
な
ぜ
今
、｢

蟹
工
船｣

か
永
野

勇
気

大
学
生

近
頃
、
小
林
多
喜
二
の｢
蟹
工
船｣

が
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ど
こ
の
書
店
に
行
っ
て
も
、
特
設
の

棚
に｢

蟹
工
船｣

や
そ
の
関
連
書
籍
が
平
積
み
に
さ
れ
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
も
こ
の
本
を
テ
ー
マ
に
様
々
な
特

集
を
組
み
、
さ
ら
に
は
海
外
メ
デ
ィ
ア
か
ら
も
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

｢

蟹
工
船｣

が
書
か
れ
た
の
は
、
今
か
ら
七
十
年
以
上
も
前
の
１
９
２
９
年
で
す
。
そ
の
な
か
で
描
か
れ

て
い
る
の
は
、
劣
悪
な
条
件
の
も
と
、
過
酷
な
労
働
を
強
い
ら
れ
、｢

搾
取｣

さ
れ
る
労
働
者
の
姿
で
す
。

そ
の｢

搾
取｣

の
様
子
は
恐
ろ
し
く
、
醜
く
、
そ
し
て
何
よ
り
野
蛮
な
も
の
で
す
。
暴
力
と
権
力
で
労
働
者

を
屈
服
さ
せ
よ
う
と
す
る｢

現
場
監
督｣

、
国
民
を
守
る
ど
こ
ろ
か
弾
圧
す
る
国
家
。
あ
ま
り
に
無
秩
序
で
、

前
近
代
的
で
す
。
な
に
せ
こ
の
作
品
は
、
繰
り
返
し
ま
す
が
七
十
年
以
上
も
前
の
作
品
。
明
治
憲
法
下
の

当
時
の
日
本
に
お
い
て
、
労
働
者
の
人
権
保
障
な
ど
、
不
十
分
も
い
い
と
こ
ろ
で
し
た
。

さ
て
、
で
は
立
憲
主
義
を
基
礎
と
し
、
民
主
主
義
的
な
国
家
と
し
て
大
変
な
発
展
を
果
た
し
た
は
ず
で

あ
る
現
在
の
こ
の
国
に
お
い
て
、
右
の
よ
う
な
こ
と
は
も
は
や
笑
い
話
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
は
ず

で
す
。

と
こ
ろ
が
、
ど
う
や
ら
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
今
の
こ
の｢

カ
ニ
コ
ウ｣

ブ
ー
ム
を
支
え
る

二
十
代
～
四
十
代
の
人
々
は
、
作
品
の
な
か
の
登
場
人
物
に
、
自
ら
の
姿
を
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
て
い

ま
す
。
事
実
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
も
、｢

狭
い
船
内
の
中
に
ギ
ュ
ウ
ギ
ュ
ウ
に
労
働
者
た
ち
が
入
れ
ら

れ
る
様
子
は
、
満
員
電
車
に
乗
っ
て
通
勤
す
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
姿
を
思
い
出
さ
せ
、
過
酷
な
労
働
は
、

過
重
な
残
業
と
重
な
る｣

と
書
く
人
な
ど
、
自
分
の
生
活
と
作
品
の
世
界
を
重
ね
て
い
る
人
は
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。

ど
う
し
て
こ
の｢

蟹
工
船｣

と
い
う
作
品
が
、｢

過
去
の
現
実｣

と
し
て
で
は
な
く
、｢

今
ま
さ
し
く
、
目
の

前
に
あ
る
現
実｣

と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
の
か
。
そ
の
二
つ
の
現
実
の
重
な
り
は
、
例
え
ば
作
品
の
こ
の
よ

う
な
シ
ー
ン
で
具
体
的
に
現
れ
て
い
ま
す
。

作
品
の
中
で
、
あ
る
漁
師
が
言
い
ま
す
。

｢

周
旋
屋
に
引
っ
張
り
廻
さ
れ
て
、
文
無
し
に
な
っ
て
よ
。
ま
た
長
げ
え
こ
と
、
く
た
ば
る
め
に
合
わ

さ
れ
る
ん
だ
。｣

こ
こ
で
言
う｢

周
旋
屋｣

と
は
、
雇
い
主
と
求
職
者
の
仲
介
を
生
業
と
す
る
者
、
つ
ま
り
今
で
言
え
ば
派

遣
業
者
に
あ
た
り
ま
す
。

戦
前
に
は｢

周
旋
屋｣

の
ほ
か
に
、｢

口
入
れ
屋｣

｢

人
貸
し
業｣

と
呼
ば
れ
、
そ
う
い
っ
た
も
の
は
ヤ
ク
ザ

な
ど
が
行
う
裏
の
仕
事
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
戦
後
に
な
っ
て
そ
れ
ら
の
事
業
は
法
律
に
よ
っ
て
禁
止
さ

れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
八
六
年
に
は
専
門
的
な
十
三
業
務
に
限
っ
て
人
材
派
遣
を
認
め
る｢

労
働
者
派
遣



法｣
が
施
行
さ
れ
、
九
六
年
に
は
対
象
業
務
を
二
十
六
業
務
に
拡
大
。
九
九
年
に
は
製
造
業
を
除
き
原
則
自

由
化
、
〇
四
年
に
は
そ
の
製
造
業
も
解
禁
さ
れ
、
さ
ら
に
〇
七
年
に
は
そ
の
派
遣
期
間
が
上
限
三
年
ま
で

拡
大
し
ま
し
た
。

｢

蟹
工
船｣

の
な
か
で
は
、｢

周
旋
屋｣(

＝
派
遣
会
社)

と
い
う
も
の
が
、
労
働
者
を
不
当
に
搾
取
す
る
た
め

の
仕
組
み
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
、
さ
き
ほ
ど
の
セ
リ
フ
は
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
し
か
し
、

労
働
者
の
権
利
が
労
働
三
法
な
ど
に
よ
っ
て
き
ち
ん
と
保
障
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
現
在
と
、
そ
う
い
っ
た

も
の
が
明
ら
か
に
不
十
分
で
あ
っ
た
当
時
の
様
子
を
安
易
に
重
ね
て
し
ま
う
こ
と
に
は
や
は
り
無
理
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
方
も
当
然
い
ら
っ
し
ゃ
る
は
ず
で
す
。
そ
こ
で
、｢

現
在
の｣

派
遣
事
業
が

も
つ
問
題
点
を
、
少
々
具
体
的
に
分
析
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

労
働
者
派
遣
事
業
が
持
つ
問
題
点
に
は
様
々
な
も
の
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
、
派
遣
事
業
そ
の
も
の

を
成
り
立
た
せ
て
い
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
、｢

ピ
ン
ハ
ネ｣

の
問
題
で
す
。
こ
れ
は
実
質
上
の
中
間
搾
取
で

す
。
登
録
し
て
い
る
派
遣
会
社
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
労
働
者
は
、
派
遣
先
の
職
場
で
、
そ
こ
の
労
働
者

と
同
じ
よ
う
に
歴
と
し
た｢

労
働｣

を
行
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
他
方
で
派
遣
会
社
が
行
っ
た
こ
と
と
い
え

ば
、
た
だ
派
遣
先
に
人
を
送
っ
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。｢

職
の
紹
介
料｣
と
考
え
る
と
、
い
か
に
も
正
当
な
理

屈
に
見
え
ま
す
が
、
つ
い
最
近
倒
産
し
て
話
題
に
な
っ
た｢

グ
ッ
ド
ウ
ィ
ル｣

の｢

デ
ー
タ
装
備
費｣

の
例
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
意
味
不
明
な
天
引
き
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
し
て
な
に
よ
り
、
そ
う

い
っ
た
役
割
は
本
来
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
な
ど
の
機
関
に
お
い
て
無
償
で
果
た
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
す
。
ま
た
、

職
が
安
定
し
な
い
た
め
に
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
り
、
常
に｢
素
人｣

の
状
態
で
あ
ら

ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
問
題
や
、｢

一
日
ご
と
に
無
職
に
な
る｣

日
雇
い
派
遣
の
問
題
な
ど
、
挙
げ
て
い
け

ば
キ
リ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

九
九
年
の
法
改
定
に
よ
り
、
派
遣
可
能
な
対
象
業
務
を
原
則
自
由
化
し
た
こ
と
で
、
派
遣
業
は
そ
れ
自

体
が
魅
力
あ
る
事
業
へ
と
変
貌
し
ま
し
た
。
九
九
年
に
は
一
万
三
〇
〇
〇
件
程
度
だ
っ
た
事
業
者
数
は
、

〇
五
年
に
は
ほ
ぼ
そ
の
三
倍
の
数
に
膨
れ
上
が
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
同
年
の
調
査
で
は
派
遣
労
働
者

数
は
二
五
五
万
人
に
も
の
ぼ
る
こ
と
が
判
明
す
る
と
共
に
、
派
遣
業
界
の
年
間
売
上
高
は
四
兆
円
と
い
う

驚
く
べ
き
数
値
を
叩
き
出
し
た
の
で
す
。

最
近
に
な
っ
て
、
派
遣
社
員
と
な
っ
た
人
々
が
ど
ん
な
働
か
さ
れ
方
を
し
て
い
る
の
か
は
、
様
々
な
メ

デ
ィ
ア
で
大
き
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
な
か
に
は
、
到
底
人
間
的

と
は
言
え
な
い
、
ま
さ
し
く｢

蟹
工
船｣

そ
の
ま
ま
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
労
働
者
も
い
ま
す
。
特

に
ひ
ど
い
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
日
雇
い
派
遣
に
関
し
て
は
、
規
制
緩
和
を
続
け
て
き
た
当
事
者
で
あ

る
与
党(

自
民
党)

も
、
さ
す
が
に
禁
止
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
ま
で
派
遣
事
業
の
み
に
焦
点
を
あ
て
て
き
ま
し
た
が
、
実
態
を
本
質
的
に
理
解
す
る
た
め
に
は｢

非

正
規
雇
用
の
増
大｣

と
い
う
問
題
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
労
働
者
全
体
の
う
ち
、
現
在
で

は
三
分
の
一
が
非
正
規
雇
用
で
あ
り
、
同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
正
社
員
と
の
間
に
大
き



な
待
遇
格
差(

具
体
的
に
言
え
は
賃
金
格
差
が
主
な
も
の
で
す)

が
生
じ
て
い
ま
す
。

再
び｢
蟹
工
船｣

か
ら
引
用
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
こ
ん
な
シ
ー
ン
で
す
。

物
語
の
主
な
舞
台
と
な
っ
て
い
る
博
光
丸
は
、
い
く
つ
も
あ
る
蟹
工
船
の
中
の
一
つ
で
す
。
そ
れ
ら
は

常
に
同
業
者
の
他
船
と
収
穫
高
を
争
い
、
蹴
落
と
し
合
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
日
、
博
光
丸
の
現
場
監
督
は
、

自
分
た
ち
の
船
が
他
船
に
比
べ
、
収
穫
高
に
出
遅
れ
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
知
ら
せ
を
受
け
、
焦
り
始
め

ま
す
。
そ
こ
で
、
彼
は
あ
る
策
を
講
じ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、｢

船
員｣

と｢

漁
夫
、
雑
夫｣

を
仕
事
の
上
で
競

争
さ
せ
、
勝
っ
た
組
に
は｢

賞
品｣
を
、
働
き
の
少
な
い
者
に
は｢

焼
き(

焼
い
た
鉄
棒
を
身
体
に
当
て
る
と
い

う
も
の)｣

を
与
え
る
と
い
う
も
の
で
す
。
本
来
、
痛
み
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
の
労
働
者
た
ち
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
争
い
合
い
、
敵
対
し
、
分
裂
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
構
図
は
、
先
に
記
し
た
よ
う
な｢

非
正
規
社
員｣

と｢

正
規
社
員｣

の
関
係
に
当
て
は
め
る
こ
と

が
可
能
で
す
。
つ
ま
り
、
安
い
賃
金
で
正
規
社
員
と
同
等
、
あ
る
い
は
同
様
の
仕
事
を
こ
な
す
こ
と
が
要

求
さ
れ
る
非
正
規
社
員
は
正
規
社
員
を
敵
視
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
う
さ
れ
た
正
規
社
員
は
当
然
彼
ら
に

好
意
的
な
感
情
を
も
つ
こ
と
は
ま
ず
な
く
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
こ
の
構
図
が
当
て
は
ま
る
の
は
な
に
も｢

非
正
規｣

と｢

正
規｣
の
関
係
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

過
度
な
成
果
主
義
に
よ
る
、
つ
ま
り
は｢

正
社
員｣

ど
う
し
の
競
争
か
ら
も
こ
の
構
図
は
み
て
と
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
職
場
内
が
、｢

弱
肉
強
食｣

的
な
戦
場
と
化
す
の
で
す
。

作
品
の
な
か
で
、
右
の
よ
う
な
策
略
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
状
況
を
生
み
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
現
場

監
督
は
、
ビ
ー
ル
を
飲
み
な
が
ら｢

他
愛
な
い
も
の
さ｣

と
労
働
者
た
ち
を
嘲
笑
し
ま
す
。
右
の
よ
う
な
構

図
を
生
み
出
す
こ
と
で
、
一
番
得
を
す
る
の
は
一
体
誰
な
の
か
、
こ
こ
で
は
端
的
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
い
つ
も｢

下｣

の
ほ
う
で｢

勝
手
に
潰
し
合
っ
て
い
る
状
況｣

は
、
こ
の
現
場
監
督
の
よ
う
な｢
上｣

の
者(

本
質
的
に
は
彼
も｢

下｣

の
人
間
と
言
え
ま
す
が･
･
･)

に
不
当
な
利
益
を
与
え
る
の
で
す
。

こ
の
作
品
の
最
後
は
、
決
死
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
失
敗
し
、
一
度
は
敗
れ
た
労
働
者
た
ち
が
、｢

も
う
一
度｣

立
ち
上
が
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
締
め
括
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
ま
さ
に
過
酷
な
労
働
に
苦
し
み
、
そ
れ
ぞ
れ

が
バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
、
ひ
た
す
ら
絶
望
と
閉
塞
感
に
浸
っ
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
、
こ
の
シ
ー
ン
は
当
然

大
き
な
希
望
に
な
り
得
る
と
感
じ
ま
す
。

実
際
、
現
在
こ
の
よ
う
な
ひ
ど
い
現
状
に
た
い
し
て
抗
議
の
声
が
各
地
で
上
が
り
、
労
働
組
合
も
以
前

に
比
べ
て
活
性
化
し
始
め
、
ま
た
何
よ
り
二
十
歳
か
ら
四
十
歳
ま
で
の
比
較
的
若
い
世
代
の
間
に
も
運
動

が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
一
部
で
は
こ
れ
ら
の
運
動
の
高
ま
り
を
、｢

若
者
た
ち
の
左
傾
化｣

と
み
な
し
、
な
か
に
は

そ
れ
に
対
し
強
い
拒
否
感
を
露
に
す
る
人
も
い
ま
す
。
た
し
か
に
、
自
分
た
ち
を
取
り
巻
く
、
閉
塞
し
た



現
状
を
打
破
し
て
い
こ
う
と
い
う
と
き
、
そ
の
手
段
と
し
て
、
左
翼
的
思
想
に
よ
る
理
論
武
装
は
あ
る
程

度
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
る
の
も
事
実
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
い
っ
た
運
動
の
根
源
を
成
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
、
本
当
に
日
々
の
生
活

を
生
き
る
の
に
も
苦
労
す
る
ほ
ど
の｢

貧
困｣

に
対
す
る
抗
議
で
あ
り
、｢

社
会
主
義
革
命
の
成
立｣

の
ご
と

き
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
も
の
と
は
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
ま
た
逆
に
、
そ
う
い
っ
た
強
固
な
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
的
な
支
柱
を
持
た
な
い
こ
と
を
批
判
し
、｢

バ
ー
チ
ャ
ル
な
左
翼
思
想｣

と
し
て
危
険
視
す
る
意
見
も
あ

り
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
運
動
を
支
え
て
い
る
目
的
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
、
極
め
て
単
純
な｢

プ

ロ
テ
ス
ト｣

で
あ
る
以
上
、
こ
の
指
摘
に
は
ど
う
し
て
も
違
和
感
を
抱
い
て
し
ま
い
ま
す
。
実
際
、
昨
今
の

労
働
問
題
に
熱
心
に
取
り
組
み
、
大
き
な
注
目
を
浴
び
て
い
る
、
作
家
で
あ
り
活
動
家
で
も
あ
る
雨
宮
処

凛
さ
ん
も
、
そ
の
よ
う
な｢

若
者
の
左
旋
回｣
論
的
な
意
見
に
対
し
て
感
じ
る
違
和
感
を
度
々
口
に
し
て
い

ま
す
。

現
在
に
お
い
て
、
冷
戦
中
の
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
、｢

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
二
項
対
立
を
前
提
と

し
て
、
世
の
中
に
生
じ
る
諸
問
題
を
解
決
す
る｣

と
い
う
運
動
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
も
は
や
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が

あ
り
ま
せ
ん
。
現
実
に
、
若
い
世
代
は
そ
う
い
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
色
彩
の
濃
い
も
の
に
は
強
い
拒
否

感
を
も
ち
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
距
離
を
置
き
た
が
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
現
在
み
ら
れ
る
抗
議
運
動
の
高
ま
り
を｢

左
傾
化｣

と
い
う
観
点
で
語
る
こ
と
に
は
、
そ

れ
ほ
ど
大
し
た
意
味
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
う
い
っ
た
労
働
の
問
題
と
い
う

の
は
、
先
に
述
べ
た｢

派
遣｣

や｢

非
正
規｣

の
実
情
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
云
々
を
越
え
て

共
有
が
可
能
な(

と
い
う
よ
り
共
有
が
不
可
欠
な)

も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
そ
の
点
か
ら
言
え
ば
、

そ
う
い
っ
た｢

若
者
の
左
旋
回｣

論
の
よ
う
な
議
論
は
意
味
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
現
実
的
な
問
題
解
決
に
と

っ
て
大
き
な
弊
害
と
な
り
得
る
の
で
す
。

さ
て
、
こ
の
文
章
の
題
は｢

な
ぜ
今
、
蟹
工
船
か｣

と
い
う
も
の
で
し
た
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
な
ぜ
今

こ
こ
ま
で｢

蟹
工
船｣

が
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
昨
今
の
労
働
問
題

は
深
刻
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
は
や｢

自
己
責
任
論｣

だ
け
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
、

｢

生
き
る
か
死
ぬ
か｣

の
問
題
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、
企
業
寄
り
の
方
が
し
ば
し
ば
言
う
よ
う
な
、｢

派
遣
の
問
題
も
、
非
正
規
の
問
題
も
、
国
際

競
争
に
勝
ち
抜
く
た
め
に
は
仕
方
が
な
い
痛
み
な
の
だ｣

と
い
う
よ
う
な
議
論
に
飲
ま
れ
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
こ
の
よ
う
な
議
論
に
し
て
も
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
な｢

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的｣

議
論
に
し
て
も
、
現
実

に｢

こ
の
ま
ま
で
は
生
き
て
い
け
な
い
人｣

を
救
済
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
全
く
も
っ
て
不
毛
だ
か
ら
で
す
。

現
時
点
で
、
私
た
ち
に
と
っ
て
最
も
必
要
な
こ
と
は
、｢

生
き
る
か
死
ぬ
か｣

と
い
う
、
先
進
国
に
は
有

り
え
な
い
よ
う
な
こ
の
異
常
な
事
態
が
存
在
す
る
、
現
在
の
日
本
社
会
の
現
実
を
直
視
す
る
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
な
か
で
感
じ
た
矛
盾
に
は
声
を
上
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
一
人
で
は
ど
う

し
て
も
限
界
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
団
結
し
て
と
も
に
声
を
上
げ
る
こ
と
に
は
大
き
な
意
義
と
、



必
然
性
が
あ
る
の
で
す
。
少
な
く
と
も
今
の
労
働
者
た
ち
に
と
っ
て
、｢

蟹
工
船｣

の
も
つ
メ
ッ
セ
ー
ジ
は

そ
う
い
っ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。


