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二
つ
の
競
争
が
あ
る 

司
会
：
前
回
は
、｢

19
世
紀
の
都
市
労
働
者

の
悲
惨
な
生
活
実
態
と
貧
民
街
の
状
況｣
に

つ
い
て
学
習
し
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
は
、

｢

競
争｣

と｢

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
移
住｣

に
つ

い
て
学
び
ま
す
。 

先
ず
、｢

競
争｣

で
す
が
、
こ
の
章
に
は

｢

労
働
者
間
の
競
争｣

と｢

ブ
ル
ジ
ョ
ア
相
互

の
競
争｣

に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
資

本
家
相
互
の
競
争
に
つ
い
て
は
多
く
の
ペ
ー

ジ
が
割
か
れ
て
い
ま
す
が
、
今
回
の
学
習
会

で
は
、
な
ぜ
、
労
働
者
間
の
競
争
が
起
こ
る

の
か
、
そ
の
経
緯
を
重
点
的
に
掘
り
下
げ
て

討
論
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

労
働
者
間
の
競
争 

小
泉
：｢

ブ
ル
ジ
ョ
ア
が
互
い
に
競
争
す
る

よ
う
に
労
働
者
も
互
い
に
競
争
す
る｣

と
あ

り
ま
す
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
競
争
と
は
違
い
、

労
働
者
は
自
ら
の
意
志
で
競
争
し
て
い
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
賃
金
の
高
い
労
働
者

か
ら
低
賃
金
労
働
者
へ
と
、
取
っ
て
代
わ
る

よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
労
働
者
に

と
っ
て
は
最
悪
な
こ
と
で
す
が
、
常
に
ブ
ル

ジ
ョ
ア
の
意
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
が
現

状
で
す
。
労
働
組
合
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な

競
争
を
無
く
そ
う
と
し
ま
す
が
、
ブ
ル
ジ
ョ

ア
に
潰
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。 

で
は
、
何
故
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ

る
の
か
。
そ
れ
は
、
労
働
者
の
生
活
手
段
が

ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
手
中
に
あ
る
か
ら
で
す
。
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
労
働
力
と
引
き
換
え
に

賃
金
を
得
て
生
活
手
段
を
取
得
し
ま
す
が
、

生
産
手
段
を
も
た
な
い
労
働
者
に
と
っ
て
は
、

提
示
さ
れ
た
条
件
に
同
意
す
る
か
餓
死
す
る

か
の
二
者
択
一
な
の
で
す
。 

し
か
し
、
労
働
者
の
競
争
に
は
限
界
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
生
活
に
必
要
な
賃
金
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
生
活

に
必
要
な
賃
金
と
は
、
一
定
の
文
明
度
と
子

ど
も
を
育
て
家
族
を
養
う
こ
と
の
で
き
る
賃

金
で
す
。
そ
し
て
家
族
を
養
う
度
合
い
に
よ

っ
て
賃
金
は
平
均
化
さ
れ
、
い
く
ら
か
ま
し
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な
賃
金
が
最
低
限
度
と
さ
れ
た
の
で
す
。 

当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
の
状
態
は
悲

惨
な
も
の
で
し
た
。
人
間
扱
い
さ
れ
ず
に
、

単
な
る
「
人
手
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
人
間
性

を
奪
い
取
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

労
働
者
は
競
争
さ
せ
ら
れ
て
い
る 

司
会
：
労
働
者
は
自
ら
の
意
志
で
競
争
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
説
明
が
あ
り
ま

し
た
。
質
問
・
補
足
等
を
お
願
い
し
ま
す
。 

影
山
：
こ
の
当
時
、
労
働
組
合
は
あ
っ
た
の

で
す
か
。 

小
泉
：
１
７
９
９
年
に
団
結
禁
止
法
が
制
定

さ
れ
る
な
ど
弾
圧
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
１

８
２
４
年
に
廃
止
さ
れ
、
労
働
者
団
結
法
が

制
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
労

働
組
合
の
結
成
が
公
認
さ
れ
た
よ
う
で
す
。 

司
会
：
で
は
、
今
、
職
場
で
ど
の
よ
う
な
競

争
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
資
本
家
階
級
が

作
り
上
げ
た
体
系
に
つ
い
て
の
説
明
を
お
願

い
し
ま
す
。 

小
泉
：
労
働
者
間
の
競
争
は
、
全
て
賃
金
等

に
関
す
る
格
差
・
差
別
に
よ
っ
て
起
こ
っ
て

い
る
と
考
え
ま
す
。
こ
れ
ら
の
競
争
は
社
会

的
要
因
と
個
人
的
要
因
に
分
け
ら
れ
ま
す
が

何
れ
も
知
ら
ず
の
内
に
競
争
さ
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。
詳
細
は｢

上
表｣

を
参
照
し
て
下
さ
い
。 

向
山
：｢

上
表｣

の
項
目
は
、
何
を
参
考
に
し

た
の
で
す
か
。 

小
泉
：
し
い
て
言
う
な
ら
ば
統
計
資
料
の
調

査
項
目
を
列
記
し
た
だ
け
で
す
。 

司
会
：
分
か
り
に
く
い
で
す
ね
。
具
体
例
を

出
し
合
う
中
で
理
解
を
深
め
ま
し
ょ
う
。 

小
泉
：
ど
こ
に
賃
金
格
差
や
競
争
が
あ
る
か

を
調
べ
る
の
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
が
。 

向
山
：
昨
年
９
月
発
表
の
民
間
給
与
実
態
調

査
で
は
、
男
性
の
５
４
５
万
円
に
対
し
女
性

は
３
０
２
万
円(

男
性
の
54
％)

、
正
規
の

５
０
８
万
円
に
対
し
非
正
規
は
１
９
７
万
円

(

正
規
の
39
％)

と
驚
き
の
数
字
で
す
。 

小
谷
田
：
昨
年
の
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
雇

用
者
数
６
０
３
６
万
人
に
対
し
、
労
働
組
合

員
数
は
９
９
９
万
人(

組
織
率
16
・
５
％)

で
民
間
企
業
の
み
の
組
織
率
は
15
・
８
％

と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
全
労
協
、
全
労

連
あ
わ
せ
て
も
僅
か
約
80
万
人
で
す
。
闘

わ
な
い
労
働
組
合
の
組
合
員
が
殆
ど
で
す
。 

影
山
：
非
正
規
労
働
者
は
何
時
頃
か
ら
増
え

た
の
で
す
か
。 

小
泉
：
１
９
５
０
年
代
か
ら
高
度
経
済
成
長
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期
に
か
け
て
の
出
稼
ぎ
や
臨
時
工
、
１
９
６

０
年
代
後
半
以
降
に
増
加
し
た
女
性
の
パ
ー

ト
雇
用
、
１
９
８
０
年
代
後
半
以
降
に
派
遣

労
働
者
や
有
期
雇
用
者
が
増
加
し
て
き
ま
し

た
。
１
９
８
５
年
と
２
０
１
０
年
と
の
比
較

で
は
、
雇
用
者
数
が
３
９
９
９
万
人
か
ら
５

１
１
１
万
人
へ
１
１
１
２
万
人
増
加
し
ま
し

た
。
そ
の
内
訳
は
、
非
正
規
が
６
５
５
万
人

か
ら
１
７
５
６
万
人
へ
１
１
０
１
万
人
増
と

な
っ
た
一
方
で
、
正
規
は
僅
か
12
万
人
増

に
留
ま
っ
て
い
ま
す
。 

司
会
：
で
は
、
皆
さ
ん
が
体
験
し
た
労
働
者

間
の
競
争
に
つ
い
て
、
先
輩
・
現
役
労
働
者

か
ら
聞
い
た
話
で
も
結
構
で
す
か
ら
報
告
し

て
下
さ
い
。 

小
林
：
電
車
の
運
転
士
を
し
て
い
た
の
で
す

が
、
低
賃
金
だ
っ
た
の
で
ダ
イ
ヤ
乗
務
し
た

後
、
時
間
外
と
し
て
他
の
ダ
イ
ヤ
に
乗
務
す

る
「
再
乗
」
を
率
先
し
て
行
っ
て
い
ま
し
た
。

「
再
乗
」
希
望
者
が
多
く
競
争
と
な
り
、

「
お
か
し
い
、
不
公
平
だ
」「
再
乗
に
頼
ら

な
い
賃
金
を
！
」「
自
由
に
や
ら
せ
ろ
」
と

い
っ
た
声
が
上
が
り
ま
し
た
。
労
働
組
合
が

機
能
し
て
い
な
い
状
況
で
は
と
て
つ
も
な
く

難
し
い
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。 

小
谷
田
：
疲
労
な
ど
に
よ
る
安
全
運
行
に
つ

い
て
、
議
論
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
か
。 

小
林
：
個
々
人
の
家
庭
の
事
情
も
あ
り
、
あ

ま
り
議
論
に
な
ら
な
か
っ
た
で
す
ね
。 

向
山
：
人
事
考
課
制
度
が
大
幅
に
変
更
さ
れ
、

賞
与
の
場
合
、
会
社
が
支
払
う｢

全
社
員
の

月
額
賃
金×

月
数｣

を
原
資
と
し
、
50
項

目
に
お
よ
ぶ
人
事
考
課
の
評
価
点
で
こ
の
原

資
を
奪
い
合
う
制
度
に
な
り
ま
し
た
。
半
分

以
下
の
者
も
い
れ
ば
３
倍
の
者
も
い
る
。
怒

り
は
会
社
に
は
向
け
ら
れ
ず
、
社
員
同
士
の

い
が
み
合
い
と
な
り｢

な
ぜ
、
あ
の
人
が｣

と

い
う
声
が
上
が
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。 

司
会
：
現
代
社
会
で
は
、
労
働
者
間
の
競
争

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
商
品
の
品
質
や

安
全
性
、
ま
た
過
労
死
な
ど
が
問
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。
個
々
の
事
情
と
一
人
ひ
と
り
の

不
満
・
要
求
を
出
し
合
い
、
そ
れ
を
資
本
に

突
き
つ
け
競
争
を
な
く
す
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
年
齢
・
性
別
や
業
種
な

ど
に
よ
る
格
差
に
つ
い
て
、｢

あ
っ
て
当
た

り
前｣

と
い
う
風
潮
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を

変
え
る
た
め
に
も
資
本
と
闘
う
労
働
組
合
を

再
建
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

ブ
ル
ジ
ョ
ア
相
互
の
競
争 

司
会
：
資
本
主
義
社
会
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
相

互
の
競
争
に
始
ま
り
恐
慌
が
起
こ
り
、
や
が

て
好
況
を
迎
え
る
周
期
で
何
度
と
な
く
繰
り

返
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
周
期
は
、
世
界

貿
易
の
幼
年
期
の
１
８
１
５
年
か
ら
１
８
４

７
年
に
は
ほ
ぼ
５
年
お
き
に
。
初
め
て
の
世

界
恐
慌
と
な
っ
た
１
８
５
７
年
か
ら
１
９
５

７
年
ま
で
は
10
年
お
き
に
起
き
て
い
ま
す
。

こ
の
恐
慌
を
踏
ま
え
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
相
互
の

競
争
に
つ
い
て
説
明
を
お
願
い
し
ま
す
。 

小
谷
田
：
ブ
ル
ジ
ョ
ア
は
商
業
や
工
業
に
よ

っ
て
し
か
資
本
を
増
や
す
こ
と
が
出
来
ず
、

資
本
を
増
や
す
に
は
労
働
者
を
必
要
と
し
ま

す
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
労
働
者
の
関
係
は
、 

①
労
働
者
が
不
足
気
味
に
な
る
と
労
働
者
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間
の
競
争
は
な
く
な
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

同
士
の
競
争
が
始
ま
り
ま
す
。
資
本
家
は
他

の
資
本
家
か
ら
労
働
者
を
奪
い
取
る
た
め
、

賃
金
を
上
昇
さ
せ
ま
す
。
し
か
し
、
労
働
者

も
資
本
家
も
互
い
に
競
争
し
合
う
理
由
が
な

い
と
き
、
労
働
者
の
平
均
的
賃
金
は
欲
求
と

文
明
度
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。
一
方
、
ド

イ
ツ
の
労
働
者
の
実
態
は
、
労
働
者
は
法
律

上
も
事
実
上
も
有
産
階
級
あ
る
い
は
ブ
ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー
の
奴
隷
で
す
。
労
働
者
に
対
す
る

需
要
が
増
大
す
る
と
労
働
者
の
価
格
も
上
昇

し
、
需
要
が
減
少
す
る
と
価
格
も
下
落
し
ま

す
。
奴
隷
身
分
と
の
違
い
は
、
労
働
者
が
自

由
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
す
。

労
働
者
は
、
自
分
自
身
で
日
毎
、
週
毎
、
年

毎
に
切
り
売
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
す
。
従
っ
て
、
奴
隷
の
消
耗
は
主
人
の
損

失
と
な
り
ま
す
が
、
労
働
者
の
消
耗
は
労
働

者
自
身
の
損
失
と
な
る
の
で
す
。 

②
次
に
、
過
剰
人
口
で
す
が
、
労
働
者
が

過
少
だ
と
賃
金
が
上
昇
し
、
労
働
者
の
暮
ら

し
向
き
は
良
く
な
り
、
結
婚
は
増
え
、
よ
り

多
く
の
子
ど
も
が
育
ち
、
つ
い
に
は
十
分
な

労
働
者
が
生
産
さ
れ
ま
す
。
逆
に
、
労
働
者

が
過
剰
だ
と
賃
金
は
下
落
し
、
失
業･

困
窮･

飢
え
が
生
じ
、
発
生
し
た
伝
染
病
に
よ
り

｢

過
剰
人
口｣

を
死
に
追
い
や
る
の
で
す
。
ま

た
、
過
剰
人
口
は
、
工
場
主
が
行
う
労
働
強

化
に
よ
り
、
労
働
者
相
互
間
の
競
争
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
労
働

者
間
の
競
争
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
る
労
働
者

個
人
の
能
率
、
分
業
、
機
械
の
導
入
、
自
然

力
の
利
用
が
、
多
数
の
労
働
者
を
失
業
さ
せ

ま
す
。
そ
し
て
、
失
業
者
の
消
費
が
減
り
、

生
産
の
必
要
性
が
な
く
な
り
、
さ
ら
に
失
業

者
が
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

③
続
い
て
、
商
業
恐
慌
で
す
。
無
秩
序
な

生
活
手
段
の
生
産
と
分
配
の
も
と
で
は
、
市

場
は
商
品
で
溢
れ
、
販
売
は
滞
り
、
資
本
は

動
か
ず
、
価
格
は
下
落
し
、
も
は
や
労
働
者

に
与
え
る
仕
事
が
な
い
状
況
に
陥
り
ま
す
。

「
失
業
者
を
容
易
に
習
得
で
き
る
部
門
に
投

じ
、
ま
た
、
あ
る
市
場
の
販
売
で
き
な
い
商

品
を
他
の
市
場
に
投
じ
、
個
々
の
小
恐
慌
を

競
争
の
集
中
作
用
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
、
周

期
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
恐
慌
と
な
っ
た
」
と

説
明
し
て
い
ま
す
。
そ
の
恐
慌
が
５
年
お
き

に
起
こ
る
の
が
通
例
で
あ
る
と
も
い
っ
て
い

ま
す
。 

④
恐
慌
か
ら
好
景
気
に
な
る
と
、
商
品
取

引
が
活
気
づ
き
、
一
層
の
値
上
が
り
を
期
待

し
て
投
機
買
い
が
始
ま
り
ま
す
。
商
品
を
消

費
か
ら
奪
い
、
工
業
生
産
力
を
最
高
度
に
発

揮
す
る
よ
う
促
す
の
で
す
。 

⑤
恐
慌
・
繁
栄
の
循
環
に
対
応
す
る
た
め
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
は
活
気
の
あ
る
数
ヵ
月
間
に
大

量
の
商
品
を
生
産
で
き
る
よ
う
失
業
予
備
軍

を
確
保
し
ま
す
。
そ
の
予
備
軍
と
な
る
の
は
、

地
方
の
農
民
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
や
一
部
の

労
働
者
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
過
剰
者(

過

剰
人
口)

の
中
に
は
、
社
会
に
対
し
公
然
と

反
抗
す
る
者
も
現
れ
ま
す
が
多
く
の
過
剰
者

は
救
貧
税
や
富
者
の
慈
悲
で
は
救
わ
れ
ず
、

労
働
者
た
ち
が
出
来
る
限
り
互
い
に
助
け
合

わ
な
け
れ
ば
、
恐
慌
の
度
に
大
量
の｢

過
剰

者｣

が
餓
死
に
よ
っ
て
死
に
追
い
や
ら
れ
る
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こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 
恐
慌
は
資
本
家
に
と
っ
て｢

必
要
悪｣ 

司
会
：
恐
慌
が
な
ぜ
起
こ
る
の
か
、
そ
の
流

れ
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
質
問
・

補
足
す
べ
き
事
項
が
あ
れ
ば
お
願
い
し
ま
す
。 

小
林
：
恐
慌
は
５
年
お
き
に
起
こ
る
と
あ
り

ま
す
が
、
こ
の
頃
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
は
規
模
も

小
さ
く
力
も
な
か
っ
た
か
ら
で
す
が
、
大
資

本
に
な
り
10
年
周
期
に
な
っ
た
の
は
何
時

頃
か
ら
で
そ
の
要
因
は
何
で
す
か
。 

小
谷
田
：
10
年
周
期
に
な
っ
た
の
は
司
会

者
が
述
べ
た
通
り
１
８
５
７
年
か
ら
で
す
。

そ
の
要
因
は
独
占
資
本
が
現
れ
、
生
産
調
整

を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。 

影
山
：
坂
牛
前
労
大
学
長
は
、「
10
年
毎
に

発
生
す
る
恐
慌
は
、
資
本
主
義
に
と
っ
て
は

｢

必
要
悪｣

で
あ
っ
た
と
書
い
て
い
ま
す
が
ど

う
い
う
こ
と
で
す
か
。 

向
山
：
資
本
主
義
は
、
恐
慌
の
度
に
過
剰
資

本
を
切
り
捨
て
、
生
産
手
段
を
更
新
し
、
生

産
力
を
上
昇
さ
せ
て
、
拡
大
再
生
産
の
道
を

切
り
開
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
暮
ら
し
ぶ
り 

司
会
：
競
争
に
つ
い
て
の
議
論
が
ま
だ
ま
だ

尽
き
ま
せ
ん
が
、
次
の
章
の
「
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
人
の
移
住
」
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。
先
ず
、

１
８
０
０
年
代
前
後
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の

暮
ら
し
ぶ
り
に
つ
い
て
報
告
し
て
下
さ
い
。 

向
山
：
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
イ
ギ
リ
ス
の
一
部

で
し
た
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
は
ひ
ど
い
貧

困
に
あ
え
い
で
い
ま
し
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

に
暮
ら
す
イ
ギ
リ
ス
人
貴
族
の
多
く
は
、
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
の
広
大
な
土
地
を
所
有
し
、
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
人
を
小
作
人
と
し
て
働
か
せ
て

い
た
の
で
す
。
古
く
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
支
配

下
に
置
か
れ
、
豊
か
な
農
地
が
奪
わ
れ
、
農

業
が
で
き
な
い
よ
う
な
耕
作
不
適
地
に
追
わ

れ
ま
し
た
。
し
か
も
彼
ら
は
小
作
人
と
し
て

農
地
の
３
分
の
２
に
小
麦
を
栽
培
し
、
そ
れ

を
イ
ギ
リ
ス
人
地
主
に
納
付
し
、
残
り
の
３

分
の
１
に
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
栽
培
し
て
自
ら
の

食
料
と
し
て
い
ま
し
た
。 

ま
た
、
１
８
４
５
年
か
ら
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ

の
凶
作
に
よ
り
、
１
５
０
万
人
が
餓
死
し
、

１
０
０
万
人
が
移
住
し
ま
し
た
。
食
料
は
あ

っ
た
も
の
の
分
配
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
飢

饉
の
本
質
で
す
。
独
立
戦
争
を
経
て
完
全
独

立
し
た
の
は
１
９
４
９
年
の
こ
と
で
す
。 

影
山
：
ま
る
で
時
代
劇
の
悪
代
官
と
農
民
の

関
係
に
似
て
い
ま
す
ね
。 

 

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
移
住 

司
会
：
次
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
労
働
者
に
与

え
た
影
響
に
つ
い
て
み
て
い
き
ま
す
。 

向
山
：
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
多
く
の
貧
し
い
人

た
ち
を
自
由
に
使
え
る
予
備
軍
と
し
て
持
っ

て
い
な
け
れ
ば
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
工
業
の
急

速
な
伸
長
は
起
り
得
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。 

１
０
０
万
人
以
上
が
移
住
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
社
会
の
最
下
層
階
級
を
形
成
し
ま
し
た
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
は
文
明
を
求
め
る
こ
と
な

く
成
人
し
、
あ
ら
ゆ
る
貧
乏
に
慣
れ
、
粗
野

で
酒
好
き
で
無
頓
着
で
し
た
。
こ
の
移
住
に

よ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
労
働
者
の
下
層
大
衆
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は
、
競
争
相
手
と
な
っ
て
賃
金
の
下
落
を
余

儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。 

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
は
最
低
限
度
の
生
活
習

慣
を
見
つ
け
出
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
労
働

者
に
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
最
悪
の
住
居
で

も
住
居
で
あ
れ
ば
満
足
、
服
は
気
に
し
な
い
、

靴
は
履
い
た
こ
と
が
な
い
、
食
物
は
ジ
ャ
ガ

イ
モ
、
豚
と
寝
食
を
共
に
し
、
寝
床
は
藁
と

ボ
ロ
服
が
あ
れ
ば
十
分
、
家
族
は
一
部
屋
以

上
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
生
活
ぶ
り
で
し

た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
労
働
者
は
、
安
い
賃

金
し
か
必
要
と
し
な
い
競
争
相
手
と
闘
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
競
争
相
手

と
な
っ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
労
働
者
の
賃
金

は
益
々
押
し
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。 

し
か
し
、
長
い
見
習
い
期
間
や
規
則
的
な

作
業
を
必
要
と
す
る
労
働
に
対
し
て
は
、
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
水
準
が
あ
ま
り
に
も
低
く
、

工
場
労
働
者
に
な
る
た
め
に
は
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
文
明
や
習
慣
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
移
住
は
、
賃
金
の
低

下
、
更
に
は
労
働
者
階
級
そ
の
も
の
の
低
下

の
大
き
な
要
因
と
な
り
ま
し
た
。
と
い
う
の

も
、
殆
ど
の
大
都
市
で
も
、
労
働
者
の
約
４

分
の
１
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
だ
と
す
れ
ば
、

全
労
働
者
階
級
の
生
活
、
そ
の
習
慣
、
そ
の

知
的
・
道
徳
的
地
位
、
そ
の
性
格
全
体
が
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
的
価
値
観
を
大
幅
に
取
り
入

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。 

司
会
：
移
民
受
け
入
れ
に
よ
っ
て
起
こ
る
影

響
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
質
問
等

が
あ
り
ま
し
た
ら
お
願
い
し
ま
す
。 

小
谷
田
：
現
在
、
欧
州
各
国
は
多
く
の
難
民

を
受
け
入
れ
て
い
ま
す
が
、
雇
用
不
安
や
賃

金
低
下
の
問
題
は
な
い
の
で
す
か
。 

小
泉
：
な
い
よ
う
で
す
。
労
働
市
場
の
棲
み

分
け
が
さ
れ
、
高
学
歴
者
等
は
Ｉ
Ｔ
企
業
や

労
働
需
要
が
増
え
て
い
る
成
長
産
業
に
、
他

方
は
い
わ
ゆ
る
３
Ｋ
と
言
わ
れ
る
業
種
で
す
。

い
ず
れ
も
労
働
力
不
足
の
た
め
、
国
内
の
労

働
者
と
競
争
に
な
る
こ
と
は
な
い
よ
う
で
す
。 

日
本
国
内
に
お
い
て
も
、
多
く
の
外
国
人

労
働
者
や
技
能
実
習
生
が
働
い
て
い
ま
す
が
、

労
働
力
が
不
足
す
る
３
Ｋ
と
言
わ
れ
る
業
種

が
多
い
で
す
か
ら
ね
。 

司
会
：
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
は
な
ぜ
移
住
し
た

の
か
、
移
住
に
よ
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
労
働

者
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、
そ

し
て
現
在
の
難
民
な
ど
に
よ
る
影
響
に
つ
い

て
も
理
解
で
き
た
と
思
い
ま
す
。 

次
回
は｢

諸
結
果｣

で
す
。
悪
化
す
る
労
働

環
境
や
生
活
実
態
な
ど
、
労
働
者
階
級
の
状

態
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。 


