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從
來
、
人
間
の
勞
働
に
關
す
る
各
獄
の
實
踐
科
學
的
硏
究
は
、

‘單
に
勞
働
の
能
率‘增
進
の
視
角
，か
ら
、
勞
働
從
つ
て
ま
た
勞
働
者
を 

硏
究
の
對
象
と
し
な
が
ら*
.
:
眞
に
人
間
の
.問
題
を
見
逃
し
て
ゐ
た
。
勞
働
能
率
論
の
對
象
と
せ
ら
れ
る
勞
働
者
は
、
黡
.に
人
間
で
は
な 

く 4

て
、
恰
か
も
作
業
を
營.む
一
つ
の
道
具
で
あ
り
ノ̂

た
機
械
で
あ
る
と
い
ふ
や
ぅ
に
觀
ら
れ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
今
日
で
も
未
だ
、

,

こ
の
や
ぅ
な
見
解
が
殘
存
す
る
こ
と
は
、
'否
定
し
得
な
い
所
で
あ
る0.
し
か
し
た
と
.ベ
勞
働
能
率
論
の
立
場
か
ら
す
る■に
し
て
も
、
そ 

の
.硏
究
は
當
然
、
そ
れ
が
科
學
的
に
問
題
の
追
及
を
怠
ら
.な
い
.限
り
、
結
局
勞
働
，の
人
間
問
題
に
到
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で 

.あ
る
。
そ
し
て
と
の
こ
と
は
、
近
年
に
於
け
る
勞
働
能
率
論
の
發
展
に
就
い
て
、
見
ら
れ
る

一

つ
の
一
般
的
な
傾
向
で
あ
る
が
、
ぞ
れ.
 

.は
ま
た
特
に
最
近
の
ア
メ
リ
カ
の
學
界
に
、
.著
し
く
現
は
れ
て
來
て
ゐ
る.一
つ
の
■望
ま
し
い
傾
向
で
も
あ
る
。
即
ち
、
ア
メ
リ
カ
に
於 

•
い
て
.旣
に
稍
々
廣v

發
展
し
た
人
物
處
理
、
換
言
す
れ
ば
、
經
營
に
於
け
る
人
事
管
理
の
問
題
は
、
勢
働
者
が
單
に
道
具
や
機
械
で
は 

,

な
く
て
人
間
で
.あ
る
、
と
い
ふ
見
方
に
於
い
て|
步
を
進
め
た
も
の
で'あ
0
た
0.
そ
し
て
こ
の
見
方
が
纏
て
ぺ
ン
シ
ル
グ
ェ
ン
ー
ァ
大
學 

■..技
術
の
迤
步
忒
勞
働
者
心
理
學
の
間
題
 

ニ u

七
'

A
四
四
九)

.
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技
術
の
逸
步V

努
働
者
心
_现
學
，の
間
題 

こ

一

人

(

四

五

〇〕

の
，

R. 

J
e
r
s
e
y

敎

授

'の

硏

究

と
:*
更
ら
に
ハ
ー
ヴ
ァ
|
ド
夫
學°;
1
:
.

M
a
y
o

敎
授
の
見
解Q

內
に
强
く
現
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、 

私
が
旣
に
數
年
©
に
本
誌
.上
に
紹
介
し
て
®
い
た
所
2

.
る
？ 

s

'こ
^
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h
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I
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u
t
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f

 

H
u
m
a
n

 m
i
o
n
s
;

の
公
^]
書
0

*-
•
つ

と

じ 

V
、

同
尤
學
の E

:
d
.
s
l
h

 

I

 (

P
K
O
I
a
r 

of 

Industrial 

d
e
l
a
t
i
o
n
s
)

の
、 

「

技
術
士
廣
働
濟
働
節
約
の
人
間
的
！

§

間
題
の
一
硏
究」

と
い
ふ
一
書
を
得
た
こ
と
は
、’從
來
.の

能

率

.心

理

學

か

ら

勞

働

者

心

理

學

へ 

の
.硏
究
の
轉
換
を
示
す
も
，の
：と
し
て
、
吾
々
は
こ
の
書
の
存
在
を
看
過
し
得
な
い
で
あ
ら
ぅ

o'

■(

&

ハ
ル
シ
ィ
の
研
究
に
就
い
て
は
、
本
認
第
ヨ
十
卷
第
十
號
、

.メ
ィ
ヨ
丨
.

b.

見
解
に
就
.い
て
は
本
誌
第
一
一
十
八
卷
第
四
號
に
於
け
る
、
'
私
の 

.
紹
介
文
4

照
せ
ら
炎
し
。.踅

7 
5

*
に
於
げ
ろ
勞
働
者
心
理
學
的
謹
と.見
解
と
は
、
單
に
こ
の
兩2

限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、 

こ
の
外
に
も
多
少
と
も
見
る
べ
き
も
の
ば
存
し
て
.ゐ
る
。
し
か.し
そ
れ
等
に
就
.い
て
は
何
れ
ま
と
め
て
論
評
し
得
る
機
會
も
あ

ら

ぅ

と

思
ふ
が
. 

f 

'

唯
た
一
つ
此
處
で
序
に
..次
ぎ
の
こ
と
だ
け
を
、
讀
皆
に
お
傳
へ
し
て

®
き
た
、い.
P
.そ
れ
は
經
營
に
於
け
る
人
間
問
題
の
研
究
に
關
し
て
は
*,-
 

メ 

，
ィ
ヨ
ー
の
影
響
が
非
常
に
大
き
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
0
本
誌
一
月
號
に
小
高
敎
授
が
紹
介
し
て
居
ら
れ
る
J
.
’
J
- 

GiHespi.3

の
っ
合
理
句
產 

'
議
營
の
諸
原
理」

の
.
き̂
も
.そ
のj

例
で
.あ
る
が
*
メ
ィ
ヨ
へ
の
最
も
大
き
な_

は
* 

.
彼
の
擊
で
あ
り
*
ま
た
彼
の
協
力
者
で
あ
る. 
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教
授
の
研
究
でI

。
即
ち
、.彼
の
著
作
は
左
記'の
ニ
書
で
あ
る
が
、
共I

働
者
心
理
學
の
晋
々
の
立
場
か
ら
も
.
そ 

.
れ
は
當
然
見
逃
し
得
な
い
興
味
あ
る
研
究
で
あ
る
。
、

.

'

1
)
Leadership 

s a Free. Society, 

A

 S
t
u
d
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3*n
i
a
n

 

Relations 
based 

on an 

Analysis of 

Present-Day 

Industrial 

Qvilization, 1936.
2〕. 

T:-l

-n
>

industrial work

'5A .statistical Study of
;f
f
i.c
m
a
n 

Relations in a. Group .of Manual 

1
9
3
00
.

近
代
產
業
の
按
徽
的
發- S
の
：

一

つ
の
特
徵
は
*
勞
働
の
節
約L

a
b
o

-V.savitlg

ぬ
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
枕
ま
た
往
々
に
し
て
勞
働
苦 

■
と
勞
働
不
安
を
顚L
出
す
所
以
と
な
り
、
從
つ
て
勞
働
者
は

I

般
に
勞
働
麗
的
技
術
の
更
改
を
懼
れ
る
。
そ
.し
て
こQ

勞
働
の
不

安
は
時
に
技
術
的
進
歩
の
重
大
な
障
害
と
な
る
。
其
處
で
技
術
の
こ
の
進
歩
を
實
現
す
る
こ
と

.
神
、
同
時
に
或
は
そ
れ
に
依
っ
て
生
ず 

る
こ
と
の
あ
る
勞
働
不
安
を
取
り
除
き
、
勞
働
者
保

_

の
方
策.
を
確
立
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
た
め
に
此
處
に
吾
々
は
、
技 

術.
の
進
步
に
俾
ふ
人
間
的
薇
問
題
を
充
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
：あ
る
。
私
が
此
處

.
に
紹
介
し
ょ
う
と
す
る
ス
ミ
ス
の
著
作
は*

、
こ
の
や
う
為
問
遛
を
取
办
擧
げ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
勞
働
籂
約
的
技
術
の
進
步
は
種

.々

の
形
態
を
採
っ
て
現
は
れ
る
し
、
ま

た

生
■ 

產
の
種
類
の
異
な
る•に
從
っ
て
多
様
多
岐
で
あ
ゐ
。
其
處
で
ス
ミ
ス
の
間
題
凇
こ
の
た
め
に
あ
る
植
の
坐
產
過
程
の
技
術
進
歩
に
限
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

」 .
即
ち
、
彼
の
硏
究
は
尊
ら
棉
織
エ
場
に
於
け
る
技
術
の
改
良
に
依
る
、
各
勞
働
者
の
受
持
ち
織
機
蹙
數
の
增
加
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1

勞
働
者
惻
で
は
t
-p
*
e如
t
.H
;
e
t
d
I
-
o
s

と
.呼
ば
れ
る
も
.の_

—

の
場
合
に
關
聯
し
て
、 

，
十

八

の

織

布

エ

場

に

就

い

.て
、
數
年
間
に
瓦
る
詳
細
な
觀
察
硏
究
の
結
果
に
鉴
づ
い
て
ゐ
る
。

’
私
は
次
ぎ
に
、
こ
の
ス
ミ
ス
の
研
究
が 

勞
傭
苕
心
理
學
の
マ
紙
究
と
し
て
持
っ
諸
種
の
特
質
を
广
指
摘
し
て
見
た
い
と
思
ふ

-0
.
.
.

先
づ
ス
ミ
ス
の
硏
究
が
實
踐
的
ガ

一

っ
の
方
向
を
持
っ
：て
ゐ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
*
技
術
の
改
良
に
依
る
勞 

働
不
安
、
勞
働
紫
の
動
摘
と
勞
働
矫
議
の
發
生
、
.こ
の
望
ま
し
か
ら
ざ
る
摩
擦
を
未
前
：に
防
が
う
と
い
ふ
の
が
、
彼
の
實
踐
的
意
圃
で 

あ
る
。
し
沢
し
そ
れ
は|
方
で
は
人
事
管
理
の
問
題
と
し
て
、
管
理.の
惻
の
法
意
を
促
す.も
の
&
あ
り
、
同
時
に
他
方
で
は
、
.そ
れ
は 

技
術
の
改
良
に
對
す
る
勞
働
者
の
獺
度
を
問
題
と
し
ノ
受
持
織
機
事
•數
の
增
加
と
k
ふ
罾
_
の
豸
|1
的
一
條
件
の
變
化
に
對
す
る、
#
 

. 

.働

激

の

：
順

應

の

態

度

を

重

.要
視
し
て
.ゐ
る
0
パ
そ
し
て
と
.の
點
で
は
一
般
に
、.勞
.働
者
問
題
に
關
心
を
有
す
る
第
三
#
の
興
味

 

■ 

う
.と
す
る
も
の
.
.で
あ
.る
。
. 

* 

■ 

.1'

:.
こ
0
や
う
な
實
踐
：枘
な.立
場
か
ら
ノ
ス.
ミ
ス
は
技
術
：の
改
變
を
實
施
す
る
，に
際
1
て.
の
、
多
<
の
實
際
的
方
策
を
提
言
す
る
も0 -
で 

'あ
る
が
、
と
の
實
_

的
な
方
策
.%
提
言
す
る
ま
で
に
、'彼
が
執
っ
た
問
題
め
科
學
的
理
解
が
、M
ら
に
菩
々
に
甚
だ
興
味
の
あ
る
所
で 

..
技
衛
の
趣
步
耷
勞
働
者

4

理
學
の.
間

題
' 

.
:

5
九
.
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五
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.
技

俯

；

の

:5
1步迖
勞
働
卷
ポ
趣
學

.
の
問
題
：

'
:
'
"
:

卜
.： 

-
s
o

(

四

5
D

あ
る

.

.
，い

.
ふ
ま
：で

.̂
な
く
彼
の

^題の
'
け

.
心
は

.勞廊
の

.
客
觀
的
な

.
ー
條

-#
の

.
變
化
に
對
應
す
る
勞
働
者
の
態
度
の
如
何
に
あ
る
が
、 

こ
の
點
に
就
い
て
彼
が
吾
：々

.
に
敎
へ
ろ

*本的
也
見
解

.
は
、
次
ぎ

■
の
二
事
に
存
す

.
る
と
見
て
い

\'
.
や
ぅ
で
あ
る

.
0
茚
ち
、
管
理
者
も
勞 

働
激
も
共
，に
長
部
の

.
間
に
、
自
ら「

適
當
な
樂
働
條
併
と
適

1£
な
一
日
の

ft
事
が
ど
の
や
ぅ
な
も
の
で
、あ
る
か
に
關
し
て
、
慣
習
的
な
判 

斷
を

^つ
.
や
う
比
な

.
つ
て
居
り

11
.
、

#'
-..

つ
て「

作
業
速
度
咏
確
宠

.
せ

&れて
了
つ

.
て

.
ゐ
石

%そし
て「

ご

.
の
や

5-
な
制
斷
の
.智
慣
と
作
業
の 

習
慣
と

'̂
1
0
の

.
慣
習
的
な
情
態

.
|
1
2
3
:

*0
1
1
?
を
確
立
し
、
こ
れ
が
勞
働
者
と
管
理
わ
活
動
を_くこ
士
は
、
充
分
の
思
慮
を
以
つ 

て
す
る
ょ
り
も
通
咖
に
有
ヵ
で

^る」

0勞働を
包
む
こ
の
慣
習
的

^
'

ssus 
,
q§
 

.

に
關
す
る
右
の
や
ぅ
な
認
識
に
、
ス
、、、Xの多
く
の 

問
两
か
か

.
け
ら
れ
て
ゐ

.
る
と
い
つ
て
い
、
。

.
即
ち
、
作
業
の

' 

1

條
件

0變化
.
が
、
そ
れ
が
假
令
へ
些
細
な
事
柄
で
あ
る

.
に
し
て
も
、
こ 

.の慣習
的

•
な
情
態
と
の
間

.
に
適
合
關
係
が
成
立
す
名
ま
で
は
、
：多
少
の
程
度
の
勞
働
不
安
を
伴
ふ
こ
と
は
、
必
然
豫
想
せ
ら
れ
る

こ

と 

.
で
あ
る
'0
勿
論
こ
.

の
エ
場
內
の
、
勞
働
者
を
動
か
し
て
ゐ

.
る
慣
習
的
な
情
態
は
、
確
固
不
動
の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
現
狀
維
持
的 

な
作
用
を
苔
々
は
輕
視
す
る
と
と

.
は
出
來
な
い

°
: 

:
,
.
.
'
:
'

ス
ミ
ス
が
、
、一
つ

.
の
工
場
に
特
有

.
な

、
勞
働
.者
を
交
配
す
る
あ
る
慣
習
的
な
情
態
の
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
て
ゐ
る
こ
と
は
、
吾
 々

の
勞
傲
箸
心
理
學
の
泣
場
か
ら
見
て
、

«の所
論
中
最
も
重
要
な
點
で
あ
る
と
い
.は
な
け
れ
ば
な
ら
な
ハ
。
し^し乍
ら
、
皮
商
身
の 

論
述
し
て
ゐ
る
所
か
、

X

見
る
と
、
；彼
は
必
ず

.
し
も
こ
の
點
を
卬
心
に

—-
.切S 問
題
を
發
展
せ
，し
め
て
ゐ
る
と
は
思
は
れ
な
い
。
從
つ
て 

ま
た
こ
の
點
に
關
す
る
彼
の
所
論
は
、
香
々
の
希
望
を
充
分
充
す
程
む
詳
細
に
股
開
せ
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
。
例
へ
ば
、
彼
は
一
方
で
は 

右
の
惯
習
的
な
情
態
の
存
在
を
認
め
な
が
ら

.他方

.
で
は
別

'
に
ま
た
勞
働
者
の
氣
風

morale,

を
問
題
と
し
て
取

o擧げ
て
ゐ
る
。
し 

か
も
こ
の
兩
者

0關聯
な
ど
は
、
全
く
彼
の
顧
み

.
る
所
と
は
な
つ
て
ゐ
な
い
の
で

.
あ
る
。
勿
論
菩
々
の
や
う
に
勞
働
者
心
理
學2>
存
在 

を
豫
定
し
て
ゐ
な
ぃ
と
田
心
は
れ
る
彼
の
努
カ
に
對
し
て
？
私
が
此
處
に
こ
の
ゃ
ぅ
な
希
望
ゃ
批
評
を
述
べ
る
こ
と
は
\
元
來
不
適
當
の

や
う
に
も
見
へ
る
か
'も
知
れ
な
い

0しか
し
彼
の
提
供
し
て
ゐ
る
問
題
は
、'確かに
晋
々
の
見
逃
し
得
な
い
、
し
か

'%
甚
だ
興
味
の
.あ

.る認識
で
あ
つ
て
、

Mらに
吾
々
は
こ
れ
に

.
對
し
て
環
境
心
理
學
的
、
或
は
坐
活
心
理
學
的
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
依
つ
て
、
其
處
か

:

 

..
 

•

ら
菩
々
は
勞
働
者
心
理
學
の
ニ
つ
の
基
本
的
な
問
題
を
展
開
し
て
行
く
こ
と
が
出
来
る@であ
る
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
、
私
は
ス
ミ 

ス

(D
-努力
が
勞
働
苕
心
理
學
ぬ
對
す
る
一
つ
の
貢
献
と
し
て
、
尙
ほ
充
分
の
價
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
と
を
認
め
て
置
き
た
い
。

.最後
に
、
私
は
，ス

”
ミ
ス
の

.
硏
究
を
成
立
せ
し
め
た
方
法
に
就
い
て
簡
單
に
述
べ
て
置
き
た
い
。
先
き
に
述
べ
て
置
い
た
や
う
に
、
彼 

の
硏
究
は
十
八
の
織
布
エ
導
に
於
妙
る

-各勞
働
者
の
受
持
ち
織
機
禀
數
の
增
加
を
實
施
し
た
技
氍
的
變
化
に
對
應
し
て
、
現
は
れ
た 

勞
働
漭
の
態
度
を
中
心
問
題
と
し
て
ゐ
る
。
：
し
か
も
こ
の.
問
題
は1

兀
來
莅
だ
し
く
複
雜
で
あ
り
、
ま
た
微
妙
で
あ
り
、
.
更
ら
に
個
性
的 

で
も
あ
つ
て
、
單
純
な
考
察
に
於
い
て
は

"充分
ょ
く
そ
の
眞
相
を
摑
み
得
な

5

も
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
對
象
の
.性
質
に
關
す
る 

自
覺
か
ら
、
其
處
に
採
用
せ
ら
れ
た
方
法
は
一.つの綜
合
购
硏
究
方
法
で
あ
る

'
?
即
ち
、

.エ場の
客
觀
的
諸
條
怦
の
觀
察
は
素
ょ
及
、 

經
營
の
諸
猶

<D
記
録
、
：
作
業
の
直
接
的
觀
察
，
勞
働
者
及
び
下
級
管
理
者
に
對
す
る
口
頭
質
問
、
勞
働
組
合
の
存
す
る
場
合
に
は
、
そ 

の
指
導
容
の
意
見
を

.̂
聽
取
し
、
ま
た
組
合

.
の
諸
記
録
を
利
用
し
、
更
ら
に
举
議
の
發
生
し
た
場
合
に
は
、
第
三
者
：一
例
へ
ば
地
方 

新
聞

.-

—

の
觀
察
と
意
見
と
を

_
考
慮
す
る
と

.
と
を
忘
れ
な
か
つ
た
。
し
か
も
十
八

H

場
中
の

.
十

‘
工
場
に
就
い
て
は
、

..
特
に
こ

.
れ
等S

方 

法
を
以
つ
て
す
る
詳
細
な
觀
察
が
行
は
れ
、
時
に.
は
ら
の
觀
察
は
數

.
ヶ
年
間
に

.
亙
づ
て
行
は
れ
*
事
態
の
推
移
が
詳
細
に
港
察
せ
ら
れ

.たの
で
ぎ
つ
た
。

.&
の
や
う
に
出
來
る
だ
：け
綜
合
的

.
な
硏
究
方
法
ー
が
採
用
せ
ら
れ
た
に
も
拘

.
ら
ず〈

ス
ミ
ス
は
觀
察
素
材
の
，銃
計
的
な

、
'

+

 

.

 

+

•

.

處
理
を
拒
否
し
て
ゐ
る
。

.
，そ
れ
は
一
方
で
は
複
雜
微
妙
な
對
象
の

.
性
質
に

.
基

.
づ
き

-他方
で
は
観
察
工
場
の
少
數
で

.
あ
.つ
た
こ
と
を
理 

出
と
し
.て
ゐ
る
。
そ
し
て

#
0
い
ふ
所
に
依
れ
ば
、
こ
の
研
究
の
職
阖
內
に
於
い
て
、
若
し
統
訃
的
方
法
を
用
ひ
た
と
す
れ
ば
、
主
た.
 

る
問
題
は
看
過
せ
ら
れ
た

.
で
あ
ち
う
と
考
へ
ら
れ
て

.
ゐ
る

o'.

從

.
つ
て
そ
れ
は
一
つ
の
事
例
硏
究

.a c! SHd7

•で'
あ

り

、

數.«
:
.
的

に 

:

.

技
術
，の
逸
步
 W#

働
者
权
迦
學
の
間

■
題

：
、

.
/
'
'
ニ
 

V
' 

-
'
,
.
'
. 

1
H
!
.
1 

CImllr
)

：
：
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三

ニ

へ
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で
は
な
く 

I
個
々

0場合
の
質
的
な
硏
究
で
あ
る
，と
見
做
ざ
れ
て
ゐ
る0この
た
め
に
ス
ミ
ス
の
著
作
は
、
右
の
研
究
方
法
に
於
ん
て 

#'
ら
れ
た
多
様
の
硏
究

#:
村
に
關
す

■
る
.
彼
の
單

^質的
な
科
黎
的
理
解
か
ら
成
つ
て
ゐ
る

'©
そ
し
て
こ

.
れ
が
彼
の
聚
作
に
..ー
つ
の
著 

し
い
特
色
を
與
へ
て
ゐ
る

o 
.

し
か
し
乍
ら
、

.
勞
働
者
心
理
學
の
立
場
か
ら
觀
れ
ば
-
吾
々
は
單
に
こ
の
植
の
事
例
硏
究
だ
け
に
滿
足
し 

傅
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
適
當
に
銃
針
的
方
法
を
援
用
す
べ
き'
は
勿
論
で
あ
る

0しか
も
ス
ミ
ス
が
こ
の
方
法
の
援
用
を
避
け
て
ゐ
る 

こ

-
と
は
、

.
，勿
論
彼

(/
.
>
問
題
に
對
ず

.
る
科
學
的
態
度
の
愼
重

|
さ

.
を
示
す
も

..
の
で
あ
る
と
見
得
る

0 ■'しか
し
尙
ほ
吾
々
は
こ
の
科
學
的
態
度 

の
愼
萆
さ
の
外
に
、
こ
ル
と
並
ん
で
銃
訐
的
な
方
法
の
有
用
を
さ
ぅ
簡
單
に
は
否
定
し
得
な
い。
. 

......

以
上
簡
單
に
指
摘
し
た
や
ぅ
：

bT
ス

.
ミ
ス
の
硏
究
の
問
題
の

'
#
心
が
旣

'
に
勞
働
者
心
现
學
の
問
題
と
し
.て
遥
だ
興
故
あ
る
も
の
で
あ 

り
，1

ま
，た
彼
が
綜
合
的
な
方
法
に
迤
づ
.ぐ

事
例
硏
究
を
行
つ
て
ゐ
る
と
と
は
-
勞
働
者
心
理
事
の
立
場
か
ら
は
未
だ
多
少
希
望
す
べ
き

點
は
あ
る
に
し
て
も
、
彼

Q

意
圖
の
如
何
を
問
は
ず
、
そ
れ
は
確
か
に
勞
働
者
心.
理
學
の
衣
め

.

Q

一
 
つ
の
硏
究
で
あ
る
と
見
做
し
て
い

• 
•

 

*

 

. 

: 

. 

• 

、

.

 

•

 

-

 

-

 

.

、
も
の
で
あ
る.0

.

こ
の
や

ぅ

に
.

考
へ
る
と
、ア
メ

リ

カ

の

擧
界
に
は
先

き

に
ハ
ー

シ

イ

r メイ
ヨ

ー

あ

D、今
ま
た
ホ

!7
イ

ト

ヘ

ッ

ド
 

と
ス
ミ
ス
の
硏
究
が
公
に
せ
ら
れ
て
ゐ
て
、
し
か
も
こ.
れ

.
等
の
硏
究
士
見
解
と
は
典
に
、
大
體
勞
働
荠
心
理
學
へ
の
重
要
な
貢
献
で
あ 

る
と
見
做
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
從
つ
て
私
は
こ
の
ア
メ

リ

力
學
界
に
於
け
る
こ
れ
等
の
有
力
な
.指
導
背
達
の
學
問
的
興

味

か

ら
‘

 

纏
て
は
勞
働
者
心
理
學
が
獨
自
の
存
在
を
要
求
せ
ら
れ
る
と
と
の
あ
：る
の
を
期
待
す
る
。'
そ
し
て
こ
の
種
の
擧

㈣的
興
味
を
有
す
る
者 

.

が
、
勞
働
漭
心
理
學
の
存
在

.
を
豫
定
す
る
こ
と
は

、
M
ら

に

彼
等
の
個
別
的

'
な
硏
究
を
ょ
り
有
効
な
も
の
と
し
、
ま
た
學
問
的
に
も
間 

題
の
所
在
を
ー
曆
ょ
く
把
持
せ
し
め
得
る
所
以
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
タ
か
く
て
私
が
此
處
に
擧
げ
た
ス
ミ
ス
の
硏
究
は
ノ
他
の
も
の 

.

と
同
樑
に
、
そ
れ
が
個
別
的
硏
究
で
あ
る
だ
け
に
、
學
間
の
發
展
に
於
げ
る1
0
の
過
渡
期
的
な
色
彩
を
帶
び
て
ゐ
る
。
し
か
も
こ
れ 

は
寧
ろ
當
然
で
あ
る

O
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本
書
は
昭
和
十
三
年
十
：二
月
十
九
ロ
を
以
っ
で
七
十
六
年
の
生
涯
を
閉
ぢ
た
日

'本
溏
業
界
の
巨
人
藤
山
雷
太
氏
の
一
週.忌
を
_記
念
す 

る
が
爲
め
に
嗣
子
愛一
郞
氏
に
夂
っ
て
土
梓
せ
ら
れ
衣
も
办
で
あ
っ
て
、
_
豸
は
ニ
十
餘
年
の
久
し
き
に
亙
つ
て
故
人
に
親
炙
せ
る
同 

'社
囑
託
、
鑀
、
日
策
化
學

H

業
#
社
監
茶
役
西
原
雄
次
郞
氏
であ
る

。
：
：
.

藤
山
氏
は
我
が
集
權
的
封
建
制
度
の

.
最
宋
期
、
鐵
國
經
濟
時
代
の
崩
壞
期
に
生
を
享
け
、
我
が
國
民
經
濟

Q.

成
立
期
に
人
と
爲
り
、 

我
が
，資
本

.
主
義

.
の
躍
進
的
髁
展
時
代
の
潮
流
に
乘
じ
、
波
瀾
重
疊
の
组
涯
を
營
み
、.遂に
一
代
に
し

.
て

.
よ

く「

陶
朱
公
も
逸
か
'に
及
ば 

.
ざ
る
富
を
築
き」

上
げ
た
財
界S

僳
人
で
ボ
る
。
縞
者
の
言
を
以
っ
て
すれ
ば

、

氏
が
必

.
傅
の
價
値
あ
る
所
以
は

「

其
の
時

'-f
tの兒
た 

K 

.
時
代
の
產
物
た
り
、
時
代
の
代
表
者
た

•
る
點J,

に
在
る
。

•
而
し
て
、

...

編
者
西
原
氏
は

1明治
三
十
五
年
一

1.

月

' 慶應
義
塾
普
通
部 

坐
と
し
て
義
塾
の
課
せ
る
懸
賞
試
文

『

品
性
論』

に
應
募
し
、
甲
賞
を
授
け
ち
れ
て

'
よ
り
文
名
學
內
に
高
く
、
同
四
十
一
年
優
秀
.な
る
成 

績
を
以
っ
て
同
大
學
部
理
財
科
を
卒
業
じ

.
て
後

-住友
銀
行
、
時
事
薪
報
社
等
を
經
て

I

大
日
本
製
糖
株
式
#
社
に
入
り
、，
長
く
藤
山 

.
氏
の
侧
近
に
俘
せ
る
能
文
の
人
で
あ
る
。
今
や
老
熟
し
て
平
淡
の
：境
地.
に
入
れ
る
西
原
氏
の
才
筆
に
よ
っ
て
、
藤
山
氏

Q

多
彩
絢
爛
な 

る1

坐

‘
は「

誇
張
の
字
句」

な
く
、「

浮
華
の
趣」

な
く
、
躍
如
と
し
て
吾
人
の
前
に
現
れ
る

。
,

.

'
. 

.
'
西
陈
雄
次
郎
箸『

邏
电
雷
太
傅』

：
■ 

1

三
三
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