
l

∧
は
じ
め

に

Ｖ

産
業
革
命
に
よ
っ
て
、
ィ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
の
生
活
水
準
は
ど
の
よ
う
に
変
化

し
た
が
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
産
業
革
命
に
よ
る
労
働
者
の
窮
乏
化
を
指

摘
し
、
生
活
水
準
の
悪
化
を
主
張
す
る
「
悲
観
説
」
と
、
窮
乏
化
を
否
定
し
、
生

活
水
準
の
向
上
を
主
張
す
る
「
楽
観
説
」
と
の
間
で
論
争
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
手
が
か
り
を
得
る
た
め
に
、
「
悲
観
説
」
、

「
楽
観
説
」
の
立
場
を
取
る
二
つ
の
論
文
を
紹
介
し
た
い
。

一
「
十
九
世
紀
に
お
け
る
プ
ラ
ッ
ク
・
ヵ
ン
ト
リ
ー
の
生
活
水
準
」
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］
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∽
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Ｏ
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国
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ｏ
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〇
“
）
く
Ｏ
Ｐ
口
日
ｏ
　
Ｘ
ｘ
ｘ
）
μ
Ｏ
「
「
ｖ
鴫
一
Ｎ
゛
〇
Ｉ
Ｎ
ω
゛

ブ
ラ
ッ
ク

・
ヵ
ン
ト
リ
ー

（以
下
Ｂ
Ｃ
と
略
記
）
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
央
部

・

ス
タ
ッ
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
南
部
か
ら
、

ウ
ー
ス
タ
ト
シ
ャ
ー
北
部
に
か
け
て
の
約

一
三
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
呼
称
で
あ
る
。
こ
の
地
域
に
は
、
採
掘
の
容
易
な

石
炭
と
鉄
鉱
石
が
豊
富
に
あ
り
、
中
央
部
の
丘
陵
に
は
石
灰
岩
が
存
在
し
て
い
る

た
め
に
、　
一
七
五
〇
年
こ
ろ
か
ら
製
鉄
業
が
目
覚
ま
し
く
発
展
し
た
。
多
数
の
製

鉄
工
場
が
は
き
出
す
黒
煙
は
、
付
近

一
帯
に
立
ち
込
め
て
Ｂ
Ｃ
の
名
を
生
ん
だ
の

で
あ
る
。
Ｂ
Ｃ
は
現
在
で
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
有
数
の
重
工
業
地
帯
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
論
説
は
、　
一
八
四
〇
年
か
ら

一
九
〇
〇
年
の
Ｂ
Ｃ
に
お
け
る
労
働
者
の
生

活
水
準
を
彼
ら
の
賃
金
や
購
買
力
を
通
ｔ
て
確
認
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
も
の

で
あ
る
。

Ｏ
Ｂ
Ｃ
の
貧
困
状
態
に
つ
い
て

統
計
学
者
に
よ
る
と
、　
一
八
五

一
年
か
ら

一
九
〇
〇
年
の
間
で
失
業
率
は

一
〇

パ
ー
セ
ン
ト
上
昇
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
ゎ
ら
ず
同
時
代
の
資
料

は
貧
困
と
飢
餓
が
十
九
世
紀
の
大
体
を
通
じ
て
Ｂ
Ｃ
の
特
徴
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
は
、
統
計
学
者
の
使
用
す
る
指
数
が
操
業
短
縮
を
考
慮
に

入
れ
て
い
な
い
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
操
業
短
縮
は
Ｂ
Ｃ
の
労
働
者

の
大
部
分
に
適
用
さ
れ
た
た
め
Ｂ
Ｃ
の
貧
困
の
主
な
原
因
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
十

九
世
紀
に
お
け
る
Ｂ
Ｃ
の
貧
困
状
態
は
幾
度
も
全
国
家
的
な
関
心
事
と
な
っ
た
。

例
え
ば
、
大
不
況
の
初
期
で
あ
る

一
八
七
八
年
に
、
新
聞
は
「
絶
対
的
な
飢
餓
が

ウ
ル
バ
ー
ハ
ン
プ
■
ン

（
ヨ
ｏ
Ｐ
く
ｏ
】
Ｆ
，
日
「
け
ｏ
目
）

の
多
く
の
家
庭
で
起
て

っ
て
い
る
。

」
「
王
ハ
○
の
溶
鉱
炉
の
う
ち
、
た
っ
た
四
〇
し
か
操
業
さ
れ
て
お

八
四
０
１

一
九
〇
〇
年
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
労
働
者
の
生
活
水
準
」

西
洋
史
英
班

岩

井

仁

美
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｢
1
T<
四
O
-
完

0
0
年
に
お
け
る
イ
ギ
-
ス
労
働
者
の
生
活
水
準
｣

西
洋
史
英
班

岩

井

仁

美

∧
は
じ
め
に
∨

産
業
革
命
に
よ
っ
て
,
イ
ギ
-
ス
の
労
働
者
の
生
活
水
準
は
ど
の
よ
う
に
変
化

し
た
か
,
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
,
産
業
革
命
に
よ
る
労
働
者
の
窮
乏
化
を
指

摘
し
､
生
活
水
準
の
悪
化
を
主
張
す
る
｢
悲
観
説

｣
と
,
窮
乏
化
を
要

し
'
生

活
水
準
の
向
上
を
主
張
す
る
｢
楽
観
説

｣
と
の
間
で
論
争
が
続
け
ら
れ
て
い
る
｡

本
稿
で
は
,
こ
の
間
題
に
対
す
る
手
が
か
り
を
得
る
た
め
に
､

｢
悲
観
説

L
t

｢
楽
観
説

｣
の
立
場
を
取
る
二
つ
の
論
文
を
紹
介
し
た
い
｡

1
｢
十
九
世
紀
に
お
け
る
ブ
ラ
ッ
ク

･
カ
ン
ト
-
1
の
生
活
水
準

｣

G
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e
J
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h
e

S
t
a
n

d

a

r
d

of

L
i
v
i
-

n
g

i
n
t
h
e

B

l
a

rJ
k

仁
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C
e
n
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u
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i
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O
m
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H
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s
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R
e
v
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w
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s
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o
n
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r
i
e
B
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l
u
m
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X

X
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)

1

9

7

7

,
P

p
2
2
0
-
2
3
9

ブ
ラ
ッ
ク

･
カ
ン
-
-
I

(以
下
Fq
U
と
略
記
)
は
･
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
央
部

･

ス
タ
ッ
フ
ォ
-
ド
シ
ャ
ー
南
部
か
ら
･

-

ス
タ
ー
シ
ャ
ー
北
部
に
か
け
て
の
約

一
三
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
呼
称
で
あ
る
｡
こ
の
地
域
に
は
､
採
掘
の
容
易
な

石
炭
と
鉄
鉱
石
が
豊
富
に
あ
り
,
中
央
部
の
丘
陵
に
は
石
灰
岩
が
存
在
し
て
い
る

た
め
に
,

三

五
〇
年
こ
ろ
か
ら
製
鉄
業
が
目
覚
ま
し
く
叢

し
た
.
多
数
の
製

鉄
工
場
が
は
き
出
す
黒
煙
は
･
付
近

一
帯
覧

ち
込
め
て
B
C
の
名
を
生
ん
だ
の

で
あ
る
･
Fq
C
は
現
在
で
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
有
数
の
重
工
業
地
帯
と
し
て
知
ら
帆

て
い
る
｡

こ
の
論
説
は
,

1
<
四
〇
年
か
ら

完

〇
〇
年
の
Fq
C
に
お
け
る
労
働
者
の
生

活
水
準
を
彼
ら
の
賃
金
や
購
買
力
を
通
し
て
確
認
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
も
の

で
あ
る
｡

H
も
C
の
貧
困
状
態
に
つ
い
て

統
計
学
者
に
よ
る
と
二

八
至

年
か
ら

一
九
〇
〇
年
の
間
で
失
業
率
は

一
〇

パ
ー
セ
ン
ト
上
昇
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
,
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
時
代
の
資
料

は
貧
困
と
飢
餓
が
十
九
世
紀
の
大
体
を
通
じ
て
B
C
の
特
徴
で
あ

っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
｡
こ
の
矛
盾
は
､
統
計
学
者
の
使
用
す
る
指
数
が
操
業
短
縮
を
考
慮
に

入
れ
て
い
な
い
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
操
業
短
縮
は
B
C
の
労
働
者

の
大
部
分
に
適
用
さ
れ
た
た
め
B
C
の
貧
困
の
主
な
麻
因
と
さ
れ
た
.
そ
し
て
十

九
世
紀
に
お
け
る
B
C
の
貧
困
状
態
は
幾
度
も
全
国
家
的
な
関
心
事
と
な
っ
た
｡

例
え
ば
,
大
不
況
の
初
期
で
あ
る

一
八
七
八
年
に
､
新
聞
は
｢
絶
対
的
な
飢
餓
が

ウ
ル
バ
ー
ハ
ン
プ
ト
ン

(
W

o
l
v
e
r
h
am
p

t
o
n
)

の
多
-
の
家
庭
で
起
こ

っ
て
い
る
｡

｣
｢
一
六
〇
の
溶
鉱
炉
の
う
ち
,
た
っ
た
四
〇
し
か
操
業
さ
れ
て
お
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ら
ず
'

二
二
〇
人
の
鉄
工
が
行
き
詰
ま

っ
て
い
る
｡

｣
｢
ク
-
ス
マ
ス
に
は
ど
の

＼
′

よ
う
な
祝
事
も
行
わ
れ
な
い
だ
ろ
う

Oe
Jと
い
う
見
出
し
で
報
道
を
行
っ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
Pj
C
の
貧
困
の
事
実
は
議
論
の
余
地
は
な
い
｡
問
題
は
そ
の
程
皮

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
.
コ
ー
ズ
レ
イ
(
C
o
s
e
l
ey
)
の
町
区
か
ら
の

報
告
は
､
そ
れ
に
つ
い

て
い
く
ら
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
.

一
八
六

1
年
の
コ

ー
ズ
レ
イ
の
町
区
で
は
総
人
口
は
約
二
六
三
〇
人
で
あ
っ
た
が
'

〓
ハ
六
世
帯
八

二
二
人
は
全
く
資
産
を
所
持
し
て
お
ら
ず
'
七
四
世
帯
四
八
八
人
の
収
入
は
'

一

週
間
に

一
人
当
た
り

1
シ
-
ン
グ
で
あ
り
'

二
二
〇
世
帯
八
二
〇
人
の
収
入
は

1

週
間
に

一
人
当
た
り
二
シ
-
ン
グ
で
あ

っ
た
｡
以
上
の
よ
う
に
コ
ー
ズ
レ
イ
の
総

世
帯
の
八
.〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
家
族
の
生
活
を
維
持
し
て
い
-
だ
け
の
収
入
を
得
て

】Hrhu一

い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
は
0

日
名
目
賃
金

次
に
､
十
九
世
紀
の
B
C
の
労
働
者
の
賃
金
に
目
を
向
け
る
.
本
項
で
扱
う
の

は
名
目
賃
金
で
あ
る
｡

一
八
七
〇
年
代
の
炭
鉱
の
衰
退
ま
で
労
働
者
の
大
部
分
を
構
成
し
た
坑
夫
の

一

日
の
賃
金
は
'

一
八
五
〇
年
の
貸
金
を

1
0
0
と
し
た
指
数
に
よ
か
と
'
四
〇
年

代
は
七
九
-
7
六
七
の
範
囲
を
動
き
'
五
〇
年
代
に
は

1
0
0
-
二

一五
の
範
囲

を
動
い
た
こ
と
か
ら
'
四
〇
年
代
に
は
大
き
-
変
動
L
t
五
〇
年
代
に
は
変
動
が

小
さ
く
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
｡
ま
た
､
六
四
年
以
降
で
は
､
最
高

1
八
三
を
示

す
七
〇
年
代
初
期
ま
で
の
繁
栄
t

i
l
七
を
上
回
る
こ

と
の
な
い
､
そ
の
後
の
大
不

■ヽノ

況
の
時
期
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
侍
｡

他
の
主
な
職
業
の

!
日
の
賃
金
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
'
精
錬
工
は
坑
夫
と
ほ

ぼ
同
じ
動
き
を
示
す
が
'
釘
､
鎖
な
ど
を
製
造
す
る
手
工
業
労
働
者
の
賃
金
は
下

落
す
る
こ

と
は
あ
っ
て
も
上
昇
す
る
こ
と
は
な
い
｡
こ
れ
と
は
対
照
的
に
'
れ
ん

が
横
工
や
大
工
の
よ
う
な
建
築
労
働
者
は
Fq
C
で
唯

1
の
裕
福
な
労
働
者
の
グ
ル

ー
プ
で
あ
っ
た
.
彼
ら
の
賃
金
は
､
十
九
世
紀
を
通
じ
て
絶
え
間
な
く
上
昇
し
て

い
る
｡
実
際
に
は
'
天
候
や
冬
期
の
日
照
時
間
な
ど
に
よ
っ
て
仕
事
が
削
限
さ
れ

て
し
ま
う
た
め
'
賃
金
が
上
昇
し
て
も
他
の
労
働
者
と
同
程
度
に
な
る
の
で
あ
る
0

ま
た
土
木
技
術
者

(
e
n
g
i
n
e
e
r
)
の
賃
金
に
は
'
長
期
間
の
安
定
と
い
う
特

徴
が
あ
っ
た
｡

以
上
の
よ
う
な
､
賃
金
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
要
約
す
る
と
､
精
錬
工
と
坑
夫
の

賃
金
は
大
き
く
変
動
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
｡
土
木
技
術
者
の
賃
金
は
ほ
と
ん
ど

変
化
が
な
い
と
い
う
こ
と
｡
建
築
労
働
者
に
対
す
る
賃
金
の
み
が
上
昇
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
｡
手
工
業
労
働
者
は
長
期
間
窮
乏
し
て
い
た
｡
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で

き
る
O
つ
ま
り

1
般
的
に
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
繁
栄
の
頂
点
の
期
間
と
見
な
さ

れ
､
ま
た
Pq
C
に
お
け
る
鉄
と
石
炭
産
業
の
生
産
の
頂
点
の
期
間
と
見
な
さ
れ
て

い
る

一
八
五
〇
'
六
〇
年
代
に
お
い
て
'
労
働
者
の
賃
金
が
上
昇
す
る
傾
向
は
､

認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡

白
実
質
賃
金

次
に
多
く
の
資
料
に
よ
っ
て
裏
付
け
さ
れ
て
い
る
坑
夫
の
実
質
賃
金
の
指
数
に

つ
い
て
見
て
い
く
O
こ
れ
は
t

l
八
五
〇
年
を

1
0
0
と
し
た
も
の
で
あ
り
'
こ

れ
に
よ
る
と
'

1
八
三
八
-
四
〇
年
は
八
九
を
上
回
る
こ
と
な
く
暴
落
の
程
度
は

明
ら
か
で
あ
る
｡
ま
た
'
四
〇
年
代
後
半
の
に
わ
か
景
気
は
実
質
賃
金
の
指
数
を

最
高

一
二
三
ま
で
引
上
げ
た
が
.
五
二
心年
か
ら
再
度
下
落
が
始
ま
り
'
五
五
年
ま

で
に
は
'
ク
-
ミ
ア
戦
争
期
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
で
指
数
は
八
二
ま
で

下
が
っ
た
.

一
八
七
〇
-
七
四
年
の
に
わ
か
景
気
は
'
指
数
を
三
〇
-
四
〇
パ
ー
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セ
ン
ト
引
上
げ
た
が
'
そ
の
後
大
不
況
が
続
-
｡

1
八
七
八
-
九
年
に
は
'
指
数

は
約
二
〇
パ
ー
セ
ソ
ー
下
が
り
七
八
を
示
し
'
八
三
年
ま
で
'

1
0
0
を
上
回
る

こ
と
は
な
か
っ
た
｡
八
三
年
か
ら
状
況
は
好
転
し
て
指
数
は
絶
え
ず
上
昇
を
し
続

け
て
い
る
O
そ
し
て
'
こ
の
世
紀
の
ま
さ
に
最
後
の
年
で
あ
る

一
八
九
九
年
に
は

実
質
賃
金
の
指
数
は

一
八
九
に
達
し
た
の
で
あ
る
0

ま
た
､
七
八
年
か
ら
の
数
年

間
の
実
質
賃
金
は
四
〇
年
代
の
そ
れ
と
同
程
度
に
悪
か

っ
た
と
い
う
事
実
も
あ
る

潮

.同
じ
手
順
で
他
の
労
働
者
に
つ
い
て
実
質
賃
金
を
見
て
み
る
｡
精
錬
工
は
'
四

〇
年
代
の
状
態
が
大
不
況
期
と
同
程
度
に
悪
い
｡
さ
ら
に
繁
栄
期
と
さ
れ
て
い
る

九
〇
年
代
初
期
で
さ
え
'
五
〇
年
の
実
質
賃
金
を

1
0
0
と
し
た
場
合
に
九

1
を

示
し
'
そ
の
向
上
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
次
に
建
築
労
働
者
で
あ
る
が
､
こ

れ
は
週
六
日
間
の
完
全
雇
用
を
仮
定
し
た
際
に
'
名
目
賃
金
が
四
七
年
頃
か
ら
途

切
れ
の
な
い
上
昇
を
示
す
唯

1
の
労
働
者
の
グ
ル
ー
プ
で
あ

っ
た
が
､
前
述
の
通

り
､
鞍
寒
や
降
雪
に
よ
る
冬
期
の
労
働
時
間
の
短
縮
な
ど
で
､
結
局
実
質
賃
金
は

他
の
グ

ル
ー
プ
と
同
程
度
で
あ
る
｡
ま
た
土
木
技
術
者
の
実
質
賃
金
は
完
全
雇
用

を
仮
定
し
た
と
し
て
も
'
少
な
-
と
も
六
〇
･
七
〇
年
代
の
期
間
で
'
七
八
'
八

1H-H】

四
と
い
う
よ
う
に

一
八
五
〇
年
の
水
準
を
下
回
っ
て
い
た
の
で
あ
る
S
o

調
査
さ
れ
た
労
働
者
の
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
'
九
〇
年
代
ま
で
実
質
賃
金
が
上

昇
を
示
す
も
の
は
全
く
な
い
｡
た
だ
'
坑
夫
と
建
築
労
働
者
の
ケ
ー
ス
で
は
'
実

質
賃
金
は
十
九
世
紀
の
終
わ
り
に
そ
れ
ぞ
れ

1
七
九
二

10
九
と
い
う
様
に
'

1

八
五
〇
年
の
ほ
ぼ
二
倍
に
な
っ
た
｡
し
か
し
五
〇
年
以
後
の
半
世
紀
で
全
て
の
労

働
者
の
グ
ル
ー
プ
で
実
質
賃
金
が

一
八
五
〇
年
の
水
準
を
下
回
っ
て
い
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
｡

g
r生
活
水
準

男､妻､子供2人が生活するのに必要な最低限の週給

1840._14S.7盲dー 1850日 2S卵 p1860 1870 1880 1890 19_0014S.Od ･3S.4喜d ･3Sヰd ･1S.loをd ･2S.I喜°

物
衝
の
'
生
活
に
関
連
し
た
項
目
に
お
け
る
変
化
を
計
算

y
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
快
適
な
生
活
の
水
準
の
最
低
限
で

nn
家
族
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の
費
用
を
見
積
も
る
こ
と
が

ep

可
能
で
あ
る
｡
事
実
､
食
糧
品
衝
格
の
動
き
は
多
く
の
資

●
●S : s h i lling , d922

●p
I bid.,Sources

料
で
十
分
に
裏
付
け
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
資

料
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
夫
婦
と
子
供
二
人
が
生
活
を
す
る

の
に
必
要
な
最
低
限
の
週
給
は
上
記
の
通
り
で
あ
る
｡

こ
の
表
を
参
考
に
し
て
労
働
者
の
生
活
水
準
を
見
て
い

く
｡
労
働
者
の
中
で
最
も
大
き
な
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
坑
夫

は

1
八
四
〇
-
九
〇
年
の
期
間
で
そ
の
生
活
状
態
は
'
快

適
な
水
準
に
達
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
こ
れ
に
対
し
て

精
錬
工
は
'
四
〇
年
代
に
す
で
に
週
三
九
シ
-
ン
グ
の
収

入
が
あ
り
'
快
適
な
水
準
の
最
低
限
を
上
回

っ
て
い
た
｡

土
木
技
術
者
は

一
日
に
五
シ
-
ン
グ
の
収
入
を
得
て
お
り
､

は
ば
水
準
上
に
位
置
し
て
い
た
｡
ま
た
建
築
労
働
者
は
四

〇
年
代
で
は

1
日
の
賃
金
が
二
シ
-
ン
グ
八
ペ
ン
ス
か
ら

四
ペ
ン
ス
の
範
囲
で
あ

っ
て
'
水
準
の
最
低
限
を
下
回
っ

て
お
り
､
七
〇
年
に
よ
う
や
く
快
適
な
生
活
水
準
の
最
低

限
に
到
達
し
た
と
見
な
さ
れ
る
｡

こ
の
は
&
.
労
働
者
の
家
庭
に
対
す
る
追
加
所
得
と
し
て

は
､
主
た
る
労
働
者
以
外
の
家
族
の
所
得

･
時
間
外
労
働

･

家
畜
の
飼
育
に
よ
る
所
得
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
'
こ
れ
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ら
は
家
庭
の
生
活
水
準
を
大
き
-
上
下
さ
せ
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
以

下
そ
れ
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
る
｡

付
加
的
な
賃
金
所
得
者
が
成
人
男
子
で
あ
っ
た
場
合
は
家
族
の
所
得
に
か
な
り

の
違
い
を
も
た
ら
し
'
複
数
の
男
性
労
働
者
を
持

つ
家
族
は
裕
福
に
暮
ら
す
こ
と

が
で
き
た
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
追
加
所
得
の
平
均
や
そ
の
性
質
か
ら
こ
れ
ら
の

付
加
的
な
労
働
者
の
ほ
と
ん
ど
が
'
子
供

･
青
年

･
ま
た
は
女
性
で
あ

っ
た
こ
と

が
分
か
る
｡
当
時
の
女
性
労
働
者
の
ほ
と
ん
ど
は
'
家
族
を
支
え
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い
未
亡
人
や
'
独
身
女
性
で
あ
り
'
家
計
に
付
加
的
な
収
入
を
も
た
ら
す
女

性
労
働
者
の
数
は
わ
ず
か
で
あ
っ
.た
｡

ま
た
子
供
た
ち
が
得
る
賃
金
は
､
子
供
自

身
の
養
育
費
を
ま
か
な
う
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
の
で
､
子
供
を

多
く
育
て
働
き
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
家
族
全
体
が
快
適
な
生
活
水
準
に
達
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
｡

ま
た
'
時
間
外
労
働
は
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
｡

な
ぜ
な
ら
ば

工
場
で
の
普
通
の
労
働
時
間
は
十
九
世
紀
の
始
め
に
は
十
二
時
間
で
あ

り'終
わ
り

で
も
十

1
時
間
で
あ
っ
て
時
間
外
労
働
の
で
き
る
余
裕
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
.

こ
の
ほ
か
'
自
家
消
費
の
た
め
に
'
に
わ
と
り
や
ぶ
た
を
飼
い
'
余
剰
分
を
隣
人

達
に
売

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
事
実
'

1
八
三
七
年
の
ウ
エ
ス

ト
プ

ロ
ム
ウ
ィ
ッ
チ
(.W
e
s
t

B
r
o
m
w
i
c
h
)
の
調
査
で
は
､
全
戸
敬
二

1

九
三
軒
の
う
ち

1
九
二
軒
が
ぶ
た
を
飼
育
し
て
い
た
と
い
う
記
録
が
残

っ
て
い
る

が
､
こ
れ
も
家
計
の
足
し
に
な
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡

出
結
論

結
論
と
し
て
亭

え
ば
'

丑
C
に
お
け
る
生
活
水
準
は
ヴ
ィ
ク
ト
-
ア
時
代
の
中

期
に
は
実
質
上
'
上
昇
し
な
か

っ
た
の
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
ば
′､
失
業
の
割
合
が

高
く
'
生
活
費
が
高
か
っ
た
た
め
実
質
賃
金
は
上
昇
す
る
こ

と
が
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
｡

こ
の
研
究
に
よ
っ
て
B
C
の
労
働
者
は
そ
の
貧
困
の
程
度
に
よ

っ
て
次
の
三
つ

の
カ
テ
ゴ
-
1
に
分
類
さ
れ
た
｡
つ
ま
り
'
全
世
帯
数
の
ほ
ぼ
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

に
お
け
る
所
得
は
､
よ
う
や
く
快
適
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
'

二
〇
パ
ー
セ
ン
-
に
お
け
る
所
得
は
'
そ
の
家
族
を
ほ
ぼ
永
久
に
快
適
な
水
準
の

最
低
限
の
さ
ら
に
そ
の
下
で
生
活
す
る
こ
と
を
余
儀
な
-
し
た
o
ま
た

一
方
で
､

残
り
の
五
三
パ
ー
セ
ン
-
は
そ
の
所
得
で
生
活
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
て

も
､
快
適
さ
を
追
求
で
き
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ

れ
ら
の

割
合
は
､
そ
の
世
紀
の
終
わ
り
ま
で
ほ
と
ん
ど
変
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で

あ
.る
｡
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｢
産
業
革
命
と
家
庭
生
活

｣

川
北
稔

｢
産
業
革
命
と
家
庭
生
活

｣

句
山
栄
編
F
講
座
西
洋
経
済
史

Ⅰ

産
業
革
命
の
時
代
』

イ
ギ
リ
ス
が
そ
の
繁
栄
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
ヴ
ィ
ク
ト
-
ア
時
代
に
'
い
わ
ゆ

る
三
世
代
家
族

-
祖
父
母

･
親

･
子
の
同
居

I
が
産
業
革
命
後
の
工
業
地
帯

で
増
加
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
工
業
化
以
前
は
大
家
族
が
優
越
し
て
お

り
､
工
業
化
が
進
展
す
る
と
､
単
嬉
核
家
族
が
進
ん
だ
よ
う
に
考
え
る
の
は
'
十

九
世
紀
中
頃
ま
で
の
イ
ギ
-
ス
に
関
す
る
限
り
全
く
の
俗
説
で
あ
る
｡
工
業
地
帯

に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
変
化
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
｡

家
族
構
成
と
貧
困
度
を
調
査
し
た
結
果
'
幼
い
子
供
を
持
つ
夫
婦
と
'
子
供
が

全
て
独
立
し
て
し
ま
っ
た
老
夫
婦
が
最
も
貧
し
い
と
い
う
事
実
が
現
れ
た
.
月
ら



稼
ぎ
得
な
い
幼
児
は
消
費
者
と
し
て
家
計
の
負
担
に
な
る
ば
か
り
で
な
-
､
母
親

に
と
っ
て
も
,
育
児
に
よ
っ
て
工
場
そ
の
他
に
お
け
る
現
金
収
入
の
道
が
閉
ざ
さ

れ
る
こ
と
皇

愚
昧
す
る
の
で
あ
る
｡
家
庭
外
で
現
金
収
入
を
得
る
は
ど
の
労
働
が

不
可
能
な
老
人
に
も
子
守
り
は
出
来
,
そ
う
な
れ
ば
妻
が
働
き
に
出
る
こ
と
も
容

易
で
あ
る
｡
子
供
が
働
け
る
よ
う
に
な
れ
ば
･
子
供
の
多
い
家
庭
こ
そ
が
豊
か
な

家
庭
で
あ
っ
た
｡
従

っ
て
､
乳
幼
児
を
持
つ
夫
婦
が
そ
の
両
親
と
世
帯
を
共
に
す

る
傾
向
は
,
最
も
弱
い
立
場
に
あ
る
二
種
類
の
家
族
が
貧
困
と
闘
う
為
の
苦
肉
の

策
と
し
て
併
合
し
た
も
の
で
あ
る
と
亭

っ
こ
と
が
で
き
る
｡

以
上
の
通
り
,
産
業
革
命
期
の
労
働
者
の
家
計
収
入
に
関
し
て
は
､
重
要
な
こ

と
が
二
点
あ
る
｡

1
つ
は
,
そ
れ
が
戸
主
で
あ
る
成
人
男
子
の
賃
金
に
よ
っ
て
は

測
定
し
得
な
-
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
,
い
ま

一
つ
は
'
そ
の
場
合
の
付
加

的
な
収
入
は
,
妻
と
子
供
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

結
果
と
し
て
,
工
業
地
帝
に
お
け
る
三
世
代
家
族
の
同
居
は
'
貧
し
い
労
働
者

に
と
っ
て
の
苦
肉
の
策
と
は
亭

を

も
,
婦
人
の
労
働
を
た
だ
｢
貧
困
の
証
し
｣

と
考
え
,
妻
や
子
供
の
収
入
を
単
に
成
人
男
子
賃
金
の
低
下
分
の
補
完
と
考
え
る

の
は
決
し
て
正
し
く
な
い
｡

例
え
ば
･
産
業
革
命
期
の
国
内
需
要
は
ど
こ
か
ら
来

た
の
か
･
内
外
の
観
察
者
が
等
し
-
認
め
る
｢
イ
ギ
-
ス
貧
民
の
曹
惨

｣
は
ど
う

し
て
起
こ
り
得
た
の
か
､
と
い
う
よ
う
に
'
既
存
の
発
想
か
ら
で
は
全
く
答
え
ら

れ
な
い
問
題
も
多
い
か
ら
で
あ
る
｡

少
な
く
と
も
,
婦
人
や
子
供
が
工
場
で
働
き
得
た
家
族
は
'
労
働
者
階
級
の
中

で
は
現
金
収
入
の
多
い
家
族
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
な
の
で
あ
る
｡

<
お
わ
り
に
>

先

に
挙
げ
た
バ
ー
ン
ズ
ビ
ー
氏
は
･
そ
の
論
文
の
中
で
ヴ
ィ
ク
ト
-
ア
時
代
に

8
C
に
お
い
て
生
活
水
準
は
上
昇
し
な
か
っ
た
と
主
張
し
'
ま
た
'
川
北
氏
は
｢

生
活

｣
水
準
の
上
昇
と
ま
で
亭

っ
べ
き
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
'
全
般
的
な
消
費

水
準
の
上
昇
が
見
ら
れ
･
貧
民
に
さ
え
,
香
惨
の
債
向
が
見
ら
れ
た
と
し
て
い
る
｡

以
下
,
こ
れ
ら
二
つ
の
論
文
を
比
較
し
て
み
る
｡

ま
ず
賃
金
に
つ
い
て
で
あ
る
が
･
バ
ー
ン
ズ
ビ
ー
氏
は
丑
C
の
労
働
者
の
生
活

水
準
が
上
昇
し
な
い
理
由
と
し
て
･
実
質
賃
金
が
上
昇
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
挙

げ
て
い
る
.
彼
は
,
B
C
に
存
在
す
る
労
働
者
を
分
類
し
'
各
々
の
実
質
賃
金
の

変
動
を
見
て
,
こ
の
よ
う
な
結
論
を
下
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
川
北
氏

は
,
家
族
の
全
所
得
に
お
け
る
婦
人
､
児
童
の
所
得
の
重
要
性
を
指
摘
し
'■
産
業

革
命
期
の
労
働
者
の
家
計
収
入
は
戸
主
で
あ
る
成
人
男
子
の
賃
金
の
み
か
ら
は
測

定
し
得
な
く
な
っ
た
･
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
｡

次
に
付
加
的
な
所
得
を
受
け
持
つ
,
婦
人
と
児
童
の
賃
金
で
あ
る
が
､
バ
ー
ン

ズ
ビ
ー
氏
の
論
文
で
は
,
児
童
の
賃
金
は
軽
視
さ
れ
て
お
り
'
児
童
自
身
の
養
育

費
を
ま
か
な
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
く

婦
人
の
賃
金
に
つ
い
て
も
'
そ
れ
に
よ

っ
て
家
計
全
体
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
は
触
れ
て
い
な
い
｡

こ
れ
に
対
し
て
､
川
北
氏
は
婦
人

･
児
童
の
賃
金
を
重
視
し
て
お
り
'
そ
れ
に
よ

っ
て
未
は
生
活
活
動
の
-
1
ダ
ー
･
唯

一
の
現
金
所
得
者
と
し
て
の
役
割
り
を
失

い
,
妻
は
主
婦
と
し
て
の
機
能
を
失
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
｡
そ
↓
て
妻
や
子
供

の
賃
金
の
家
計
に
占
め
る
割
合
の
重
要
性
を
三
世
代
家
族
の
同
居
を
例
に
と

っ
て

説
明
し
て
い
る
｡

こ
の
は
&
J
家
計
に
お
い
て
食
費
の
占
め
る
乱
合
で
あ
る
が
'
バ
ト
ン
ズ
ビ
ー
氏

の
論
文
で
は
･
食
事
は
質
素
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
､

エ
ン
ゲ
ル
係
数
を
測
定
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し
て
み
る
と
'
約
五
〇
パ
ー
セ
ン
-
を
示
し
､
当
時
と
し
て
は
､
か
な
軒
生
活
水

準
が
高
か

っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

以
上
の
よ
う
に
'
バ
ー
ン
ズ
ビ
ー
氏
の
論
文
と
'
川
北
氏
の
論
文
は
多
-
の
点

で
対
立
す
る
わ
け
で
あ
る
が
'
決
定
的
に
異
な
る
点
は
'
バ
ー
ン
ズ
ビ
ー
氏
は
戸

主
の
賃
金
か
ら
労
働
者
の
生
塙
水
準
を
検
討
し
て
い
る
の
に
対
し
'
川
北
氏
は
'

労
働
者
の
生
活
水
準
は
'
戸
主
の
賃
金
の
み
で
は
測
定
し
得
な
い
と
し
て
い
る
点

で
あ
る
｡
こ
の
場
合
､
バ
ー
ン
ズ
ビ
ー
氏
の
論
文
で
は
戸
主
の
賃
金
に
つ
い
て
は

資
料
が
豊
富
で
あ
る
の
に
､
婦
人

･
児
童
に
関
す
る
資
料
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
､

と
い
う
欠
点
を
持
つ
｡

ま
た
'
バ
ー
ン
ズ
ビ
ー
氏
の
論
文
は
'
他
の
地
方
と
大
差
は
認
め
ら
れ
な
い
と

し
て
も
t

B
C
と
い
う

f
地
方
だ
け
を
問
題
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'

1
地
方
だ
け
を
取
り
上
げ
て
い
る
た
め
､
具
体
的
な
数
値
を
基
礎
に
し
て
い
る
と

も
言
え
よ
う
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
川
北
氏
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
工
業
地
帯

一
般
を

考
え
て
い
る
た
め
へ
具
体
的
な
数
値
に
乏
し
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

産
業
革
命
に
よ

っ
て
'
労
働
者
の
生
活
水
準
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
と
い

う
こ
と
は
'
重
大
な
問
題
で
あ
り
'
焦
点
の
置
き
方
'
資
料
の
用
い
方
に
よ

っ
て

結
論
が
異
な
っ
て
-
る
｡
今
後
も
様
々
な
論
文
や
資
料
を
も
と
に
し
て
'
こ
の
間

題
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
｡
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