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司
会
：
７
章
は
皆
さ
ん
も
よ
く
学
習
し
て
い

る
「
労
働
力
」
で
す
。
７
章
と
次
号
８
章
を

担
当
し
て
く
れ
る
の
は
、
嬉
し
い
こ
と
に

30
代
の
青
年
で
す
。
徳
島
県
協
三
好
市
職

友
の
会
の
安
藤
悠
輔
さ
ん
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。 

 

労
働
力
と
は 

 

マ
ル
ク
ス
は
「
ど
の
商
品
も
の
価
値
の
本

性
を
分
析
し
た
」
と
し
て
、「
特
殊
な
労
働

の
価
値
」
を
考
え
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
と

し
ま
し
た
。 

外
見
上
の
逆
説
に
よ
っ
て
、
労
働
者
が
毎 

        

日
売
る
も
の
は
労
働
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は

価
格
を
持
ち
ま
す
。
商
品
の
価
格
と
は
そ
の

価
値
の
貨
幣
的
表
現
で
す
か
ら
、「
労
働
の

価
値
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
確
か
に
存
在

す
る
に
違
い
な
い
と
確
信
さ
れ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
普
通
で
い
う
意

味
の
労
働
の
価
値
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
存

在
し
な
い
の
だ
と
述
べ
ま
し
た
。
ど
う
い
う

こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
？ 

こ
れ
ま
で
学
習
し
て
き
た
「
一
商
品
に
結

晶
し
た
社
会
的
必
要
労
働
の
分
量
が
そ
の
商

品
の
価
値
を
形
成
す
る
」
と
い
う
価
値
概
念

を
適
用
す
る
と
、「
十
時
間
労
働
日
の
価
値

が
十
時
間
分
の
労
働
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
労 

        

働
日
に
含
ま
れ
て
い
る
労
働
の
分
量
に
等
し

い
」
と
い
う
、
同
義
反
復
的
で
無
意
義
な
言

い
表
し
方
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。「
労
働

の
価
値
」
と
い
う
表
現
の
、
真
の
、
だ
が
隠

れ
た
意
味
を
ひ
と
た
び
発
見
し
た
な
ら
ば
、

我
々
が
「
価
値
の
か
か
る
不
合
理
な
、
そ
し

て
一
見
不
可
能
な
適
用
を
説
明
し
う
る
」
と

し
、
天
体
の
例
を
挙
げ
て
い
ま
す
。 

 

『
天
体
の
現
実
の
運
行
を
確
か
め
た
な
ら

ば
、
天
体
の
外
見
的
ま
た
は
単
に
現
象
的
な

運
行
を
説
明
し
う
る
』
と
。
こ
れ
は
「
地
球

は
自
転
し
な
が
ら
太
陽
の
周
り
を
公
転
す
る

と
い
う
事
実
を
知
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
あ
え

て
太
陽
は
東
か
ら
昇
り
西
に
沈
む
よ
う
に
移
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動
す
る
と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い

う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。 

つ
ま
り
、
外
見
上
労
働
者
は
労
働
に
対
し

て
対
価
を
得
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、

実
際
に
深
く
見
て
い
く
と
「
労
働
者
が
売
る

の
は
、
彼
の
労
働
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、

彼
の
労
働
力
」
で
あ
っ
て
、「
労
働
力
の
一

時
的
な
自
由
処
分
を
彼
が
資
本
家
に
譲
渡
す

る
」
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら

こ
そ
「
ひ
と
が
そ
の
労
働
力
を
売
る
こ
と
の

で
き
る
最
長
時
間
が
規
定
さ
れ
て
い
る
」
の

で
す
。
あ
く
ま
で
譲
渡
す
る
の
は
一
定
時
間

限
定
の
労
働
力
で
あ
り
、
24
時
間
３
６
５

日
好
き
に
働
か
せ
ら
れ
る
な
ら
奴
隷
同
然
だ

と
述
べ
て
い
ま
す
。 

そ
し
て
「
こ
の
基
礎
か
ら
出
発
す
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
、
他
の
す
べ
て
の
商
品
の
価
値

と
同
じ
よ
う
に
、
労
働
の
価
値
を
決
定
し
う

る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

   

資
本
家
と
労
働
者
の
関
係 

 

マ
ル
ク
ス
は
こ
こ
で
そ
の
価
値
の
分
析
に

入
る
前
に
前
提
と
し
て
あ
る
問
題
を
説
明
し

て
い
ま
す
。「
一
方
で
は
土
地
・
機
械
・
原

料
お
よ
び
生
活
手
段
を
所
有
す
る
一
組
の
買

い
手
を
見
出
し
、
他
方
で
は
、
自
分
の
労
働

力
す
な
わ
ち
労
働
す
る
腕
と
頭
の
ほ
か
に
は

売
る
べ
き
何
も
の
も
も
た
な
い
一
組
の
売
手

を
見
出
す
と
い
う
、
こ
の
奇
妙
な
現
象
は
ど

う
し
て
生
ず
る
か
？
」
こ
の
一
方
と
は
、
利

潤
を
あ
げ
て
自
ら
を
富
ま
せ
る
た
め
に
た
え

ず
買
っ
て
い
る
「
資
本
家
側
」
で
あ
り
、
他

方
と
は
、
自
分
の
生
計
を
稼
ぐ
た
め
に
た
え

ず
売
っ
て
い
る
「
労
働
者
側
」
の
こ
と
を
指

し
て
い
ま
す
。 

こ
の
問
題
の
研
究
を
経
済
学
者
た
ち
は

「
先
行
的
ま
た
は
本
源
的
蓄
積
」
と
名
付
け

て
い
る
が
、
そ
の
中
身
は
「
本
源
的
収
奪
と

名
付
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
の
研
究
で
あ
ろ

う
。」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は

「
労
働
人
と
彼
の
労
働
用
具
と
の
あ
い
だ
に

存
在
す
る
本
源
的
結
合
の
分
解
を
生
ず
る
一

連
の
歴
史
的
過
程
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
ぬ
こ

と
を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。」
と
し
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
農
奴
が
農
具
・
馬
な
ど
の
労

働
手
段
を
所
有
し
て
い
た
段
階
（
結
合
）
か

ら
、
社
会
発
展
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
奪
わ
れ

（
分
解
）、
賃
金
労
働
者
と
な
っ
た
過
程
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
一
度

引
き
剥
が
さ
れ
れ
ば
、
新
た
な
社
会
変
革
に

よ
っ
て
そ
の
関
係
が
転
覆
し
、
新
た
な
社
会

に
お
い
て
そ
れ
を
取
り
戻
す
ま
で
は
、
奪
わ

れ
た
関
係
性
は
維
持
・
増
大
さ
れ
て
い
く
で

あ
ろ
う
と
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
研
究
は
、

当
面
の
対
象
の
範
囲
外
の
も
の
で
あ
り
ひ
と

ま
ず
こ
こ
で
は
置
い
て
お
く
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。 

 

労
働
力
の
価
値
を
構
成
す
る 

三
つ
の
費
用 

 
 

で
は
労
働
力
の
価
値
と
は
何
か
と
い
う
こ

と
で
す
。
ほ
か
の
商
品
の
価
値
と
同
じ
く
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「
そ
の
生
産
に
必
要
な
労
働
の
分
量
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
る
。」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
労
働
力
を
生
産
し
、
維
持
し
、
永
続
さ

せ
る
に
要
す
る
価
値
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
言
わ
ば
『
労
働
力
の
再
生
産

費
』
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
中
身
を
詳
し
く

見
て
い
く
と
、
次
の
と
お
り
で
す
。 

 

生
理
的
・
文
化
的
生
活
費 

 

労
働
力
は
人
間
の
生
き
た
個
体
内
に
の
み

存
在
す
る
の
で
、
人
間
の
成
長
・
生
命
維
持

の
た
め
に
消
費
す
る
衣
・
食
・
住
な
ど
必
需

品
の
費
用
や
文
化
的
に
生
活
を
営
む
た
め
の 

費
用
。 

家
族
の
生
活
費
・
繁
殖
費 

 

人
間
は
機
械
同
様
に
消
耗
し
他
の
人
間
に

置
き
換
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
（
加
齢

と
引
退
）、
自
分
に
代
わ
り
労
働
者
種
族
を

永
続
さ
せ
る
次
世
代
（
子
）
を
育
成
す
る
必

需
品
の
費
用
。 

育
成
費
・
教
育
費 

 

 

労
働
力
発
達
・
熟
練
獲
得
の
た
め
の
教

育
・
啓
発
費
。（
※
わ
れ
わ
れ
の
目
的
の
た

め
に
は
些
細
な
教
育
お
よ
び
啓
発
費
し
か
要

し
な
い
平
均
労
働
だ
け
を
考
察
す
れ
ば
十
分

で
あ
る
） 

 

「
賃
金
の
平
等
」
を
要
求
す
る 

叫
び
は
謬
見 

 

マ
ル
ク
ス
は
加
え
て
、
こ
の
機
会
に
述
べ

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、「
相
違
な

る
質
の
労
働
力
を
生
産
す
る
費
用
は
相
違
な

る
か
ら
、
相
違
な
る
事
業
で
使
用
さ
れ
る
労

働
力
の
価
値
も
相
違
な
る
に
違
い
な
い
。」

だ
か
ら
「
賃
銀
の
平
等
を
要
求
す
る
」
こ
と

は
本
来
誤
っ
た
考
え
方
で
あ
り
、
決
し
て
満

た
さ
れ
え
な
い
願
望
で
あ
る
と
し
、「
前
提

を
認
め
て
結
論
を
避
け
よ
う
と
す
る
、
か
の

誤
っ
た
急
進
主
義
の
結
果
」
と
否
定
し
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、「
労
働
力
の
価
値
は
、
他

の
各
商
品
の
価
値
と
同
じ
よ
う
に
決
定
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
相
違
な
る
種
類
の
労
働
力
は

相
違
な
る
価
値
を
有
す
る
」。
だ
か
ら
「
す

な
わ
ち
そ
れ
ら
の
生
産
の
た
め
に
相
違
な
る

分
量
の
労
働
を
必
要
と
す
る
」
。
よ
っ
て

「
そ
れ
ら
の
労
働
力
は
、
労
働
市
場
で
相
違

な
る
価
格
を
つ
け
ら
れ
る
に
違
い
な
い
」。

そ
の
た
め
「
賃
銀
制
度
の
基
礎
の
う
え
で
平

等
な
報
酬
ま
た
は
公
正
な
報
酬
を
さ
え
要
求

す
る
こ
と
は
、
奴
隷
制
度
の
基
礎
の
う
え
で

自
由
を
要
求
す
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
」

と
し
て
い
ま
す
。
奴
隷
制
度
に
お
い
て
、
自

由
の
実
現
を
す
る
こ
と
は
、
奴
隷
制
度
の
廃

止
す
る
こ
と
そ
の
も
の
を
さ
し
、
賃
銀
制
度

に
お
い
て
、
平
等
・
公
正
な
賃
銀
の
実
現
を

す
る
こ
と
は
、
賃
銀
制
度
の
廃
止
す
る
こ
と

そ
の
も
の
を
さ
す
と
す
る
な
ら
、
賃
金
制
度

下
で
は
平
等
・
公
正
と
な
り
え
な
い
こ
と
が

「
必
然
で
不
可
避
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
す
。 

 

 

労
働
と
労
働
力
の
違
い 

 

司
会
：
７
月
号
、
８
月
号
で
「
価
値
と
は
何

か
」
と
い
う
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。「
一
商

び
ゅ
う
け
ん 
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品
に
結
晶
し
た
社
会
的
必
要
労
働
の
分
量
が

そ
の
商
品
の
価
値
を
形
成
す
る
」
と
い
う
と

こ
ろ
で
す
。
価
値
と
は
社
会
的
労
働
の
結
晶

で
あ
る
け
れ
ど
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
そ

の
価
値
を
つ
く
る
労
働
そ
の
も
の
も
商
品
で

あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
深
く
考
え
て
い
こ

う
と
い
う
の
が
今
回
の
学
習
で
す
。
ま
ず

「
労
働
と
労
働
力

の
違
い
」
で
す
が
、

皆
さ
ん
の
意
見
を

伺
え
ま
す
か
。 

Ｈ
Ｇ
：
私
の
こ
の

ペ
ン
で
考
え
れ
ば
、

こ
れ
を
つ
く
っ
た

行
為
は
労
働
で
、

つ
く
る
た
め
に
費

や
し
た
力
が
労
働

力
で
す
。
今
章
で

は
、
資
本
家
が
い

う
「
労
働
に
対
し

て
対
価
を
払
っ
て

い
る
」
と
い
う
外

見
上
矛
盾
が
な
く
、
そ
う
思
わ
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
対
し
て
、
実
際
は
労
働
力
に
対
し
て

対
価
が
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

Ｋ
Ｈ
：
天
体
の
例
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

本
当
は
地
球
自
体
が
太
陽
の
周
り
を
回
っ
て

い
ま
す
が
、
現
象
的
に
見
え
る
太
陽
が
東
か

ら
昇
っ
て
西
に
沈
ん
で
い
る
と
思
わ
さ
れ
て

い
る
の
と
同
様
に
、
外
見
上
労
働
を
し
た
こ

と
に
対
し
て
賃
金
が
支
払
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
見
え
ま
す
が
、
本
当
は
ど
う
な
の
か
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。 

柳
本
：
こ
の
部
分
は
非
常
に
重
要
で
す
。
マ

ル
ク
ス
以
前
の
リ
カ
ー
ド
等
は
、
人
間
の
労

働
が
価
値
を
つ
く
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は

見
つ
け
ま
し
た
。
し
か
し
剰
余
価
値
が
ど
う

し
て
生
ま
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
わ
か
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
マ
ル
ク
ス
は
労
働
力
、
そ

し
て
剰
余
価
値
の
仕
組
み
を
発
見
し
た
こ
と

は
す
ご
い
こ
と
で
し
た
。
人
間
は
労
働
す
る

能
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
働
く
た
め
に
必
要

な
の
が
労
働
力
で
あ
り
、
労
働
力
を
発
揮
し

て
働
い
た
こ
と
そ
の
も
の
を
労
働
と
い
い
ま

す
。 

 

労
働
力
は
価
値
の
源
泉 

 

須
藤
：
労
働
力
は
働
く
能
力
で
す
。
資
本
主

義
の
初
期
か
ら
労
働
に
対
す
る
対
価
は
後
払

い
で
す
。
８
時
間
労
働
し
た
か
ら
こ
れ
だ
け

払
う
と
い
う
。
そ
れ
を
見
る
と
労
働
し
た
こ

と
に
対
し
て
賃
金
が
支
払
わ
れ
る
。
い
わ
ゆ

る
「
労
働
の
価
値
」
と
い
う
よ
う
に
し
か
見

え
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
実
際
は

「
私
た
ち
が
働
く
た
め
の
能
力
を
時
間
で
売

り
、
資
本
家
が
そ
れ
を
買
っ
て
行
使
す

る
。」
こ
の
こ
と
で
価
値
が
生
ま
れ
る
の
で

す
。 

Ｏ
Ｃ
：
資
本
家
は
そ
の
本
質
を
隠
し
た
い
が

た
め
に
、
労
働
に
対
し
て
賃
金
を
払
う
と
い

う
風
に
見
せ
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す

か
。 

須
藤
：
そ
う
で
す
。
本
来
は
労
働
力
を
買
っ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
先
払
い
で
な
い
と
い
け 

万年筆づくり（つくるのは「労働」、つくるのに費やすのは「労働力」） 
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ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
ス
ー
パ
ー
で
リ
ン
ゴ
を

食
べ
て
か
ら
お
金
を
払
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
よ
ね
。
労
働
力
も
同
じ
な
の
で
す
。
ち
な

み
に
な
ぜ
資
本
家
は
労
働
力
を
買
う
の
か
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
労
働
者
が
働
く
こ
と
に

よ
っ
て
物
が
生
産
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
価
値

が
生
ま
れ
る
。
労
働
力
は
価
値
の
源
泉
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
労
働
者
に
賃
金
と
し

て
支
払
う
価
値
以
上
の
価
値
を
生
み
出
す
と

い
う
こ
と
が
重
要
で
す
。
性
能
の
良
い
機
械

だ
け
そ
こ
に
あ
っ
て
も
、
労
働
者
が
働
き
か

け
な
け
れ
ば
価
値
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ

に
資
本
家
が
欲
し
が
る
労
働
力
の
市
場
価
値

が
あ
る
の
で
す
。 

労
働
者
階
級
は 

い
か
に
し
て
生
ま
れ
た
か 

 

司
会
：
次
に
資
本
家
と
労
働
者
の
関
係
で
す
。

労
働
者
が
生
ま
れ
た
歴
史
的
過
程
に
つ
い
て

も
レ
ポ
ー
タ
ー
が
わ
か
り
や
す
く
触
れ
て
い

ま
す
ね
。 

須
藤
：
マ
ル
ク
ス
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、

そ
も
そ
も
な
ぜ
歴
史
的
に
労
働
力
を
売
る
こ

と
で
し
か
生
き
て
い
け
な
い
労
働
者
が
発
生

し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
奴
隷
制
社
会

で
は
、
奴
隷
そ
の
も
の
が
生
産
用
具
で
し
た

の
で
自
由
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
次

に
封
建
制
社
会
で
は
、
農
奴
は
生
産
用
具
を

持
っ
て
お
り
、
何
と
か
生
活
は
で
き
ま
す
が
、

土
地
に
縛
ら
れ
て
い
て
自
由
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
資
本
主
義
社
会
に
な
る
と
労
働

者
は
土
地
か
ら
離
さ
れ
自
由
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
自
分
の
労
働
力
も
自
由
に
処
分
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
に
二
重
の
自
由
を
手

に
し
た
の
で
す
。
そ
の
代
わ
り
に
自
分
の
労

働
力
を
売
る
こ
と
で
し
か
生
き
て
い
く
術
が

な
い
状
態
に
置
か
れ
た
の
で
す
。
こ
こ
に
労

働
力
を
売
る
労
働
者
と
そ
れ
を
買
う
資
本
家

と
い
う
２
大
階
級
が
歴
史
的
に
生
ま
れ
て
き

た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

柳
本
：
資
本
主
義
初
期
は
６
歳
ぐ
ら
い
の
子

ど
も
も
働
か
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
衛
生
管
理

も
悪
く
狭
い
部
屋
に
押
し
込
ま
れ
、
劣
悪
な

労
働
環
境
で
、
寿
命
も
短
か
っ
た
の
で
す
。

イ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
の
平
均
寿
命
は
19
歳

ほ
ど
で
し
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
社
会
が
成
り

立
た
な
い
の
で
、
労
働
時
間
の
制
限
を
加
え

る
こ
と
に
な
り
、
１
８
３
３
年
に
初
め
て

「
工
場
法
」
が
で
き
ま
す
。
日
本
で
い
え
ば

労
働
基
準
法
の
よ
う
な
も
の
で
、
繰
り
返
し

改
正
が
行
わ
れ
、
12
時
間
労
働
や
10
時
間

労
働
、
年
齢
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
き
ま
し

た
。
し
か
し
こ
れ
は
労
働
者
を
守
る
と
い
う

意
味
で
な
く
、
あ
く
ま
で
資
本
主
義
社
会
の

延
命
の
た
め
に
や
っ
た
の
で
す
。 

   

階級社会の風刺画（最下層が労

働者階級） 
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再
生
産
で
き
る
だ
け
の
賃
金
を 

 

司
会
：
続
い
て
、
労
働
力
の
価
値
と
は
と
い

う
こ
と
で
す
。
労
働
組
合
で
も
青
年
部
が
賃

金
論
を
学
習
し
、
赤
手
帳
付
け
な
ど
取
り
組

み
の
な
か
で
学
ん
で
き
た
と
思
い
ま
す
が
、

こ
こ
で
言
い
た
い
と
こ
ろ
は
何
で
し
ょ
う
か
。 

安
藤
：
労
働
の
価
値
で
は
な
く
、
労
働
力
の

価
値
が
対
価
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

学
び
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
労
働
力
の
価
値
の

中
身
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
労
働
者
の
衣
食
住
の

生
活
費
は
も
ち
ろ
ん
、
社
会
の
維
持
の
た
め

に
労
働
者
が
再
生
産
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
が
含
ま
れ
て
い
る
必

要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

司
会
：
こ
こ
で
疑
問
点
な
ど
は
あ
り
ま
す
か
。 

Ｎ
Ｙ
：
安
倍
前
首
相
は
女
性
活
躍
を
ス
ロ
ー

ガ
ン
に
女
性
労
働
者
を
増
や
し
て
き
ま
し
た

が
、
実
際
は
非
正
規
労
働
者
を
中
心
と
し
た

低
賃
金
労
働
者
ば
か
り
で
し
た
。
こ
こ
で
書

か
れ
て
い
る
労
働
力
の
価
値
は
彼
女
た
ち
の

賃
金
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。 

Ｈ
Ｇ
：
女
性
に
限
ら
ず
男
性
も
含
め
て
一
人

の
労
働
者
が
生
き
て
い
く
た
め
、
そ
し
て
再

生
産
し
て
い
く
た
め
の
価
値
は
当
然
賃
金
と

し
て
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
け

れ
ど
、
そ
ん
な
社
会
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
ね
。 

Ｔ
Ｇ
：
労
働
力
の
価
値
ど
お
り
に
賃
金
が
支

払
わ
れ
て
い
る
の
か
は
重
要
で
す
ね
。
特
に

若
い
世
代
は
こ
れ
か
ら
家
庭
も
持
っ
て
子
を

産
み
育
て
て
い
け
る
の
か
ど
う
か
、
常
に
そ

こ
は
追
求
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
感

じ
ま
す
。 

 

賃
金
の
平
等
要
求
は 

間
違
っ
て
い
る
の
か 

 

Ｈ
Ｓ
：
ｐ
73
・
５
行
目
か
ら
「
賃
銀
の
平

等
を
要
求
す
る
叫
び
は
・
・
・
急
進
主
義
の

結
果
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
を
教

え
て
も
ら
え
ま
す
か
。 

須
藤
：
職
業
も
働
き
方
も
そ
れ
ぞ
れ
違
う
な

か
で
、
全
て
を
同
じ
賃
金
に
す
る
こ
と
は
間

違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
実

現
す
る
に
は
賃
金
制
度
自
体
を
廃
止
す
る
し

か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。 

司
会
：
フ
ラ
ン
ス
の
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
哲
学
者

プ
ル
ー
ド
ン
や
、
そ
の
流
れ
を
く
む
バ
ク
ー

ニ
ン
な
ど
は
、
平
等
な
賃
金
、
階
級
の
平
等

や
財
産
の
平
等
を
訴
え
ま
し
た
が
、
そ
れ
は

階
級
関
係
を
無
視
し
た
資
本
主
義
体
制
温
存

の
社
会
改
革
で
あ
る
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は

批
判
し
た
の
で
す
。 
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