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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
一
九
一
四
年
か
ら
始
ま
る
第
一
次
世
界

大
戦
は
総
力
戦
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も

戦
争
の
長
期
化
に
と
も
な
い
、
徴
兵
制
が
導
入
さ
れ
る
と
と
も
に
、

国
内
経
済
の
動
員
が
行
わ
れ
た
。
と
り
わ
け
経
済
に
つ
い
て
は
、
ロ

イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
が
一
九
一
五
年
に
設
置
し
た
軍
需
省
で
、
国
内
産

業
の
動
員
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
労
働
希
釈
に
よ
る
女
性

や
未
成
年
の
就
労
も
見
ら
れ
た
。
軍
需
省
で
は
、
企
業
経
営
者
や
労

働
官
僚
を
登
用
し
て
お
り
、そ
し
て
そ
の
中
の
一
人
が
シ
ー
ボ
ー
ム
・

ロ
ー
ン
ト
リ
ー
で
あ
る
。

　
ロ
ー
ン
ト
リ
ー
は
、
ヨ
ー
ク
に
お
け
る
経
営
者
、
慈
善
家
で
あ
り
、

一
九
世
紀
末
の
い
わ
ゆ
る
「
貧
困
線
」
を
用
い
た
社
会
調
査
で
よ
く

知
ら
れ
よ
う
。
ま
た
一
九
〇
〇
年
代
か
ら
は
自
由
党
の
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
を
務
め
る
と
と
も
に
、
経
営
理
論
や
労
務
管
理
論
の
分
野
に
お

い
て
、
大
量
生
産
体
制
に
お
け
る
、
効
率
性
の
向
上
と
と
も
に
「
人

間
的
な
要
素
」
を
重
視
し
た
論
者
と
し
て
も
活
躍
し
た
。
第
一
次
大

戦
期
に
は
軍
需
省
で
、
労
働
者
の
福
利
厚
生
を
担
当
し
、
効
率
性
の

向
上
と
そ
の
た
め
の
労
働
環
境
の
改
善
を
目
的
と
し
た
、
労
働
者
の

作
業
・
余
暇
・
生
活
の
管
理
を
行
っ
た
。

　
そ
し
て
本
書
は
、
こ
の
シ
ー
ボ
ー
ム
・
ロ
ー
ン
ト
リ
ー
が
第
一
次

大
戦
下
で
担
当
し
た
、
軍
需
省
福
祉
部
の
活
動
を
検
討
し
た
も
の
で

あ
る
。
著
者
は
ロ
ー
ン
ト
リ
ー
の
経
営
理
論
や
社
会
調
査
に
つ
い
て

の
著
作
が
あ
り
、
本
書
で
も
政
府
関
係
資
料
に
加
え
て
、
ロ
ー
ン
ト

リ
ー
関
連
文
書
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。

　「
は
じ
め
に
」
で
は
、問
題
提
起
と
し
て
、本
書
の
テ
ー
マ
で
あ
る
、

大
戦
期
イ
ギ
リ
ス
で
の
工
場
労
働
に
お
け
る
福
利
厚
生
の
枠
組
み
が

示
さ
れ
る
。
ま
ず
第
一
次
大
戦
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
も
総
力
戦
を
経

験
し
た
こ
と
、
銃
後
で
は
女
性
労
働
者
の
就
労
が
見
ら
れ
た
こ
と
に

注
目
し
、
さ
ら
に
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
は
軍
需
省
で
労
働
希
釈
を
進

め
た
さ
い
に
、
非
熟
練
労
働
者
の
導
入
と
と
も
に
ロ
ー
ン
ト
リ
ー
を

福
利
厚
生
の
た
め
に
登
用
し
て
、
い
わ
ば
「
戦
争
と
福
祉
が
手
を
携

え
て
進
」
ん
で
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
で
は
生
産
効
率
を
向
上
さ

せ
る
た
め
の
「
工
場
管
理
」
と
、
就
労
す
る
労
働
者
の
心
身
の
健
康

を
維
持
す
る
「
福
祉
管
理
」
の
双
方
の
役
割
を
担
う
、
効
率
性
の
た

め
の
い
わ
ば
「
戦
時
福
祉
」
が
見
ら
れ
た
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
。

ま
た
こ
う
し
た
戦
時
下
の
軍
需
工
場
で
の
女
性
労
働
者
を
対
象
と
し
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た
戦
時
福
祉
は
、ロ
ー
ン
ト
リ
ー
や
、ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
や
ベ
ヴ
ァ

リ
ッ
ジ
を
含
め
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
戦
前
の
自
由
党
の

リ
ベ
ラ
ル
・
リ
フ
ォ
ー
ム
を
担
っ
て
い
た
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
進
め

ら
れ
て
お
り
、
軍
需
工
場
で
見
ら
れ
た
変
化
や
活
動
は
、
二
〇
世
紀

に
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
非
熟
練
労
働
者
の
就
労
の
管
理
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
の
、
リ
ベ
ラ
ル
・
リ
フ
ォ
ー
ム
か
ら
の
管
理
が
試
み
ら
れ

た
と
い
う
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
史
の
転
換
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
こ
と

が
提
起
さ
れ
る
。

　
第
一
章
で
は
、
い
わ
ば
前
史
と
し
て
、
戦
前
に
お
け
る
労
働
の
状

況
と
ロ
ー
ン
ト
リ
ー
の
活
動
が
検
討
さ
れ
る
。
ま
ず
二
〇
世
紀
初
頭

の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
労
働
行
政
に
お
い
て
は
一
九
世
紀
以
来
の
工
場

法
に
よ
り
内
務
省
で
労
働
時
間
や
衛
生
環
境
、
さ
ら
に
危
険
物
な
ど

の
監
査
が
整
備
さ
れ
る
一
方
で
、
女
性
労
働
者
に
つ
い
て
は
そ
う
し

た
危
険
な
作
業
を
含
む
金
属
・
機
械
産
業
な
ど
か
ら
排
除
さ
れ
、
繊

維
食
品
を
中
心
と
し
た
非
熟
練
労
働
の
多
様
な
労
働
市
場
が
存
在
し

て
い
た
こ
と
、
た
だ
し
階
級
格
差
や
男
女
格
差
、
貧
困
な
ど
の
問
題

が
広
く
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
中
で
ロ
ー
ン

ト
リ
ー
は
一
九
〇
〇
年
代
よ
り
ヨ
ー
ク
の
自
社
の
コ
コ
ア
工
場
で
女

性
労
働
者
を
多
く
雇
用
す
る
と
と
も
に
、
賃
金
か
ら
福
祉
ま
で
取
り

組
ん
で
お
り
、
そ
こ
で
は
、
大
量
生
産
体
制
の
導
入
と
と
も
に
円
滑

な
運
営
の
た
め
工
場
管
理
と
福
祉
管
理
を
導
入
し
、
専
門
の
中
間
管

理
職
を
置
い
て
、
工
場
管
理
の
た
め
に
作
業
監
督
に
よ
る
技
術
指
導

を
、
ま
た
福
祉
管
理
と
し
て
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
に
よ
る
給
与

や
作
業
内
容
の
転
換
、
医
療
や
食
事
、
余
暇
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
女

性
労
働
者
の
ケ
ア
を
行
う
な
ど
、
作
業
か
ら
生
活
と
い
っ
た
工
場
内

外
で
の
取
り
組
み
を
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　
第
二
章
で
は
、
一
九
一
四
年
に
始
ま
る
第
一
次
大
戦
下
で
、
ロ
イ

ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
が
軍
需
省
で
進
め
た
労
働
の
動
員
の
行
政
が
論
じ
ら

れ
る
。
戦
争
が
長
期
化
す
る
中
で
砲
弾
不
足
が
深
刻
化
し
、
ロ
イ
ド

＝
ジ
ョ
ー
ジ
は
一
五
年
七
月
か
ら
物
資
生
産
を
専
門
と
す
る
軍
需
省

を
設
置
し
、産
業
の
動
員
と
と
も
に
労
働
力
の
動
員
に
も
着
手
し
た
。

そ
こ
で
は
政
労
使
三
者
の
協
調
を
築
く
と
と
も
に
労
働
立
法
で
あ
る

戦
時
軍
需
産
業
法
を
制
定
し
、
さ
ら
に
労
働
力
不
足
に
対
し
て
労
働

希
釈
を
政
策
と
し
て
導
入
、
非
熟
練
に
よ
る
熟
練
へ
の
代
替
を
進
め

る
と
と
も
に
、
ま
た
そ
の
工
場
で
の
労
働
に
つ
い
て
医
師
ニ
ュ
ー
マ

ン
ら
に
よ
る
「
軍
需
労
働
者
保
健
委
員
会
」
を
設
け
、
長
時
間
労
働

や
就
労
・
生
活
環
境
が
も
た
ら
す
産
業
疲
労
や
効
率
性
へ
の
影
響
に

か
ん
す
る
検
討
を
進
め
た
こ
と
な
ど
の
、行
政
的
展
開
が
示
さ
れ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
労
働
行
政
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
い
わ
ゆ
る
新
自

由
主
義
で
の
改
革
を
担
っ
た
ア
デ
ィ
ソ
ン
や
ル
ウ
ェ
リ
ン
・
ス
ミ
ス
、

ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
ら
の
参
加
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
お
り
、
保
険
委
員

会
で
も
同
様
に
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
テ
ー
ラ
ー
主
義
の
影
響
を
受
け
て

発
展
し
て
い
た
産
業
心
理
学
や
生
理
学
を
も
と
に
し
た
検
討
が
進
め

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
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第
三
章
で
は
、
ロ
ー
ン
ト
リ
ー
が
担
当
し
た
軍
需
省
の
福
祉
部
に

つ
い
て
、
行
政
的
検
討
が
行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
前
節
で
の
産
業
疲

労
の
調
査
に
お
い
て
、
実
際
の
軍
需
工
場
で
は
短
期
間
で
作
業
場
を

整
備
し
生
産
を
進
め
た
た
め
、
週
七
日
労
働
や
衛
生
施
設
の
未
整
備

な
ど
、
工
場
法
か
ら
の
逸
脱
が
見
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、

そ
う
し
た
過
重
労
働
に
対
し
て
、
一
五
年
半
ば
か
ら
本
格
化
す
る
女

性
労
働
者
の
導
入
に
際
し
て
労
働
環
境
の
整
備
と
そ
れ
に
よ
る
円

滑
な
生
産
の
実
現
を
目
的
に
、
軍
需
省
で
は
福
祉
部
を
設
置
し
た
。

ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
の
招
聘
に
よ
り
ロ
ー
ン
ト
リ
ー
が
長
に
就
き
、

一
六
年
一
月
か
ら
、
軍
需
工
場
で
の
工
場
福
祉
の
担
い
手
と
し
て
、

専
門
の
福
祉
指
導
官
の
育
成
お
よ
び
派
遣
す
る
制
度
を
担
当
し
た
。

こ
の
福
祉
指
導
員
は
上
記
の
産
業
疲
労
の
低
減
を
主
な
目
的
に
、
各

工
場
内
外
で
、
導
入
さ
れ
る
女
性
労
働
者
の
給
与
や
作
業
や
食
堂
、

余
暇
施
設
な
ど
に
つ
い
て
管
理
す
る
職
で
あ
る
。
国
営
工
場
で
は
そ

の
配
属
が
義
務
付
け
ら
れ
、
ま
た
統
制
下
に
あ
る
約
一
七
〇
〇
の
工

場
に
お
い
て
も
福
祉
部
の
巡
回
に
よ
っ
て
指
導
官
の
整
備
を
推
奨

し
、
各
地
で
は
そ
の
育
成
の
た
め
に
大
学
や
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
も
協
力
し
た

養
成
コ
ー
ス
が
見
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
り
指
導
官
の
配
置
が
進
め
ら
れ

た
こ
と
、
ま
た
一
七
年
以
降
は
少
年
に
つ
い
て
の
部
署
な
ど
も
設
置

さ
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　
第
四
章
か
ら
七
章
で
は
、
実
際
の
工
場
の
事
例
に
お
け
る
福
祉
部

の
活
動
を
検
討
し
て
い
く
。
軍
需
省
で
は
、
国
営
工
場
や
統
制
な
ど

様
々
な
形
で
の
物
資
供
給
を
進
め
て
お
り
、
そ
こ
で
の
工
場
の
経
営

の
形
態
と
と
も
に
、
女
性
労
働
者
の
導
入
と
そ
れ
に
伴
う
工
場
内
外

で
の
福
祉
の
展
開
が
検
討
さ
れ
る
。

　
第
四
章
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
軍
需
供
給
の
中
核
に
あ
っ
た
王
立
工

場
ウ
ー
リ
ッ
ジ
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
議
論
に
先
立
っ
て
希
釈

で
の
労
働
の
状
況
を
概
観
し
、
女
性
労
働
者
が
前
述
の
ベ
ヴ
ァ
レ
ッ

ジ
の
管
理
す
る
職
業
紹
介
所
を
通
じ
た
斡
旋
に
よ
り
軍
需
関
連
へ
と

移
動
し
て
お
り
、
技
能
訓
練
を
経
た
機
械
工
な
ど
多
様
な
職
へ
、
戦

時
下
で
約
七
三
万
人
が
就
労
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
つ
い
で

ウ
ー
リ
ッ
ジ
に
つ
い
て
、
同
工
場
は
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
も
最
大
規
模

の
軍
需
工
場
で
あ
り
、
戦
時
下
で
お
よ
そ
二
万
四
〇
〇
〇
人
の
女
性

労
働
者
の
就
労
が
見
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
管
理
の
た
め
に
、

三
名
の
女
性
統
括
監
督
と
二
七
名
の
福
祉
指
導
員
か
ら
な
る
女
性
統

括
室
が
置
か
れ
、
労
働
者
の
作
業
配
分
や
福
祉
業
務
が
進
め
ら
れ
た

こ
と
が
示
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
統
括
室
監
督
リ
リ
ア
ン
・
ベ
ー
カ
ー

に
よ
り
主
に
高
学
歴
の
女
性
に
よ
る
福
祉
指
導
官
が
組
織
さ
れ
、
そ

こ
で
従
業
員
の
面
接
を
含
め
た
多
岐
に
わ
た
る
管
理
が
進
め
ら
れ
る

な
ど
、
福
祉
指
導
官
を
中
心
に
、
女
性
管
理
職
に
よ
る
戦
時
福
祉
の

形
成
と
、
そ
れ
に
よ
る
女
性
労
働
者
の
管
理
が
進
展
し
た
こ
と
が
示

さ
れ
る
。

　
第
五
章
で
は
、
国
営
工
場
で
あ
る
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
で
ヴ
ィ
カ
ー

ズ
社
が
委
託
経
営
し
て
い
た
重
砲
弾
工
場
に
つ
い
て
の
福
利
厚
生
が
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検
討
さ
れ
る
。
ま
ず
軍
需
省
で
は
国
内
に
省
の
支
援
に
よ
る
国
営
工

場
を
建
設
し
て
お
り
、
特
に
必
要
と
さ
れ
た
砲
弾
に
つ
い
て
は
重
砲

か
ら
軽
砲
ま
で
の
各
種
製
造
を
担
当
す
る
四
三
の
工
場
の
建
設
を
進

め
た
。
他
方
で
、組
合
の
職
場
委
員
に
よ
る
シ
ョ
ッ
プ
・
ス
チ
ュ
ワ
ー

ド
運
動
な
ど
労
働
運
動
を
つ
う
じ
て
不
満
も
見
ら
れ
、
そ
れ
に
対
し

て
職
場
内
労
使
合
同
委
員
会
、
通
称
ホ
イ
ッ
ト
レ
ー
委
員
会
や
、
産

業
疲
労
へ
の
対
応
と
し
て
福
祉
指
導
員
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と

が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
を
代
表
す

る
軍
需
企
業
の
一
つ
で
あ
る
ヴ
ィ
カ
ー
ズ
社
が
新
設
の
国
営
工
場
の

運
営
を
担
当
、
砲
弾
と
爆
薬
の
工
場
が
一
五
年
八
月
か
ら
建
設
さ

れ
、
三
七
〇
〇
人
の
女
性
を
雇
用
し
た
。
福
利
厚
生
に
つ
い
て
は
専

任
の
福
祉
指
導
官
が
福
祉
部
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
、
工
場
が
操
業
す

る
一
六
年
三
月
か
ら
、
従
業
員
の
面
接
や
作
業
着
の
配
備
、
労
災
の

手
配
、
健
康
管
理
、
食
堂
・
余
暇
の
提
供
な
ど
、
福
祉
指
導
官
に
よ

る
幅
広
い
業
務
が
高
水
準
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　
第
六
章
で
は
、
民
間
企
業
の
例
と
し
て
、
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
・

ホ
イ
ッ
ト
ワ
ー
ス
社
が
検
討
さ
れ
る
。
軍
需
省
は
民
間
企
業
に
対
し

て
も
契
約
に
も
と
づ
い
て
戦
時
軍
需
産
業
法
の
管
轄
と
す
る
統
制

企
業
と
し
て
お
り
、
そ
の
一
つ
が
造
船
か
ら
航
空
機
、
大
砲
な
ど

全
般
を
生
産
す
る
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
社
で
あ
っ
た
。
同
社
は
本

拠
を
ニ
ュ
ー
カ
ス
ル
に
置
く
と
と
も
に
各
地
に
工
場
を
展
開
す
る

巨
大
企
業
で
あ
り
、
軍
需
省
の
労
働
希
釈
政
策
下
で
女
性
労
働
者

一
万
四
〇
〇
〇
人
を
雇
用
し
た
。
一
方
、
福
祉
に
つ
い
て
は
、
前
述

の
国
営
工
場
と
は
こ
と
な
り
民
間
企
業
は
そ
の
配
属
を
義
務
化
さ
れ

て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
女
性
の
雇
用
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
一
五
年
に
、

社
の
決
定
に
先
立
っ
て
な
さ
れ
た
経
営
役
員
夫
人
に
よ
る
労
働
管
理

に
つ
い
て
の
助
言
に
従
う
形
で
専
門
の
労
務
部
が
設
置
さ
れ
、
さ
ら

に
一
六
年
三
月
に
、
女
性
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
見
ら
れ
る
な
ど
労
働
希

釈
に
よ
る
混
乱
も
見
ら
れ
る
中
で
、
正
式
に
社
内
に
福
祉
局
が
設
立

さ
れ
た
。
福
祉
局
で
は
六
五
名
に
よ
る
指
導
官
に
よ
り
、
一
四
の
同

社
直
営
工
場
に
ス
タ
ッ
フ
が
配
置
さ
れ
、
作
業
環
境
だ
け
で
な
く
余

暇
に
お
い
て
も
、
労
働
者
間
で
の
音
楽
活
動
や
エ
ッ
セ
イ
を
掲
載
し

た
雑
誌
の
発
行
、
ス
ポ
ー
ツ
活
動
な
ど
、
幅
広
く
活
動
が
見
ら
れ
た

こ
と
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
過
程
で
、
当
初
は
主
に
ミ
ド
ル
ク
ラ

ス
で
あ
る
福
祉
指
導
官
と
女
性
労
働
者
と
の
文
化
的
な
齟
齬
や
す
れ

違
い
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
作
業
着
の
提
供
や
、
出
勤
時
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
相
互
理
解
と
職
場
へ
の
定
着
が
進
む
な

ど
、
就
労
状
況
の
改
善
が
見
ら
れ
た
こ
と
が
描
か
れ
る
。

　
第
七
章
は
、
軍
需
省
が
直
接
運
営
し
た
国
営
工
場
で
あ
る
グ
レ
ト

ナ
が
扱
わ
れ
る
。
軍
需
省
の
爆
薬
供
給
部
で
は
、
委
託
に
よ
ら
な
い

直
轄
の
爆
薬
工
場
を
建
設
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
一
方
で
化
学
薬
品

を
用
い
た
作
業
で
の
中
毒
と
い
っ
た
職
業
病
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
厳

し
い
作
業
環
境
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
グ
レ
ト
ナ
で
は
、
二
万
人
規
模
の
工
場
と
と
も
に
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住
宅
群
を
ふ
く
む
都
市
が
建
設
さ
れ
、
そ
こ
で
は
福
祉
指
導
官
が
工

場
だ
け
で
な
く
各
住
戸
ま
で
管
理
し
、
作
業
着
の
提
供
や
監
査
、
映

画
館
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
な
ど
が
進
み
、

福
祉
指
導
官
の
も
と
で
、
い
わ
ば
軍
需
物
資
を
製
造
す
る
た
め
の
労

働
者
の
共
同
体
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
、
最
も
明
瞭
に

産
業
効
率
の
た
め
の
工
場
管
理
が
示
さ
れ
た
例
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
。

　
終
章
で
は
、
ロ
ー
ン
ト
リ
ー
の
戦
時
下
の
活
動
の
位
置
づ
け
が
行

わ
れ
る
。
ま
ず
戦
後
に
提
出
さ
れ
た
保
健
委
員
会
の
報
告
書
か
ら
、

そ
こ
で
の
健
康
管
理
調
査
に
お
い
て
、
労
働
者
間
で
疲
労
が
見
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
大
戦
下
の
工
場
で
は

そ
の
対
応
と
し
て
福
祉
指
導
官
が
広
く
導
入
さ
れ
、
ま
た
そ
こ
で
は

こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
工
場
管
理
と
福
祉
管
理
の
合
流
す
る
イ
ギ
リ

ス
独
自
の
管
理
が
進
展
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
ロ
ー
ン
ト
リ
ー
は
以

後
の
自
身
の
理
論
に
お
い
て
も
そ
れ
ら
に
取
り
組
ん
で
い
っ
た
こ
と

が
示
さ
れ
る
。
ま
た
「
あ
と
が
き
」
で
は
、
戦
争
の
体
験
の
重
要
性

と
、
こ
れ
ら
が
の
ち
の
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
報
告
に
至
る
イ
ギ
リ
ス
の
福

祉
の
歴
史
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
、
幕
を
閉
じ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
本
書
は
、
ロ
ー
ン
ト
リ
ー
の
活
動
を
通
じ
て
軍
需
省

に
お
け
る
労
働
行
政
や
、
そ
こ
で
の
工
場
経
営
お
よ
び
労
働
者
の
状

況
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
り
、
豊
富
な
事
例
と
資
料
に
基
づ
い
た
実

証
研
究
で
あ
る
。
評
者
は
以
前
、
こ
の
福
祉
部
に
つ
い
て
、
特
に
本

書
第
七
章
で
論
じ
ら
れ
る
グ
レ
ト
ナ
に
つ
い
て
、
主
に
社
会
史
の
観

点
か
ら
検
討
し
た
こ
と
が
あ
り
（
１
）

、
以
下
、
ま
ず
全
体
に
つ
い
て
述
べ

た
の
ち
、
そ
の
観
点
か
ら
の
評
言
を
記
す
こ
と
と
し
た
い
。

　
ま
ず
第
一
に
、
本
書
は
、
日
本
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
に
お

い
て
日
本
語
で
書
か
れ
た
、
第
一
次
大
戦
期
イ
ギ
リ
ス
の
銃
後
の
労

働
の
局
面
に
関
す
る
ほ
ぼ
初
の
研
究
書
で
あ
り
、
そ
の
刊
行
は
非
常

に
大
き
な
意
義
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
第
一
次
大
戦
は
総
力
戦
と
し

て
広
く
知
ら
れ
、
銃
後
に
お
い
て
市
民
生
活
に
幅
広
く
国
家
介
入
が

見
ら
れ
た
と
さ
れ
る
一
方
で
、
同
時
期
の
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
、
と

り
わ
け
労
働
の
動
員
や
生
活
社
会
に
つ
い
て
は
主
に
概
説
書
の
翻
訳

に
よ
る
状
況
が
続
い
て
お
り
、
そ
こ
に
お
い
て
本
書
は
一
次
史
料
に

基
づ
き
な
が
ら
、
軍
需
省
に
焦
点
を
当
て
、
統
制
や
労
使
関
係
か
ら

生
活
、
労
務
管
理
ま
で
同
時
代
の
諸
相
に
関
す
る
詳
細
な
記
述
が
な

さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
こ
れ
ま
で
の
日
本
語
に
お
け
る
第
一
次
大
戦

期
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
の
空
白
を
埋
め
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
内
容
に
お
い
て
も
、
ロ
ー
ン
ト
リ
ー
と
そ
の
福
祉
活
動
の
検

討
を
通
じ
て
、
そ
の
福
祉
指
導
官
に
よ
る
幅
広
い
活
動
が
示
さ
れ
る

と
と
も
に
、
一
方
で
動
員
さ
れ
る
経
営
の
状
況
や
、
他
方
で
そ
こ
で

の
労
働
や
生
活
に
つ
い
て
、
様
々
な
事
例
と
と
も
に
示
さ
れ
て
お

り
、
大
戦
期
の
国
内
の
状
況
を
平
易
に
理
解
で
き
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
と
り
わ
け
五
章
以
降
の
地
域
ご
と
の
検
討
で
は
、
国
立
公
文

書
館
の
軍
需
省
史
料
に
加
え
、
ロ
ー
ン
ト
リ
ー
の
史
料
、
さ
ら
に
帝
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国
戦
争
博
物
館
所
蔵
の
女
性
労
働
者
史
料
を
用
い
て
お
り
、
こ
こ
で

は
福
祉
指
導
官
の
報
告
書
や
日
誌
な
ど
を
含
む
、
企
業
の
経
営
や
内

部
の
雇
用
や
就
労
、
食
事
、
生
活
、
余
暇
に
関
す
る
膨
大
な
史
料
を

駆
使
し
て
、
工
場
の
経
営
か
ら
労
働
者
の
生
活
の
諸
相
や
変
化
が
記

述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
こ
で
は
一
方
で
身
体
や
健
康
に
被
害
を
与

え
る
、
い
わ
ば
過
酷
な
戦
時
下
の
作
業
状
況
と
、
戦
時
下
の
非
熟
練

労
働
導
入
に
対
し
て
、
工
場
労
働
力
に
お
け
る
管
理
の
た
め
の
工
場

管
理
と
福
祉
管
理
の
性
格
を
あ
わ
せ
も
つ
戦
時
福
祉
の
成
立
が
示
さ

れ
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
全
体
を
通
じ
て
、
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ

や
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
な
ど
リ
ベ
ラ
ル
・
リ
フ
ォ
ー
ム
か
ら
、の
ち
の
「
福

祉
国
家
」
に
至
る
第
二
次
大
戦
期
の
ベ
ヴ
ァ
レ
ッ
ジ
報
告
ま
で
を
射

程
に
し
た
、
い
わ
ば
二
〇
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
お
よ
び
福
祉
の
歴

史
の
中
で
の
転
換
点
と
し
て
大
戦
期
を
位
置
付
け
て
お
り
、
本
書
を

通
読
す
る
こ
と
で
、
第
一
次
大
戦
期
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
に

く
わ
え
て
、
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
中
葉
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
及

び
福
祉
の
変
遷
に
つ
い
て
、
改
め
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
、
多
く
の
日
本
語
読
者
に
と
っ
て
、
第
一

次
大
戦
期
イ
ギ
リ
ス
を
め
ぐ
る
、
い
わ
ば
ミ
ッ
シ
ン
グ
・
リ
ン
ク
を

埋
め
る
も
の
と
し
て
の
意
義
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。

　
続
い
て
社
会
史
的
観
点
か
ら
の
評
言
に
移
ろ
う
。
ま
ず
改
め
て
強

調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
観
点
に
お
い
て
も
、
本
書
の
ロ
ー
ン

ト
リ
ー
に
よ
る
福
祉
部
に
関
す
る
総
合
的
な
検
討
は
、
非
常
に
大
き

な
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
社
会
史
に
つ
い
て
触
れ
て
お
け
ば
、
英
語
圏
で
は
第
一
次

大
戦
期
イ
ギ
リ
ス
の
銃
後
の
社
会
に
つ
い
て
、一
九
六
〇
年
代
よ
り
、

Ａ
・
マ
ー
ウ
ィ
ッ
ク
や
Ｊ
・
ウ
イ
ン
タ
ー
ら
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
て

き
た
。
そ
こ
で
は
、
銃
後
の
戦
時
動
員
は
、
戦
前
の
自
由
放
任
か
ら

の
転
換
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
国
家
と
社
会
と
の
関

係
の
画
期
と
し
て
も
注
目
さ
れ
、
な
か
で
も
労
働
希
釈
に
よ
る
賃
金

上
昇
や
社
会
の
平
準
化
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
戦
争( w

arfare)

と
福
祉( w

elfare)

の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
（
２
）

。
ま

た
労
使
関
係
や
社
会
政
策
に
く
わ
え
て
、
近
年
で
は
地
方
史
研
究
も

進
ん
で
い
る
。

　
そ
こ
に
お
い
て
、
本
書
に
お
け
る
福
祉
指
導
官
に
つ
い
て
の
一
貫

し
た
検
討
は
、
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、

社
会
史
に
お
い
て
も
福
祉
指
導
官
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
き
た

が
、
そ
こ
で
は
主
と
し
て
ブ
リ
ッ
グ
ス
に
よ
る
伝
記
に
依
拠
し
て
お

り
（
３
）

、
制
度
の
総
合
的
な
検
討
は
ま
だ
必
ず
し
も
十
全
に
は
な
さ
れ
て

お
ら
ず
、
そ
こ
に
お
い
て
本
書
は
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
よ
う
。

ま
た
工
場
管
理
と
福
祉
管
理
と
い
う
分
析
軸
や
工
場
経
営
に
関
す
る

検
討
は
、
著
者
の
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
背
景
と
し
て
極
め
て
説
得
的

で
あ
り
、
二
章
に
お
け
る
ロ
ー
ン
ト
リ
ー
社
の
分
析
や
、
四
章
及
び

五
章
で
の
工
場
経
営
の
検
討
、
指
導
官
の
職
歴
や
、
労
災
の
手
続
き
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な
ど
の
細
部
、
大
学
の
活
動
な
ど
、
興
味
深
い
知
見
を
示
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
五
章
以
下
の
各
事
例
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い

て
福
祉
の
進
展
が
決
し
て
一
面
的
で
な
い
側
面
が
示
さ
れ
て
お
り
、

と
り
わ
け
、
工
場
内
で
文
化
的
反
発
や
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
な
活
動
が
示

さ
れ
る
六
章
は
本
書
の
白
眉
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ロ
ー
ン
ト
リ
ー
個
人

に
つ
い
て
も
第
三
章
で
自
身
の
戦
争
や
戦
時
業
務
へ
の
参
加
に
つ
い

て
の
思
索
が
史
料
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
な
ど
、
多
く
の
発
見
に
満
ち

て
い
る
。
冒
頭
に
記
さ
れ
た
よ
う
に
二
〇
一
四
年
か
ら
の
長
い
調
査

期
間
の
成
果
と
な
っ
て
い
よ
う
。

　
他
方
で
社
会
史
の
領
域
に
少
し
踏
み
込
め
ば
、
第
一
次
大
戦
は

一
九
一
四
年
か
ら
一
八
年
ま
で
で
あ
る
一
方
で
、
本
書
の
議
論
は
お

お
む
ね
ロ
ー
ン
ト
リ
ー
の
福
祉
部
長
在
任
期
間
で
あ
る
一
九
一
七
年

一
月
ま
で
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
福
利
厚
生
な
い
し
工
場
医
療
な
ど

の
点
で
は
さ
ら
に
拡
大
お
よ
び
延
長
し
た
議
論
が
可
能
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
実
際
一
九
一
六
年
一
二
月
に
成
立
し
た
ロ
イ
ド
＝

ジ
ョ
ー
ジ
戦
時
内
閣
は
統
制
に
つ
い
て
「
戦
時
社
会
主
義
」
と
す
る

ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
、
ま
た
一
七
年
六
月
に
は
再
建
省
を
設
置
し
て

住
宅
政
策
の
立
案
を
進
め
る
な
ど
、
戦
争
後
半
か
ら
末
期
に
か
け
て

の
時
期
は
銃
後
の
社
会
政
策
が
本
格
化
し
、
ま
た
表
面
化
す
る
時
期

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
（
４
）
。
福
利
厚
生
に
つ
い
て
も
、
産
業
医
療
や
労

使
関
係
を
検
討
し
た
マ
カ
イ
バ
ー
は
（
５
）
、
戦
時
下
の
社
会
政
策
に
関
し

て
検
討
す
る
中
で
、
福
祉
部
で
は
ロ
ー
ン
ト
リ
ー
が
離
れ
た
の
ち
、

後
任
の
内
務
省
官
僚
で
あ
っ
た
コ
リ
ス( E

. L. C
ollis)

の
元
で
、

医
療
部
局
や
工
場
外
福
利
厚
生
部
局
、
未
成
年
男
子
お
よ
び
男
性
労

働
者
用
部
局
の
増
設
が
見
ら
れ
た
こ
と
（
６
）
、
ま
た
並
行
し
て
産
業
疲
労

に
つ
い
て
は
労
働
者
保
健
委
員
会
に
お
い
て
、
生
理
学
者
の
ヴ
ァ
ー

ノ
ン( H

. M
. Vernon)

ら
に
よ
る
効
率
性
と
産
業
疲
労
に
関
す
る

実
地
の
統
計
的
調
査
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
こ
の
ヴ
ァ
ー
ノ
ン
は
再
建

省
に
お
い
て
い
わ
ば
労
働
生
理
学
の
基
礎
を
作
り
上
げ
た
こ
と
を
示

し
て
お
り
、
こ
う
し
た
戦
争
末
期
の
過
程
に
お
け
る
議
論
に
つ
い
て

は
展
開
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
７
）
。

　
ま
た
こ
う
し
た
銃
後
の
動
員
の
社
会
史
に
お
い
て
近
年
で
は
、
イ

ギ
リ
ス
の
戦
時
体
制
全
体
の
性
格
と
し
て
、
産
業
動
員
に
お
い
て
は

労
使
協
調
の
も
と
、
労
働
組
合
か
ら
の
反
発
を
考
慮
し
て
い
わ
ゆ
る

産
業
徴
用( industrial conscription)

を
採
用
し
な
い
、
経
済
統

制
を
主
軸
と
し
た
集
産
主
義( collectivism

)

で
あ
る
と
さ
れ
（
８
）

、
ま

た
、
そ
の
た
め
労
働
者
に
お
い
て
は
自
由
な
移
動
や
転
職
な
ど
が
見

ら
れ
る
と
と
も
に
、
労
働
や
生
活
、
労
使
関
係
で
の
摩
擦
や
混
乱
も

見
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
福
利
厚
生
の
実
施

と
効
果
に
つ
い
て
も
、
本
書
で
は
四
つ
の
事
例
か
ら
、
主
に
円
滑
に

進
展
し
た
事
例
を
検
討
し
て
い
る
が
、
他
方
で
、
本
書
で
も
言
及
さ

れ
る
よ
う
に
ロ
ー
ン
ト
リ
ー
は
福
祉
指
導
官
の
配
置
を
強
制
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
推
奨
と
し
て
お
り
、
そ
の
導
入
の
可
否
お
よ
び
業
務

の
範
囲
は
工
場
ご
と
に
異
な
り
、
そ
の
た
め
戦
時
下
の
軍
需
動
員
に
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お
い
て
混
乱
し
た
事
態
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
女
性
労
働
者

の
生
活
面
に
つ
い
て
は
、
ウ
ー
ラ
コ
ッ
ト
に
よ
っ
て
バ
ロ
ー
・
イ
ン
・

フ
ァ
ー
ネ
ス
や
リ
ン
カ
ー
ン
、
コ
ベ
ン
ト
リ
な
ど
で
は
流
入
し
た
労

働
者
が
民
間
住
宅
で
友
人
ら
と
一
部
屋
で
の
共
同
生
活
を
営
む
「
自

主
的
な
混
雑
」
が
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
し
、
ま

た
工
場
に
お
け
る
、
作
業
中
の
事
故
や
爆
発
な
ど
に
つ
い
て
、
地
域

史
研
究
に
お
い
て
、
地
域
の
歴
史
的
経
験
と
し
て
再
検
討
が
進
め
ら

れ
て
お
り
、
例
え
ば
ロ
ン
ド
ン
で
は
、
シ
ル
バ
ー
タ
ウ
ン
に
お
い
て

事
故
に
よ
り
工
場
三
棟
す
べ
て
が
爆
発
し
七
三
人
が
死
亡
、
四
〇
〇

人
以
上
の
負
傷
者
が
出
る
な
ど
、
銃
後
の
労
働
で
多
く
の
犠
牲
が
見

ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
９
）

。

　
ま
た
労
使
関
係
に
か
ん
し
て
も
、
リ
グ
リ
ー
な
ど
に
よ
る
産
業
関

係
史
が
示
す
よ
う
に）
（1
（

、
戦
時
下
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
当
初
よ
り
労
使
間

で
摩
擦
が
見
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
一
方
で
組
合
幹
部
に
よ
る
産

業
徴
用
へ
の
拒
否
や
反
発
な
ど
中
央
レ
ベ
ル
で
見
ら
れ
た
だ
け
で
な

く
、
各
地
で
は
工
場
内
の
労
働
者
が
職
場
委
員
を
中
心
に
自
主
的
に

争
議
を
組
織
す
る
シ
ョ
ッ
プ
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
運
動
が
見
ら
れ
、
賃

金
や
雇
用
政
策
へ
の
反
発
を
契
機
に
、
い
わ
ば
「
下
か
ら
の
」
運
動

と
し
て
展
開
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
特
に
一
七
年
五
月
に
は
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
全
土
で
展
開
し
、
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
、
バ
ロ
ー
、
マ
ン
チ
ェ

ス
タ
ー
、
ダ
ー
ビ
ー
、
ロ
ン
ド
ン
な
ど
四
八
の
都
市
で
約
二
〇
万
人

に
よ
る
職
場
放
棄
が
行
わ
れ
た）
（（
（

。
さ
ら
に
こ
れ
は
一
八
年
も
続
き
、

戦
時
軍
需
産
業
（
修
正
第
二
）
法
で
の
離
職
許
可
証
撤
廃
や
ボ
ー
ナ

ス
に
よ
る
対
応
へ
と
展
開
し
て
お
り
、
前
述
の
よ
う
に
ロ
イ
ド
＝

ジ
ョ
ー
ジ
が
戦
時
社
会
主
義
を
言
い
、
ま
た
上
述
の
よ
う
に
男
性
に

つ
い
て
の
福
利
厚
生
と
い
っ
た
い
わ
ば
懐
柔
策
が
と
ら
れ
る
の
は
こ

う
し
た
軋
轢
を
背
景
に
し
て
い
る）
（1
（

。
い
い
か
え
れ
ば
、
以
前
評
者
は

グ
レ
ト
ナ
に
つ
い
て
そ
の
事
例
を
成
功
の
極
点
と
し
た
上
で
、
イ
ギ

リ
ス
の
戦
時
動
員
体
制
の
性
格
を
柔
ら
か
い
総
力
戦
と
呼
ん
だ
が
、

裏
を
返
せ
ば
他
の
工
場
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
な
経
営
や

労
使
間
で
の
混
乱
や
軋
轢
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
福
利
厚

生
は
こ
う
し
た
切
迫
し
た
状
況
下
で
、
労
働
力
を
い
わ
ば
労
働
や
生

活
の
内
側
か
ら
維
持
管
理
す
る
機
構
と
し
て
、
非
常
に
重
要
な
役
割

を
担
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る）
（1
（

。
本
書
で
描
か
れ
る
、
戦
時
動
員
体
制

の
中
で
福
利
厚
生
が
実
現
す
る
と
い
う
、
戦
争
と
福
祉
の
パ
ラ
ド
キ

シ
カ
ル
な
過
程
は
、
こ
れ
ら
の
混
乱
し
た
状
況
を
背
景
と
し
た
時
、

そ
の
必
要
性
や
重
要
性
が
よ
り
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
思
わ
れ

る
。

　
他
方
で
、
本
書
が
一
貫
し
て
福
祉
指
導
官
を
通
じ
た
、
い
わ
ば
国

家
に
よ
る
労
働
や
生
活
へ
の
介
入
を
一
次
資
料
を
用
い
て
制
度
的
に

浮
か
び
上
が
ら
せ
た
こ
と
は
、
大
戦
期
に
お
け
る
中
央
政
府
に
よ
る

市
民
社
会
へ
の
介
入
の
重
要
性
を
、
改
め
て
示
す
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
実
際
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
地
方
史
の
隆
盛
に
あ
っ
て
、
大

戦
期
研
究
に
お
い
て
も
、
主
に
産
業
関
係
史
で
地
域
の
重
要
性
な
い
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し
自
律
性
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
と
り
わ
け
タ
ー
ナ
ー
は
経

営
利
害
の
動
き
か
ら
地
域
ご
と
の
経
営
者
委
員
会
の
独
立
性
を
強
調

し
、「
地
方
分
権
的
（pluralism

））
（1
（

」
と
呼
ぶ
な
ど
、
一
方
で
の
政

府
介
入
を
め
ぐ
る
議
論
と
の
二
極
化
の
傾
向
が
見
ら
れ
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
に
あ
っ
て
本
書
の
戦
時
福
祉
の
観
点
は
経
営
に

お
い
て
も
、
ま
た
そ
の
内
部
の
労
働
と
生
活
に
お
い
て
も
政
府
が
介

在
し
、
効
率
性
の
た
め
に
再
編
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
改

め
て
国
家
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
。
加
え
て
、
周
知
の
よ
う
に
イ

ギ
リ
ス
で
は
一
九
〇
〇
年
代
の
新
自
由
主
義
か
ら
第
一
次
大
戦
後
の

再
建
政
策
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
ゲ
デ
ィ
ス
の
斧
」
で
の
断
絶
を
経
て
、

第
二
次
大
戦
中
の
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
報
告
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
型
の
福

祉
国
家
が
形
成
さ
れ
る
と
い
っ
た
変
化
を
見
る
が
、
本
書
末
尾
で
示

さ
れ
る
よ
う
に
、
第
一
次
大
戦
期
の
動
員
及
び
ロ
ー
ン
ト
リ
ー
に
よ

る
福
祉
政
策
は
、
そ
の
過
程
に
あ
っ
て
、
い
わ
ば
大
量
生
産
体
制
の

導
入
と
と
も
に
政
府
が
市
民
の
労
働
と
生
活
の
細
部
ま
で
を
包
摂
し

て
い
く
と
い
う
、
い
わ
ば
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
現
代
国
家
へ
の
転
換

を
示
す
も
の
で
あ
り
、
本
書
は
そ
う
し
た
国
家
の
過
渡
期
に
あ
る
変

容
を
極
め
て
具
体
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
点
に
お
い

て
、
本
書
の
取
り
出
し
た
工
場
管
理
と
福
祉
管
理
が
戦
時
福
祉
に
お

い
て
合
流
し
て
い
く
と
い
う
過
程
は
、
大
戦
期
研
究
に
お
け
る
重
要

な
視
角
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
現
代
史
に
か
ん
す
る
今
後

の
研
究
に
お
い
て
、
重
要
な
試
金
石
と
し
て
大
き
な
意
義
を
も
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
途
中
や
や
無
い
物
ね
だ
り
を
し
た
が
、
本
書
は
第
一
次
大

戦
期
の
銃
後
を
、
そ
の
問
題
系
列
と
と
も
に
実
証
的
に
論
じ
た
本
邦

初
の
研
究
書
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
分
析
を
通
じ
て
戦
時
期
の
労
働
行

政
や
工
場
経
営
の
有
り
様
、
労
働
者
の
活
発
な
行
動
な
ど
、
こ
れ
ま

で
日
本
語
で
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
第
一
次
大
戦

期
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
、す
な
わ
ち
近
代
と
現
代
の
転
換
に
あ
っ
て
、

未
曾
有
の
戦
争
の
中
に
あ
る
状
況
が
詳
細
に
描
き
出
さ
れ
て
お
り
、

イ
ギ
リ
ス
史
研
究
に
お
い
て
も
、
ま
た
今
後
の
労
働
史
や
経
営
史
、

社
会
政
策
史
研
究
に
お
い
て
も
広
く
読
ま
れ
、
永
く
参
照
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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註（１
）
拙
稿
「
戦
争
の
た
め
の
田
園
都
市
―
グ
レ
ト
ナ
・
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ

と
イ
ー
ス
ト
リ
ッ
グ
ス
」『
西
洋
史
学
』
二
一
七
号
、
二
〇
〇
五
年
。

ま
た
福
利
厚
生
を
含
む
大
戦
期
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
行
政
に
つ
い
て
は
、

以
下
で
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
『
第
一
次
大
戦
期
イ
ギ
リ
ス

に
お
け
る
労
働
政
策
―
軍
需
省
を
中
心
に
』
未
刊
行
博
士
論
文
（
立

教
大
学
）
二
〇
一
三
年
。

（
2
）
第
一
次
大
戦
期
に
つ
い
て
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
史
に
つ
い
て
は
拙
稿

「
修
正
主
義
以
降
の
第
一
次
大
戦
イ
ギ
リ
ス
社
会
史
」『
史
苑
』
七
八

巻
一
号
、
二
〇
一
八
年
。
ま
た
、「
戦
争
と
福
祉
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
に

つ
い
て
日
本
語
で
の
議
論
と
し
て
は
金
澤
周
作
「
第
一
次
大
戦
期
に

お
け
る
『
戦
争
チ
ャ
リ
テ
ィ
』
―
詐
欺
問
題
か
ら
見
る
銃
後
の
協
力
」

『
歴
史
学
研
究
』（
八
八
七
）
一
〇
、二
〇
一
一
年
を
参
照
。

（
3
）A

. B
riggs, Social Thought and Social Action: a Study 

of the W
ork of Seebohm

 R
ow

ntree, 1871-1954 , London, 
1961.

（
4
）
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
戦
時
内
閣
が
戦
時
社
会
主
義
を
ス
ロ
ー
ガ
ン

と
し
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
は
Ａ
・
Ｊ
・
Ｐ
・
テ
イ
ラ
ー
著
、

〔
都
築
忠
七
他
訳
〕『
イ
ギ
リ
ス
現
代
史
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
七

年
を
参
照
。

（
5
）A

. M
cIvor, A

 H
istory of W

ork in B
ritain, 1880-1950 , 

M
acm

illan, 2000.

と
り
わ
け
第
四
章
及
び
第
五
章
を
参
照
。

（
6
）Ibid. 

な
お
コ
リ
ス
は
労
働
保
健
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
も
務
め
て
い

る
。
ま
た
福
祉
部
と
工
場
法
監
督
官
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
本
書
で

は
部
分
的
な
言
及
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
工
場
法
監
督
官
と
福
祉

官
で
は
前
者
が
法
的
な
監
査
、
後
者
が
企
業
内
で
の
労
務
管
理
面
で

の
監
督
と
い
う
住
み
分
け
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
実
際
に
は
福
祉

部
設
置
直
後
に
、
工
場
監
督
官
に
よ
る
全
国
の
工
場
で
の
詳
細
な
調

査
が
行
な
わ
れ
、
福
祉
指
導
官
の
活
動
は
そ
れ
ら
を
蓄
積
と
し
て
進

め
ら
れ
る
な
ど
、
相
互
に
協
力
し
つ
つ
行
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ

の
点
に
つ
い
て
前
掲
し
た
拙
稿
博
論
で
は
一
部
理
解
に
誤
り
が
あ
り
、

本
稿
で
の
記
述
を
正
確
な
も
の
と
し
て
こ
こ
に
述
べ
る
。
ま
た
以
下

を
参
照
し
た
。H

istory of the M
inisty of M

unitions , H
M

SO
, 

1923, vol.5. pt.3, p. 16.

（
7
）M

cIvor, op.cit.

（
8
）
イ
ギ
リ
ス
の
総
力
戦
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
は
一
九
八
〇
年
代
に

Ａ
・
マ
ー
ウ
ィ
ッ
ク
と
Ｊ
・
ウ
ィ
ン
タ
ー
の
間
で
議
論
が
見
ら
れ
た
。

前
傾
拙
稿
「
修
正
主
義
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
史
」
を
参
照
。

（
9
）A. W

oollacott, O
n H

er Their Lives D
epend : M

unitions 
W

orkers in the G
reat W

ar , U
niv. of C

alifornia Press, 
1994.

特
に
第
三
章
を
参
照
。
シ
ル
バ
ー
タ
ウ
ン
の
事
故
に
つ
い
て

は
博
物
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
例
と

し
て
、M

useum
 of London, ‘Com

m
em

orating Silvertow
n: 

100 years after London's largest explosion’ (https://w
w

w
.

m
useum

oflondon.org.uk/discover/silvertow
n-explosion-

100-years-photographs-docklands). 

（
10
）
戦
時
下
の
労
使
関
係
及
び
労
働
運
動
に
つ
い
て
はC

.J. W
rigley, 

(ed.), H
istory of B

ritish Industrial R
ealations, vol.2 1914-

1939 , Brighton, 1987

を
参
照
。

（
11
）
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
五
月
ス
ト
ラ
イ
キ
」
に
つ
い
て
は
、C.J.W

rigley, 
Lloyd G

eorge and B
ritish Labour M

ovem
ent , B

righton, 
1976

を
参
照
。
主
な
背
景
と
し
て
は
、
男
性
労
働
者
へ
の
徴
兵
免
除

権
を
め
ぐ
る
混
乱
と
、
政
府
の
対
応
を
徴
用
と
誤
認
し
た
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
。
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武
田
尚
子 

著
『
戦
争
と
福
祉
』（
大
和
久
）

（
12
）M

cIvor, op.cit . 

ま
た
前
掲
のH

istory of the M
inistry of 

M
unitions

の
第
五
巻
に
は
、
一
七
年
以
降
の
余
暇
活
動
の
提
供
に

よ
り
男
性
熟
練
労
働
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
初
め
て
取
ら

れ
た
と
す
る
経
営
者
の
好
意
的
な
意
見
に
加
え
、
未
成
年
男
子
に
つ

い
て
は
地
域
の
知
己
の
男
性
の
多
く
が
徴
兵
に
と
ら
れ
た
心
理
的
影

響
で
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
耽
る
こ
と
へ
の
対
応
と
し
て
余
暇
活
動
へ
の
参

加
が
推
奨
さ
れ
た
例
な
ど
、
戦
争
末
期
に
お
け
る
労
使
関
係
の
悪
化

や
徴
兵
制
の
進
展
が
及
ぼ
し
た
影
響
へ
の
対
応
策
と
し
て
の
福
利
厚

生
の
事
例
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）
前
傾
拙
稿
「
戦
争
の
た
め
の
田
園
都
市
」。

（
14
）J. Turner, B

ritish Politics and G
reat W

ar , Cam
bridge, 

1992.

ま
た
地
域
の
社
会
史
に
つ
い
て
は
前
傾
拙
稿
「
修
正
主
義
以

降
の
第
一
次
大
戦
期
イ
ギ
リ
ス
社
会
史
」
を
参
照
。

（
川
村
学
園
女
子
大
学
兼
任
講
師
）


