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日

政
府
は
園
家
棉
動
員
法
第
六
傑
を
基
礎
に
、
泣
く
特
定
の
産
業
部
門
と
特
定
種
類
の
従
業
勢
働
者
と
を
限
定
し
、
そ
れ
に
闘
寸
zv

賃
銀
率
を
或
る
種
の
方
法
、
手
段
に
よ
っ
で
直
接
に
統
制
す
る
計
劃
に
あ
る
と
停
へ
ら
れ
る
。

東
亜
新
秩
序
の
建
設
と
い
ふ
具
程
的
目
的
の
遂
行
を
目
指
し
て
国
家
内
部
の
締
力
を
綜
括
的
に
一
湘
養
し
動
員
す
べ
き
必
要
に
迫
ら

れ
て
ゐ
る
我
園
現
下
の
非
常
態
勢
下
に
於
て
、
現
賓
の
必
然
的
要
求
は
、
我
が
政
府
を
し
て
既
に
今
迄
に
、
国
民
粧
品
開
閣
制
の
稜
k

重
要
友
諸
方
面
に
封
し
て
の
直
接
続
制
を
避
け
難
党
か
ち
し
め
て
来
た
。

圏
内
金
融
、

潟
替
、

貿
易
、

物
償
等
の
比
佼
的
上
屠
部

的
、
表
面
的
経
済
現
象
に
闘
す
る
も
の
か
ら
始
め
て
、
生
産
的
物
資
の
使
用
及
び
企
業
の
利
盆
配
首
翠
等
に
針
す
る
制
限
と
い
ふ
が

如
き
、
比
較
的
深
部
の
根
原
的
経
済
現
象
に
針
し
て
ま
で
も
、
少
く
と
も
或
る
程
度
に
は
既
に
政
府
の
直
接
的
統
制
の
手
が
作
い
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。

時
局
下
の
賃
銀
統
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四
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屯



時
局
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第
四
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八
巻

六
六
回

第
四
就

七

し
か
し
、
今
日
ま
で
大
憶
に
於
て
は
そ
れ
自
障
の
固
有
的
原
理
に
よ
っ
て
自
働
的
に
調
節
さ
れ
運
柑
押
し
て
来
た
と
と
の
、
精
級
複

雑
た
有
機
的
構
造
関
聯
を
持
つ
我
が
閣
民
粧
済
に
封
し
で
、

一
定
の
統
一
的
方
向
を
目
指
す
と
と
ろ
の
強
権
的
廃
習
が
共
の
構
趨
脈

絡
の
芳
千
部
局
に
向
う
て
一
日
一
有
力
な
る
統
制
的
影
響
E
直
接
、
に
外
部
か
ら
差
加
へ
始
め
た
今
日
、
北
パ
の
統
制
目
的
の
貫
徹
在
期
す

る
限
り
、

こ
れ
が
統
制
封
象
の
範
閣
は
長
平
伏
し
て
仙
沼
意
的
に
PJ
限
さ
れ
置
か
れ
得
べ
き
も
の
で
は
お
い
コ

図
民
経
済
憾
制
を
構
成
す
る
契
機
的
諸
現
象
は
綿
て
に
わ
た
り
、
複
雑
な
る
相
互
的
問
問
引
の
制
聯
左
以
て
内
部
的
に
結
び
つ
い
て

ゐ
る
。
如
何
反
る
種
類
の
契
機
的
経
済
現
象
と
難
も
、

一
つ
と
し
て
封
鎖
的
自
律
の
原
則
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
は
存
し

た
い
。
そ
こ
で
、
筒
k

の
契
機
的
経
済
現
象
の
花
り
方
に
つ
い
で
一
定
の
具
般
的
要
求
を
立
て
と
」
れ
が
貸
現
の
震
に
そ
れ
に
劃
し

直
接
に
或
る
強
制
的
庭
置
を
加
へ
で
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
共
の
妓
力
は
僅
に
一
面
的
若
く
は
一
時
的
の
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

徹
底
的
、
永
績
的
友
る
数
果
を
問
題
と
す
る
か
ぎ
り
、
首
該
契
機
に
謝
し
て
自
働
的
原
因
と
し
て
作
用
す
る
凡
て
の
諸
契
機
的
現
象

ま
で
も
が
共
の
際
亦
同
じ
く
相
連
れ
て
統
制
針
象
の
範
圏
内
に
と
り
入
れ
ら
れ
す
ば
止
ま
な
い
。
問
題
を
更
に
戦
時
樺
制
下
の
園
民

経
済
全
健
の
上
の
調
和
あ
る
建
全
性
遁
求
圭
い
ふ
と
と
ろ
ま
で
横
張
す
る
友
ら
ぽ
、
統
制
の
範
圏
は
更
に
庚
〈
た
る
。
即
ち
或
る
統

制
封
象
に
図
る
結
果
と
し
て
形
成
さ
れ
る
契
機
的
現
象
の
上
に
ま
で
も
、
何
等
か
の
程
度
で
直
接
に
統
制
の
手
を
鰯
れ
ざ
る
を
得
た

〈
友
る
欝
で
あ
る
。

右
は
現
時
の
我
が
園
民
経
済
に
到
す
る
統
制
謝
象
の
範
国
旗
大
の
必
然
を
、
国
民
経
済
槌
制
内
諸
契
機
の
有
機
的
内
面
的
関
聯
と

い
ふ
所
興
的
事
象
に
立
脚
し
て
述
べ
た
の
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
た
だ
問
題
の
一
面
的
説
明
た
る
に
過
ぎ
た
い
。
此
の
問
題
に
つ
い
て

は
耳
口
一
点
は
、
更
に
現
時
の
我
が
園
民
経
済
に
は
、
財
政
の
手
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
経
済
固
有
の
自
働
的
調
節
原
理
を
超
越
し
従
つ



て
と
れ
に
碕
束
せ
ら
れ
ざ
る
特
殊
の
性
質
を
持
っ
た
超
牧
議
計
算
的
購
買
力
が
不
断
に
大
規
模
に
放
出
せ
ら
れ
つ

L
あ
る
事
貰
を
想

起
し
友
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
事
責
的
契
機
は
既
に
そ
れ
白
偲
と
し
て
の
目
酌
、
邸
ち
特
定
物
資
の
大
規
模
調
達
と
い
ふ
目
的
達
成

の
震
に
直
接
原
因
と
し
て
作
ら
〈
所
の
各
般
方
商
へ
の
統
制
を
不
可
避
の
も
の
と
し
て
庚
〈
惹
起
し
て
来
て
ゐ
る
と
と
周
知
の
泊
り

で
あ
る
。
し
か
し
、
今
こ
と
に
右
の
事
寅
に
言
及
し
た
理
由
は
貨
は
そ
と
に
あ
る
の
で
は
友
い
。

問
題
は
共
の
超
牧
袋
計
算
的
大
規
模
購
買
力
の
費
動
が
原
因
に
た
っ
て
園
民
経
済
内
に
惹
起
す
る
各
種
の
非
正
常
的
結
果
現
象
に

つ
い
て
存
す
る
。
財
政
の
手
に
よ
る
大
購
買
力
は
少
く
と
も
一
臆
は
圃
民
各
屠
の
手
に
於
け
る
金
銭
所
得
の
増
加
と
友
っ
て
沈
澱
す

る
。
此
の
金
銭
的
所
得
増
加
が
徒
に
恐
性
物
償
騰
賞
、
祉
企
M

撹
制
札
、
者
修
に
よ
る
閥
市
礼
賛
と
し
て
結
旧
ー
す
る
こ
と
な
し
に
、
寧
ろ

そ
れ
が
財
政
強
化
、
人
的
資
源
の
合
問
的
漏
養
・
資
質
的
生
協
力
抗
充
資
本
の
形
成
等
の
某
礎
的
契
機
と
し
て
戦
時
鰐
制
下
の
岡
氏

鰹
掛
内
で
健
全
K
機
能
せ
し
め
ら
れ
符
ん
が
溺
に
同
、
人
は
最
早
終
消
の
白
働
酌
調
節
原
却
の
自
然
的
強
動
を
そ
れ
が
自
然
K
赴
く

僅
に
放
任
し
て
を
〈
こ
と
を
許
さ
れ
友
い
の
で
あ
る
。

ζ

と
に
、
現
時
の
統
制
擦
張
を
必
至
友
ら
し
め
る
根
擦
の
重
要
な
一
方
面
が

あ
る
。所

得
の
一
範
噂
は
利
潤
で
る
る
。
賃
銀
も
ま
た
共
の
一
範
鳴
で
あ
る
。
利
潤
に
つ
い
て
如
何
放
る
統
制
を
必
要
と
し
、
叉
既
に
著

手
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
が
如
何
た
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
。
秘
め
て
重
大
た
る
根
本
問
題
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
今
こ
と
に
そ
れ

を
議
論
の
直
接
友
封
象
と
し
ゃ
う
と
す
る
の
で
は
友
い
。
叉
賃
銀
に
闘
す
る
統
制
に
つ
い
℃
は
、
頭
初
に
言
及
し
た
ゃ
う
た
政
府
の

現
貫
的
計
劃
が
あ
り
、
そ
れ
に
叫
到
し
て
の
直
接
の
検
討
と
い
ふ
こ
と
が
一
つ
の
問
題
と
し
て
と
り
上
げ
ら
れ
得
ゃ
う
。

し
か
し
、
今

は
そ
れ
を
直
接
の
考
察
針
象
と
し
ゃ
う
と
い
ふ
の
で
は
・
泣
い
。

時
局
下
の
賃
銀
統
制

第
四
十
八
巻

六
六
五

第
四
競

七
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六
六
六

第
四
競

七
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既
に
以
上
に
見
た
や
う
に
、
経
済
制
度
の
根
本
が
全
く
新
な
る
も
の
に
た
ら
ざ
る
限
り
は
、
現
時
の
敗
勢
下
に
於
て
経
済
統
制
の

機
大
は
必
要
に
し
て
、
且
つ
恐
ら
く
は
必
至
で
あ
ら
う
。
か
く
て
賃
銀
も
そ
れ
が
圏
民
の
所
得
の
根
原
的
範
鳴
の
一
と
し
て
、
遂
に

共
の
統
制
の
網
の
目
か
ら
脱
れ
売
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
出
来
友
か
ら
う
。
然
ら
ば
、
現
下
若
く
は
近
吉
野
来
の
我
閣
に
於
け
る
現
質
欣

勢
下
に
、
政
府
は
賃
銀
統
制
に
つ
い
て
如
何
な
る
方
向
に
共
の
統
制
目
標
を
置
く
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
右
の
問
題
に
閣
し
て
宕
4
1
の

四
私
見
を
展
開
す
る
と
と
を
本
文
の
仕
事
K
し
ゃ
う
と
忠
ふ
。
品
ん
も
、
北
ハ
の
目
標
内
火
口
の
正
確
た
る
且
一
際
的
規
定
は
と
こ
に
期
す
る
と

と
ろ
で
た
く
、
車
K
同
棋
の
則
投

1
べ
営
方
向
へ
の
考
察
虻
止
め
る
の
で
あ
お
む

ーー

賃
銀
の
概
念
に
つ
い
て

経
済
統
制
の
針
象
と
し
て
賃
銀
が
と
り
上
げ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
論
や
る
揚
合
に
、
吾
K

は
先
づ
そ
の
所
謂
賃
銀
の
意

義
を
明
か
に
定
め
て
を
か
友
け
れ
ば
左
ら
左
い
。
蓋
し
ひ
と
口
に
賃
銀
と
端
的
に
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
自
明
的
に
一
義
の
内
容
を
持

っ
て
ゐ
る
詩
で
た
い
か
ら
、

そ
の
僅
で
賃
銀
統
制
の
目
標
に
闘
す
る
考
察
を
試
み
て
も
、

議
論
の
明
確
を
有
す
る
こ
と
が
出
来
な

ν、。
い
ふ
ま
で
も
左
く
、
賃
銀
は
枇
舎
経
済
事
の
議
展
過
程
上
終
始
そ
こ
で
の
一
重
要
問
題
を
形
成
し
て
今
日
に
至
っ
て
ゐ
る
。
し
か

し
、
共
の
際
諸
皐
者
が
賃
銀
の
本
質
如
何
に
つ
い
て
懐
く
と
と
ろ
の
見
解
に
は
、
決
し
て
一
致
し
た
も
の
が
る
る
謹
で
は
た
い
。
就

中
夫
々
極
め
て
多
く
の
左
担
者
を
有
し
て
来
た
主
要
の
針
立
だ
け
を
と
り
上
げ
て
見
て
も
、
或
者
は
賃
銀
を
持
働
の
債
格
と
い
ひ
、

或
者
は
賃
銀
を
券
働
力
邸
ち
勢
働
人
格
の
債
格
と
い
ふ
。
共
の
他
に
も
た
ほ
甚
だ
注
目
す
べ
き
特
異
の
賃
銀
本
質
観
が
あ
る
。
た
だ



五
口
々
は
、
斯
様
に
今
日
ま
で
の
杜
曾
経
済
閣
字
上
で
様
々
の
賃
銀
本
質
観
的
封
立
を
見
て
ゐ
る
に
も
不
拘
、
而
も
友
ほ
そ
こ
に
は
諸
島
一
-

者
が
賃
銀
と
い
ふ
名
指
に
よ
っ
て
著
眼
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
現
象
形
態
視
に
大
健
の
一
致
が
存
し
て
ゐ
る
離
を
否
む
と
と
が
出
来

友
い
。
卸
ち
一
枇
合
経
済
事
上
で
賃
銀
と
い
へ
ば
、
少
く
と
も
一
般
的
に
は
そ
れ
は
屈
は
れ
た
る
持
働
者
に
謝
し
て
雇
主
た
る
資
本
的

事
業
主
よ
り
給
興
す
る
と
と
ろ
の
報
償
物
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
か
く
て
、
理
論
的
封
象
と
し
て
の
賃
銀
に
閲
し
て
は
官
公
英
や
消
費

経
済
上
の
雇
人
や
は
問
題
の
本
筋
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
法
的
雇
傭
関
係
に
よ
っ
て
資
本
的
事
業
に
於
け
る
従
属
的
被
管

理
的
持
働
に
従
事
す
る
者
の
み
が
問
題
の
範
聞
に
残
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
今
日
迄
枇
合
経
済
壊
が
賃
銀
を
縫
っ
て
取
り
扱

っ
て
来
た
事
裂
の
一
滴
圏
崎
、
現
象
形
態
的
に
は
な
畑
出
版
め
て
虞
漠
た
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
庚
漠
性
は
、
第
一
に
は
賃
銀
的
給
輿
を

受
け
る
界
働
者
た
る
人
の
種
類
に
つ
い
て
存
し
、
第
二
に
は
賃
銀
的
給
奥
の
物
的
形
態
に
つ
い
て
存
し
て
ゐ
る
。

第
一

K
、
こ
れ
ま
で
枇
曾
粧
掛
製
が
賃
銀
を
取
扱
ふ
揚
合
に
、

一
般
に
そ
と
で
は
、
問
調
臓
良
時
臨
閣
の
被
傭
者
の
持
的
所
得
と
主

と
し
て
肉
腫
的
勤
持
に
従
事
す
る
も
の
の
そ
れ
と
が
裁
然
と
匡
別
せ
ら
れ
や
、
同
時
に
一
括
的
に
問
題
に
さ
れ
て
ゐ
た
。
第
二
陀
、

賃
銀
と
い
へ
ば
被
傭
帥
労
働
に
謝
す
る
物
的
報
償
と
い
ふ
制
限
的
意
味
を
持
つ
だ
け
で
、
共
の
物
的
給
奥
が
持
つ
と
と
ろ
の
形
態
の
何

た
る
か
を
聞
は
ぬ
と
い
ふ
の
が
、

一
般
に
枇
合
経
済
事
的
賃
銀
論
の
立
て
前
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
が
住
宅
、
醤
療
、
飯
食
物
、

等
々
の
如
き
形
態
の
も
の
で
あ
ら
う
と
、
ま
た
金
銭
的
形
態
の
も
の
で
あ
ら
う
と
、
同
じ
〈
こ
れ
を
賃
銀
と
し
て
取
扱
ふ
と
い
ふ
の

i:J宝

一
般
に
其
の
場
合
で
の
態
度
で
あ
る
。
枇
舎
経
済
壌
が
賃
銀
問
題
の
取
扱
上
に
右
の
如
き
庚
義
の
見
解
を
と
る
に
つ
い
て
は
、

党
分
に
共
の
立
場
?
の
根
擦
を
持
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
に
も
不
拘
、
以
下
に
於
て
賃
銀
統
制
の
目
擦
を
論
や
る
に
際
し
で
は

そ
の
所
謂
賃
銀
の
意
味
に
関
し
で
、

こ
れ
を
受
く
る
主
樟
の
側
と
そ
れ
白
ら
の
形
態
の
側
と
の
二
方
面
か
ら
、

一
一
暦
狭
い
制
限
を
そ

時
局
下
回
賃
銀
統
制

第
四
十
八
巻

六
六
七

第
四
競

七
五



時
局
下
の
賃
銀
統
制

第
四
十
八
巻

六
六
八

第
四
銃

七
ノ、

れ
に
加
へ
て
、
狭
義
の
賃
銀
だ
砂
を
問
題
の
中
に
と
り
上
げ
ゃ
う
と
思
よ
。

即
ち
以
下
に
於
て
賃
銀
と
い
ふ
場
合
に
吾
々
は
た
だ
、
資
本
的
事
業
忙
於
げ
る
従
属
的
被
管
理
的
の
一
地
位
に
あ
う
て
主
と
し
て
肉

鰐
的
活
動
を
本
質
と
す
る
勤
持
に
従
事
す
る
も
の
が
報
償
的
に
給
興
せ
ら
れ
る
金
銭
に
し
て
雇
傭
関
係
の
基
礎
的
要
素
を
成
し
て
ゐ

る
と
こ
ろ
の
も
の
の
み
に
著
眼
す
る
。
本
交
に
企
つ
る
が
如
き
立
場
か
ら
賃
銀
-
P
一
論
宇
る
揚
合
に
、
右
の
如
き
制
限
を
設
け
る
こ
a
F
一

に
は
種
々
論
説
し
得
ぺ
皆
川
崎
由
が
あ
る
。

し
か
し
、
要
す
る
と
と
ろ
、
賃
銀
が
行
政
作
用
と
し
て
一
定
の
共
悌
的
形
態
を
持
っ
と
と

ろ
の
統
制
約
動
の
針
象
と
吐
ら
れ
る
相
都
合
に
、

そ
れ
は
明
椛
に
限
ら
れ
た
一
定
の
且
(
閥
的
意
義
佐
附
興
さ
れ
か
は
双
ら
む
と
い
ふ
蜘

を
顧
た
け
れ
ぽ
左
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

右
の
如
く
に
、
現
象
形
態
的
観
聡
か
ら
い
っ
て
賃
銀
を
被
傭
第
働
者
に
劃
し
て
の
報
償
物
と
規
定
す
る
と
と
に
つ
い
て
は
、

乙

と

に
一
一
一
言
断
っ
て
を
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
邸
tJ
現
在
の
凋
逸
に
於
て
は
、
園
民
世
曾
主
義
狗
逸
務
働
業
の
治
下
に
入
っ
て
か
ら
・
同

黛
に
固
有
た
る
枇
曾
制
度
的
根
本
観
に
基
い
て
、
圏
民
持
働
秩
序
法
及
び
計
割
中
の
持
働
関
係
法
案
を
繰
っ
て
、
経
営
に
於
け
る
持

働
者
従
業
闘
係
の
性
質
に
つ
き
、
昔
日
て
の
自
由
主
義
、
個
人
主
義
的
批
合
制
度
の
時
代
に
於
け
る
と
は
大
い
に
臭
っ
た
基
本
的
見
解

が
庚
〈
行
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
、
経
畿
に
於
け
る
従
業
持
働
の
闘
係
は
共
の
基
本
的
性
質
に
於
て
弊
働
に
闘
す
る
皐
去
る
賓
買
的

性
質
の
雇
傭
契
約
闘
係
で
は
な
く
、
経
告
の
指
導
者
(
企
業
主
)
と
共
の
従
属
者
(
被
傭
従
業
者
)
と
の
聞
は
質
に
経
営
共
同
慢
を
地
盤
に

し
た
る
忠
勤
愛
護

(
4
3
0
Z
E
2
2
2
m
o
)
の
相
互
義
務
関
係
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
と
考
へ
る
の
で
あ
る
o
そ
と
で
、

由主

h
A

る
考
へ
に
立
脚
し
て
、
賃
銀
の
支
梯
は
企
業
主
側
の
債
務
質
行
た
る
反
針
給
付
支
携
の
現
象
で
は
な
く
、
そ
れ
は
企
業
主
た
る
経

替
指
導
者
に
よ
っ
て
た
さ
れ
る
従
業
務
働
者
愛
護
義
務
の
賓
行
で
あ
る
と
一
義
的
に
主
張
す
る
者
が
あ
る
c

愛
護
義
務
か
ら
の
流
れ



以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
か
L

る
考
は
賃
銀
の
性
質
を
宮
市
九
の
俸
給
の
そ
れ
と
同
一
に
見
る
も
の
で
る
る
。
官

突
の
園
家
に
封
す
る
関
係
は
偏
に
忠
勤
の
関
係
で
あ
り
、
彼
は
箇
K

の
勤
持
を
越
え
た
る
全
人
格
を
以
て
岡
家
に
奉
仕
し
て
ゐ
る
者

で
あ
る
。
乙
れ
が
従
来
か
ら
濁
逸
で
も
ま
た
我
固
で
も
同
様
に
行
は
れ
て
ゐ
る
官
吏
闘
係
の
本
質
帽
別
で
あ
る
。
従
っ
て
、
官
吏
の
俸

給
は
報
酬
で
は
左
く
そ
れ
は
園
家
が
自
己
の
官
吏
に
針
し
、
そ
の
地
位
及
び
職
務
の
一
極
重
に
鷹
じ
た
る
相
官
の
生
活
を
保
護
せ
ん
と

の
愛
護
的
配
慮
よ
り
給
興
す
る
と
と
ろ
で
あ
る
。

そ
と
に
、
官
吏
の
俸
給
給
輿
の
内
容
に
特
殊
な
る
具
鰻
的
現
定
が
生
じ
て
来
る
根

嫁
が
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
猫
泡
で
民
間
の
経
済
的
経
営
K
於
け
る
従
業
献
労
働
の
関
係
に
つ
き
、
経
轡
共
同
慢
を
地
盤
に
せ
る
忠

勤
愛
護
関
係
棚
闘
が
支
配
的
に
な
っ
て
来
た
と
し
て
も
、
現
買
の
賃
銀
の
意
義
に
つ
い
て
ま
で
従
っ
て
全
図
的
建
革
を
加
へ
ね
ば
な
ら

l

h
、

広
カ

又
果
し
て
加
へ
得
る
か
は
非
常
に
大
な
る
疑
問
で
あ
る

3

一
取
る
程
、
今
日
の
澗
議
に
於
け
る
持
働
関
係
の
上
か
ら
は
、
或
は

共
の
高
苔
が
中
川
勤
毅
誌
の
闘
係
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
た
り
、
或
は
そ
れ
白
肌
聞
が
業
主
の
愛
諜
義
務
の
貫
一
町
そ
の
も
の
に
似
た
ら
臥
」

解
醐
揮
さ
る
ぺ
き
が
如
き
賃
銀
の
種
類
も
る
る
。
し
か
し
、
現
賓
の
賃
銀
中
最
も
主
要
注
る
範
曙
は
、
今
日
の
濁
泡
で
も
依
然
と
し
て

そ
れ
は
経
営
に
封
す
る
従
業
持
働
者
側
よ
り
の
筒
k

の
持
働
給
付
を
基
礎
陀
し
て
計
算
せ
ら
れ
て
を
り
、
而
し
て
そ
の
事
は
現
賓
の

経
済
闘
係
の
秩
序
を
維
持
す
る
潟
に
且
つ
従
業
労
働
者
を
し
て
そ
の
能
率
陀
鹿
じ
た
る
大
小
の
所
得
を
得
せ
し
め
る
と
同
時
に
経
営

の
経
済
性
を
高
め
る
矯
に
、

必
要
不
可
快
な
る
事
情
に
あ
る
。
民
間
の
経
済
的
経
替
は
官
吏
俸
給
を
縫
う
て
岡
家
が
共
の
官
吏
に
封

す
る
と
同
じ
生
活
保
障
の
原
理
に
立
脚
し
た
る
賃
銀
支
梯
を
行
ひ
得
た
い
と
い
ふ
話
、
今
の
猪
遜
に
於
て
も
そ
れ
は
同
じ
で
あ
る
。

印
ち
賃
銀
の
主
要
範
噂
は
現
在
の
凋
逸
で
も
共
の
賞
質
に
於
て
は
依
然
と
し
て
従
業
第
働
者
側
か
ら
の
箇
々
の
給
興
を
基
礎
に
し
計

算
さ
れ
る
。
し
か
し
、
賃
銀
が
報
償
関
係
的
に
計
算
さ
れ
る
と
い
ふ
と
と
は
理
論
的
に
見
て
そ
れ
が
必
中
経
営
に
於
け
る
忠
勤
愛
護

時
局
下
の
賃
銀
税
制

第
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時
局
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の
賃
銀
統
制
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四
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八
巻

六
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聞
係
の
原
理
と
共
の
本
質
に
於
て
矛
盾
す
る
と
は
断
じ
難
く
、
他
方
に
叉
皐
純
在
る
需
要
充
足
を
原
理
に
し
た
る
別
種
の
給
奥
b
z
設

置
す
る
乙
と
も
妨
げ
及
川
山
諜
で
あ
る
。
か
く
て
、
今
日
の
調
逸
に
於
て
は
等
し
く
賃
銀
の
名
格
下
に
賞
質
上
は
少
く
と
も
一
一
一
種
組
問
の

給
興
が
意
味
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
へ
る
。
し
か
し
、
概
念
上
の
議
論
は
如
何
に
と
も
あ
れ
、
現
寅
賃
銀
の
士
要
範
鴎
は
、

そ
乙
で
も
今

向
ほ
依
然
と
し
て
報
償
物
た
る
性
質
を
止
へ
は
な
い
の
で
あ
る
。

賃
銀
は
資
本
的
事
業
経
消
か
ら
北
パ
の
従
業
持
働
皆
に
給
興
さ
れ
る
主
要
の
金
銭
的
報
償
ぜ
あ
る
c

削
ち
賃
却
酬
は
事
業
経
済
側
よ
り

こ
れ
を
見
て
生
産
費
の
一
契
機
と
友
り
、
従
業
務
働
者
側
よ
り
と
れ
を
見
て
彼
が
彼
の
勤
弊
に
基
き
名
容
を
以
て
得
る
と
と
ろ
の
主

要
な
る
金
銭
的
生
活
資
源
と
友
る
と
い
ふ
附
随
的
性
質
を
持
つ
も
の
友
の
で
あ
る
。
経
済
統
制
際
系
の
一
翼
と
し
て
の
園
家
的
賃
銀

統
制
の
目
標
に
闘
す
る
考
察
は
‘
賃
銀
の
性
質
に
闘
し
て
の
か
く
の
如
き
顧
慮
に
立
脚
し
な
け
れ
ば
友
ら
ね
。

一ー.一
賃
銀
統
制
の
目
標

前
項
に
論
じ
た
所
か
ら
、
経
営
に
於
け
る
賃
銀
の
給
付
は
現
賓
に
は
共
の
本
質
に
於
て
業
主
に
よ
る
従
業
務
働
者
へ
の
生
活
保
鐙

義
務
の
賓
行
た
る
意
味
を
有
す
る
も
の
で
は
友
く
て
、
持
働
者
の
従
業
上
の
箇
A

の
給
付
に
叫
劃
し
て
業
王
か
ら
支
掛
は
れ
る
反
針
給

付
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
明
か
に
た
っ
た
。
筒
K

の
持
働
給
付
を
測
定
す
る
尺
度
に
は
様
々
の
も
の
が
用
ゐ
ら
れ
る
。
そ
の
尺
度
の

最
も
筒
草
な
形
態
を
用
ゆ
る
揚
ム
口
で
も
、
大
別
す
れ
ば
、
持
働
に
従
事
し
た
時
間
の
長
さ
を
尺
度
と
す
る
も
の
と
、
仕
上
げ
た
仕
事

の
質
量
を
尺
度
と
す
る
も
の
と
の
一
一
様
式
が
あ
る
。
敦
れ
に
し
て
も
賃
銀
の
給
付
に
営
つ
て
は
先
づ
第
一
に
単
位
弊
働
の
給
付
に
謝

す
る
賃
銀
額
、
即
ち
賃
銀
率
を
定
め
た
け
れ
ば
な
ら
ね
ο

そ
れ
は
い
は
Y
第
働
者
に
針
寸
る
反
針
給
付
と
し
て
の
持
働
の
皐
位
債
格

Lani1esgerichtsdirektor Denecke， Das V.lesen des Lohn..e::i nach de:m Aka.demie. 
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別
議
常
れ
う
そ
下
手

で
あ
る
。
賃
銀
に
封
し
て
園
家
的
統
制
が
加
は
る
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
結
局
賃
銀
率
に
針
ず
る
統
制
に
他
な
ら
-
な
い
。
所
調
賃
銀

統
制
も
普
通
K
は、

一
定
期
聞
に
亙
る
従
業
界
働
者
の
生
活
を
縫
績
的
に
保
詮
せ
し
め
る
意
味
で
函
家
が
業
主
に
劃
し
で
共
の
従
業

労
働
者
へ
の
一
愛
護
義
務
を
強
制
す
る
も
の
で
は
友
い
の
で
あ
る
。

必
然
的
に
強
化
進
展
す
る
我
国
経
済
統
制
韓
系
の
一
翼
と
し
て
賃
銀
率
の
統
制
が
と
り
上
げ
ら
れ
る
揚
合
に
、
そ
れ
は
如
何
在
る

方
向
に
自
ら
の
目
標
を
見
出
す
べ
き
で
あ
ら
う
恥
。
我
が
園
民
経
済
の
現
寅
的
事
情
に
照
し
、
そ
の
際
少
く
と
も
次
の
四
つ
の
原
理

に
制
約
せ
ら
れ
た
四
方
面
の
統
制
目
械
が
重
腕
せ
ら
れ
泣
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
忠
ふ
。
邸
ち
一
は
弱
小
持
働
者
生
活
安
定
の
原
迎
、
一
一

は
園
民
経
済
負
婚
の
公
正
分
播
の
原
邸
、

三
は
物
使
暴
騰
抑
制
の
原
理
、

四
は
弊
働
能
率
榊
進
の
原
現
で
あ
る
。

)
 

一
弱
小
川
労
働
者
生
活
安
定
の
原
理
に
よ
る
円
M
M

と
こ
に
労
働
者
の
一
階
居
を
弱
小
労
働
詳
し
r

し
ご
規
定
せ
し
め
る
契
機
は
と

れ
を
二
方
耐
に
求
め
る
。

一
は
州
民
働
者
尖
の
人
の
主
醐
問
的
事
情
K
ζ
れ
を
世
昔
二
は
弊
働
者
を
使
役
す
る
粧
借
側
の
事
情
K
乙
れ
を

置
く
。

い
づ
れ
も
従
業
持
働
者
そ
の
人
を
し
て
こ
れ
を
以
て
彼
の
停
統
的
最
低
限
度
の
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
を
辛
う
じ
て
得
せ
し

む
る
に
過
ぎ
ざ
る
程
度
の
賃
銀
牧
入
の
水
準
を
す
ら
、

報
微
宏
事
情
の
務
化
に
よ
っ
て
容
易
に
維
持
し
難
か
ら
し
む
る
も
の
守
あ

る
。
従
業
努
働
者
其
の
人
が
経
験
無
く
、
技
術
左
く
、
熟
練
、
泣
き
か
年
少
な
る
か
、
女
子
友
る
か
等
は
皆
か
L

る
位
質
の
作
用
図
と

-
な
る
。
又
経
営
の
組
織
能
率
劣
等
な
る
か
、
経
品
百
の
所
属
部
門
が
凶
民
経
情
的
需
要
方
向
の
鍵
化
に
碁
〈
犠
牲
的
産
業
な
る
か
は
、

同
じ
く
、
共
の
従
業
労
働
者
の
賃
銀
状
態
を
し
て
前
述
の
如
き
も
の
た
ら
し
め
る
作
用
囚
で
あ
る
。
そ
こ
に
所
謂
弱
小
鼻
働
者
の
階

居
が
成
立
す
る
。

現
下
の
我
が
園
情
を
見
る
に
、
か
L

る
意
味
の
弱
小
勢
働
者
を
し
て
共
の
生
活
を
安
定
せ
し
め
、
彼
等
を
し
て
同
じ
く
健
全
友
髄

時
局
下
町
賃
銀
統
制

第
四
競

七
九

第
四
十
八
巻

ノ、

七

賃銀き告の統制にも直接続制と間接統制との二棟がある、 賃銀率そのものに劃
して直接に手を鱒れることな〈、凡そ[]働的均衡化性の斡済組織に於で、賃銀
に影響を及ぼす契櫛を詔じて賃銀卒そのものに影響を及ぼさんとナる統制は
間接続制jである。と Eでは直接続制のみに着服する。
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位
、
品
性
、
智
力
を
具
備
し
た
大
御
賓
の
賓
あ
る
も
の
た
ら
し
め
る
漏
に
、
共
の
賃
銀
率
の
最
低
位
に
閲
し
て
何
等
か
の
閲
家
的
統

制
施
設
の
必
要
を
特
に
痛
感
せ
し
め
る
事
情
が
、
今
少
く
と
も
三
つ
存
し
て
ゐ
る
。

一
は
券
働
時
間
の
制
限
で
る
り
二
は
調
民
精
神

綿
動
員
態
勢
下
に
於
け
る
労
働
者
の
愛
図
的
態
度
と
並
に
政
策
と
し
て
の
粧
管
卒
和
維
持
の
態
度
と
で
あ
り
、
一
一
一
は
所
謂
民
生
産
業

部
門
に
於
け
る
比
一
収
的
経
骨
困
難
化
の
一
般
的
傾
向
で
あ
る
。

周
知
の
如
〈
、
我
闘
は
賀
市
町
産
業
同
中
従
業
帥
抑
制
即
時
聞
に
つ
い
て
一
般
的
制
限
在
持
た
紅
い
時
一
の
闘
で
あ
る
。
た
と
で
保
護

葬
働
者
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
行
は
れ
て
ゐ
て
も
、
共
の
制
限
は
十
時
間
乃
至
十
一
時
間
で
あ
る
。
近
年
軍
需
工
業
部
門
の
特
殊
友
る

般
賑
欣
態
は
、
そ
こ
に
於
け
る
従
業
時
聞
を
愈
々
過
長
在
ら
し
め
る
現
象
の
願
著
と
左
れ
る
に
鑑
み
て
、
近
く
政
府
は
特
定
の
範
闇

を
限
っ
て
、
強
制
的
に
最
長
務
働
時
間
の
規
定
を
賞
施
ナ
る
か
に
停
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
貨
に
我
園
に
於
付
る
一
劃
期
的
厚
生

施
設
で
あ
る
。
弊
働
者
の
稿
利
と
東
亜
建
設
戦
下
人
的
資
源
の
漏
養
と
い
ふ
見
地
か
ら
見
て
注
意
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
c

し
か
し
、

最
長
持
働
時
間
の
規
定
は
、

理
論
と
し
て
は
今
や
軍
に
特
定
の
範
聞
に
の
み
と
れ
を
限
定
す
べ
き
事
柄
で
友
い
。
今
日
我
が
図
民
は

東
亜
新
秩
序
の
建
設
と
い
ふ
犬
事
業
の
指
導
者
と
し
て
立

t
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
満
洲
の
五
族
大
衆
も
、
支
那
の
犬
衆
も
皆
共
の

文
化
に
つ
き
生
産
的
能
力
に
つ
い
て
、
何
時
ま
で
も
従
来
の
程
度
に
停
滞
し
て
ゐ
る
べ
脅
筈
は
友
く
又
置
か
る
べ
き
で
友
い
。
所
謂

満
洲
人
の
生
産
的
能
率
に
ワ
い
て
は
既
に
今
日
に
於
て
こ
れ
が
将
来
の
著
し
き
後
遺
を
晴
朗
忽
せ
し
め
る
根
嫁
が
あ
る
。
我
が
図
民
が

悉
く
、
共
の
槌
力
、
智
力
、
口
間
性
に
於
て
、

一
段
と
高
位
に
日
升
る
で
左
け
れ
ば
、
日
本
に
課
せ
ら
れ
て
ゐ
る
興
亜
の
指
導
者
た
る
大

使
命
は
遂
に
形
無
き
聾
の
遊
戯
に
終
ら
や
と
誰
が
い
へ
や
ろ
。
日
本
闘
民
に
封
ず
る
厚
生
施
設
の
意
義
は
た
だ
我
が
園
民
個
々
の
踊

利
の
震
に
の
み
あ
る
の
で
は
た
い
。
急
務
と
す
べ
き
厚
生
施
設
の
内
容
は
寅
に
多
種
多
方
面
に
克
っ
て
ゐ
る
が
、
共
の
一
つ
と
し
て



吾
々
は
生
産
的
経
替
に
於
け
る
雇
傭
努
働
に
関
し
て
の
崎
労
働
時
聞
を
一
般
に
遁
営
左
右
程
度
に
制
限
す
べ
き
必
要
を
者
過
し
で
は
友

ら
ぬ
と
思
ふ
。

持
働
時
間
の
適
営
友
強
制
的
制
限
統
制
は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
持
働
時
聞
の
短
縮
は
こ
れ
を
自
然
に
放
任
す
れ
ぽ
、
時
間
給

賃
銀
の
場
合
で
も
叉
出
来
高
給
賃
銀
の
場
合
で
も
、
少
〈
と
も
直
接
陀
は
、

一
般
に
従
業
者
側
に
於
け
る
賃
銀
の
日
牧
入
の
減
少
を

結
果
す
る
と
と
に
た
る
の

一
般
に
従
業
者
側
は
賃
銀
事
一
・
の
高
さ
を
問
題
に
す
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
時
と
し
て
は
そ
れ
よ
り

も
寧
ろ
多
〈
、

一
日
の
賃
銀
賞
牧
入
の
犬
き
さ
を
問
題
に
し
重
親
す
る
。
そ
こ
で
、
今
日
ま
で
の
我
閣
の
賓
際
の
如
〈
陀
、
必
働
時

聞
の
強
制
的
制
限
が
在
〈
且
つ
枇
舎
に
於
け
る
求
職
叫
労
働
の
納
鰐
量
が
比
較
的
大
抵
る
揚
ム
口
に
は
、
資
本
側
の
カ
K
押
さ
れ
て
.
少

〈
共
弱
小
鼻
働
者
の
賃
銀
李
は
疋
常
的
忙
は
こ
れ
を
基
礎
に
し
て
計
算
さ
れ
る
一
日
の
線
賃
銀
賞
牧
入
が
彼
等
を
し
て
そ
れ
に
よ
り

侍
統
的
な
る
段
低
限
度
一
の
生
活
維
持
吃
半
-
つ
は
て
可
能
な
ら
し
め
る
程
度
に
支
?
て
り
、

そ
こ
に
定
主
り
の
傾
品
川
が
あ
る
。
抽
象
的
た

る
賃
銀
傘
よ
り
も
具
償
的
・
な
る
一
日
の
賃
銀
賞
牧
入
が
重
関
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
曲
目
働
時
聞
に
制
限
が
左
い
黙
に
主
要
た
一

根
擦
を
持
つ
現
品
端
で
あ
る
。
か
L
る
事
情
の
存
ず
る
と
こ
ろ
へ
、
た
だ
同
単
純
に
時
間
の
制
限
が
行
は
れ
る
左
ら
、
従
業
持
働
者
側
に

(
話
)

特
別
な
勢
力
悶
が
加
は
ら
ぬ
隈
り
、
従
っ
て
賃
銀
傘
の
騰
貴
を
惹
起
す
ぺ
き
契
機
が
同
時
に
起
ら
ぬ
限
り
、
自
然
放
任
的
に
は
、
弱

小
弊
働
者
の
一
日
の
賃
銀
賞
牧
入
は
容
易
に
彼
等
の
餓
鉄
線
を
下
廻
る
こ
と
に
な
ら
う
。

(
註
)
時
間
制
限
に
伴
っ
て
行
は
る
べ
き
交
代
制
の
貸
施
は
か
ミ
る
契
機
の
一
で
あ
る
。
た
だ
、
現
貨
に
か
ミ
る
も
の
に
土
つ
で
時
間
制
限
後
賓
際
に

労
働
需
要
の
噌
加
が
起
り
、
従
っ
て
叉
そ
れ
に
よ
っ
て
賃
銀
率
の
如
何
な
る
騰
貴
が
躍
る
宇
は
、
其
の
時
々
に
於
け
る
叫
労
働
市
場
踊
係
、
生
産

関
係
を
鋳
つ
で
の
一
切
の
具
世
的
事
情
に
依
存
し
、
絶
謝
的
、
決
定
的
に
い
は
れ
得
べ
き
事
柄
で
な
い
。

い
ふ
ま
で
も
な
〈
、
弁
働
時
間
の
制
限
は
過
長
持
働
時
聞
が
従
業
者
の
鴇
位
の
低
下
、
傷
害
惹
起
、
智
識
口
叩
性
修
養
K
の
障
碍
、

時
局
下
白
賃
銀
統
制
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枇
倉
文
化
の
停
滞
等
諸
弊
害
の
原
因
を
注
す
と
の
顧
慮
に
出
設
す
る
。
故
に
、
折
角
に
従
業
持
働
時
聞
を
制
限
し
て
も
、
そ
れ
に
よ

る
寅
牧
賃
銀
の
減
少
が
従
業
者
の
侍
統
的
友
る
最
低
限
度
の
生
活
を
す
ら
維
持
し
難
き
も
の
た
ら
し
め
る
で
ふ
結
果
を
招
い
た
の
で

は
、
全
く
本
来
の
意
義
が
失
は
れ
る
誇
で

b
る。

散
に
、
時
間
の
制
限
は
他
方
に
必
中
、
少
く
と
も
、
印
刷
小
持
働
者
へ
の
遡
官
な
る
最
低
賃
銀
率
を
保
詮
ず
る
統
制
を
仲
は
ね
ば
左

ら
ね
。
賃
銀
率
が
現
買
に
於
て
企
業
的
乃
至
は
山
営
業
経
済
的
計
算
に
於
け
る
持
働
貢
献
の
憤
値
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
を
持
。
関
係
に

於
て
は
、
少
く
と
も
一
部
に
は
か
h
A

る
賃
銀
卒
の
強
制
統
制
に
よ
っ
て
最
早
弁
働
者
を
雇
ひ
得
ざ
る
、
従
っ
て
狽
ま
経
摘
と
し
て
存

立
し
得
ざ
る
粧
品
百
を
生
十
る
と
と
に
た
る
か
も
知
れ
ね
。
限
界
経
営
の
落
伍
で
る
る
c

し
か
し
、
興
亜
の
指
導
者
た
る
ん
園
氏
の
漏

養
と
い
ふ
根
本
的
要
請
に
堪
え
ぬ
劣
等
能
慈
の
経
営
の
整
理
は
、
今
日
賞
に
止
む
べ
か
ら
ざ
る
要
請
で
あ
る
。
又
一
面
に
は
組
合
統

制
の
強
化
、
租
税
閥
係
金
融
闘
係
乃
至
共
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
弱
小
経
営
群
の
貫
力
を
補
強
す
る
方
策
を
併
せ
て
賓
施
す
る
遣
が

又
別
に
考
へ
得
ら
れ
る
。
叉
此
の
際
家
内
務
働
制
の
増
加
て
ム
結
果
を
伴
っ
て
白
も
そ
れ
は
又
別
に
保
護
す
る
方
法
が
あ
る
。

弊
働
時
間
の
短
縮
と
い
ふ
問
題
の
他
に
、
更
に
此
の
際
顧
る
を
要
す
る
は
、

日
支
事
鐙
以
来
我
園
弊
働
者
階
居
に
於
け
る
封
雇
主

針
粧
品
百
精
榊
に
は
少
〈
と
も
一
般
的
に
眺
め
た
揚
合
に
、
そ
と
に
著
し
い
務
化
が
生
じ
て
来
て
ゐ
る
と
い
へ
る
一
事
で
あ
る
。
針
資

本
的
闘
争
態
度
の
緩
和
乃
至
解
消
は
そ
れ
の
一
徴
候
で
あ
る
。
昨
年
来
箇
々
の
粧
替
を
地
盤
に
し
た
持
働
争
議
件
数
が
減
少
す
る
傾

{註」向
は
、
な
ほ
詳
く
共
の
事
の
原
因
を
分
析
す
る
要
の
あ
る
問
題
で
は
あ
っ
て
も
、
と
に
か
く
持
働
者
態
度
の
費
化
の
一
膝
の
設
左
に

左
ら
ぬ
で
あ
ら
う
か
。

た
と
へ
、
他
に
も
顧
る
べ
き
事
情
が
あ
る
に
し
て
も
、
在
ほ
か
つ
前
記
の
傾
向
は
、
勢
働
者
側
が
、
自
ら
の
震
に
計
る
と
と
る
の



方
策
乃
至
運
動
が
時
局
下
生
産
力
の
障
碍
を
成
す
と
解
し
た
る
揚
合
に
は
、
自
ら
の
震
に
忍
び
難
き
を
忍
ん
で
も
国
家
的
必
要
に
薩

会同努働争議統計 2)
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100 

へ
ん
と
す
る
愛
図
的
態
度
が
近
来
醸
成
さ
れ
，
褒
展
し
て
来
た
結
果
の
現
ば
れ
で
あ
る
と
見

得
な
か
ら
う
か
。
剰
へ
、
警
察
行
政
も
努
め
て
争
議
の
禁
生
を
防
止
し
、
経
品
百
平
和
の
維

持
せ
ら
る
べ
き
ゃ
う
の
方
針
に
立
っ
て
、
或
は
取
締
り
或
は
指
導
す
る
こ
と
に
努
力
し
て

ゐ
る
。
殊
に
、
岡
家
線
動
員
法
第
七
僚
は
努
働
争
議
の
制
限
に
闘
し
て
隠
然
売
る
威
力
を

示
し
て
現
貨
に
奥
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
其
の
他
、
既
に
現
賓
の
問
題
と
た
っ
て
ゐ
る
特
定
範

鴎
め
勢
働
者
K
劃
す
る
岡
地
入
競
争
の
強
制
L
R

限
を
別
に
し
て
も
、
校
ほ
一
般
的
K
も
、
賃

銀
卒
の
誘
惑
に
よ
っ
て
他
の
経
佳
か
ら
従
業
者
を
引
抜
ぐ
所
謂
持
働
者
争
点
神
競
争
は
今
日

(
仕
立
概
々
の
制
限
K
A
L
〈
べ
ぎ
傾
向
に

b
るロ

を
一
居
勢
力
劣
弱
の
地
位
に
立
た
し
め
る
庶
囚
と
し
て
作
用
ナ
る
も
の
と
い
へ
る
。
今
日
、
経
骨
内
卒
和
は
維
持
強
化
さ
れ
な
け
れ

凡
て
、
右
の
如
き
事
情
は
賃
銀
率
の
決
定
取
引
に
際
し
て
、
勢
働
者
殊
に
弱
小
労
働
者

52 

O~，724 

213，622 

39，989 

ば
な
ら
ぬ
。
崎
労
働
者
の
愛
図
的
奉
公
心
は
盆
一
生
側
養
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
経
営
内
の
惜
円
安
は
一
躍
と
な
っ
て
銃
後
の
生
産
力
機
充

1，975 

2，126 

i"65 

に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
護
展
途
上
の
産
業
報
園
運
動
が
叉
こ
と
に
共
の
使
命
の
一
方
面
を
持
っ
と
と
は
疑
無
い
。
し
か
し
、

昭 和12"1"

昭和 l::U-~
8月3c包!
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銃
後
の
弁
働
岡
幽
民
が
た
だ
共
の
勢
力
の
薄
弱
な
る
が
故
に
、
強
ゐ
ら
れ
て
、

昭 和11年

こ
れ
に
よ
り
健
全
な
る
最
低
限
度
の
生
活
を
ず
ら
紘
持

し
難
き
賃
銀
李
に
甘
ん
ぜ
し
め
ら
れ
る
と
と
に
友
つ
て
は
、
濁
り
園
家
人
的
資
源
の
浪
費
的
破
壊
が
驚
ら
さ
れ
る
の
み
な
ら
十
、
-
友

ぽ
又
そ
れ
は
杜
舎
政
策
上
の
重
六
快
陥
と
も
な
る
。
雇
主
側
の
反
省
と
産
業
報
園
運
動
の
如
き
吐
合
力
と
が
、
共
の
際
こ
れ
に
封
し

時
局
下
の
賃
銀
統
制

第
四
十
八
巻

第
四
競

六
七
五

i¥. 

大医3事務管理研究曾資料 7競 12J苛



時
局
下
の
賃
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溜
常
た
救
済
力
を
殻
揮
す
る
こ
と
を
抽
出
期
し
得
る
に
し
て
も
、

し
か
し
政
府
は
叉
自
ら
の
立
揚
に
於
て
、
持
働
者
生
活
の
賓
際
と
時

局
下
陀
於
け
る
経
営
平
和
維
持
の
必
要
と
を
阻
み
合
せ
、
少
く
と
も
一
般
の
弱
小
野
働
者
階
居
に
つ
い
て
、
彼
等
の
健
全
左
る
最
低

生
活
を
保
詮
し
得
ぺ
音
程
度
の
賃
銀
率
に
闘
す
る
何
等
か
の
統
制
を
考
慮
す
べ
き
必
要
が
あ
ら
う
。

弱
小
持
働
者
生
前
安
定
の
原
理
に
制
約
さ
れ
る
賃
銀
統
制
目
標
必
要
の
根
鱗
ム
」
紅
る
事
情
と
し
て
は
、
更
に
近
時
に
於
け
る
用
調

中
小
経
惜
の
粧
品
阿
国
雄
の
制
向
と
り
ふ
も
わ
に
著
映
し
な
凶
り
れ
ば
な
ら
ね
。
由
来
中
小
粧
借
殊
K
小
絞
殺
は
現
代
の
高
度
安
本
主
義

種
制
中
に
於
て
、
企
業
と
し
て
の
経
済
力
に
つ
き
重
大
友
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
負
ふ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
理
論
的
な
詮
明
を
要
す
る

と
も
か
く
現
賓
の
事
責
は
中
小
粧
品
H

の
経
済
力
、
収
盆
カ
の
劣
弱
性
を
一
般
性
と
し
て
示
し
て
ゐ
る
。
か
t
A

る

命
題
で
は
あ
る
が
、

事
情
の
あ
る
と
こ
ろ
で
今
吹
の
支
那
事
愛
が
主
と
し
て
各
般
の
統
制
を
媒
介
に
し
て
惹
起
し
た
産
業
界
各
方
面
の
編
成
替
は
、
大

模
に
於
て
盆
K

中
小
経
営
の
経
済
困
難
を
激
成
ず
る
結
果
を
招
い
て
来
た
傾
向
が
あ
る
。
勿
論
中
小
経
営
中
に
は
、
右
の
編
成
替
の

震
に
寧
る
営
初
か
ら
、
漁
期
せ
ざ
る
好
潮
に
乗
じ
た
も
の
が
あ
る
と
と
共
の
教
に
於
て
は
決
し
て
少
か
ら
ね
も
の
が
存
す
る
と
推
定

さ
れ
得
る
。
し
か
し
、
何
分
に
も
本
来
中
小
経
営
の
従
業
部
門
が
主
と
し
て
は
民
生
部
門
の
産
業
で
あ
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
、
物
資

使
用
の
制
限
共
の
他
の
事
情
の
震
に
、
そ
れ
が
時
局
の
重
座
下
に
其
の
本
来
的
な
る
経
済
困
難
性
を
盆
々
重
課
せ
ち
れ
る
と
い
ふ
の

が
、
時
局
下
の
一
般
的
欣
態
と
見
な
け
れ
ば
友
ら
ね
。
経
笹
の
経
済
困
難
化
は
自
然
放
任
的
に
は
、
共
の
従
業
弊
働
者
に
向
っ
て
少

く
と
も
、
そ
れ
の
一
部
の
鞠
嫁
を
強
行
し
て
行
く
傾
向
が
あ
る
。

と
と
に
政
府
を
し
て
賃
銀
率
の
方
面
か
ら
不
断
に
共
の
従
業
持
働

者
の
厚
生
関
係
を
監
脱
し
て
必
要
な
統
制
を
怠
る
べ
か
ら
ざ
る
住
務
を
負
は
し
め
る
鋳
の
一
根
擦
が
存
し
て
ゐ
る
。
弱
小
粧
替
の
特

別
段
る
経
済
困
難
が
、
少
く
と
も
一
部
分
、
共
の
従
業
労
働
者
の
生
活
に
特
嫁
さ
れ
る
の
は
営
然
の
と
と
で
、

工
場
法
の
遁
問
に
も



原
則
的
に
は
、
常
時
十
人
以
下
の
従
業
者
を
持
つ
に
過
ぎ
ね
経
営
は
除
外
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
共
の
理
由
の
一
は
そ
こ
に
存
し
て
ゐ
る

と
い
ふ
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
左
い
。
併
し
か
L
る
論
嫁
に
よ
っ
て
、

い
つ
ま
で
も
弱
小
粧
品
百
に
於
け
る
賃
銀
努
働
者
の
厚
生
欣
態

を
経
済
機
構
に
於
け
る
自
然
的
成
行
に
放
置
せ
ん
と
す
る
の
は
、
統
制
の
力
に
よ
っ
て
明
朗
健
全
な
る
新
時
代
的
図
民
圏
贈
を
建
設

せ
ん
と
す
る
新
な
る
経
桝
政
策
原
理
の
登
場
を
全
然
看
過
し
、
又
は
抑
止
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
日
中
小
経
俸
の
闘
民
経
済

的
意
義
を
認
め
て
そ
れ
の
一
存
績
務
展
に
必
要
た
劃
策
を
施
す
こ
と
は
、
従
来
以
上
に
ハ
批
K

積
倣
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
が
る
る
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
北
一
の
弱
小
賃
銀
従
業
者
の
厚
生
紙
態
を
自
然
の
成
行
に
放
任
し
て
宜
い
左
の
結
論
は
成
立
た
ぬ
。
同

じ
中
小
事
業
の
従
業
者
で
も
業
主
及
び
共
の
家
族
I
L
被
傭
従
業
者
と
陀
針
し
で
は
政
策
的
取
倣
配
被
然
高
別
せ
ね
ば
左
ら
ぬ
。

周
知
の
如
く
、
岡
山
哉
の
如
、
姉
聞
を
以
て
最
低
限
の
一
賃
銀
を
制
定
す
る
制
度
は
資
本
中
義
時
代
に
入
っ
て
か
ら
も
の
と
し
て
は
、

九
問
年
一
一
役
州
一
一
品

1
ジ

1
一
ア
ン
ド
政
府
の
合
同
に
兆
の
端
緒
そ
見
る
。
そ
れ
か
ら
険
洲
件
闘
に
九
ハ
の
例
を
生
じ
、
最
近
で
は
米
閣
に

於
け
る
エ
ラ
政
策
に
こ
れ
が
大
規
模
の
例
を
見
せ
て
ゐ
る
。
強
制
的
最
低
賃
銀
制
度
に
於
け
る
か
L

る
諸
例
は
、
決
し
て
共
の
一
指
導

原
理
を
共
通
に
し
て
ゐ
る
も
の
で
友
い
。
し
か
し
、
濠
州
の
場
合
で
も
、
欧
洲
の
揚
合
で
も
、
多
く
の
例
は
弱
小
経
替
の
苦
汗
持
働

を
保
護
す
る
こ
と
に
と
れ
が
王
限
を
置
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
主
と
し
て
筋
肉
的
機
能
を
以
て
働
〈
範
鳴
に
あ
る
民
の
人
口
を
多
〈

し
、
強
く
し
、
賢
く
し
、
益
口
く
す
る
こ
と
が
、
東
亜
の
繋
明
に
立
つ
指
導
者
日
本
の
先
決
的
基
礎
問
題
で
あ
り
、
少
く
と
も
そ
れ
の

一
重
要
内
容
で
あ
る
こ
と
を
疑
は
ぬ
限
り
、
特
に
中
小
の
経
佳
に
充
満
せ
る
我
国
の
賓
情
と
も
併
せ
考
へ
て
、
人
は
、
こ
こ
に
通
ぶ

る
問
題
の
意
義
の
重
大
性
に
深
く
忠
を
致
さ
ね
ば
友
ら
ね
“
挟
手
傍
観
の
保
守
的
態
度
は
改
め
左
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
政
府
は
今
日
に

於
て
か
L
る
関
係
に
碩
て
の
賃
銀
目
擦
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
。

時
局
下
の
賃
銀
統
制

第
四
十
八
巻

第
四
披

f¥. 

五

六
七
七

;1， 

小規模終消に於ける努働関係の統制1T施は、各筒にこれを史僚の監察責任に皇帝
ずるよりも、準ろ組合の組織を阻制し、これを組合白般又は組合幹部白監察責
任に麗せしむる方法をも、これに閥聯して考慮することが出来宇う。

3) 



時
局
下
の
賃
銀
統
制

第
四
十
八
巻

六
七
八

第
四
披

八
六

コ
園
民
経
済
的
負
捨
の
公
正
分
携
の
原
理
に
よ
る
目
標

戦
争
乃
至
は
園
防
の
潟
に
我
が
政
府
は
岡
氏
経
山
品
川
の
中
か
ら
莫
大
の

軍
需
物
資
を
準
備
し
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
箪
注
る
徴
用
に
よ
る
の
で
左
く
、
貨
幣
の
媒
介
に
よ
っ
て
行
ふ
。
か
く
て
軍
需
物

資
の
準
備
を
競
っ
て
閣
尽
経
済
へ
の
莫
大
な
る
泊
加
的
貨
幣
流
入
は
事
資
上
必
主
で
あ
る
。
依
り
K
無
償
徴
刊
で
あ
る
と
し
て
も
、

民
間
粧
組
問
に
貨
幣
的
交
泊
の
範
域
が
残
勺
て
ゐ
る
か
ぎ
り
、
民
生
費
財
の
減
少
に
際
し
て
自
然
的
に
は
貨
幣
号
一
と
物
資
重
と
の
闘
係

に
同
組
パ
療
が
生
十
る
の
ゆ
F
Y同
四
月
難
い
。

物
使
騰
貨
の
趨
勢
策
現
は
悶
由
経
済
の
一
卜
に
於
で
か
k

旬
。
環
境
の
必
然
的
制
阿
川
ひ
め
る
。

:・-

司
2

に
、
強
力
統
制
と
種
々
の
道
徳
的
抑
制
と
が
、
今
日
の
事
態
に
於
て
物
侵
昂
騰
の
抑
止
を
目
的
に
し
て
大
規
模
に
動
員
せ
ら
る
べ
き

根
擦
が
あ
る
。

た
だ
、
事
賃
上
今
日
の
我
が
国
民
経
済
内
に
て
絶
針
的
友
る
物
慢
の
抑
制
を
期
待
す
る
こ
と
は
、
希
望
と
現
賓
と
を
混
同
し
た
認

識
に
左
ら
ね
と
い
へ
た
い
。
而
し
て
、

一
般
物
債
の
昂
騰
は
直
接
に
も
間
接
に
も
常
に
結
局
に
於
て
は
生
活
費
の
騰
貴
を
惹
起
し
て

来
る
と
と
を
避
け
難
い
。
か
〈
て
、

一
定
額
の
賃
銀
牧
入
は
某
の
質
賃
債
値
に
於
て
低
下
し
友
け
れ
ば
た
ら
ね
。
そ
こ
で
賃
銀
李
に

時
深
化
な
し
と
す
れ
ば
、
生
活
費
の
昂
騰
し
た
る
割
合
だ
け
賃
銀
生
活
者
の
生
活
内
容
が
低
ド
化
し
な
け
れ
ば
力
ら
む
。

物
債
の
騰
貴
と
賃
銀
率
と
の
闘
係
に
ワ
い
て
は
、
今
日
ま
で
屡
次
の
事
賞
的
経
験
と
並
に
理
論
的
究
明
と
が
多
〈
の
と
と
左
薮
へ

て
ゐ
る
。
し
か
し
、

と
も
か
く
此
の
問
題
の
現
論
的
説
明
に
は
種
々
の
前
提
的
規
定
を
置
く
必
要
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

郎
ち
現
賓
の
問
題
と
し
て
は
、
そ
れ
が
共
の
時
々
の
具
鰻
的
事
情
に
よ
っ
て
制
約
せ
ら
れ
、

ぞ
れ
件
¥
別
異
の
様
想
を
呈
す
る
と
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

物
債
の
騰
貴
が
皐
左
る
貨
幣
側
の
事
情
に
図
る
か
、
車
な
る
物
資
側
の
事
情
に
囚
る
か
、
雨
者
の
事
情
が
同
時
に
競
合
し
て
起
る



に
困
る
か
、
物
債
の
騰
貴
が
縫
績
す
る
か
、
共
の
蓮
度
及
び
程
度
は
如
何
、
同
時
に
特
別
友
る
持
働
需
要
の
増
加
囚
が
存
す
る
か
、

努
働
者
側
の
針
雇
主
態
度
及
び
弁
働
組
合
の
設
建
欣
態
は
如
何
に
た
っ
て
ゐ
る
か
、
物
債
騰
貴
に
よ
っ
て
資
本
側
と
労
働
組
合
と
の

勢
力
消
長
関
係
は
如
何
に
な
る
か
。

こ
れ
ら
の
諸
契
機
を
考
慮
す
る
分
析
的
考
察
を
基
礎
に
し
た
綜
合
的
観
察
に
倹
た
や
し
で
は
、

現
下
の
我
が
図
情
に
於
け
る
物
債
と
賃
銀
率
と
の
闘
係
に
関
す
る
理
論
的
把
握
は
出
来
左
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

と
に
か
く
右
の

諸
契
機
に
闘
す
る
目
下
の
現
質
的
事
情
と
し
て
は
、
我
が
現
下
の
物
侵
殊
に
生
活
費
財
俣
格
の
同
県
動
傾
向
と
賃
銀
冒
と
の
関
係
に
つ
ま

通
貨
は
膨
張
し
併
せ
て
生
活
用
資
財
の
減
少
あ
る
と
と
、
物
債
に
関
す
る
右
の
事
情
が
可
な
り
長
期
の
継
積
性
の
も
の
た
る
べ
ま
と

と

し
か
し
騰
貴
の
建
度
程
度
は
決
し
て
嘗
て
の
税
泡
に
見
た
る
激
仕
イ
ン
フ
ラ
チ
オ
ン
の
揚
合
の
一
如
き
も
の
た
ら
ざ
る
と
L

川、耐貯

働
需
要
は
軍
需
閥
係
的
用
注
に
於
て
可
な
り
の
増
加
あ
る
乙
と
、
持
働
細
品
目
的
勢
力
は
物
優
勝
貴
陀
仲
れ
て
増
加
せ
ざ
る
ぺ
き
と
と

ホ
ロ
謝
γ

る
そ
れ
は
却
っ
て
劣
別
化
す
ペ
ム
m
q

と
と
等
の
開
討
を
蹴
め
必
市
町
が
あ
め
。

そ
れ
ら
の
諸
制
佐
考
ぼ
し
た
が
ら
且
つ
帥
労
働
と
い
ふ

要
素
が
持
。
経
済
的
特
質
、
持
働
賃
銀
の
期
間
的
契
約
性
、
消
費
財
商
人
の
地
位
の
弊
働
者
の
地
位
に
封
し
て
の
比
較
的
猪
立
位
、

消
費
財
の
性
質
に
於
け
る
需
要
緊
迫
性
等
の
諸
黙
を
併
せ
考
へ
れ
ば
、

(
註
)
最
近
捗
働
賃
銀
の
推
移
町

十
二
年
七
月

賃

銀

指

数

生

計

費

指

数

貸
質
賃
銀
指
数

一
O
七
・
六
一

一0
0
・0
一

九
二
・
六
一

(詑

難
き
勢
と
見
ね
ば
一
な
ら
ね
。

時
局
下
の
賃
銀
統
制

こ
れ
を
概
括
的
に
い
っ
て
、
た
と
へ
消
費
財
債
格
へ
の
統
制

が
作
用
ナ
る
と
し
て
も
、
現
下
の
欣
勢
下
に
我
閣
の
資
質
的
賃

十
三
年
七
月

十
三
年
十
二
月

銀
李
が
た
と
へ
短
期
間
の
騰
落
は
あ
っ
て
も
趨
勢
的
陀
は
、
徐

一
一
=
了
五
一

一
一
一
一
二
一
一

八
0
・
九
一

一
二

0
・
七
一

一
一
=
了
四
一

凡
二
・
八
一

h

に
綬
漫
に
併
し
た
が
ら
織
績
的
に
低
下
し
て
行
く
べ
き
と
と

は
、
賃
銀
経
済
が
自
然
放
任
下
に
を
か
れ
る
限
り
、
結
局
避
け

第
四
十
八
巻

ア守

七
九

第
四
競

丹、

七

濁海の百世性インフラチオシに際しては、其"-'，最頂黙'923年 II月には生活費の騰
貴が '9'4年の 7月に針し、貨に、 6570億 f古代遣し、目。24時間内に紙幣馬克
の慣値は宇額以 Fに念下降した。 (Reichsl'egierung，Deutschlands ¥Virtschaft， 、Nahrungund Finanzen， 1924， S. 26 11. 40) 
Werner， J.， Lnhntheorie und Geldentwe山 口g，1925， S. 42. 2) 



時
局
下
の
賃
銀
統
制

第
四
時
都

i¥ 
i¥ 

第
四
十
八
巻

ハ
入

O

物
債
騰
貴
に
閃
る
寛
賞
賃
銀
低
落
の
趨
勢
下
に
、
政
府
は
と
れ
に
闘
す
る
針
策
と
し
て
、
賃
銀
統
制
に
つ
き
如
何
な
る
方
針
を
持

。
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
賓
質
賃
銀
の
低
下
は
第
働
者
生
活
寅
憾
の
低
下
、
窮
迫
化
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
第
働
力
の
漏
養
の
上
か
ら

も
、
総
親
和
髄
制
の
上
か
ら
も
、
厳
に
章
一
大
腕
せ
ね
ば
左
ら
ぬ
問
題
で
あ
る
。
た
と
へ
自
然
放
任
的
に
ば
か
t
a

る
傾
向
の
賢
現
が
必

主
で
る
る
に
し
て
も
、
そ
れ
放
に
と
そ
統
制
絞
消
化
の
任
務
が
見
山
川
さ
れ
て
ゐ
る
今
同
、
政
府
は
賃
銀
率
の
動
ぎ
を
翠
た
る
社
世
間
物

理
的
勢
力
の
自
然
的
規
制
に
放
置
し
て
ゐ
て
よ
い
需
は
な
い
。

然
ら
ば
.
賃
制
削
紋
制
め
同
併
を
ば
今
日
の
草
取
下
に
で
常
K
貫
質
賃
銀
の
均
等
確
保
に
置
く
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
で

は
、
今
日
の
物
債
騰
貴
現
象
の
賞
質
に
闘
す
る
客
観
的
認
識
が
一
つ
の
前
提
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ね
c

今
日
の
生
前
費
騰
貴
は
皐
純
左

る
通
貨
の
膨
脹
の
み
に
よ
る
も
の
で
た
く
、
併
せ
て
同
時
に
資
財
殊
に
民
生
資
財
の
減
少
が
起
っ
て
ゐ
る
に
肉
る
と
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
ね
。
皐
克
は
、
興
亜
の
大
業
成
就
の
震
の
道
程
に
於
付
る
園
民
経
済
的
私
苦
の
一
一
現
象
形
態
が
現
下
の
生
所
費
騰
貴
で
あ
る
。

租
税
共
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
、
此
の
非
常
事
態
下
の
園
民
経
済
的
犠
牲
分
搭
の
公
王
化
に
努
力
し
左
け
れ
ば
な
ら
ね
が
、
弊
働
者

階
居
も
亦
北
パ
の
分
拾
を
避
け
る
と
と
は
出
来
泣
か
ら
う
。
か
く
て
、
権
力
統
制
が
た
と
へ
自
然
的
賃
銀
趨
勢
に
影
響
を
具
ヘ
、
こ
れ

を
自
由
に
調
制
し
得
る
に
し
て
も
、
時
帰
下
に
て
常
に
寅
質
賃
銀
の
均
等
維
持
を
賃
銀
統
制
の
目
標
と
す
る
こ
と
は
受
賞
と
い
へ
た

ぃ
。
労
働
者
階
居
に
つ
い
て
何
等
か
の
程
度
に
賃
銀
率
の
賞
貢
的
低
下
を
忍
ぶ
べ
き
と
と
は
、
我
図
今
日
の
献
勢
下
で
は
、
第
一
に

農
業
闘
係
者
及
び
官
公
吏
の
生
活
欣
態
等
を
顧
み
た
だ
け
で
も
、

公
五
原
理
の
上
か
ら
い
勺
て
蛍
然
に
避
け
難
い
と
と
で
は
な
い

か
。
し
か
し
、
そ
れ
は
た
だ
賃
銀
卒
だ
け
に
つ
い
て
い
ふ
に
止
ま
る
。
平
素
で
も
徐
裕
を
持
た
ぬ
持
働
者
生
活
の
一
居
の
窮
迫
化
は

如
何
友
る
意
味
に
於
て
も
、
園
家
の
不
幸
で
あ
る
。
故
に
、
今
日
の
如
き
事
態
下
に
於
て
は
、
右
の
如
き
矛
盾
の
僻
決
策
と
し
て
二

17巻7説 23頁参照Z ヨノミ スト3) 



つ
の
と
と
が
提
案
さ
れ
友
け
れ
ば
た
ら
ね
。
共
の
一
は
、
賃
銀
率
の
と
と
は
姑
く
別
に
し
、
同
時
に
何
等
か
公
私
の
負
権
額
を
増
加

す
る
こ
と
に
よ
り
て
持
働
者
に
到
し
一
唐
そ
れ
の
厚
生
的
内
容
を
充
貸
せ
し
む
べ
き
機
能
を
有
す
る
、
各
般
の
公
私
一
耐
利
施
設
の
充

賓
強
化
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
共
の
二
は
、
従
業
融
労
働
者
の
資
質
的
生
活
負
捨
内
容
、
卸
ち
彼
等
の
係
累
闘
係
に
相
臨
じ
て
給
血
ハ
を

加
減
す
る
こ
と
を
得
し
め
る
所
謂
家
族
手
首
会

E
E
J
E
-
E
d
E
F
H
E
F
E
r
-
M
]
3
]ヨ
)
の
賓
施
普
及
へ
の
努
力
で
あ
る
。
家
族
手
営

の
理
論
的
根
嫁
と
し
て
は
人
口
増
加
、
生
品
問
負
捨
の
社
合
目
的
公
正
化
等
々
種
々
た
る
も
の
が
あ
る
仙
、
欧
州
に
於
て
そ
れ
が
普
及
し

褒
達
し
た
る
賓
際
的
根
械
は
、
主
と
し
て
特
に
大
戦
後
の
物
債
騰
買
に
際
し
て
の
緊
急
針
策
的
意
義
と
い
ふ
ζ

主
で
あ
っ
た
。

(ミ三)
4勿
{費
暴
騰
州I

IliIJ 
uワ
[ff 
1'R 
t亡
tよ
る
目
1禁

賃
銀
卒
の
最
高
限
乃
至
は
最
低
恨
の
寅
買
に
閲
し
て
愚
説
は
種
々
の
現
論
を
示
し
て

ゐ
る
が
、
執
れ
に
し
て
も
北
の
時
々
に
於
付
る
節
々
の
賃
銀
率
の
共
閥
的
立
向
さ
は
持
働
に
閲
す
る
需
要
供
給
関
係
の
支
配
を
受
け
ざ

る
を
特
攻
い

G

今
我
同
氏
粧
術
中
へ
は
、
的
列
車
犬
裁
の
法
械
工
作
を
総
行
す
る
漏
の
必
山
ー
か
ら
取
得
計
算
を
脳
松
L
さ

'
j

ア
側
め
て
抗

大
な
規
模
の
財
政
勝
良
力
が
酒
々
と
し
て
流
大
し
て
来
て
ゐ
る
。
従
っ
て
持
働
殊
に
特
別
友
熟
練
工
作
労
働
者
へ
の
需
要
は
最
高
度

に
緊
張
し
て
来
て
ゐ
る
。

一
般
の
軍
需
工
業
努
働
者
に
つ
い
て
も
、

多
か
れ
少
か
れ
そ
れ
に
劃
す
る
需
要
の
緊
迫
性
が
売
れ
得
な

ぃ
。
財
政
購
買
力
の
流
入
が
増
加
す
れ
ば
す
る
程
今
後
議
K

共
の
勢
は
蝦
〈
友
ら
ざ
る
を
得
ま
い
。
殊
に
特
別
持
働
者
の
賃
銀
に
つ

い
て
は
、

か
く
て
肢
に
異
常
な
る
騰
勢
が
現
よ
れ
て
ゐ
る
と
さ
へ
停
へ
ら
れ
で
ゐ
る
。
国
家
の
絶
針
的
一
需
要
が
超
計
算
的
性
質
を
持

っ
て
ゐ
る
か
ら
、
今
日
た
と
へ
賃
銀
は
如
何
に
昂
騰
し
て
も
雇
主
側
は
共
の
賃
銀
騰
貴
分
を
常
に
容
易
に
其
の
生
産
物
債
格
の
上
に

樽
嫁
し
得
る
事
情
に
あ
る
と
い
へ
友
か
ら
う
か
。

こ
れ
は
普
通
の
景
気
事
情
と
非
常
に
異
る
。
か
く
て
、

止
む
時
た
き
賃
銀
率
の
昂

騰
が
事
賓
と
在
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
来
る
物
慎
へ
の
影
響
は
直
接
及
び
間
接
の
雨
方
面
か
ら
こ
れ
を
見
れ
ば
、
濁
り
政
府
の
財
政
計
劃

時
局
下
町
賃
銀
統
制

第
四
披

" ;/L 

第
四
十
八
巻

六
八

Fichtel， J.， Der Familienlohn， 19347 s. 6~ ff. 
Cf. Vjba~t~ H. R.， :Family Allowance込 inPractice， 1926， chapt. 11. 
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時
局
下
白
賃
銀
統
制

第
四
十
八
巻

九
O 

第
四
披

六
八

に
及
ぶ
だ
け
で
左
い
。

一
般
の
生
活
内
容
に
も
亦
輪
出
産
業
に
も
そ
れ
の
悪
影
響
が
及
ば
ね
ば
た
ら
ね
。

賃
銀
の
騰
勢
は
た
だ
労
働
者
へ
の
直
接
の
影
響
か
ら
の
み
見
れ
ば
、
偏
に
喜
ぶ
ぺ
き
こ
と
の
如
く
で
あ
る
が
、
同
時
に
人
は
そ
の

賃
銀
の
騰
貴
す
る
揚
合
に
於
け
る
園
民
経
消
全
健
の
貨
質
を
顧
た
け
れ
ば
た
ら
お
。
勿
論
、
賃
銀
の
騰
武
の
み
が
現
下
の
物
債
騰
勢

に
封
ず
る
唯

叉
我
が
現
下
の
経
済
状
勢
に
於
て
特
別
の
利
得
を
獲
得
し
て
ゐ
る
者
の
純
鴎
は

の
同
肌
凶
を
形
成
す
る
の
で
は
な
い
。

各
方
面
に
少
か
ら
や
と
い
へ
る
。

そ
れ
ら
へ
の
趨
首
な
剥
策
の
必
要
な
る
乙
と
は
こ
と
に
関
聯
す
る
限
り
だ
け
か
ら
い
つ

而
し
て
、

J

ー、

E
a
l
i
-
-
i
j、
:
、
〉
口
〉
〉
C

て

も

事

越

す

Z
E
占
村
正
↓
升
お
U

U一
吋
に
詑
若

J
H
J
丸、I
、

!
h
J
y
h
1
t
d
p一

吉
町
Y
r
t
ζ
土
曜
、
百
億
札
屯
〉
寺
H
リ
民
主

RMI、7
U
一町田二
ι
r
r
o
J
r・

伽

h
y

-
-
H
-
H
E
f
t
-
E
J
J
B
F
E
e
-
J
v
d
s
E
3
4
戸

L
v
h
R
-
R
t
-
・'
6
v
J
d

る
。
か
く
て
、
政
府
の
賃
銀
統
制
は
そ
れ
に
針
し
て
、

一
定
の
標
準
的
制
限
を
施
行
す
る
こ
と
に
目
標
の
一
を
世
く
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
は
貨
に
長
期
建
設
戦
下
に
我
が
闘
民
経
済
の
健
全
性
を
維
持
す
る
と
い
ふ
目
的
か
ら
、
謎
く
ぺ
か
ら
ざ
る
道
な
の
で
あ
る
。
大

の
有
益
友
示
唆
を
典
へ
て
ゐ
る
。

戦
営
時
の
濁
逸
賃
銀
趨
勢
は
此
の
問
題
に
つ
い
て
一

『
一
九
一
七
年
七
月
戦
時
局
長
グ
レ
ヨ
ン
中
将
は
首
相
に
劃
し
て
、
賃
銀
帯
加
の
椴
績
は
工
業
界
に
危
機
を
招
〈
虞
あ
る
こ
と
を
報
告
し
た
。

該
報
告
中
に
は
次
白
一
節
が
あ
る
。

H
H

努
働
者
は
自
己
の
カ
は
無
限
に
帯
大
し
た
と
感
じ
て
ゐ
る
。
企
業
家
は
大
部
分
生
産
品
の
傾
格
在
任
意
に
釣
止

ー
げ
る
こ
と
に
依
つ
亡
の
み
賃
銀
騰
貴
に
封
向
す
る
こ
と
を
得
で
ゐ
る
。
然
る
に
最
後
の
購
買
者
た
る
岡
家
は
現
在
の

mm
態
で
は
要
求
さ
れ
た
如
何
な
る

債
格
を
も
承
諾
す
る
よ
り
外
に
方
法
が
無
い
。
工
業
界
に
於
け
る
有
識
者
は
夙
に
現
殺
の
扶
態
は
外
見
上
こ
そ
英
大
な
利
盆
を
得
つ

L

あ
る
が
、
永
続

す
る
に
従
ひ
忌
む
べ
き
結
果
を
呈
す
る
と
と
を
信
ピ
て
ゐ
る
。
同
様
に
勢
働
界
に
於
け
る
有
識
者
も
亦
此
の
賃
銀
の
暴
騰
は
全
然
不
健
全
で
、
塗
に
は

勢
働
界
む
買
の
利
益
を
著
し
く
害
す
る
に
至
る
べ
き
こ
止
を
認
め
て
ゐ
る
。

H

(

か
ふ
る
賃
銀
騰
勢
は
)
寧
需
工
業
よ
り
軍
隊
に
徴
集
さ
れ
た
者
の
心
理

に
盆
ミ
不
良
の
印
象
を
奥
へ
た
』
(
森
武
夫
戦
時
統
制
経
済
論
昭
和
十
二
年
一
八
八
頁
)
時
局
下
の
生
産
力
娯
荒
む
怨
に
、
努
資
執
れ
に
就
で
に
も
せ

よ
私
的
利
益
の
契
機
の
与
で
岡
民
を
鼓
舞
す
る
こ
と
は
骸
に
慎
ま
ね
ば
な
ら
ね
。

配
持
働
能
率
増
進
の
原
理
に
よ
る
目
標

k

様
K

で
あ
る
。
決
し
て
一
様
で
は
な
い
。
勢
働
者
生
活
の
安
定
保
設
、
持
働
者
の
階
級
的
閣
結
力
強
化
等
の
他
に
た
ほ
叉
近
時
の

賃
銀
統
制
の
根
本
目
的
は
今
日
ま
で
に
経
験
さ
れ
た
歴
史
的
事
例
に
就
て
見
て
も
種

欧f州大鞍中に於げる濁主主の賃銀騰貴i準は産業部門に」って大差がある。最低は
織物及び皮革、ゴム業に就てで、 1918年のそれを19'4年代比較すれば7-8害ijco
騰貴に官t!)、銭、金属工業ではそれが約23割騰貴である o 同じ期間に生活安全
膿は綜親 Lで約'4乃至15割騰貴してゐる。(V~~.~， Sperlic~].， 0.， .Arheitslohn und 
Unternehmergewin in der 】(rieg岬】rtschaft.SS・9-31・J



米
園
に
見
る
例
の
如
く
購
買
力
の
補
強
を
枢
軸
的
原
理
と
せ
る
景
気
振
興
の
一
追
求
等
は
就
中
著
し
き
も
の
で
あ
る
。
而
し
亡
、
目
下

の
我
圏
に
て
必
要
と
せ
ら
る
べ
き
賃
銀
統
制
は
、
貨
に
主
と
し
て
前
惑
の
如
き
諸
目
標
に
根
協
を
見
出
す
べ
き
も
の
と
思
ふ
。
そ
こ

で
、
私
は
園
円
余
的
賃
銀
統
制
が
動
も
す
れ
ば
陥
り
易
き
一
傾
向
に
鑑
み
、
現
下
に
於
け
る
生
産
強
化
の
緊
急
的
要
務
性
と
照
合
は
せ

て

こ
こ
に
以
上
の
三
目
標
へ
の
附
随
的
目
標
た
る
べ
き
別
の
一
目
擦
を
指
摘
せ
ね
ば
友
ら
ぬ
。
そ
れ
は
能
率
増
進
の
原
埋
に
制
約

さ
れ
る
目
標
で
あ
る
@
岡
家
的
賃
銀
統
制
は
動
も
す
れ
ば
統
制
技
術
上
の
安
易
迫
求
に
誘
惑
さ
れ
て
、
大
友
る
程
度
に
賃
銀
劃
一
化

の
傾
向
を
迫
ひ
易
い
と
見
る
。

し
か
し
、
現
夜
の
我
閣
は
只
管
に
生
産
強
化
計
一
追
求
し
て
行
か
ね
ば
た
ら
臥
コ
そ
れ
K
は口ハ
K
弁
働
の
生
産
力
ば
か
り
で
左
く
、

。
。
。
、
、

他
方
又
持
働
の
強
化
を
も
遡
世
に
重
胡
し
-
泣
け
れ
ば
友
ら
お
破
目
陀
あ
る
。
畢
党
帥
労
働
者
の
能
率
増
進
と
い
ふ
こ
と
が
求
め
ら
れ
ね

は
た
ら
ぬ
揚
合
で
め
る
。

決
し
て
凡
グ
ハ
ノ
フ
運
動
の
目
減
に
脱
出
れ
J
い
ふ
の
で
は
泣
い
が
、

し
か
し
賃
銀
統
制
が
混
在
る
剖
エ
ー

義
に
仲
間
る
こ
と
は
此
の
際
に
於
て
定
分
警
戒
す
る
必
要
が
あ
る
。
即
ち
箇
々
の
努
働
者
の
生
産
的
貢
献
の
程
度
は
精
細
に
共
の
賃
銀

額
の
上
に
反
映
さ
れ
な
け
れ
ば
友
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

好
ま
し
き
こ
と
で
は
た
い
が
、
現
賓
の
畑
労
働
者
心
理
事
情
と
凶
家
の
絶
封
的
必

要
と
が
そ
れ
を
不
可
避
の
要
請
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
此
の
結
陀
於
て
、
家
族
手
首
制
度
の
賓
施
に
も
充
分
に
慎
讃
左
る
用
意
を

一
般
に
賃
銀
と
労
働
貢
献
と
の
聞
係
を
境
観
し
て
、
勢
働
意
欲
を
泊
喪
せ
し
め
で
は
な
ら
ね
。

件
は
し
め
ね
ば
た
ら
ぬ
。

品
開
言
。
賃
銀
へ
の
強
権
的
統
制
は
閣
民
経
済
及
び
社
台
関
係
に
於
け
る
賃
鎮
の
意
義
か
ら
見
て
、
経
済
統
制
晩
系
中
で
も
最
も
根
本
的
な
契
機

を
な
す
白
で
あ
り
そ
こ
ま
で
行
〈
こ
と
は
趨
済
統
制
の
劃
期
的
進
展
化
で
あ
る
と
い
へ
る
。
影
響
白
及
ぶ
と
こ
ろ
は
甚
だ
探
〈
日
つ
庚
〈
、
極
め
て
重

大
で
あ
る
。
加
之
ひ
と
口
に
賃
銀
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
が
碁
礎
を
成
す
勢
働
は
其
の
技
術
及
び
熟
練
に
つ
昔
、
其
の
場
所
を
な
す
締
替
に
つ
き
、
最
業

部
門
に
つ
き
、
地
方
的
事
情
に
つ
き
、
其
の
他
現
貨
は
際
限
な
〈
複
雑
多
様
で
あ
る
。
貨
に
賃
銀
統
制
の
事
は
至
難
中
白
難
事
と
い
ふ
ベ
き
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
賃
銀
統
制
執
行
機
開
が
現
質
賃
銀
を
繰
る
諸
関
係
へ
の
寓
週
た
き
具
償
的
理
解
と
併
せ
て
賃
銀
問
題
へ
の
透
徹
せ
る
理
論
的
把
握
と

を
持
っ
と
と
は
常
に
妥
常
な
る
賃
銀
統
制
の
震
の
緒
封
的
要
件
で
あ
る
。

時
局
下
の
賃
銀
統
制
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Millis， 1-王.A.，Labor's Progress and some Basi~~ LaLoI' }?roblems， 1938， I? .:?~: 
園民一般殊に事業者及び賃銀生活者が11し<I時局の意義を認識し、私心者E抑制
して図家の生命を己身に生かし、赤~Ii!( 1~ 以て|瑚家に奉ずるの態度を持つこと
が、此の際他の一方の紐封要件なる車、いふを侠たね。

2) 


