の
手
工
業
作
業
場
等
）
で

は
自
然
発
生
的
な
分
業
が
あ
り
、
さ
ら
に
強
権
に
よ
り
驚
く
べ
き
ほ
ど
精
細
に
編
制
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
分
業
の
あ
り
方
、
広

＜
労
働
の
質
（
専
業
化
・
熟
練
労
働
な
ど
）
を
近
代
の
分
業
と
対
比
し
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

i
、
給
付
…
…
単
な
る
最
低
限
の
生
存
を
許
さ
れ
る
租
度
の
扶
養
か
ら
土
地
（
或
は
犀
敷
）
・
現
物
・
貨
幣
の
給
付
、
各
種
の
権
利
の
付
与
に

至
る
ま
で
実
に
多
様
。
扶
養
賃
金
・
請
負
賃
金
の
問
題
、
債
務
（
給
与
の
前
貸
も
含
め
て
）
と
の
関
連
な
ど
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

.
J

、
市
場
と
の
関
係
…
…
彼
等
を
家
計
的
に
使
役
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
営
利
的
に
|
ー
こ
と
に
市
場
め
あ
て
の
生
産
|
—
使
役
し
て
い
る

の
か
〔
た
と
え
ば
、

A
p
o
p
h
o
r
a
,
 system. 
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
ア
・
グ
ー
ツ
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
・
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
〕
。
ま
た
僻
窯
空
有
自
身
も
何
ら
か
の

形
で
商
工
業
に
タ
ッ
チ
し
て
解
放
金
を
獲
得
す
る
〔
た
と
え
ば
伊
奈
の
被
官
百
姓
と
駄
賃
つ
け
ー
↓
身
請
金
の
獲
得
〕
。
解
放
奴
隷

(
l
i
b
e
r
t
u
s
)

こ
れ
ら
の
諸
視
角
か
ら
各
家
従
属
者
の
位
置
を
求
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
追
関
を
考
え
多



み
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

を
対
比
し
得
る
し
、
し
か
も
多
様
な
事
実
の
中
に
も
或
る
原
理
が
貫
い
て
い
る
こ
と
を
認
め
得
る
で
あ
ろ
う
。

右
の
諸
視
角
に
つ
い
て
は
別
稿
に
歴
史
上
の
諸
事
例
を
も
っ
て
肉
付
け
し
つ
つ
論
じ
て
み
た
い
と
お
も
っ
て
い
る
。

註

(
1
)
M
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
用
い
て
い
る

H
a
u
s
u
n
t
e
r
w
o
r
f
e
n
(
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
 u. 
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
 `
 
4
.
 
Aufl., 
S. 
5
8
9
)
,
 H
a
u
s
h
o
r
i
g
e
(
a
.
 a. 
0., 
S. 

5
9
1
)

に
あ
た
る
。
家
に
包
摂
さ
れ
る
血
縁
・
非
血
縁
一
切
の
人
間
で
あ
る
。

(

2

)

家
父
長
（
並
に
家
母
）
の
権
威
・
権
力
に
つ
い
て
は
種
々
の
段
階
が
あ
る
。
大
塚
久
雄
著
、
共
同
体
の
理
論
四
九
・
七
一
・
九
0
ー
九
一
頁
参
照
。

(
3
)所
謂
ヘ
レ
デ
ィ
ウ
ム

(
h
e
r
e
d
i
u
m
)

に
つ
い
て
は
大
塚
、
前
掲
書
、
一1―
I
•
1
1一
五
•
五
三
頁
以
下
・
七
一
頁
等
参
照
。

(
4
)

た
と
え
ば
逃
亡
せ
る
奴
隷
や
下
人
は
本
主
に
返
戻
さ
れ
、
本
主
に
障
あ
る
者
は
抱
え
置
か
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
。

(

5

)

 

W
e
b
e
r
,
 
M., G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
 A
u
f
s
i
i
t
z
e
 
z
u
r
 S
o
z
i
a
l
 ,
 
u
n
d
 W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
,
 S
S
.
 7
2
,
 
7
4
 |
 5.
 
渡
辺
金
一
・
弓
削
達
訳
、
古
代
社

会
経
済
史
一
三
ニ
・
一
三
七
・
一
三
九
頁
等
。

(
6
)
 W
e
b
e
r
,
 a. 
a. 
0., 
S. 
7
4
.
 
(
訳
書
一
三
七
頁
）
。

(
7
)鞠
清
遠
著
、
六
花
謙
哉
•
岡
本
午
一
訳
、
唐
代
経
済
史
一
三
三
頁
以
下
参
照
。

(

8

)

 

W
e
b
e
r
 ̀

 
a. 
a. 
0., 
S. 
73. 
(
訳
書
―
―
二
六
頁
）
参
照
。

(
9
)
家
構
成
員
に
対
す
る
家
父
長
の
権
力
は
多
く
の
場
合
無
制
限
で
は
な
く
、
少
く
と
も
非
常
に
重
要
な
行
為
を
な
す
に
は
家
構
成
員
こ
と
に
成
人
し
た

男
子
の
同
意
を
要
し
た
（
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
、
川
島
・
三
藤
訳
、
権
利
能
力
論
一
四
頁
）
。
し
か
し
ロ
ー
マ
の
家
父
長
は
全
く
無
制
限
な
完
全
な
権
力

を
も
ち
、
家
子
と
奴
隷
と
は
僅
か
な
点
に
お
い
て
し
か
異
ら
な
か
っ
た
。
た
ゞ
家
長
が
死
亡
し
た
時
に
家
子
は
財
産
能
力
者
と
な
り
家
長
と
な
る
チ

ャ
ン
ス
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
同
上
書
三
四
頁
）
。
「
父
は
子
の
天
」
・
「
夫
は
妻
の
天
」
と
云
わ
れ
る
中
国
の
農
村
家
族
に
お
い
て
家
父
長
権
威

の
も
と
血
縁
家
族
と
奴
隷
が
同
質
的
な
も
の
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
仁
井
田
隅
著
、
中
国
の
農
村
家
族
、
第
四
章
中
国
の
家
父
長
的
権
威
と
家
内
奴

隷
的
家
族
、
お
よ
び
同
著
、
中
国
法
制
史
第
十
三
章
第
二
節
参
照
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
商
家
に
お
い
て
も
、

filii
f
a
m
i
l
i
a
s
 
(
家
の
息
子
）
と

面
的
に
そ
の
特
質
を
浮
彫
り
に
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

労

働

史

の

課

題

こ
こ
で
は
単
に
骨
組

こ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
上
お
●
ろ
し
く
多
様
な
家
従
属
者
の
相
似
点
と
相
違
点

第
二
十
六
巻
第
五
・
六
号

二
0
六



労

働

史

の

課

題

第
二
十
六
巻
第
五
・
六
号

二
0
七

f
a
c
t
o
r
e
s
 
(
製
造
人
）
お
よ
び
d
i
s
c
i
p
u
l
i
(
徒
弟
）
は
同
等
の
取
扱
い
で
あ
っ
た
と
い
う

(
W
e
b
e
r
,

G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
 
A
u
f
s
a
t
z
e
 
z
u
r
 
s
o
 z
i
a
l
 

u
n
d
 w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
,
 S
.
 
5
5
.
 
渡
辺
・
弓
削
訳
九
六
頁
）
。
一
般
に
程
度
の
差
は
あ
れ
血
縁
家
族
と
非
血
縁
家
族
と
の
間
に
は
決
定
的
差

違
は
乏
し
く
同
質
的
で
あ
っ
た
（
し
た
が
っ
て
近
代
以
前
の
労
働
史
の
研
究
は
家
族
史
の
研
究
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
）
。
奴
隷
制
そ
の
他
の
従

属
関
係
が
制
度
と
し
て
確
立
し
、
血
縁
関
係
の
意
義
が
増
大
し
て
く
る
と
自
由
人
た
る
家
子

(
l
i
b
e
r
i
)

と
奴
隷
と
が
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う

(
W
e
b
e
r
,
 M
.
,
 W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
 u. 
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
,
 
S
.
 
5
8
9
.
 

世
良
訳
、
支
配
の
社
会
学
I
―
四
五
頁
）
参
照
。

(10)
た
と
え
ば
わ
が
国
古
代
に
お
け
る
郷
戸
と
房
戸
、
近
世
に
お
け
る
同
族
（
本
家
分
家
関
係
）
｀
親
方
子
方
関
係
等
に
お
け
る
労
働
組
織
を
考
え
よ
。

(11)
節
料
・
納
物
・
f
o
o
d
r
e
n
t
 
(
g
i
f
t
 
t
o
 
t
h
e
 
l
o
r
d
s
 
l
a
r
d
e
r
)
 (
N
e
i
l
s
o
n
)

は
単
な
る
生
産
物
地
代
で
な
く
、
む
し
ろ
夫
役
と
同
性
格
の
も
の
で
あ

ろ
う
。

(12)
劣
格
と
は
あ
く
ま
で
身
分
上
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
実
際
の
生
活
が
必
ず
し
も
劣
悪
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
奴
隷
が
主
家
の
家
庭
教
師
・
医
師
で

あ
っ
た
り
（
ロ
ー
マ
）
、
解
放
さ
れ
て
主
家
の
養
子
に
な
っ
た
り
し
た
（
バ
ビ
ロ
ニ
ア
）
〔
世
界
文
化
史
大
系
オ
リ
エ
ン
ト

I
六
O・
六
一
頁
〕
。
イ

ス
ラ
ー
ム
世
界
で
も
ハ
レ
ム
の
管
理
人
・
子
供
の
養
育
係
・
秘
書
・
侍
従
、
下
僕
と
し
て
重
宝
が
ら
れ
普
通
の
奴
隷
よ
り
少
く
と
も
四
倍
の
値
段
で

売
買
さ
れ
る
ハ
シ
ー
（
宦
官
）
が
い
た
（
同
上
、
オ
リ
エ
ン
ト
lI
九
五
頁
）
。
ち
な
み
に
幼
少
の
時
購
入
さ
れ
訓
練
を
受
け
高
い
教
養
を
有
し
、
や

が
て
解
放
さ
れ
て
将
軍
・
文
人
・
学
者
と
な
り
、
女
奴
隷
が
カ
リ
フ
の
寵
妃
、
も
し
く
は
母
后
と
な
っ
た
例
も
ま
れ
で
は
な
い
（
世
界
歴
史
辞
典
14

・
八
二
頁
）
。
奴
隷
王
朝
の
成
立
も
か
か
る
背
景
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
家
の
地
位
に
よ
り
従
属
者
の
地
位
も
上
昇
す
る
こ
と
は
ミ
ニ
ス

テ
リ
ア
ー
レ
ン
や
わ
が
国
の
家
人
が
良
い
例
で
あ
ろ
う
。

(13)

農
奴
は
一
応
再
生
産
し
得
る
基
盤
を
も
ち
、
自
立
的
経
営
を
い
と
な
ん
で
い
る
か
ら
、
前
述
の
自
立
的
生
産
者
の
中
に
入
れ
ら
れ
る
面
も
た
し
か
に

あ
る
。
し
か
し
起
源
的
に
は
フ
ー
フ
ェ
保
有
農
に
し
て
領
主
の
家
権
力
に
服
し
広
義
の

H
o
f
g
e
s
i
n
d
e
(
f
a
m
i
l
i
a
)

に
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り

(
K
o
t
z
c
h
k
e
,
 
R., 
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 
d
e
s
 M
i
t
t
e
l
a
l
t
e
r
s
,
 
S
.
 2
2
9
)

家
の
従
属
的
労
働
者
た
る
面
を
見
逃
す
こ
と
は
出

来
な
い
（
そ
の
最
も
端
的
な
あ
ら
わ
れ
が
夫
役
労
働
で
あ
る
）
。
な
お
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
著
、
河
野
・
飯
沼
訳
、
フ
ラ
ン
ス
農
村
史
の
基
本
性
格

―
二
八
ー
九
頁
も
参
照
。

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

(14)
こ
れ
を
踏
的
に
示
す
の
は
レ
ビ
記
二
五
章
六
・
七
節
の
「
男
女
の
奴
隷
と
厖
人
と
あ
な
た
の
所
に
宿
っ
て
い
る
他
国
人
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ろ
う
。



労

働

史

の

五

あ

と

が

き

(15)
た
と
え
ば
同
じ
家
の
下
人
で
も
譜
代
下
人
と
身
売
の
下
人
と
は
そ
の
性
格
が
違
う
し
、
購
買
奴
隷
に
比
べ
て
奴
隷
の
子
供
が
い
っ
そ
う
忠
実
で
あ
る

(
W
e
b
e
r
,
 M
.
,
 
G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
 A
u
f
s
a
t
z
_
e
,
 
S. 
9
2
,
 
渡
辺
・
弓
削
訳
一
九
六
頁
）
。

(16)
た
と
え
ば
世
良
晃
志
郎
、
聖
エ
メ
ラ
ム
修
道
院
の
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
⇔
（
社
会
経
済
史
学
第
二
三
巻
一
号
）
二
四
頁
以
下
に
見
え
る
各
身
分

と
夫
役
の
関
係
を
見
よ
。
中
村
吉
治
著
、
村
落
構
造
の
史
的
分
析
第
二
章
第
一
節
も
参
照
せ
よ
。

な
お
解
放
奴
隷
が
旧
主
人
に
対
し
或
る
程
度
の
奉
仕
と
服
従
の
義
務
を
負
う
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(17) 
M
e
n
d
e
l
s
o
h
n
、
I.,

S
l
a
v
e
r
y
 i
n
 
t
h
e
 A
n
c
i
e
n
t
 N
e
a
r
 E
a
s
t
,
 
p. 
1
1
2
,
 
W
e
b
e
r
,
 M
.
,
 
G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
 A
u
f
s
a
t
z
e
,
 
S. 
5
6
,
 
1
4
0
,
 
1
8
1
,
 
1
8
7
 `
 

2
4
4
 
(
訳
害
九
八
・
ニ
五
三
ー
四
・
三
二
四
・
三
三
五
・
四
四
一
頁
）
。

W
e
s
t
e
r
m
a
n
n
,
W
.
,
 T
h
e
 S
l
a
v
e
 
S
y
s
t
e
m
s
 o
f
 
G
r
e
e
k
 a
n
d
 R
o
m
a
n
 

A
n
t
i
q
u
i
t
y
,
 p. 
4
8
,
 
p
p
.
 6
8
 |
 9.
 
井
上
芳
郎
著
、
シ
ュ
メ
ル
・
バ
ビ
ロ
ン
社
会
史
四
五
ニ
ー
五

0
六
、
六
三
一
ー
六
五
頁
、
山
本
茂
、
シ
ュ
メ
ー

ル
都
市
国
家
の
労
働
組
織
に
つ
い
て
（
西
洋
史
学
四
八
号
）
、
井
上
智
勇
著
、
ロ
ー
マ
経
済
史
研
究
三0
•
三
一
頁
。
我
が
国
奈
良
時
代
に
つ
い
て

は
滝
川
政
次
郎
著
、
日
本
奴
隷
経
済
史
、
第
七
編
第
二
章
と
く
に
第
一
節
扉
傭
制
度
参
照
。

封
建
社
会
の
雇
用
労
働
者
に
つ
い
て
は
別
稿
で
と
り
あ
げ
る
つ
も
り
。

(18)

オ
リ
エ
ン
ト
に
つ
い
て
は

M
e
n
d
e
l
s
o
h
n
,
I. 
｀
 
op. 
cit., 
pp. 9
2
 |
 99
,
 
ギ
リ
シ
ア
に
つ
い
て
は

W
e
s
t
e
r
m
a
n
n
,
W
.
,
 op.cit•• 

p
p
.
 9
,
 
1
0
.
 

ロ

ー
マ
に
つ
い
て
は

W
e
s
t
e
r
m
a
n
n
,ibid•• 

p
p
.
 7
0
 `
 
7
1
.
 

(
1
9
)

村
川
堅
太
郎
、
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
（
史
学
雑
誌
第
六
四
編
―
一
号
）
。

(20) 
W
e
b
e
r
,
 M
.
,
 
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
,
 S
S
.
 
llO |
 1
 

(
黒
正
•
青
山
訳
二
四
二
頁
）
。

(21)
宮
本
又
次
、
対
馬
藩
村
落
の
身
分
構
成
と
土
地
制
度
（
同
編
著
、
農
村
構
造
の
史
的
分
析
）
二
六
一
ー
ニ
頁
。

(22) 
M
e
n
d
e
l
s
o
h
n
,
 I., op.cit•• 

p
p
.
 9
2
,
 
9
4
.
 

(23)
滝
川
政
次
郎
、
中
古
賤
民
の
等
級
に
つ
い
て
（
史
学
雑
誌
三
五
編
五
号
）
。

(24) 
W
e
s
t
e
r
m
a
n
n
,
 W
.
,
 op.cit•• 

p. 
1
1
0
.
 

課

題

第
二
十
六
巻
第
五
・
六
号

二
0
八
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労

働

史

の

課

題

第
二
十
六
巻
第
五
・
六
号

二
0
九

こ
れ
と
の
関
連
の
も
と
に
古
代
よ
り
近
代
に
い
た
る
従
属
的
労
働
関
係
の
歴
史
的
研
究

を
提
唱
し
、
従
属
的
労
働
関
係
を
「
家
へ
の
従
属
」
と
「
資
本
へ
の
従
属
」
に
大
別
し
て
み
た
。
小
稿
で
は
紙
数
の
関
係
上
、
前
者
に
つ
い

て
の
み
そ
の
従
属
の
あ
り
方
、
そ
の
研
究
の
視
角
を
う
か
が
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
家
従
属
者
に
つ
い
て
ほ
今
後
歴
史
の
諸
事
実
を
基
礎
と

し
、
諸
事
例
を
挙
げ
つ
つ
考
察
を
深
め
て
ゆ
き
た
い
と
お
う
。
ま
た
小
稲
で
は
後
者
「
資
本
へ
の
従
属
」
に
つ
い
て
は
何
ら
ふ
れ
る
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
。
労
働
力
が
資
本
に
包
擬
さ
れ
、
従
属
し
て
ゆ
く
過
租
、
そ
の
従
属
の
諸
段
階
、
従
属
の
意
味
に
つ
い
て
今
後
考
察
し
て
ゆ

く
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
と
に
近
代
的
従
属
労
働
1
1
賃
労
働
の
考
察
に
あ
た
っ
て
は
小
資
本
〔
小
営
業
段
階
〕
の
も
と
の
雇
用
労
働
者
、
資
本
制

家
内
労
働
に
お
け
る
家
内
労
働
者
（
所
謂
「
事
実
上
の
賃
労
働
者
」
）
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
に
お
け
る
賃
労
働
者
等
を
問
題
と
し
つ
つ
機
械
制

工
場
・
鉱
山
に
お
け
る
労
働
者
、
独
占
段
階
に
お
け
る
労
働
者
に
お
よ
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
と
く
に
小
資
本
・
資

本
制
家
内
労
働
・
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
労
働
者
に
お
い
て
は
、
「
資
本
へ
の
従
属
」
の
性
格
と
と
も
に
「
家
へ
の
従
属
」
の
性
格
ー
|
資

本
↑
↓
賃
労
働
の
支
配
・
従
属
の
た
め
に
家
権
力
が
温
存
さ
れ
•
利
用
さ
れ
る
わ
け
で
、
本
来
の
家
支
配
ー
従
属
か
ら
は
き
わ
め
て
歪
ん
だ
形
の
も
の
に
な
っ
て

雇
用
労
働
の
諸
関
係
に
わ

筆
者
と
し
て
は
今
後
と
く
に
封
建
制
社
会
に
お
け
る
従
属
的
労
働
関
係
を
奴
隙
・
奴
婢
的
労
働
、
夫
役
労
働
、

か
ち
つ
つ
考
察
し
た
い
。
そ
の
う
ち
奴
隷
・
奴
婢
は
古
代
社
会
の
残
存
物
で
あ
る
と
同
時
に
封
建
制
社
会
固
有
の
型
を
示
す
も
の
も
あ
り
、

夫
役
労
働
は
種
々
意
味
を
異
に
す
る
も
の
が
多
様
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
夫
々
の
意
味
を
劃
定
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
雇
用

労
働
は
封
建
制
社
会
固
有
の
も
の
と
、
近
代
賃
労
働
の
前
提
を
な
し
賃
労
働
へ
発
展
・
転
化
し
て
ゆ
く
べ
き
も
の
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ

し
た
が
っ
て
そ
の
段
階
に
お
い
て
と
く
に
「
家
へ
の
従
属
」
と
「
資
本
へ
の
従
属
」
の
か
ら
み
あ
い
・
複
合
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら

い
る
—
—
を
濃
厚
に
か
ら
み
つ
か
せ
て
い
る
。し
た
が
っ
て
両
者
の
絡
み
あ
い
の
意
味
、
混
融
の
あ
り
方
を
当
然
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

以
上
、
従
来
の
労
働
史
の
諸
傾
向
を
う
か
が
い
、



深
め
た
い
と
念
願
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
比
較
史
的
考
察
を
通
し
て
、
わ
が
国
近
泄
に
お
け
る
名
子
・
下
人
・
奉
公
人
・
日
雇
等
の
理
解
を
さ
ら
に
一
歩

〔
後
記
〕

従
属
労
働
と
か
従
属
的
労
働
関
係
は
本
来
労
働
法
の
基
礎
概
念
で
あ
ろ
う
が
、
小
稿
で
は
も
と
も
と
そ
ん
な
に
厳
密
な
意
味
に
用
い
る
つ
も
り
は
な
く
、

労
働
の
歴
史
を
理
解
す
る
手
段
と
し
て
前
近
代
社
会
に
ま
で
拡
充
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
批
判
の
場
合
も
単
に
抽
象
的
に
批
判
さ
れ
る

よ
り
は
、
歴
史
的
事
例
を
挙
げ
つ
つ
批
判
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
で
あ
る
。

労

働

史

の
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第
二
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