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原
價
の
時
間
的
分
析
に
關
す
る
諸
硏
究
、
 

，
 

一一；
六

C

六
S

1)
礎
と
す
る
原
價
計
算
は
時
間
硏
究
が
有
す
る
效
カ
の
單
に
其
の
一
部
分
で
あ
ら
ぅ
？
時
間
硏
究
が
正
確
に
行
は
る
、
限
り
、
全
經
營
の 

.拟
沿
^
你
の
問
題
賃
鉱
制
度
の
問
題
紅
營
計
靈
の
問
題
、
經
濟
性
It
算
の
問
題
の
上
に
重
要
な
る
效
果
を
與
る
も
の
で
あ
る
こ
と 

も
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
オ
イ
レ
ル
の
如
ぎ
は
時
間
硏
究
は
經
營
解
剖
に
於
け
る
解
剖
刀
で
あ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
に
ょ
つ
て
も
知
ら
れ
得 

よ

ぅ

。
 

I

(

訪

一)
.

ffians. E
u
l
e
r
: 

D
i
e

 
B
e
d
e
u
t
u
n
g

 

d
e
r
.
N

e.
t
s
t
u
d
i

,o
fdl
r
 

Belriebswirtschaft 

u
n
d
.

s-dustrielos 

R
e
c
h
n
u
n
g
s
w
e
s
e
n
.

 

.
Archiv 

fcs
r 

E
i
s
e
n
h
U
U
e
n
w
e
s
e
n
'
s
.

ff
i

7,.1934. 

s. 

319.

(

蝕

ニ) 

a.a. 

o., 

S
.
S
2
0

 

' 

•

(

!£
'
三〕

w
. 
W
.
d
3
§ ̂

Icosten re c
h
n
u
n
g
,

 auf Zelt gmndlage. 

H
.
12.1929/30. 

S. 

700
8.

C

註
四)

户 

A
m
i
n
;
w

's
frn

g
l
i
e
d
e
r
u
n
g

3 -
ぉ
げ
 

ZcftabhSngigkeitcin 

far 

dl_c 

Z
w
e
c
k
c

 

technisthcr 

B
c
a
e
b
s
u
b
c
r
w
a
c
h

 
目 g 

u
n
d

 

Sortenrechnung. H
.
-
12.1929/30. 

s. 

7
9

3
.

l

(

話

五)

P
S
. 

I
 

• 

 ゝ

•

(

註

六)

M. 

w. 
O 
J s. 

395.

(

許
七〕

w
. cz

e
m
j
a
r
r
s
e
l
b
s
t
k
o
s
t
c
a
r
e
c
h
u
u
n
g

3-schmledebetr
o-b

s

 

a
u
f

{S
J
2 .
{
g
f§
&
g
g
g
. =
 
3
p
h
l

 

c
. Eiscnc 

ffi. 

36.1932. 

s. 870 

(

ff
c
A .
ソ I

C

 H
u
m
m
d
;

 

g
o
lcr
g
^
o
g
o
a
r
o
o

tr
'
o
d
a
g
.

UUSSV.1934. 

s. 

9

P

-
-四

！：T

 
十
七
日
-

-

八

時

間

勞

働

論

V
」

勞

働

時

間

最

適

限

論

の

擡

頭

/

藤

林

：

■

敬

三

内

容

■

一
、
前
世
紀
後
屮
の
高
賃
銀
論
苕
の
短
勞
働
時
間
論
と
木論

の
：：！：

的 

ニ
、
前
世
紀
末
の
八
時
間
勞
働
論
に
於
け
る
勞
働
科
學
的
認
識
の
一
部
欠
除

三
、
ジ
ョ
ン
•
レ
イ
の
八
時
間
最
適
限
論 

，

四
、

レ
オ
•
フ
ォ
ン
•ブ
ッ
フ
の
勞
働
の
限
界
强
度
理
論

五
、

H

ル
ン
ス
ト
•
ア
ッ
ベ
の
八
時
間
勞
働
に
關
す
る
赏
驗
と
彼
の
勞
働
科
學
的
見
解

六
、
結

論

如
 

.

.

‘
私
は
先
き
に
、
本
誌
一
月
號
に
於
い
て
、「

前
世
紀
後
半
の
高
賃
鈒
論」

を
取
り
擧
げ
た
際
に
、
ブ
ラ
；ッ
セ
ー
、
シ
.エ
ー
.ン
ホ
フ
及
び
ブ 

レ

ン

タ

ノ

ー

が
高
賃
銀
の
辯
護
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
短
勞
働
時
[{
1
|
> 

S
h
o
r
t
e

-Mw
o
r
k
i
n
g

 

d
a
y

の
主
張
者
で
あ
る
こ
と
に
も
些
か
觸 

れ
て
置
い
た
。
彼
等
の
見
懈
に
於
い
て
は
、
賃
銀
の
引
き
上
げ
と
勞
働
時
fi
l
lの
短
縮
と
は
、
經
濟
盼
に
は
、
全
く
同
様
の
影
響
を
持
つ 

八
，時
1|
摩
働
論
:̂
努
働
時
[1
1
1
'最適
限
論
の
擡
頭 

三

七

Q
ハ
S

W



八
時
叫
勞
锄
論w

勞
働
時
I:
!
]最
適
限
繫
摇
頭
.
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も
の
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
例
へ
ば
、
ブ
ラ
.ッ
セ
丨

の
.
云
ふ
所
に
-
依
れ
ば
、
勞
働
時
|:
1
]
の
短
縮
は
必
ず
し
も
そ
れ
に
應
ず
る
.だ 

け
ぉ
霉
を
減
少
せ
し
め
：ろ
も
の
.で
は
な
く
"

勞
働
激
を
し
て
、
少
し
く
勤
勉
の
度
を
增
す
こ
と
に
依
つ
て
、
十
時
|1
1
]
に
於
け
る
と
同
置 

の
仕
f

九
時
仙
に
於
い
.
て
管
し
め
得
る
こ
と
は
寐
易
で
あ
る
。
.

(

註
ー〉

勞
働
時
間
の
.紅
縮
が
勞
働
の
塞
カ
を
還
せ
し
め
る
こ 

と
は
、
素
ょ
り
時
間
短
縮
Q

s

f

個
々Q

場
合Q

事
情
に
應
じ
て
、
ま
た
,

異
つ
た
諸
種Q

賽

■

因
す
f

Q

で
あ
る
。

し
か
し
勞
働
諸Q

羅

が
■

富

身

に

及

？

影
響
は
、
袞

賽

_

塞

0

見
解
に
於
い
て
は
、

一
般
的
に
好
都
合
の
もQ

で
あ
る
矣
へ
.
.ら
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
勞
働
時
||
1

]
の
短
縮
は
そ
れ
だ
け
勞
働
者
の
自
由
時
如
を
增
大
し
、

一
方
で
は
彼
等
を
し
て
勞
働
に

於
け
る
身
體
的
活
力
の
恢
復
を
容
易
な
ら
し
め
、•
他
方
で
は
彼
等
に
文
化
的
银
活
の
向
上
の
條
件
を
提
供
し
、
特
に
ま
た
彼
等
に
敎
宵

の
機
#

を
與
へ
る
o

そ
し
て
こ
れ
等
の
事
情
は
鑣
て
彼
等
^
#
體
的
活
力
と
熟
練
の
度
を
增
し
.

更
ら
に
彼
等
ひ
精
神
的
な
勤
勉
を
增

r

す
る
こ
と
に
：

i
j
i

つ
て
努
傲
時.

E
S

の
短
縮
に
依
つ
て
失
は
れ
る
と
劳
へ
ら
れ
る
も
の
を
充
分
に
償
ふ

だ

け

、彼
等
の
勞
働
银
產
ヵ
を

增
進
す
る
。
そ
し
て
ブ
ラ
ッ
、セ
丨
も
ブ
レ
ン
タ
ノ
丨
も
-

讓
界
の
多
數
の
實
際
經
驗
に
依
つ
て
、
'
こ
の
こ
と
が
裏
書
き
さ
れ
，て
ゐ
る 

と
見
做
し
た
の
•
で
あ
る
o

高

賃

銀

論

靈Q
、

凡

そ

右

に

述

べ

た

言

な

簿

働

時

間

論

£

じ
て
、
前
世
紀Q

終
末
か
ら
今
世
紀Q

齧

に

か

け

て

、
吾
 々

は
ま
たS

に
多
く
の
短
'̂

働
时
E

I

,者

を

，見

出

すこ
と
が
出
來
る
。
そ
し
て
彼
等
の
所
論
は
、
單
に
勞
働
時
卯
の
短
縮
が
却
ク
て
勞
働 

坐
產
ヵ
S

大

赛

ふ

と

S

ふ
見
解
を
支
持
す
る
許
り
で
は
な
く
、
そ
れ
が
聶

的

に
は
八
時
i

働Q

S

と
し
て
現
は4

て
办
る 

と
い
ふ
點
に
法
意
す
ベ
き
も
の
が
あ
る
。
短
勞
働
時
間
論
は
、
高
賃
銀
論
者
_に
於
け
る
單
な
る
勞
働
時
間
短
縮
の
辯
護
論
か
ら
、
八
寺

叫
勞
働
論
へ
移
さ
れ
る
こ
と
に
依
っ
て
確
か
に
一
つ
の
發
展
を
尕
し
て
ゐ
る
。
勿
論
.

例
へ
ば
，
ブ
ラ
ッ
セ
ー
に
於
い
て
も
、
將
來 

技
術
の
進
步
七
努
働
者
の
ょ
り
大
な
る
勤
勉
と
そ
の
習
惯
と
が
-v

九
時
間
勞
働
か
ら
八
時
叫
勞
働
へ
、
そ
し
て
こ
の
八
時
問
勞
働
に
於 

い
て
、
從
前
と
同
一€

賃
銀
と
同
一
の
仕
事
が
實
現
せ
ら
れ
る
：-
.の
到
來
す
る
こ
と
が
、
希
望
せ
ら
れ
て
は
ゐ
た
。C

戟
ニ〕
し
か
し
私 

が
先
き
に
擧
げ
た
高
赁
銀
論
者
の
短
勞
働
時
叫
論
は
、

一
般
的
に
は
未
だ
八
時
fi
l
l
勞
働
論
の
ー
步
手
前
に
あ
る
と
い
っ
て
い
ゝ
。
M

ら 

に
做
ほ
吾
々
が
こ
の
，八
時
[1
|
|
勞
働
論
に
就
い
て
重
要
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
點
は
、
そ
の
內
若
干
の
も
の
\

見
解
中
に
、
勞
働
時
|{
1
] 

の
最
適
限
o
p
t
iB.
u

m

即
ち
最
適
勞
働
時
!!
1

|
の
考
慮
が
現
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
短
勞
働
時
間
論
が
最
適
勞
働
時
|!
1

|論
を
そ
の
內 

に
含
み
持
っ
.こ
と
は
、
寧
ろ
論
现
的
に
必
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
最
適
勞
働
時
間
論
は
先
き
に
私
の
問
題
に
し
た
高
賃
銀
論 

者
.

Q

所
論
中
に
は
未
だ
#

し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

今
.
私
は
此
處
に
先
ぎ
の
高
賃
銀
論
翁
の
短
熒
働
時
間
論
の
後
を
受
け
て
、
前
世
紀
の
終
末
か
ら
今
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
の
蒞
干 

の
八
時
|!
1
]
勞
働
論
を
取
り
擧
げ
て
見
た
い
と
思
ふ
。
そ
し
て
私
の
本
論
に
於
け
る
目
的
は
、
前
世
紀
後
半
.の
高
賃
銀
論
を
取
り
擧
げ
た 

私
の
先
き
の
論
文
に
於
け
る
と
同
様
に
、
こ
れ
等
ー
八
時
卯
勞
働
論
中
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
勞
働
科
舉(

註
ー0

的
見
解
の
摘
出
に
あ
る
。 

從
っ
て
、
特
に
前
1|
(
:
紀
€

終
水
、
そ
の
八
十
年
代
か
ら
九
十
/-

ヰ
代
に
か
け
て
、
八
時
||
1
!
勞
働
問
題
が
英
國
に
於
い
て
實
際
問
題
化
し
、
 

こ
れ
を
廻
っ
て
賛
否
雨
論
が
泥
：だ
活
潑
に
行
は
れ
■

こ
れ
に
關
す
る
當
時
の
文
献
が
多
數
に
审
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
S

0

こ
の
論 

爭
を
中
心
に
し
て
當
時
の
八
時
||
1
!勞
働
論
の
ー
般
に
觸
れ
る
こ
と
は
、
私
の
本
論
に
於
け
る
目
的
外
の
こ
と
で
あ
るo

更
ら
に
八
時
[!
'
«
] 

勞
働
問
題
自
體
に
就
い
て
考
へ
る
な
ら
ば
、
吾
々
は
ま
た
此
處
に
前
世
紀
前
半
に
於
け
るR

.
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と
を
顧
慮
し
.て
い
V
譯
け
で
あ
る
，が
、
そ
れ
も
暫
ら
く
本
論
の
目
的
外
に
置
く
こ
と
X
し
た
い
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註
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(

塑

一 )

勞
働
科
學
に
關
す
る
見
解
は
今
日
你
ほ
雜
多
で
あ
る
。
私
は
嘗
っ
て
勞
働
科
舉
に
關
す
る
諸
見
解
に
就
い
て
本
誌
上
に
こ
れ
を
論
じ
た 

こ
と
が
あ
る
が
* (

本
誌
第
ニ
十
七
卷
第
五
號)

そ
れ
は
湛
だ
不
充
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
，し
粜
ひ
に
し
て
掃
近
私
は
ま
た
別
の
機
會
に
勞 

働
科
擧
に
關w

私q

見

解

塞

に

す

亀

家

得

て

ゐ

る

の

で

、
_

に
し
i

し
努
働
科
I

如
何
m

念
を
知
ら
う
と
せ 

ら
れ
る
な
ら
そ
れ
を
參
讀
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
希
望
し
て
骹
く
。 

-

S

四)

八
.
時

間

問

題

に

關

す

る

當

時

英

國

に
於
け
る
諸
文
献U

就
い
て
は
*
左
記
の
もQ

を
參
照
せ
ら
れ
度
い
。

H
.

 

p r. 

Canrons, 

B
i
b
h

o'grcphy 
o:Industrial 

EfHciency 

and 

Fa§
:y M

a
n
a
g
e
m
e
n
t
, 1920, pp. 12S.115.

(

註
五)

才
丨
ヱ
ン
及
•ひ
フ
キ
丨
ル
デ
ン
の
努
力
に
就
い
て
は
、
例
へ
ば
左
の
も
の
を
获
讀
せ
ら
れ
た
し
。

J. 

Rae, 

Eight 

H
o
u
r
s

 

for 

W
o
r
k
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300
9
4
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VII. 

’

u

過
提
勞
砌
時
!|
1
]の
短
縮
が
必
ず
し
も
勞
働
者
备
人
の
坐
產
量
の
減
少
を
伴
ふ
も
の
で
な
い
と
い
ふ
見
解
は
、
先
き
に
述
べ
た
や
う
に
、 

ブ
ラ
ッ
セ
ー
以
下
の
高
賃
銀
論
者
の
、
等
し
く
强
く
認
め
る
所
で
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
等
の
こ
の
見
解
が
旣
に
そ
れ
に
先
き
立
っ
多
數 

の
實
際
上
の
經
驗
に
蕋
づ
い
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
考
へ
れ
ば
、
過
長
勞
働
時
問
の
短
縮
の
効
果
は
彼
等
に
先
き
立
っ
て
旣
に
一
部
の
人
 々

に
依
っ
て
知
ら
れ
て
ゐ
た
と
い
つ
て
い
、
。
し
か
し
私
は
此
處
に
こ
の
植
の
經
驗
と
見
解
に
就
い
て
廣
く
歷
史
的
な
詮
索
を
行
は
う

と
 

い
ふ
意
志
を
持
つ
て
は
ゐ
な
い
が
、
唯
•

た次
ぎQ

一
事
を
此
處
に
附
け
加
へ
て
置
く
こ
と
は
、
必
ず
し
も
無
意
義
で
は
な
か
ら
う
と
驾

一
八
四
七
年
に
英
國
議
會
を
迪
過
し
た
十
時
間
法
は
、
翌
年
の
五
月
一
日
以
後
實
施
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
當
時
工
場 

監
督
官
で
あ
り
、
そ
し
て
勞
働
者
の
た
め
に
崔
働
瞭
H.
1

I
短
縮
の
辯
護
者
で
あ
っ
た
J
^
o
gに

ffi
o
r
n
e
r

は
、
同
法
實
施
三
年
後
そ
の 

觀
察
の
結
张
凡
そ
次
ぎ
の
如
き
結
論
に
達
し
て
ゐ
，る
。
即
ち
、「

出
來
高
拂
賃
銀
の
支
拂
は
れ
て
、ゐ
る
工
場
の
諸
部
課
に
於
い
て
は
總
べ 

て
、
十
時
叫
半
の
生
產
貴
が
以
前
の
十
ニ
時
卯
の
生
芮
量
に
殆
ん
ど
等
し
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
居
り
、
或
る
場
合
に
は
そ
れ
が
全
く
等 

し
い
と1

K

は
れ
て
ゐ
る
。
と
の
こ
と
は一

部
分
は
、
機
械
を
ょ
り
完
全
な
も
の
と
し
、
ま
た
そ
の
運
轉
速
度
の
增
加
を
可
能
に
し
ょ
ぅ 

と
す
る
發
明
心
に
與
へ
ら
れ
た
刺
戟
の
增
加
に
依
つ
て
、
說
明
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
寧
ろ
勞
働
者
か
ら
ノ
次
ぎ
の
や
ぅ
な 

事
情
に
依
っ
て
坐
じ
て
ゐ
る
。
即
ち
彼
等
の
健
康
は
靖
進
し
、
長
勞
働
時
間
が
生
ぜ
し
め
る
倦
怠
と
疲
勞
が
無
く
な
り
、
遙
か
に
確
實 

に
ま
た
勤
勉
に
作
業
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
そ
し
て
、
彼
等
の
作
業
中
に
必
要
と
せ
ら
れ
る
休
息
時
間
が
今
や
以
前
に
比
し
て
少
く
て 

濟
む
と
い
ふ
"
時
問
の
節
約
を
可
能
に
す
る
、
彼
等
の
快
活
さ
と
活
動
力
が
增
進
す
る
。」

更
ら
に
そ
の
後
ホ
ー
ナ
ー
は
あ
る
場
合
の
經 

驗
に
從
っ
て
、.，
こ
の
勞
働
時
問
の
短
縮
の
下
に
於
い
て
"
勞
働
者
の
道
德
的
性
質
が
明
か
に
且
っ
急
速
に
善
く
な
り
っ
V
あ
る
こ
と
を 

認
め
て
ゐ
る
。(

胜
六)

.勞
働
時
|1
1
1の
短
縮
が
嘮
働
苕
と
彼
の
勞
働
に
及
ぼ
す
影
響
に
就
い
て
、
事
賞
の
觀
察
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
右
の 

ホ
ー
ナ
ー
の
結
論
は
、
今=

尙
ほ
吾
々
に
取
つ
て
は
味
は
ふ
べ
き
言
葉
で
あ
る
。 

'

ホ
ー
ナ
1

S
右
の
言
葉
に
依
っ
て
知
ら
れ
る
や
ぅ
に
、
短
勞
働
時
卵
論
の
根
據
は
旣
に
英
國
に
於
い
て
は
、
tf
r
世
紀
の
半
頃
に
今
日 

尙
ほ
妥
常
な
形
態
に
於
い
て
、
確
立
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
勞
働
時
間
短
縮
の
經
驗
は
、
英
國
に
於
い
て
益
々
擴 

八
時
|;
[
]勞
働
論
3
勞
_
時
間
最
適
限
論
の
機
頭 

四

一

(

六
四
七〕



.
八
.時
|1
1
1熒
働
論
ミ
啓
俲
時
間
最
逾
眼
猶
の
擡
頭
： 

W 二 

.
(

六
冯
人〕

大
せ
ら
れ
、纏
て
ブ
ラ
ッ
セ

丨

を
し
て
そ
の
高
賃
銀
論
と
同
時
に
短
勞
働
時
間
論
の
主
張
を
な
さ
L
め
る
に
至
つ
て
ゐ

る

の
で
あ

る

が

，
 

こ
の
ホ
ー
ナ
！
及
び
，ブ
ラ
ッ
セ

ー
の
見
解
は
、
當
時
及
び
そ
の
後
に
至

つ

て
，も
’
必
ず
し
も
容
易
に
信
ぜ
ら
れ
る
一
般
の
見
饨
と
は
な 

つ
て
ゐ
な
か
つ
た
や
う
.で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
後
八
十
部
代
の
半
頃
以
後
*
英
國
で
は
勞
働
組
合
が
こ
れ
を
取
り
摩
げ
て
以
來
、 

實
際
問
題
と
し
て
^
時
英
國
に
於
い
て
は
素
ょ
り
、
他

の

諸
, ®

に
於
い
て
も
亦
多
く
の
人
々
に
依
つ
て
注
意
せ
ら
れ
る
に
至
つ 

'た

.
八
時
出
勞
'f
f

-o
問
題
を
廻
る
諸
見
解
を
一
瞥
す
れ
ば
明
か
で
あ
る
o
,
 

f
時
の
八
時
沿
勞
■
問
題
に
對
す

る

反
對
論
に
就
い
て
は
.特

に
一
々
，

こ
れ
を
此
處
に
指
摘
す
る
.必
要
も
な
い
が

、

例
へt

K
J
.

 

M
.

 

R
o
b
e
r
t
s
o
n

の
如
き
は
、

一
般
的
な
問
題
と
し
て
は
、
顏

的

に

も

、
勞
働
時
[i
l
lが
短
縮
せ
ら
れ
、
し
か
も
各
人
の
坐
塵
に
減
少
を 

來
さ
なi

と

S

ふ

點

を

簡

と

し

、
S

へ

隨

勞

働

Q

下
に
於
い
て
、
各
人
Q

i

_襲

霧

f

l

せ

ら

れ

る

こ

と

あ

り

と

す

れ

ば「

そ
れ
は
大
r
j
む
な
く
行
は
れ
た
機
械
の
改
良
に
因
.る
も
の
で
あ
ら
う」

と
述
べ
て
ゐ
る
。
.

(

訪
八
■.
一
史
ら
に
反
臂
論
e
は

な

く

、
 

八
時
!|
}
1勞
働
辯
謹
論
を
見
て
も
そ
の
理
由
は
種
々
様
々
で
あ
.る
が
、
，

(

註
九)

こ
れ
に
就
い
て
興
味
あ
る
も
の
を
擧
げ
れ
ば
、
次
ぎ
の
■や 

う
な
理-

s

が
あ
る
。
即
ち
、
八
時
叫
勞
働
に
就
い
て
f

勞
働
組
合
側
の
期
待
し
た
所
は
、

一
方
で
は
塵
の
制
限
で
あ
り
-
也
方
で 

は
^
翁
せ
ら
れ
た
時E

E

の
ホ
ぃ
合
た
け
失
は
れ
る
生
產
は
、
新
に
勞
働
者
'を
雇
傭
す
る
こ
と
に
依
つ
て
補
は
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
.る
。 

—

そ
し
て
こQ

こ
と
は
失
業
者
Q

_
過
程
へQ

g

吸
收
で
f

、
类

勞

働

需

要

S

大
で
I

つ
て
、賃

銀
；；；

£

げ
のg

由 

と
も
見
做
さ
れ
て
ゐ
た
。
S

一
 

〇)
——

し
か
ー
凡
そ
こ
の
や
う
な
理
山

は
明
か
に
、勞
働
時
!-i
l
lの
短
縮
が
そ
れ
に
應
ず
る
だ
け
い
.生
產 

額
の
減
少
を
伴
ふ
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
見
解
、
換
言
す
れ
ば
勞
働
の
能
率
は
勞
働
峙
ni
j

の
長
短
と
正
比
例
し
て
變
化
す
る
も
の
で
あ
る

と
い
ふ
見
解
に
恶
づ
く
も
の
で
あ
つ
て
、
旣
に
ホ
ー
ナ
ー
が
、
時
|1
'
.
1短
縮
の
効
果
に
就
い
て
認
め
得
た
主
た
も
理
由
は
此
處
に
は
全
く
.
 

.認
め
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

_

こ
の
や
ぅ
に
、
八
時
|:
1
!勞
働
問
題
を
廻
る
そ
の
赘
否
兩
論
の
見
懈
の
内
に
は
、
ホ
ー
ナ
ー
に
依
つ
て
旣
に
稍
々
明
瞭
に
認
め
ら
れ
、
 

ま
た
ブ
ラ
ッ
セ
ー
の
觅
解
屮
に
も
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
出
來
る
' 
勞
働
時
間
短
縮
の
効
艰
に
關
す
る
勞
働
科
學
的
認
識
を
、
或
は
疑 

問
に
附
し
、
或
は
無
視
し
、
.否
宛
す
る
も
の
さ
へ
あ
つ
た
。
し
か
し
勞
撕
に
關
す
る
坐
理
學
的
、
ま
た
心
理
學
的
硏
究
の
未
發
達
の
當 

時
に
於
.い
て
ば
、
こ
れ
等
の
見
解
の
存
在
は
一
應
は
許
さ
る
べ
き
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
'し
か
も
こ
れ
等
の
見
解
の
存
在
に
も
拘 

ら
ず
、
你
ほ
；告
々
は
當
時
に
於
い
て
ホ
ー
ナ
ー
の
後
_繼
者
を
見
出
す
こ
と
は
必
ず
し
も
困
難
で
は
な
.い
。
そ
し
、て
私
は
此
處
に
そ
の
有 

力

な
一

人
と
し

て

先

づ
J

o
ぼ

穴

爲

を
擧
げ
た
い
と
思
ふ
。
0

 

ニ

〕

(

|1
:
ー0

^

ロ̂

WJght H
o
a
r
s

o
r Wo

r
k
,

 

10 0

9
4
,»a
p
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lf
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T
h
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flours ..Question,

to
r
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註
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例
へ
ば
右
の
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
著
作
二
八
頁
以
後
を
參
照
。
.
，

，

.

(

鼓
一
〇)

.八
時
間
勞
働
の
失
業
補
償
論
と
も
云
ふ
べ
き
見
解t

r

大
體
レ
ィ
と
同
樣
に
、
當
時
の
廣
も
有
力
な
短
赞
働
時
間
論
苕
と
見
做
さ
れ 

る
ウ
ヱ
ッ
ブ
及
コ
ッ
ク
ス
に
於
い
て
も
、
例
外
的
な
場
合
と
し
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
や
ぅ
で
あ
.る
0(

v

g

rK.
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S
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办2

你
ほ
こ
の
種
の
見
解
の
最
初
の
も
の
で
は
な
い
が
，'
こ
れ
を
最
も
阴
_
に
述
べ
た
も
の
は
、
ア
メ
リ
カ

.

の
ガ
.

>

 

ト
ン
で
あ
る
。(

p
 G

u
n
t
o
n
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w
e
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八
時
問
勞
働
論
暴
働
時
問
最
適
限
論
の
讀
：

' 

, 

習

C

六
五
0〕

(
註

二

〕

レ
イ
と
共
に
、
吾
々
は
當
然
ゥ
ュ
ッ
ブ
と
コ
ッ
ク
ス
の
共
蕃
的
.

and 

H
.

 Cox, 

T
h
e
w

ght 

H
ours- 

D
a
y
,

 

100
9
L
を
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
.る
が
、
今
私
は
こ
の
書
を
見
る
機
會
を
得
な
か
っ
た
の
は
甚
だ
遺
憾
で
b
る
。

ン

- 

- 

,
 

t

.

三 

, 

:

,

レ
ィ
は
過
I

働
時
間Q

短
縮
並
に
八
時
麗
働Q

■

が
d
必
ず
し
為
前
に
比
し
て
勞
働
者
の
作
業
音
減
少
せ
し
め
な
か
っ 

た
と
い
ふ
例
を
、
各
極
の
商
業
に
於
け
る
實
際
經
驗
の
內
に
こ
れ
を
求
め
、
遂
に
一
般
的
な
八
時
間
勞
働
制
の
採
用
の
有
利
な
る
こ
と 

を

す

る

に

至

っ

て

ゐ

る

。
そ
し
て
こQ

時
藍
縮
に
依
る
勞
働
生
適
力Q

增
大
を
理
解
す
る
^ -
め
に
、
彼
は
勞
働
並
に
勞
働
者
に 

關
す
る
、七
理
.
的
、
盖

學

的

、
ま
た
衞
生
學
的
現
象
に
注
意
す
る
t
と
に
依
っ
て
、
先
きQ

ホ
丨
ナ
I

Q
蒙

|

を
^
;3 

3

ょ
ぅ
と
し 

て
ゐ
る
及
ち
勞
働
時
間
の
短
縮
は
勞
働
若
を
し
て
そ
れ
だ
け
自
由
時
間
に
於
け
る
林
息
を
充
分
に
す
る
こ
と
に
依
っ
て
*
短
^
せ 

ら
れ
た
勞
働
時
間
£

於
け
る
増
進」

た

勞

働

墨

を

、
_

的
に
充
分
に
補5

得
る
もQ

.

で
あ
り
、
ま
た
過
長
勞
働
時
間
か
ら
弹
放 

せ
ら
れ
S

響

が

精

神

的•

疆

的

に

_

Q

向

音

S

.
に
せ
ら
れ
、
I

忐

霧

裏

分

に

享

け

得

る

こ

4
J

は
、
？

勞
働 

に
對
す
る
彼
等Q

蠢

的

麗

の

變

化

备

す

。「

謹

Q

單

な

る

置

と

快

活

大

な

る

唐

的

價

値

皇

分
に
S

す
る
の
に 

世
間
で
は
長
期
間
を
要
し
た
。
最
も
聰
明
な
る
人
で
さ
へ
德
奴
_

働
％
有
利
で
あ

f

考

へ
て
ゐ
たQ

は
、
罡

昔

Q

こ
と
に
過 

ぎ
な
い
O
J 

(

駐 

一
二〕

更
ら
に
長
勞
働
時
間
に
依
る
勞
働
疲
勞
，に
迤
因
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
疾
病
が
、
短
勞
働
時
間
の
實
施
に
衣
っ
て
減 

パ
ノ
し
、
勞
働
客
の
健
康
の
增
進
が
こ
れ
に
依
っ
て
齎
ら
さ
れ
る
。
凡
そ
こ
の
や
ぅ
な
見
解
は
、

レ
イ
が
そ
の
著
作
中
に
、
繰
り
返
し
述 

ベ
て
ゐ
る
所
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
や
う
な
見
解
に
寒
づ
い
て
、
彼
は
八
時
間
勞
働
に
就
い
て
次
ぎ
の
や
う
に
：云
ふ
o
r八
時
間
勞
働
日

の
一
般
的
な
採
用
は
、
■余
の
確
信
す
る
所
に
依
れ
ば
、
勞
働
階
級
に
對
し
、ま
た
國
段
一
般
に
對
し
て
著
し
く
有
利
で
あ
る
で
あ
ら
う
。 

國
尻
の
向
上
は
勞
働
胬
の
向
上
を
含
む
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
勞
働
者
の
生
活
上
の
慰
樂
を
增
進
す
：る
と
同
時
に
、
勞
働
者
の
產
業
能
率 

を
增
進
し
、
.，勞
働
者
の
有
能
な
る
勞
働
坐
活
の
年
數
を
.延
長
す
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
國
民
的
資
源
に
對
す
る
二
っ
の
價
値
あ
る
利
益 

で
あ
るO

J
C

註
ニ11) 

‘

.勞
働
時
間
の
短
縮
.
' 
特
に
ま
た
八
時
||
1
1勞
働
の
諸
經
驗
に
莲
づ
き
，
時
|;
'
.
]短
縮
の
勞
働
科
學
的
見
解
に
從
づ
て
、
右
の
如
く
八
時
間 

勞
働
の
二
般
的
採
用
を
、

H-:

張
す
る
レ
ィ
の
見
解
に
於
い
て
は
、
そ
れ
は
ま
た
大
體
英
國
勞
働
者
の
場
合
に
は
、
勞
働
時
間
の
最
適
限
で 

.あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
彼
の
所
|
1中
吾
々
の
注
意
す
べ
き
第
ニ
の
點
で
あ
る
。
蓋
し
單
に
勞
働
時
間
の
短
縮 

が
勞
働
生
産
力
を
減
少
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
見
解
だ
け
で
は
、
未
だ
問
題
は
充
分
斛
決
さ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
勞
働 

時
叫
が
十
ニ
時
叫
或
は
十
ー
時
間
か
ら
十
時
間
へ
、
十
時
間
か
ら
九
時
間
へ
、
九
時
冏
か
ら
八
時
問
へ
と
短
縮
せ
ら
れ
る
こ
と
が
有
利 

で
あ
る
と
す
れ
ば
，
吾
々
は
更
ら
に
八
時
間
以
下
へ
の
短
縮
が
同
様
に
有
利
で
あ
る
と
考
へ
て
い
、
か
、
ま
た
そ
れ
が
果
し
て
可
能
で 

あ
る
か
ど
.う
か
。
こ
れ
が
問
題
で
あ
る
。

レ
ィ
は
こ
れ
に
對
し
て
、
勞
働
時
間
の
短
縮
が
、
そ
れ
に
依
っ
て
引
き
起
さ
れ
る
勞
働
生
產 

カ
の
增
加
が
切
り
取
ら
れ
た
勞
働
時
間
の
生
産
を
丁
度
償
ふ
程
度
に
、
止
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
へ
る
こ
と
に
依
っ
て
、
理 

論
上
勞
働
時
間
の
最
適
限
の
存
在
を
示
し
て
ゐ
る
。

S
 
一
 

S
尙
ほ
少
し
く
彼
.の
言
葉
を
引
用
す
れ
ば
、
次
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。「

勿
論
、 

勞
働
時
間
を
十
一
時
間
か
ら
十
時
間
へ
減
少
す
る
こ
と
が
有
利
で
あ
っ
た
と
い
ふ
理
由
の
.た
め
に
、
勞
働
時
間
を
九
時
間
か
ら
八
時
間 

へ
短
雜
す
る
こ
と
が
同
樣
に
货
然
利
益
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
は
な
ら
な
いo

即
ち
そ
れ
は
全
く
新
し
い
問
題
で
あ
つ
て
、
單
に
現
實 

八
時
間
勞
働
論W

勞
働
時
問
最
適
限
論
の
.擡
献 

, 

四五/

(

六五
ご
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四

六

夂

ハ

苎

じ

，

の
實
驗
に
依
つ
て
解
決
.せ
ら
る
ベ
き
も
の
1?
-
あ
る
。
.理
論
的
に
は
、
.勞
働
と
休
息
の
.分
割
に
は
最
大
の
利
'益
、
或
は
同
じ

こ
と
で
あ
る 

が
、
最
大
の
能
率
が
達
せ
ら
れ
る
一
つ
の
限
界
が
存
す
る
笹
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
.限
界
枕
恐
ら
く
は
異
れ
る
國
民
、
異
な
る
個
人
、 

同
様
に
ま
た
興
れ
る
職
業
に
對
し
て
興
な
る
も
の
で
あ
ら
う
が
、Victoria (

濠
洲)

に
於
け
る
非
常
に
多
種
の
職
業
に
八
時
間
勞
働
日 

が
採
用
せ
ら
れ
て
、
.
.何
等
不
利
益
を
伴
つ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
事
實
は
.
次
ぎ
の
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
限
界
は
'
兎
も 

灼
英
國
人
ヒ
取
つ
て
は
、

J 

H八
時
間
以
上
で
あ
る
と
い
ふ
ょ
り
は
、

一
般
に
寧
ろ
そ
れ
以
下
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ら
う
O
J

S

1
五) 

' 

へ

'右
に
私
が
引
用
し
た
言
葉
か
ら
、
吾
々
は
レ
ィ
が
稍
々
明
瞭
に
、
理
論
的
に
I

(
1

日
八
時
間
を
以
つ
て
勞
働
時
間
の
最
適
限
と
見 

做
す
と
い
ふ
點
は
暫
ら
く
措
き——

勞
働
時
間
の
最
適
赃
の
存
在
を
表
明
し
て
ゐ
る
の
を
知
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。
私
は
今
不 

幸
に
し
て
，
彼
以
前
に
勞
働
時
間
の
最
適
限
に
關
す
る
こ
，
の
や
う
な
見
解
の
存
葙
を
"
確
言
す
る
だ
け
の
餘
猶
を
持
た
な
い
。
S

H

C
 

し
か
し
彼
の
こ
.の
最
適
限
に
關
す
る
理
論
.的
結
論
は
> 
先
き
の
高
賃
銀
論
者
達
の
短
勞
働
時
間
論
に
.較
べ
て
、
著
し
い
進
歩
を
示
す
も 

Q

で
あ
る
こ
と
*た
け
は
指
摘
し
て
置
い
て
い
X
。
確
か
に
ブ
ラ
ッ*

セ
ー
も
亦
勞
働
時
問
の
短
縮
に
は
あ
る
限
界
を
認
め
て
は
ゐ
た
が
" 

そ
れ
は
レ
ィQ

•見
解
に
比
較
す
る
と
、
少
く
と
も
こ
の
點
に
關
し
て
は
、
勞
働
と
勞
働
者
に
關
す
る
勞
働
科
學
的
認
識
の
不
充
分
さ
を 

示
し
て
ゐ
る
.。
.即
ち
、
勞
働
#
を
し
て
文
化
的
生
活
の
た
め
の
餘
暇
を
充
分
享
得
せ
し
め
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
利
潤 

低
下
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
、
勞
働
時
間
の
短
縮
を
實
現
す
る
た
め
に
は
、
勞
働
者
は
自
ら
彼
等
の
勞
働
能
力
を
最
大
限 

に
發
炖
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。(

黏一

七〕

凡
そ
こ
れ
が
ブ
ラ
ッ
セ
ー
の
見
解
で
あ
る
が
、
其
處
に
は
利
潤
の
限
界
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
勞

m m

働
翁
の
、
-彼
等Q

唐

能

力

S

挪
S

德
的
蚀
質
の
如
何
が
問
題
と
せ
ら
れ
て
.ゐ
る
。
そ
し
て
こ
の
後
者
に
關
す
る
限
り
.、
彼
の
見 

解
は
客
觀
的
、
理
論
的
考
察
の
態
度
か
ら
離
れ
て
*
徒
ら
に
道
徳
の
問
題
に
墮
し
て
ゐ
る
と
霞
ね
ば
な
ら
ぬ
。

f

に
私
は
此
處
i

s

時

罌

讀

に

關

す

る

レ

イ

の

I

I

I

指

摘

し

て

繁

S

t

を

。
今
B
窟
勞
働
時
四
の 

問
題
に
關
し
て
は
、
往
々
に
し
て
？

の
問
題
の
I

が
海
へ
ら
れ
る
の
が
寧
ろ
普
通
の
こ
と
で
あ
る
と
云
つ
て
で
。
例
へ
ば
旣
に 

B
.
'
R
e
s
t

の
如
I

經

簡

題

0
外
に
、
繁

問

題

と

文

化

問

f

甚
別
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
穴
.

s
e

h
l

l

全
く
こ
れ
と 

間
様
の
見
解
I

る
も
？

あ
り
S

一
 

八
、R.

 

s
e
d
r
i
c
h

ば
經
濟
的
問
題
と
社
會
的
問
題
と
を
此
處
に
區
別
し
て
ゐ
る
。
§

九)

し 

か
し
こQ

言
に
間
題
を
分
け
て
彩
へ
る
こ
と
は
* 

.そ
し
て
そ
れ
が
恭
し
多
少Q

意
義
を
持
つ
と
す
れ
ば
A
走
於
け
る
勞
位
時
" 

問
題
、
時
|1
1
|短
縮
の
耍
求
と
そ
の
運
動
0
励
機
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
は
役
立
つ
。
害
ー
0)

し
か
し
吾
々
が
經
濟
問
題
と
し
て
I

 

そ
し
て
經
濟
麗
と
し
て
考
へ
る
こ
と
が
假
令
へ
.有
ゆ
る
場
合
に
對
し
て
唯
一
可
も
？

は
な
い
に
し
て
も
ダ

9

時
"=5. 

題
を
取
。
擧
げ
る
こ
と
が
、
問
題
提
起Q

親

Q

如
何
を
問
は
ず
、
必
要
で
t

、
ま
た
_

f
藝

0
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
私
の
見 

る
所
を
以
つ
て
す
れ
ば
.
右
に
例
示
し
た
デ
ィ
！
ル
や
フ
リ
I
ド
リ
ッ
匕S

や
ぅ
に
、
經
濟
問
題
以
外
に
別
の
問
題
の
存
在
を
認
め
る 

こ
と
は
、
.經
濟
問
題
と
し
て
の
勞
働
時
問
問
題
を
不
徹
底
に
し
か
考
へ
得
な
い
所
以
•で
あ
る
。
蓋
し
餘
1

題
と
し
S

、
■勞
働
者
の 

文
化
的
张
活
部
面
の
諸
事
情
も
、
勞
働
S

保
健
衞
坐
問
題
も
、
そ
の
一
切
が
生
理
的
.
並
に
心
理
的
現
象
.を

通

じ

て

勞

働

_

力 

の
大
小
に
多
少Q

影

管

持

つ

もS

で
き
美
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

こQ

言
に
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
レ
イ
の 

勞
働
時
II
H
最
適
限
に
關
す
る
見
解
は
、
勞
働
者
の
餘
般
生
活
上
の
諸
事
情
が
.生
理
的
.、
ま
た
心
理
的
に
勞
働
盡
ブ
の
增
强
に
景
響
す 

八
時
ni
l
勞
働
諭
^
努
働
時
卯
设
逾
限
詾
の
擬
頭
.
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八
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六
五
四)

る
も
の
と
し
て
、
更
ら
に
保
_
衞
坐
問
題
が
勞
働
生
產
カ
保
持
.
0年
限
問
題
と
し
て
、
こ
れ
等
ハ
問
題
が
共
に
一
義
的
に
.勞
働
生
-產
ヵ 

の
問
題
と
し
て
取
り
擧
げ
ら
れ
て
ゐ
る
所
に
、
遙
か
に
今
日I

部
の
論
者
の
見
解
に
優
る
も
の
あ
り
.と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
述
べ
た
や
う
に
、
レ
ィ
は
.最
適
勞
働
時
間
と
し
て
八
時
11
1
1勞
働
の
一
般
的
な
採
用
を
主
張
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
の 

こ
の
一
般
的
な
結
論
が
、
勞
働
時
fi
l
lの
短
縮
が
有
ゆ
る
場
合
に
單
純
に
そ
れ
相
應
の
勞
働
生
産
力
の
增
進
を
伴
ふ
も
の
で
あ
る
と
い
ふ 

見
懈
に
、
鉴
づ
い
て
ゐ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
、
彼
の
た
め
に
簡
單
に
此
處
に
注
意
し
て
置
く
必
要
が
あ
ら
う
。
例
へ
ば
、
彼
は
交
通 

勞
働
箸
の
勞
働時

！！

の
短
縮
が
•
大
體
勞
働
費
.の
增
加
を
來
た
す
こ
と
を
認
め
i

ニ
一〉

1

し
か
し
こ
の
場
合
に
彼
は
、
交
通
勞
働 

苕
の
全
勞
働
者
中
に
占
め
る
割
合
の
小
で
あ
る
こ
と
を
同
時
に
指
摘
し
て
ゐ
る
が
、
こ

の
論
據
は
そ
の
ま
、
で
は
今
日
妥
當
し
な
い
で 

あ
ら
うo 

I

ま
た
彼
は
時
間
短
縮
に
對
應
し
て
機
械
の
改
良
が
行
は
れ
る
例
も
看
過
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
し
*
更
ら
に
注
目
す
ベ 

き
こ
と
は
、
自
動
機
械
の
操
作
に
從
事
す
る
勞
働
者
に
關
し
て
、
彼
が
自
勤
機
械
の
運
轉
を
支
障
な
く
行
ふ
た
め
に
は
、
尙
ほ
人
的
耍 

因
の
關
與
す
る
こ
と
の
大
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。(
註
ニ H

)

倚
ほ
、
私
は
特
に
そ
の
詳
細
を
指
摘
し
な
か
つ
た
け
れ
ど
も
、
彼 

は
實
際
の
經
驗
を
跡
慮
し
な
が
ら
、
勞
働
時
間
の
短
縮
が
勞
働
坐
產
カ
の
保
持
增
强
に
影
響
す
る
侗
々
の
事
情
を
比
較
的
ょ
く
考
慮
し 

て
居
り
、
S

U

S
且
つ
彼
が
此
處
に
勞
働
時
間
の
最
適
限
を
指
摘
し
得
た
こ
七
は
、
勿
論
そ
れ
を
今
日
の
勞
働
科
學
的
研
究
と
對
比 

す
れ
-ば
精
粗
の
相
異
は
あ
る
が
、
確
か
に
問
題
の
所
在
を
明
示
し
て
ゐ
る
點
に
、
何
人
も
彼
の
貢
献
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

.先
き
に
も
觸
れ
て
置
い
た
や
う
に
、
前
世
紀
の
八
、
九
十
年
代
に
は
、
八
時
間
勞
働
問
題
が
特
に
英
國
に
於
い
て
問
題
と
せ
ら
れ
、 

多
く
の
人
々
》
注
意
を
惹
い
た
の
で
あ
つ
た
が
、
當
時
產
業
界
に
は
旣
に
八
時
間
勞
働
を
實
施
せ
る
も
の
が
相
當
に
あ
つ
た
こ
と
は
、

I

ゥ
ヱ
ッ
ブ
と
コ
ッ
ク
ス
並
に
レ
ィ
の
著
作
に
依
つ
て
廣
く
知
ら
れ
て
ゐ
た
所
で
あ
る
。
そ
し
て
當
時
の
、

一
部
は
旣
に
レ
ィ
の
著
作
中 

に
も
引
證
せ
ら
れ
る
所
で
あ
る
が
、
八
時
間
勞
働
制
の
採
用
に
依
つ
て
蒂
し
い
効
果
を
擧
げ
得
た
も
の
に
、s

h
e
l
d

の

产

>
.
0 

&
e
l
d

の
鑄
物
工
場
に
於
け
る
例
、(

餌
ニ
四)

S
a
l
f
o
r
d

の
鐵
エ
所(

機
械
製
造)

に
於
け
るW

.
M
a
t
h
e
r

の
八
時
間
勞
働
の
一
年
間
に 

亙
る
試
驗
的
經
驗
、C

註
ニ
五)

H
.

 

F
r
e
e
s
e

の

^
旨
げ
日
㈥
及
び
そ
の
他
の
、
彼
の
鎧
戶
製
造
エ
場
に
於
け
る
經
驗(

註
ニ
六)

更
ら
に
著 

明
な
も
の
と
し
て
は
、
.ベ
ル
ギ
ー

E
n
g
i
s

の
冶
金
化
學
工
場
に
於
け
る
r 

o 

の
經
驗
i

そ
れ
は
一
八
九
ニ
年
末
に
、 

十
二
時
間(

實
勞
時
[]
1
1十
時
||
1
1

)

ニ
交
替
制
か
.ら
、
八
時
|1
!
]

(

實
勞
時
問
七
時
間
半)

三
交
替
制
へ
の
變
更
を
以
っ
て
始
め
ら
れ
、
そ
の
後 

引
き
續
き
こ
の
八
時
|!
1
]制
が
實
施
せ
ら
れ
、
そ
の
十
數
年
の
經
驗
が
報
吿
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。(

註
ニ
七)

I

等
を
擧
げ
る
こ
と
が
出
來 

る
で
あ
ら
ぅ
。
こ
れ
等
は
總
べ
て
雇
主
側
の
自
發
的
な
八
時
!|
|
!
制
の
採
用
で
あ
っ
て
共
に
雇
主
に
も
勞
働
者
に
も
滿
足
な
結
果
を
齎 

ら
し
#
た
の
で
あ
る
が•

こ
の
滿
足
す
べ
き
結
果
は
、
そ
の
孰
れ
に
於
い
て
も
*
大
體
勞
働
者
の
精
神
的
、
身
體
的
情
態
の
變
化
に
依 

つ
て
說
明
さ
れ
#
る
も
の
で
あ
っ
た
。
石
し
て
こ
れ
等Q

.

經
驗
は
旣
に
レ
ィ
の
注
意
し
た
所
で
も

あ
り
、
ま
た
フ
口
モ
ン
の
經
驗
は
當 

時
尙
ほ
彼
に
は
知
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
は
あ
ぶ
が
、
こ
れ
は
ま
た
レ
ィ
の
兑
鮮
に
對
し
て
左
程
多
く
を
附
け
加
へ
锝
る
も
の
で
は
な
い
。 

(

註
ニ
八〕

か
く
て
私
は
前
佌
紀
終
末
に
於
け
る
八
時
冏
熒
働
問
題
に
關
す
る
代
表
的
な
见
解
を
レ
ィ
に
兑
出
す
こ
と
が
出
來
る
と
考
へ 

た
い
の
で
あ
る
。

(

註 

一
 

ニ
}

穸 

p E;
g

s*Hours, for 

W
o
r
k
,

 

p. 4
2
3
.

(

註
一
三)

,
p PP. 

2
i2
‘21s. 

,

八
時
.間
勞
働
_
ミ
勞
働
時
.間
最
適
限
諭$

擡
頭
. 

四

九

a

ハ
芄
洱〕
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働
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五
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W
s
.3
i
4.

(

註
一
六)
ベ
ル
ゾ
ハ
ル
ト
に
從
.へ
ば
、
旣
に
前
1 0

:
紀
の
六
十
年
代
の
初
め
に
E
u^-
a
e
 

v
^
o
nが
工
業
勞
働
に
於
い
て
は
、
七
！
八
時
間
が
最 

適
限
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
た
と
办
こ
と
で
あ
る
。(

R
. Be.rphard'H
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プ
リ
1

ド
リ
ッ
ヒ
は
、
そ
の
著 

R
.

 

2
e
d
r
o;
h
,
 Z

u
r

 M
e
t
h
o
d
o
l
o
g
】，e 

des 

Arbeltvzeitprob-cms, 

1926, 

K
a
p
.

 

V
I
I
.

の
小
で
、
努
働
時
In
i

短
縮
の
効
果
が
短
期
間
の
も
の
.に
就
.い
て
確
定
さ
れ
、
こ
れ
が
解
釋
さ
れ
る
こ
と
が
、
他
の
儲
职
因
の
作
用
を
看
過
す
る
濯
れ
あ
り
と
做
し
て 

ゐ
る
。
こ
の
見
解
は
勿
論
吾
々
の
考
■
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
所
で
は
あ
る
が
、
彼
が
こ
れ
と
關
聯
し
て
フ
口
モ
ン
の
著
作
を
全
く
考
慮
し
.て
ゐ 

な
い
こ
と
は
"
甚
だ
遺
憾
で
あ
る
と
！

K

は
ね
ば
な
ら
な
い
。

(

註
ニ
八〕

，.フ
ロ
モ
ン
の
著
作
は
-
技
術
家
と
し
て
の
彼
の
性
質
に
ふ
さ
は
し
く
、
數
學
的
明
示
を
以
っ
て
現
象
の
.變
化
を
示
し
、
こ
の
叙
述
ま 

た
拣
だ
明
碗
な
る
好
著
で
あ
る
。
そ
し
て
八
時
間
勞
働
の
猓
H-
I
が
勞
働
と
勞
働
者
の
生
活
に
及
し
た
諸1

•化
を
、
長
期
間
に
渡
っ
て
ょ
く
考
察 

し
得
て
居
り
*
金
體
と
し
て
彼
の
問
題
に
對
す
る
理
解
は
、
今
日
の
勞
働
科
學
的
立
場
か
ら
、-
尊
重
さ
れ
て
い
、
も
の
、
一
っ
で
あ
る
。
私
は 

本
論
中
に
、
彼
が
取
り
擧
げ
て
ゐ
ろ
勞
働
並
に
勞
働
者
の
生
活
上
の
諸
事
實
と
そ
の
理
解
と
を
、
特
に
取
り
出
す
こ
と
を
し
な
か
っ
た
け
れ
ど 

も
，
此
處
に
彼
が
注
意
し
た
一
っ
の
現
象
を
指
摘
し
て
蓝
き
た
い
。
そ
れ
は
、
善
き
に
っ
け
、
惡
し
き
1C
,
っ
け
、
勞
働
者
の
間
に
は「

H

場
精 

神
しIfprit de la 
m
s.
s
o
nと
名
稱
す
べ
き
も
の
が
存
し
て
^

り
、
そ
し
て
そ
れ
は
勞
働
者
各
人
の
意
識
に
潛
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、新
來 

努
働
者
の
意
識
に
念
速
.に
感
染
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
钱
.蒽
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。(

F
r
o
m
o
m
,

 

u
a
e

 Experience, p.. S6-S7.)

.

.势
働
者
心
理
學
の
問
題
か
ら
見
る
と
*
こ
れ
は
重
要
に
し
て
，
ま
た
迤
だ
興
味
あ
る
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
フ
ロ
モ
ン
が
こ
の
現
象
に 

注
意
し
得
て
ゐ
る
こ
と
は
、
彼
が
問
題
の
理
解
の
た
め
に
，
如
何
に
詳
密
な
注
意
を
拂
っ
て
ゐ
た
か
を
示
す
一
例
で
も
あ
る
。

四

レ
ィ
の
见
解
に
次
い
で
、
私

は

此

處

に

ィ
。
ロ B

u
c
h

 

Q

勞
働
强
度Intensit

:̂d
e
r

 

A
r
b
e
i
t

に
關
す
る
理
論
的
な
硏
究
を
顧 

慮
し
た
い
と
思
ふ
。
旣
に
多
く
の
事
實
を
恶
礎
と
し
た
、
高
賃
銀
"
短
勞
餅
時
間
*
物
に
ま
た
八
時
間
勞
働
の
主
張
に
應
じ
て
、
こ
れ 

を
觅
ら
に
理
論
化
さ
ぅ
と
い
ふ
努
カ
の
生
れ
る
の
は
寧
ろ
當
然
で
あ
る
。
そ
し
て
吾
々
は
こ
の
著
し
い
例
を
、
理
論
經
濟
學
者
で
あ
る 

ブ
ッ
フ
に
求
め
る
.こ
と
が
出
來
る
o (

註
ニ
九〕

,

.
八
時
間
勞
_
論
^
勞
働
時
ni
l
最
適
限
論s

擡

頭

, 

; 

五
} 

c

六
五
七)



八
時
(H
i
勞
働
論W

勞
働
時
間
最
適
限
論
の
擡
頭
. 

, 

泜
ニ 

(

六
況
八)

ブ

ッ
フ
は
人
間
.の
勞
働
t

:
.l
h
し
く
認
，識
し
得
ん
が
た
め
に
は
•
勞
働
の
牛
•理
學
的
研
究
に
據
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
港
へ
.
.る
。
こ
の
た
め 

k
彼
は
當
時
：の
生
理
學
的
研
究
を
港
慮
し
た
後
に
、
次
ぎ
の
や
ぅ
，な
觅
懈
に
達
し
て
ゐ
る
。
即
ち
、
人
間
の
勞
働
は
體
內
に
於
け
る
潜 

柱
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
熱

工
.ネ
ル
ギ
ー

へ
の
變
化
の
過
程
で
が
り
.、
潜
柱
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
撖
取
さ
れ
る
榮
養
と
酸
素
に
依
っ
て
■
給
せ 

:

ら
れ
る
。
そ
し
て
勞
働
に
於
い
て
支
出
せ
ら
れ
るH

ネ
ル
ギ
ー
量
の
勞
働
時
|!
|
]に
對
す
る
割
合
が
勞
，働
强
度
で
あ
る
が
、
こ
の
勞
働
强 

度
は
一
定
時
!!
1
.
]內
に
行
は
れ
た
作
業
量
に
於
い
て
測
定
さ
れ
得
る
も
の
と
港
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
が
彼
の
理
論
の
出
發
點
で
あ
る
。

こ
の
や
ぅ
に
艿
へ
ら
れ
る
勞
働
强
度
は
、
し
か
し
ブ
ッ
フ
に
依
れ
ば
、
尚
ほ
種
々
の
事
情
に
影
響
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
彼
は
此 

處
に
影
響
を
持
つ
と
茗
へ
ら
れ
る
も
の
を
次
ぎ
の
如
く
因
群
に
分
類
し
て
ゐ
る
。
郎
ち 

⑴

氣
候
ル
び
土
地
の
狀
態

(2
)

遺

傅

(3
)

.努
働
者
の
經
濟
的
狀
態
に
依
據
す
る
諸
事
情
。
例
へ
ば
、
敎
W
、
敎
養
、
榮
養
狀
態
、
住
宅
、
衣
服
、
及
び
一
般
に
生
活
諸
様
㈣ 

s

 

•

勞
働
者
使
用
の
方
法
に
依
っ
て
決
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
諸
條
件
。
例
へ
ば
、
勞
働
時
Ir
.
lの
丧
短
、
作
業
場
の
衞
生
狀
態
等
£

三
o) 

勞
働
強
度
に
影
響
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
か
く
多
様
の
事
淸
が
考
へ
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
が
、
.吾
々
の
問
題
と
し
て
先
づ
重
要
で
あ

.

-

-

 

..
 

.

.

 

.

.

パ
-

る
の
は
、 

右
の
內
(3
)
及
び§

：•

特
に
賃
銀
と
勞
働
時
if
i
lで
あ
る
。
そ
し
て
ブ
ッ
フ
'の
理
論
の
中
心
も
こ
の
二
つ
の
も
の
と
勞
働
强
度
と 

の
^
係
を
明
か
に
す
る
に
あ
る
。
彼
の
こ
れ
に
關
す
る
见
财
は
凡
そ
次
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。

勞
働
時
間
に
就
ぃ
て
。
人
|1
|
)
が

休

息

な

く

ー

 

日
ニ
十
四
時
問
を
勞
働
し
續
け
る
こ
と
が
出
來
な
ぃ
の
は
明
か
で
ぁ
る
が
、
尙
ほ
經
驗

§

敎
へ
る
所
に
依
れ
ば
、
過
畏
勞
働
時
間
は
努
働
者
の
健
康
を
害
し
、
從
っ
て
ま
た
勞
働
强
度
を
も
低
下
す
る
し
、
反
對
に
過
畏
勞
働 

時
叫
の
短
縮
‘は
勞
働
者
を
ょ
り
健
康
に
し
、
更
ら
に
勞
働
强
度
の
增
大
を
伴
ふ
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
<
r
w[D
勞
働
に
就
い
て
は
、
勞

.
 

こ

'
 

V 

.
 

' 
-
 

.

働
者
の
健
康
を
害
す
る
こ
と
な
く
，
ま
た
勞
働
强
度
を
あ
る
程
度
に
保
持
ず
る
た
め
に
は
、
勞
働
時
[|
1
1に
一
定
の
限
界
の
あ
る
こ
と
が

i 

-
 

» 

-

想
定
せ
ら
れ
.得
る
け
れ
ど
も
*
ブ
ッ

フ
は
生
理
學
が
未
♦た
こ
れ
を
明
言
し
得
る
に
至
っ
て
ゐ
な
い
と
云
ふ
。
其
處
で
彼
は
事
實
の
經
驗

: 

} 

•
 

.

の
敎
ふ
る
所
に
從
っ
て
、

一

日
八
時
叫
の
勞
働
を
以
っ
て
勞
働
强
度
の
限
界
で
あ
る
と
考
へ
る
。
彼
の
云
ふ
所
に
：

M

れ
ば
、「

數
十
年
前
_

. 

. 

ハ
 

- 

: 

-

.

に
は
"
勞
働
者
が
短
勞
働
日
に
於
い
て
提
勞
働
日
に
於
け
る
ょ
り
も
ょ
り
多
量
の
生
產
を
な
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
考
へ
は
、
尙

.
 

.
 

• 

-

.

-

ほ
奇
異
な
も
の
と
思
は
れ
て
ゐ
た
で
あ
ら
ぅ
。
し
か
し
今
日
で
は
こ
の
こ
と
に
就
い
て
は
、
も
は
や
科
學
的
硏
究
に
於
い
て
は
爭
は
れ 

て
は
ゐ
な
い
。
工
場
方
面
に
於
い
て
大
規
模
に
行
は
れ
た
經
驗
は
、
勞
働
日
が
一
日
八
時
|;
|
1の
勞
働
に
短
縮
せ
ら
れ
る
場
合
に
*
勞
働 

强
度
が
蕃
し
く
增
大
す
る
こ
と
を
確
信
せ
し
め
る
に
至
つ
て
ゐ
る
。」 (

註
三
一)

賃
銀
に
就
い
て
。
人
問
は
體
內
の
潜
在
的
ヱ
ネ
ル
ギ
ー
を
自
ら
補
給
し
。
こ
れ
を
熱H

ネ
ル
ギ
ー
に
變
化
す
る
こ
と
に
依
っ
て
努
働 

を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
に
於
い
て
人
體
は|

っ
0
動
力
機
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
勞
働
の
强
度
が
諸
種Q

 

事
情
に
依
っ
て
影
響
さ
れ
る
點
に
於
い
て
+、
人
間
は
旣
に
軍
な
る
機
械
的
な
存
在
で
は
な
い
し
、
更
ら
に
5

 Q

認
め
ね
ば
な
ら
な
い

の
は
被
ぎ
の
點
で
あ
る
。
人
間
は「

單
に
純
生
‘理
的
な
欲
望
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
他
の
多
く
の
、
確
か
に
精
神
的
、
知
的
、
道
德
办
、

.• 

.
 

,
 

.
 

•
 

.
 

•

美
的
、
社
き
的
、等
々
の
欲
望
を
持
ち
、
こ
れ
等
の
欲
望
が
規
則
的
に
充
足
さ
れ
る
こ
と
が
、人
|!
1
1の
身
腭
を
、從
っ
て
ま
た
そ
の
體
內
に 

於
け
るH

ネ
ル
ギ
1

€
發
展
と
機
械
的
勞
働
へQ

そ
れQ

會
的
な
變
形
に
影
響
す

る
こ
と
は
、
疑
ひQ

な
い
所
で
あ
る
。」

S

三
ニ)

、 

八
時
間
勞
働
論
^
勞
働
時
間
最
適
限
論
の
摇
碩 

五

三

(
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五
九
し



:

'

八
時
間
勞
働
論
ミ
勞
働
,.
^
間
最
逾
限
論
の
擡
頭
ン

.' 

五

四

(

六
六
o
-

そ
し
て
勞
働
者
の
こ
の
日
常
生
活
上
の
諸
欲
望
の
.充
f

具
體
的
に
條
件
づ
る
け
も
の
は
賃
銀
で
I

O

し
か
し
、
ブ
ッ
フ
が
此
處
で

問
f

t

の
は
單
な
る
霞
の
大
小
で
は
な
く
、
1

者
が
賃
銀
と
し
て
收
得
す
る
も

の

が

、

彼

の

全

生

霧

中

何

割
^

で
あ
る
。
勿
論
勞
働
者
が
現
に
受
け
’つ

、
あ

る

分

前

は

充

分

の

も

の

で

は

な

い

o
し
か
し
假
り
に
勞
働
者
が
彼
の
I

彻
の
全

得
す
る
場
合
I

へ
て
見
I

、
彼

は

明

か

に

右

に

述

べ

た

日

證

活

忐

諸

欲

著

充

分

に

充

す

こ

と

が

出

來

、
從
つ
て
こ
の
場
合 

に
彼
等
の
勞
働
强
度
は
最
高
に
達
す
る
と
考
へ
ら
rt
る.o 

、

勞
働
時
間
i

f

關
す
る
右Q

言

I

察
か
ら
、K

ッ
7
鋈

I

限
界
强
度
.
L

l

a

l

l

t
或

黛

I

が
、次
ぎ
の 

二
つ
の
事
情
に
か
、
f

の
で
あ
る
と
い
ふ
。
.即
ち
、(

，一)

勞
働
者
が
そ
の
重
產
f

自
ら
消
費
す
る
こ
と
、(

二)

勞
働
過
程
に
货 

さ
れ
る
勞
働
時
間
が
大
體
ー
灵
時
f

超
へ
な
^

と
。
S

I

S
し
か
し
こ
の
二
つ
の
事
情
は
必
ず
し
も
實
際
に
滿
さ
れ
て
は
ゐ 

な

い

(

一)

の
格
合
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
が
、(

一
1
)

の
場
合
に
し
て
も
、
多
く
の
場
合
に
は
尙
ほ
實
際
の
徵
働
時
如
は
こ
の
八
寺
即
以 

上
に
長
い
も
Q

S

る
。
其
處
で
ブ
ぶ
は
右
の
|

麗

€
概
念
か
ら
凡
そ
次
I

如

く

黑

ふ

0

I

 一
 

S 

勞
働
者
I

Q

生

産
し
た
價
繁
ら
霞
る
分
前
が
小
で
t

だ
け
、
ま

た

そ

の

雲

齎

が

八

隨

の

肇

t

離
れ
て
ゐ
る
だ 

け
そ
れ
だ
け
勞
働
の
强
度
は
當
然
小
で
あ
る
。
こ

れ

を

黧

的

に

云

へ

ば

り

雲

の

日

屢T
a
g
e
s
i
n
t
e
l
t

は
努
働
者
の
k
產 

し
た
價
値
S

す
I

Q

賃
銀Q

S
Q

大
小
と
正
比
例
し
、
露

時

間

寫

管

反

比

例

す

る

°.
.
 

•

.
今
こ
の
意
味
に
於
け
る
勞
働
の
限
界
强
度
を
1
と
し
て
、V

ソ
フ
は
次
ぎ
の
如
き
馨
的
表
明
を
提
示
し
て
ゐ
る
。
璧

$

勞

働

時

岛

f
I I
f

l l
ス

勞

働

ノ

日

强

度

勞

働

ノ

時

間

强

度

r
v 

L 

1 

ニ 九 
ニ
ー 

1 

ニ

(

_餘
1)

〇
、
ー
一
一
九
三
九

(

©
2)

I 

.+

〇
、
三
九
三
九 

〇
、三
八
六
六

一
、〇
〇
〇
0 

〇
•八
八
八
八 

〇
、
六
六
六
六 

〇
、
三
五
五
四 

〇
、
ニ
六
六
六 

〇
、
ニ
丑
七
七

〇
、
一
ニ
五
〇 

〇
、〇
九
八
七(

註
•
 

〇
、〇
五
五
五 

〇
、0
三
九
四 

〇
、
0
ニ 

S
1
 

〇
、〇
.ニ一

四

〇
、〇
九
八
七
は

0
.
S
S
S
OO

0
0
9
8
7と
計
第
せ
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
ま
た
次
ぎ
の
令
う
に
も
計
算
せ
ら
れ
傳
る
o X" 0.125.

0 02
:
9
2

 

8 
= 0
.
0
9
8
7

從
っ
て
こ
の
式
か
ら
吾
々
は
次
ぎ
の
如
く
沄
ふ
こ
と
が
出
來
る
0
即
ち
、
.勞
働
の
時
間
强
度
は
相
瓦
.に
そ
の
勞
働
時 

■

間
の
自
骓
と
反
比
例
す
る
。

(

譬

)

こ
の
數
字
は
、
ブ
ッ
フ
が
、
マ
ル
クK

Q

英
國
_

業
に
就
い
て
試
み
た
研
究
か
ら
*
こ
れ
を
探
W
し
た
も
の
で
あ
る
。

(Buch, 

Intensh

?fl«t de. 

Arbeit, 

s. 

111-112 0

さ
て
、
以
上
が
勞
働
の
娘
界
强
度
に
關
す
る
ブ
ッ
フ
の
理
論
的
見
解
の
概
要
で
あ
る
が
、
彼
は
更
ら
に
彼
の
こ
の
理
論
的
見
解
の
正 

し
い

こ
と
を
確
め
ん
が
た
め
に
'
.公
平
に
集
め
ら
れ
た
現
實
の
統
計
資
料
に
彼
の
數
式
を
當
て
は
め
て
ゐ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
は
、 

彼
の
理
論
が
大
體
.現
實
に
受
當
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
め
得
た
と
考
へ
て
ゐ
る
。
吾
々

は
先
づ
.
レ
ィ
に
依
つ

て
主
張

亡
ら
れ
を 

八
時
fi
l
l最
適
限
論
が
、一

-

-
ブ
ッ
フ
は
そ
の
著
作
中
何
處
に
も
レ
ィ
の
著
作
.を
引
用
し
て
は
ゐ
な
ぃ
が
^

-

ブ
ッ
フ
に
^
つ
て
數
學
的

に
耶
り
擧
げ
ら
れ
た
と
見
て
い
、
の
で
ぁ
る
0
し
か
し
レ
ィ
の
場
合
と
異
つ
て
、
彼
が
そ
の
見
解
を
數
學
的
明
確
さ
を
以
つ
て
示
し
て 

ゐ
る
だ
け
に
、
こ
れ
に
對
す
る
吾
々
.の
不
滿
も
種
々
の
點
に
於
い
て
容
葛
に
示
さ
れ
得
る
で
ぁ
ら
ぅo

八
時
間
勞
働
諭W

勞
働
時
間
最
適
限
論
の
擡
頭
：
 

五

五

(

六
六1

)

、



八
時

間

数
働
输

勞

働
時

間

最
適
限
論
の

撬
頭

子

私
は
私Q

本
論
の
主
題
と
も
關
聯
し
て
、
ブ
ッ
フ
の
勞
働
時
間
と
勞
働
の
限
界
强
度
と
の
關
係
を
問
題
と
し
て
見
た
いo

皮
は
諸
國 

の
多
く
の
場
合
に
於
い
.て
、
尙
.ほ
八
時
間
.以
上
の
長
勞
働
時
|1
1
1が
ー
般
に
實
施
せ
ら
れ
て
居
り
、
し
か
も
旣
に
/\
時
間
勞
働
の
實
際
經 

驗
か
ら
*
こ
の
_

働
時
間
が
未
だ
勞
働
の
限
界
麗
を
實
現
す
る
に
至
つ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
蟲
し
か
ら
出
發
し
て
ゐ
る
。
從
つ
て 

彼
の
^
合
に
は
ノ
時
；̂
以
下
の
好
勞
働
時
出
は
實
際
的
に
も
ま
た
理
論
的
に
も
全
く
問
題
外
に
置
か
れ
て
ゐ
る
。(

誰
三
六)

し
か
し 

發
働
の
限
界
强
度
を
理
論
的
に
問
題
と
す
3
場
合
に
は
、
吾
>
•は
當
然
八
時i

i

と
い
ふ
彼
S

S

働
時
盟
下
れ
場
合
を
も
、
同
時 

に
考
究
し
な
け
れ
ば
、
I
し
て
そ
れ
が
限
批
强
度4

實
現
す
る
もQ

で
あ
る
か
否
か
は
響
出
來
な
い
奪
あ
る
。
？

限
界
里
：度
と 

い
ふ
概
念
が
當
然
持
つ
べ
き
內
容
か
ら
云
へ
ば
、
1
れ
を
實
現
す
る
標
準
勞
働
時
問
以
上
で
.も
-
ま
た
そ
れ
以
下
で
も
、
そ
の
各
々
の 

努
働
の
B
强
度
が
限
界
强
度
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.か
ら
で
あ
る
。
ブ
ッ
V
が
八
時
間
以
下
S

合
を
彼Q

考
察
か
ら
全
然
取
り 

除

い

て

ゐ

き

と

は

、
こQ

意
味
に
於
い
て
先
づ
重
大
な
缺
陷
集
し
て
ゐ
る
と
霞
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
吾
々
が
今
若
し
皮
が 

觅
捨
て
た
こQ

問
題
を
、
彼G

理
論
に
從
つ
て
展
開
す
れ
ば
，
如
何
や
ぅ
に
な
る
か
。
そ
れ
は
次
表Q

如
く
な
る
零
あ
る
。

勞

働

時

揹

f
i l
4

l i
ス
.

.

勞
■
ノ
日
强
度 

勞
働
ノ
時
間
强
度 

一
六 

一
 

〇
、
五
〇
〇
〇 

〇
、〇
三
二一 

一
五 

一
 

〇
、
五
三
三
三 

〇
、
〇
三
五
•五 

一
四 

一
 

〇

、
五

七•—
*
四 

〇
、〇
四
〇
八 

一
三 

一
 

0
、
六一

五
三 

〇
、
〇
四
七
！

II 

一
二 

一
 

0
、
六
六
六
六 

0
、
〇
i

•五

ニ ニ 、四 五 _ 六 七 八

r
o
o
o
o

一
、
一
西
二
八 

一
、
三
三
三
三 

一
、六
〇
〇
〇 

ニ
、〇
〇
〇
〇 

一r

六
六
六
六 

四
、〇
〇
〇
〇 

八
"
〇
〇
〇
〇
.

o
. I 

!云
0

〇
•1

六
三
一
一 

〇

、
ニ
ニ
ニ
ニ 

〇
、
三
ニ
〇
〇 

〇

•
五
〇
〇
〇 

〇
、八
八
八
八 

ニ
、〇
〇
〇
〇 

八
、〇
c
〇
〇

►

即
ち
、
努
働
時
|!
1
1が
、
短
縮
さ
れ
る
に
從
つ
て
、
勞
働
强
度
は
一
日
に
就
い
て
も
、

ー.時
間
に
就
い
て
も
增
加
す
る
。
そ
し
て
こ
の

數
f

ら
云
へ
ば
、
,

勞

働

時

盟

勞p
Q

限
界
震
を
實
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
逢
ふ
ま
で
も
な
く
理
論
的
な
遊
戯
に
過

ぎ
な
い
。
從
つ
て
こ
の
や
ぅ
な
非
現
實
的
な
理
論
を
そ
れ
自
身
に
'含
ん
で
ゐ
る
ブ
ッ
フ
の
限
界
强
度
现
論
は
-
當
然
考
へ
直
さ
れ
ね
ば 

な
ら
？

 

'

フ
.ッ
フ
の
理
論
の
誤
謬
は
明
か
に
、®

働
の
日
麗
が
、
努
働
時
問
の
.是
短
と
反
比
例
す
る
、
と
い
金
解
に
胚
胎
し
て
ゐ
る
。
勿 

論
勞
傲
時
出
の
■

は
勞
働
の
日
墨
に
も
時
叫
强
度
に
も
影
響
す
る
。
し
か
し

こ
の
兩
者
に
對
す
る
影
響
は
異
な
る
も

0
で
あ
.る
，

o 

即
ち
篇
時
間Q

短
縮
は
、
最
適
勞
働
時
[1
1
1に
至
る
ま
で
は
、
漸
次
勞
働
の
時
[|
1
1强
使
と
同
時
に
日
麗
を
も
增
大
す
る
が
、
最
適
勞 

働
時
間
以
下
に
及
ん
で
は
、
霞
の
時
問
强
度
は
同
じ
く
漸
次
增
加
す
る
け
れ
ど
も
、
日
强
度
は
漸
次
®

下

す

、る
。

か

く

て

最

適

勞

働

八
時
問
努
働
論
ミ
勞
働
時
問
最
適
限
論
の
接
頭
'

五

七

(

六
六
三)



.
八
询
問
勞
働
論
-

W

勞
働
時
間
最
適
限
論
の
擡
頭
'

五

八

(

六
六
四)

■ 

時
間
に
激
け
る
日
麗
が
真
に
限
报
麗
で
あ
る
と
考
へ
得
る
こ
と
、
な
るo

そ
し
.て
こ
の
理
論
は
ま
た
數
學
的
に
表
明
せ
ら
.れ
る
こ 

と
が
可
能
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も(

匙
三七

；}

私
の
本
論
に
於
け
る
目
的
は
ブ
ッ
フ
の
.理
論
を
補
正
し
$
う
と
す
る
に
あ
る
2)
で
は
な
ハ
の 

で
、
とQ

點
は
暫
く
讀
者Q

興
味
に
ま
か
，せ
て
置
き
た
い
。
し

か

し

裳

次

ぎQ

こ
と
だ
け
は
、
此
處
に
附
言
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
な 

い
。
ブ
ッ
フ
の
例
に
做
つ
て
、
勞
働
の
限
界
强
度
に
關
す
る
數
學
的
表
明
を
吾
々
が
與
へ
得
る
と
し
て
も
，
そ
の
數
雲
を
決
定
す
る 

も
の
は
現
實Q

經
驗
で
な
け
れ
ば
な
ら
な5

。

5

は
こQ

た
め
に
は
先
づ
個
々Q

具

體

泛

例

に

就5

て
、
現
象
.

.
Q

詳
細
な
分
析
的 

硏
究
を
行
ひ
、
そ
の
結
果
を
數
擧
的
に
表
明
す
る
と
い
ふ
努
力
を
惜
ん
で
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
後
に
も
述
べ
る
や
う
に
、
少
く
と
も 

こ
の
點
で
は
ブ
ッ
フ
の
努
カ
は
未
だ
充
分
で
は
な
か
つ
た
と
茇
つ
て
い
ム
。

尙
ほ
ソ
ッ
フ
の
、
勞
働
の
日
强
度
が
勞
働
時
[1
|
1と
反
比
例
す
る
、
.と
い
ふ
命
題
に
就
い
.て
は
、
勿
論
右
の
私
の
批
評
點
と
關
聯
し
て 

ゐ
る
こ
H

が
、
今
一
つQ

不
滿
を
述
べ
て
置
か4
ば
な
ら
な5

。

右
祟
し
た
私Q

表
か
ら
知
ら
れ
る
言
に
、
彼Q

理
論
に 

從
へ
ば
、
十
六
時
間
の
日
勞

働

遷

は
八
時
ni
l
の
場
合
に
比
し
て
.

一

一
分
の
一
で
あ
り
、
ま
た
±

ー
時
間
5 0

日
勞
働
强
度
は
そ
の
三
分
の 

1

一
で
あ
る
。
し
か
し
妻

Q

勞

働

時

問

議Q

經
驗
が
.總
べ

て

こ

な

大

き

な

養

；集
す
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
確
か
に
こ 

れ
は
疑
問
で
あ
る
O

M
ら
に
ブ
ッ
フ
の
數
式
か
ら
計
算
1
て
見
る
と
、
八
時
間
と
九
時
問
0 '
日
强
度
の
差
は
〇
、

一
一|

一
で
あ
り
、 

十

一

時
間
と
十
二
時
間Q

場
合
の
差
は
〇
、0

六
〇
六
で
あ
り
、十
四
時
間
と
十
五
時
間
とQ

差
は
〇
、〇
三
八
一
で
あ
る
。
ま
た
こ
の 

三
つ
の
場
合
の
勞
働
の
時

出

麗

の

差

は

〇
、
〇

ニ
六
三
、
〇
、〇

一
〇
六
、
〇
、〇
〇
五
.三
で
あ
る
。
こ
れ
を
言
ひ
換
れ
ば
、
檩
準
勞
働 

時
間
に
近
づ
く
に
從
つ
て
、
勞
働
の
時
間
强
度
も
亦
.日
强
度
も
益
々
そ
の
增
進
の
度
を
增
す
、こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
理
論
的
に

も
經
驗
的
に
も
、

f

の
承
認
し
得
な
い
所
で
あ
る
。
I

譲
者
は
例
へ
ば
、
私
が
次
節
に
於
い
て
述
べ
る
ア
ッ
べ
の
九
時
麗
働
か

ら
八
時S

勞
働
へQ

短
縮Q

經
驗Q

結

跫

就

い

て

、
勞
働Q

時

間

屢

と

日

震

の

增

大q

割
合
を
計
算
し
、

こ
れ
を
ブ
ッ
フ
の
數

式
力
らQ

もQ

基

照

し

て

f

。
丨
蓋
し
勞
働
時
間
が
長
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
努
働
者Q

生

産

力

を

麓

^
消
費v
る
こ
と
に
な

り
從
つ
て
過
長
勞
働
時
間
に
於
け
る
一
時
間Q

短
縮
が
齎
ら
す
影
響
は
、
比

較

的

短

麗

時

盟

場

合Q

一
 

時

盟

羅

Q
結
果
ょ
.

り
は
大
き
い
と
寧
ろ
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
從
つ
て
勞
働
に
關
す
る
生
理
學
並
に
心
理
學
の
立
場
か
ら
は
、
♦フ
ッ
フ
の
努

働
强
度
證
に
關
す
る
理
論
は
誤
つ
て
ゐ
て
_、
吾
メ
の
是
認
し
得
る
所
は
彼
の
言
は
ぅ
と
す
る
所
と
は
全
く
反
智
も
の
で
あ
る
。
即

ち
、
勞
働
時
間
の
最
適
限
に
近
づ
く
に
從
つ
て
、
勞
働
の
時
間
强
度
の
增
進
の
度
は
益
々
小
と
な
る
。
こ
の
理
論
の
方
が
、
私
に
は
遙 

か
に
現
實
的
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。 

.

.

.

更
ら
5

ッ
7

s

m

堂

す

6

、
霞

時

S

羅

S

I

働
日
S

す
る
ま
で
は
、
常

海

變

Q

S
を
伴

ふ

と

い

ふ

こ

と

に

な

る

こ

れ

は

賃

銀

に

就

い

て

も

8

で
あ
る
-
-
果
し
て
然
ら
ば
、
彼
以
前c

高

霸

靈

働

時

間

論
に
於
い
て
認
め
ら
れ
て
來
た
所
の
、
時
間
の
篇
並
に
賃
銀
の
檢
加
が
時
に
雲
費
を
高
め
る
こ
と

I

つ
て
、
生
產
技
術
の
更
改 

を
導
入
せ
し
め
る
と
い
ふ
所
論
は
、
ブ
.ッ
フ
に
は
容
れ
ら
れ
I

地
は
全
然
な
い0 

.こ
の
た
め
に
彼
の
所
論
中
に
は
牛
；產
の
技
術
的
背 

影
が
全
く
轉
視
さ
れ
て
ゐ
る
0
し
か
し
、
技
.術
進
步
に
關
す
る
右P

見
解
を
f

 
く
措
く
と
し
て
も
、
吾
々
が
勞
働
强
度
の
問
題
を
考 

へ
る
場
合
に
は
常
に
生
毚
術
の
態
樣
を
同
時
に
配
慮
し
て
見
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
蓋
し
坐
產
技
術
の
改
進
は
勞
働
者
に
就
い 

て

该

體

的

に

も

神

的H

も
以
前
と
は
違
つ
た
證
备
ら
す
こ
と
が
あ
-る
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ッr

v

が
こ
S

を
蓄
し
く
輕
观
し 

八

時

間

雪

諭

爲

働

時

間

最

適

限

諭

の

擡

頭

：
 

'
 

.五

九

(

六
六
3



八
時
間
勞
働
論W

勞
働
時
問
最
適
限
論
の
擡
頭 

六
.〇

(

六
六
山
、
ノ

•+
 

..
 

.
 

-
 

•
 

.
 

,

て
ゐ
る
こ
と
は
、
ま
た
私
の
彼
に
對
す
る
不
滿
の一

つ
で
あ
る
。

•

右
に
指
摘
し
て
置
い
た
や
う
に
、
熒
働
の
限
界
强
度
に
關
す
る
ブ
ッ
フ
の
數
學
的
見
解
に
は
、
私
の
承
認
し
難
い
重
大
な
缺
點
が
認 

め
ら
れ
る
。
し
か
し
勿
論
彼
が
そQ

數
理
的
見
解
に
望
む
所
康
に
こ
れ
に
依
つ
て
事
實
の
傾
f

知
ら
1

す
る
に
^
！ぎ
な
い
？
 

あ
る
。
§
|
;\)

し
か
も
私
の
觅
る
所
で
は
、
彼
の
こ
の
目
的
が
正
し
く
達
せ
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
。
防
ほ
彼
は
事
實
に
關
す
る
統
許
資
料 

に
對
照
し
て
、
大
體
彼
の
所
論
の
；止
し
い
こ
と
を
確
め
ょ
う
と
し
て
ゐ
る
。
し
か

I

彼
の
取
り
擧
げ
た
統
計
資
料
はG

.

 

I
 s

i
z
e
- 

o

n

.
の「

大
經
營
論」

そ
の
他
か
ら
の
、
主
と
し
て
木
綿H

業
に
關
す
f

 Q

で
あ
つ
て
、
そ
れ
だ
け
I

分
で
t

と
は
勿
論

一
石
ひ
^
な
い
。
從
つ
て
こ
の
點
か
ら
兑
て
も
、
方
法
論
的
に
は
、
彼
の
理
論
は
未
完
成
b

一
 

つ
の
試
論
に
過
ぎ
な
い
と
い
ふ
意
義
し
か 

持
ち
得
な
.い
で
あ
ら
う
。 

,

.

以
上
私
は
ブ
ッ
フ
の
理
論
の
批
評
に
相
當
の
言
葉
を
費
し
た
が
、
此
處
で
彼
の
た
め
に
辯
護
す
べ
き
點
が
あ
る
。
デ
ィ
ー
レ
ば
、
次

■
 

* 

•
 

I
-
.
 

‘

II
に
於
い
て
私
が
問
題
と
す
るE

.

 

A
b
b
e

の
所
論
に
對
す
る
と
同
様
に
、
ブ
ッ
フ
の
見
解
に
對
し
て
、
そ
れ
が
勞
働
に
關
す
る
自
然 

私
學
的
即
ち
坐
理
學
的
觅
解
か
ら
出
發
し
て
ゐ
る
こ
と
を
難
じ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
こ
の
デ
ィ
ー
ル
の
批
評
の
立
場
は
彼
の
經
濟
學
方
法 

論

^
立
場
の
反
映
で
あ
る
が
、
彼
の
主
張
を
見
る
と
*
冒
が
霞
の
坐
理
學
的
立
場
か
ら
人
間
を
全
く
機
械
視
す
る
こ
と
は
誤
り
で

,

. 

- 

产
- 

•
.

あ
り
、
人
問
を
意
識
的
な
存
在
と
し
て
、
勞
働
に
就
い
て
心
理
學
的
考
察
を
行
ふ
こ
と
は
彼
の
是
認
す
る
所
で
あ
る
ぺ
註
三
九〕

そ
し
て 

こ
れ
が
彼Q

ブ
ッ
7
に
對
す
る
批
評Q

立
場
で
あ
る
。
し
か
し
ブ
ッ

フ
は
、
私
が
先
き
に
彼Q

理
論
を
紹
介
し
た
所
で
も
多
少
明
か
な 

や

う

に
フ
ソ

フ
は
必
ず
し
も
人
出
を
以
つ
て
职
な
る
機
械
と
同
様
の
存
在
で
あ
^
と
い
ふ
^
^
な
兄
解
を
固
持
し
て
は
ゐ
な
t

oそ

し
て
そ
の
理
!'
]■]は
、
彼
が
勞
働
者
の
日
常
坐
活
に
於
け
る
精
神
的
、
道
德
的
、
坐
活
機
相
が
ま
た
勞
働
强
度
に
影
響
を
持
つ
も
の
で
あ 

る
、
と
い
ふ
點
•に
最
も
强
く
表
は
れ
て
ゐ
る
O
C

註
！
：

〇〕

從
つ
て
デ
ィ
ー
ル
の
«
に
對
す
る
批
評
は
少
く
と
も
不
親
切
で
あ
る
と
云
は
ね 

ば
な
ら
な
い
。
尙
ほ
反
對
に
デ
ィ
ー
ル
が
勞
働
時
|!
1
1と
勞
働
强
度
の
關
係
を
問
題
に
し
て
、
坐
理
學
的
な
硏
究
を
輕
視
す
る
こ
と
は
* 

先
き
に
私
が
指
摘
し
て
置
い
た
や
ぅ
に
、
努
磡
時
In
i
問
題
を
經
濟
問
題
と
し
て
眞
に
ょ
く
考
へ
得
な
く
な
る
所
以
で
も
あ
る
。
從
つ
て 

デ
ィ
ー
.ル
こ
そ
茜
だ
偏
狹
な
U

M
に
立
つ
て
ゐ
る
と
評
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
は
こ
の
種
の
见
解
に
對
し
て
は
、H

.

 

H
e
r
k
n
e
r

と
共 

に
-「

こ
の
種
の
硏
究
は
勞
働
能
率
の
生
理
學
的
並
に
心
理
學
的
基
本
諸
條
仰
に
關
す
る
洞
察
な
く
し
て
は
行
ひ
得
.な
い
も
の
で
あ
る
し
、 

と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
f
i四一.

)

.
 

-

:

プ
ッ
.フ
の
理
論
は
甚
だ
康
大
な
誤
謬
を
犯
し
て
ゐ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

レ
ィ
に
次
い
で
勞
蚴
時
!:
!
1の
最
適
趿
の
存
在
を
明
か
に
し 

た
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
、
假
令
不
充
分
で
あ
つ
た
に
し
て
も
-
大
體
勞
働
に
關
す
る
心
理
學
的
並
に
生
理
學
的
硏
究
に
袼
づ
か
ね
ば 

な
ら
ぬ
こ
と
を
明
か
に
示
し
得
た
點
に
、：

合
々
は
先
づ
彼
の
貢
献
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
M
ら
に
勞
働
の
•服
界
强
度
に
關
す
る
彼
の 

數
理
的
理
論
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
試
み
は
恐
ら
く
彼
を
以
つ
て
最
初
の
も
の
と
兄
ら
れ
は
し
な
い
か
と
、
私
に
は
思
は
れ
る
。
し
か 

し
不
幸
に
し
て
彼
の
こ
の
試
み
は
そ
の
後
殆
ん
ど
顧
ら
れ
る
こ
と
な
く
し
て
、
今
日
に
至
つ
て
ゐ
る
。
唯
だ
私
の
知
つ
て
ゐ
る
限
り
で 

.は
、
勞
蚴
科
學
論
者
で
あ
つ
た
o
. L

i
l
a
n
n

の
試
み
が
存
す
る
だ
け
で
あ
る
。
®

四I
D

し
か
し
私
は
こ
の
種
の
努
力
が
、
私
が
先 

•
き
に
ブ
ッ
フ
の
批
評
に
於
い
て
述
べ
た
や
ぅ
な
愼
重
な
現
實
硏
究
に
迤
礎
づ
け
ら
れ
る
限
り
、
迤
だ
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
附 

言
し
て
置
き
た
い
。 

,

八
時
間
级
働
論w

勞
働
時
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最
適
限
論q

摇
頭 

六 

一

c

六
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E
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s
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註
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wbla, 

s. m
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Ebenda, s. 

100. 

'

(

独
三
六)

し
か
し
ブ
ッ
プ
は
脚
註
の
中
で
、
鑛
山
勞
働
に
關
し
て
は
次
ぎ
の
如
く
述
べ
て
ゐ
る
。(Ebeada, 

S
.

0
5
0

「

特
に
好
迅
合
な
ら
ざ
る 

勞
働
狀
態
の
下
に
於
い
て
.は
、
例
へ
ば
，坑
内
に
於
い
て
は
、
勿
論
努
働
時
間
は
短
か
く
なt

れ
ば
な
ら
ぬ
。
旣
に
現
在
英
國
に
於
け
る
石
炭
採 

掘
ひ
場
合
に
は
若
干
れ
敗
礦
に
於
、
て
勢
傲
日
は
ル
時
間
以
下
で
あ
る
0」

こ
の
言
葉
に
も
拘
ら
ず
*
別
に
.彼
は
こ
の

や

ぅ

な

場

合

を

取

り

擧

•ナ
 

て
洱
び
問
題
と
は
し
て
ゐ
な
い
。 

'

(

註
三
七)

リ
ッ
ブ
マ
ン
は
經
濟
的
最
適
勞
働
時
間
に
就
い
て
、
數
理
的
解
明
を
試
み
て
ゐ
る
の
で
、
讀
者
は
こ
れ
を
對
照
し
て
考
へ
て
見
、

0

し 

る
の
も
嘉
で
あ
ら
ぅ
。(o. 

L
i
l
u
n
,

 

D

ミA
r
b
e
f

 i
t
p
l
e
a
,

 2 

l

i1926, 

s. 4
49 ff.

)

尙
<

1
の
こ
の
試
み
は
ブ
ッ
フ
汶
後 

唯
一
の
も
の
で
は
な
い
か
と
、
私
に
は
考
へ
ら
れ
る)

(

註
三
八)

W
G
C
h
, 

Intensi&t

cu
e
r
 Arbeir, s

.

«o
9
.

(

註
三
九)

w
. Diehl, Arbeiaatensitat u

n
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1923, s
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(

註
四
〇)

尙
ほ
こ
の
點
に
就
い
て
は
"ブ
ッ
フ
は
ま
だ
別
の
所
に
も
同
樣
の
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
るo(Bucb, 

I
a
t
l
5
t

 der Arbeit, s. 3
S
6
.
)

 

(

訪
四 j ) 

JJ. 

H
e
r
k
J

 

D
i
e

 

A
r
b
e
i
t
c
r
f
r
f

 

S. A
e
a
,

 

S
2
, 

I 

Bd., 

S

 

162.

(

註
四I

D

註
三
七
を
參
讀

私
は
最
後
に
«
，
>'
げ
ぎ
の
八
時
間
勞
働
に
關
す
る
實
驗
を
此
處
に
取
o
擧
げ
た
い
と
'思
ふ
。
八
時
間
勞
働
の
經
驗
は
彼
に
先
き
立 

つ
て
旣
に
相
當
に
累
稂
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。
し
"か
し
そ
の
今
日
に
至
る
ま
で
最
も
著
明
な
も
の
と
し
て
傅
へ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
、

一
つ
が 

彼
の
實
驗
で
あ
る
。
幸
ひ
に
し
て
吾
國
の
識
苕
の
間
に
は
、
故
德
田
德
三
博
士
が
屢
々
彼
り
試
み
を
遊
だ
熱
心
に
傅
へ
ら
れ
た
の
で
'、 

S

四
a

舊
く
か
ら
一

般
に
ょ
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
所
で
あ
る
。
從
つ
て
私
が
今
此
處
に
彼
の
試
み
を
新
た
に
取
り
擧
げ
る
必
要
も
そ
れ 

だ
け
少
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
' 
一
つ
は
私
の
本
論
の
目
，的
.か
ら
彼
を
取
り
除
く
こ
と
も
不
可
で
あ
る
し
、
.ま
た
吾
國
の
今
日
の
勞
働
者 

政
策
の
重
要
性
と
も
對
照
し
て•

勞
働
科
學
的
立
場
か
ら
彼
の
試
み
の
結
艰
を
顧
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
無
意
義
で
は
な
か
ら
ぅ
と
考 

へ
る
。
し
か
し
旣
に
福
田
博
士
の
努
力
も
存
す
る
の
で
、
私
は
叙
述
を
出
來
る
だ
け
必
要
の
.'限
度
內
に
止
め
た
い
と
思
ふ
。

.

アッべは一九〇〇邮四

M

一
 

日
以
降
滿
ー
年
問
に
亙
つ
て
、
ィH

ナ
の
ッ
ァ
ィ
スH

場
の
勞
働
者
に
八
時
間
勞
働
を
試
驗
的
に
實 

施
し
、
そ
の
結
果
を
そ
れ
に
先
き
立
つ
ー
年
間
の
九
時
問
勞
働
の
結
果
と
對
比
し
て
ゝ
八
時
問
勞
働
の
好
結
果
を
確
め
得
た
の
で
あ
る
。 

彼
の
得
た
結
果
ば
次
表
の
如
く
で
ぁ
.る
。(

註
四
四)

>

一.苹
間
の
勞
働
時
間
總
數
\

一
^
間
の
勞
働
者
一
人
當
り
平
均
努
働
時
間
總
數*

.

.
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時
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働
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八
九
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年
四
月
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一
九
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年
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1

九

〇
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年
四
月
よ
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1

九
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一
年
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月
ま
で
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〇
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八
九
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六
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'

一
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一
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四
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c>\
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七
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三
六
六
四
八
四 

七
一
、九
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一
一
六
、
ニ

八
時
問
勞
働
論
ミ
熒
砌
時
冏
股
逾
赋
詾
の
摇
頭 

i

年
間
賃
銀
支
拂
總
額(

マ
ル
ク)

：

勞
働
者1.

人
一
.時
間
當
り
賃
銀(

ベH 

ニ
ッ^

0

 

一
時
間
當
り
賃
銀
の
比-

*

被
諷
赉
勞
働
密
ニ
三
三
人 

.

.

.

右
の
表
は
總
べ
て
以
前
と
同】

率
の
出
來
高
拂
ひ
賃
銀
を
受
け
る
努
働
者
に
就
い
て
卞
製
せ
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
た
め
に
.、
吾
々
は 

こ
れ
か
ら
容
易
に
勞
働
者5
能
率一

時̂
||
|
1能
率
並
に
日
能
率
|

の
變
化
を
確
定
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
即
ち
八
時
卯
勞
働
ヮ
昜
/
:
,
 

に
は
九
s
£li
i
努
働
の
埸
合
に
比
較
し
て
、
發
働
者
の
日
能
率T

a
g
e
s
l
e
i
s
t
u
n
g

は
平
均

1

1
3 0

、
即
ち
三
*
ーー̂

の
增
加
を
見
ヒ
譯
け
 ̂

I

。
ア
ッ
べ
が
.そ
.の
一
年
|!
|

1

の
實
驗
的
八
時
問
努
働
の
實
^
の
結
艰
得
た
こ
の
能
串
の
增
進
は
、
.彼
の
物
理
學
者
ら
し
い
愼
重
さ
に 

於
い
て
、
實
驗Q

諸
條
件
.
即

ち

篇

U

關
す
る
諸
與
件
は
素
ょ
り
、
被
調
_

働
者
.

Q
i

擇
に
就
い
て
も
充
分q

蓮
が
盡
さ
れ
た 

奢
艰
で
あ
る
從
つ
て
彼
は
^
然
こ
の
能
寧
の
變
化
令
眞
に
理
解
し
得
ん
が
た
め
に
は
、
努
働
に
關
す
る
勞
働
科
學
的
见
解
に
據
ら
ユ 

ば
な
ら
な
か
つ
た
。

ア
ッ
へ
は
汇
代
吖
ユ
業
^
傲
の
一
版
的
特
微
と
し
て
、
分
業
に
战
づ
く
取
_
な
繰
り
返
し
作
業
と
、
從
つ
て
ま
た
そ
れ
に
伴
ふ
^
；

s

 

敗
^S

の
現
象
と
に
.

y
,

意
し
て
.̂

る
。
そ
し
て
^*
#
疲
勞
は
染
養
の
揮
取
と
体
息
と
忙
依
つ
て
償
は
れ
る
こ
と
は
123
C

ふ
ま
で
も
な
い
が
、
 

疲
勞
の
度
を
決
-H
す
る
も
の
と
し
て
-
彼
は
次
ぎ
の
三
つ
の
理
由
を
擧
げ
て
ゐ
る
。
即
ち
、

一
0-
の
作
業
置
-
作
業
速
度
、
及
び
勞
働 

背
が
工
場
內
に
ゐ
る
時1

1

が
こ
‘れ
で
あ
.る
。
右
の
內
第
一
及
び
第
二
の
も
の
は
疲
勞
の
大
小
と
積
極
的
に
關
^
し
、
第
三
の
も
の
は
受 

衝
的
に
關
聯
す
る
。
し
か
も
彼
は
こ
の
第
三
の
もQ

を
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
兄
做
し
て
ゐ
る
。
彼
の
見
る
所
に
依
る
と
、
努
領

者
が
絕
へ
ず
置
と
I

Q

裡
で
、
ま
た
災
害
に
對
す
る
1

の
緊
，

下
、に
於
い
て
作
業
に
從
事
し
て
ゐ

る

こ

と

は

、

i

f

雲

す

る

所

以

I

今

從

つ

S

し
露

諸

が

多

f

 
l

縮
f

れ
I

f

は
、
そ
れ
は
I

そ
れ
だ
け
_

の
度
を
減
ぜ

し
め
る
。
言
へ
換
れ
ば
*
肉
體
力
の
支
出
I

れ
だ
け
節
約
し
得
る
こ
と
、
な
る
。
.そ

し

て

今

若

，し

勞

働

者

が

八
時
間
に
於
い
て
九
時

如
に
於
け
る
i
同

量

金

藤

を

ぞ

得

た

と

す

れ

ば•

九
時
間
勞
働
に
於
い
て
はI

時
間
長
く
勞
働
者
を
工
場
內
に
止
め
て
置
く
こ
と

に
な
り
，
そ

れ

は

衮

豪

袅

け

る

受

動

的

I

I

益

け

增

加

し

、
肉
體
ヵQ

全
くQ

空
f

 
.

1。
そ
れ
は
丁
度
機
械
の
空

轉

L
e
e
r
g
l

に
も
此
ず
べ
き
、
正
に
人
間
の
空
轉
で
あ
る
。
か
く
て
勞
働
時
間
の
讓
は
先
づ
こ
の
人
間
の
空
轉
に
對
す
る
力
の
節 

約
を
意
味
す
る
0

篇

時

問

Q

短

置

_

版
|

右
Q

f

f
ら
れ
る
が
、
更
ら
に
.そ
れ
が
休
息
時
間
に
ょ
4

猶
な
ら
し
め
る
こ
と
に
依
つ
て
、

疲
努
の
恢
復
、
從
つ
て
裏

食

忍

增

大

に

關

聯

し

得

t

と
農

ふ
ま
で
差

い

。
そ
し
て
篇
時
間
短
縮
？

の
ニ
つ
I

響

力

4
い
時
ド
产
^
妒

け

み

デ

保

ぎ

9作
業
カ
の
集
約
的
行
使
を
自
ら
可
能
な
ら
し
め
る
所
以
で
あ
り
、

こ
の
能
率
變
化
の
過
ロ
®

は
全
く
自
動
的
§

は
れ
t

考

6

ら
れ
て
ゐ
る
。_

即
ち
ァ
ッ
べ
の
實
驗
例
に
於
い
て
は
、
後
に
も
述
べ
る
や
ぅ
に
、
勞

馨

の

作
業
ブ

の
こ
の
集
約
が
行
使
.、
作
業
速
度
の
增
加
产
作
業
に
於
け
る
勞
馨
の
緊
張
努
力
の
意
識
に
伴
は
れ
た
結
衆
で
は
な

く

し

て

、

寧

ろ

そ

れ

は

霞
I

■.作
f

の
無
意
1

.
な
、
蟲
的
な
順
應
現
象
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
丨

し

か

し

作業

f

作

賺

度
と
が
共
に
*
大
す
る
と
と
は
.
先
き
に
述
べ
た
や
ぅ
に
、
そ
れ
だ
け
疲
勞
を
增
大
す
る
所
以
で
あ
る
。
蓮

で

時

間

短
縮
を
契
機
と

て
‘

ーナでは

^

k

力
P

&

が
行
は
れ
修
方
で
は
疲
勞
增
加
の
理

■
£

が新に

附
加
さ
れ
る。從

つ
て
こ
の
兩者

間
に
適
當
の
均 

八
I

勞働

f

勞働時間最適限論の擡頭

 

六ヽ七
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度

y
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^

li
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^
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i
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7

八
時
間
勞
働
諭w

勞
働
時
間
最
適
限
詭
の
撵
頭
：
 

六

六

(

六
七
ニ)

衡
狀
態
を
馓
ら
す
や
ぅ
な
時
間
の
短
縮
が
望
ま
し
い
譯
け
で
あ
る
が
、
ま

たi

般
に
時
間
の
'短
縮
が
勞
働
盏
の
日
能
率
を
戗
減
せ
し
め 

ず
、
ま
た
場
合
に
依
つ
て
は
却
つ
て
こ
れ
を
增
大
せ
し
め
る
こ
と
が
あ
つ
て
も
、
そ
れ
は
別
に
異
と
す
る
に
足
ら
な
い
。

ァ
ッ
べ
は
凡
そ
以
上
の
所
論
か
ら
、
即
ち
時
間
短
縮
に
莲
づ
く
勞
働
者
の
作
業
カ
に
關
す
る
節
約
と
支
出
の
新
し
い
均
衡
狀
態
の
想 

定
か
ら
、

一
定
の
仕
事
と
一
定
の
人
に
對
し
て
、
最
大
能
率
を
實
現
す
る
最
短
勞
働
時
即
の
#
す
る
こ
と
を
想
定
し
得
る
に
至
つ
て
ゐ 

る
。c

註
四
五)

こ
れ
が
勞
働
時
問
の
最
適
限
に
關
す
る
ア
ッ
べ
の
理
論
的
孜
考
察
で
あ
る
^
し
か
し
具
體
的
に
そ
^
最
適
限
が
何
時
間 

で
あ
る
か
は
單
な
る
理
論
の
問
題
で
は
な
く
し
て
，
事
實
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
實
驗
例
の
場
合
に
は
明
か
に
一
日
八
時
問
の 

努
働
は
最
適
限
に
茜
だ
近
い
が
、
尙
ほ
そ
の
一
歩
手
前
に
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
.な
い
。
ま
た
彼
は
九
時
問
或
は
十
.時
|1
5
|が
最
適
限 

で
あ
る
や
ぅ
為
種
類
の
勞
働
の
存
往
を
も
否
定
し
て
は
ゐ
な
い
。
し
か
し
彼
は
彼
自
身
の
實
驗
に
■
づ
き
、
觅
ら
に
英
國
に
於
け
る
成 

功
せ
る
八
時
間
勞
働
の
多
く
の
場
合
を
同
時
に
^ '
虛
す
る
こ
と
に
依
つ
て
、
實
際
問
題
と
し
て
次
ぎ
の
や
ぅ
な
提
言
に
達
し
て
ゐ
る
。 

卵
ち
、「

少
く
と
も
總
べ
て
の
工
業
勞
働
者
の
四
分
の
三
"
恐
ら
く
は
ま
た
そ
れ
以
上
の
も
の
に
對
し
て
は
、
最
適
限
は
九
時
間
に
於
い 

て
は
尙
ほ
未
だ
達
せ
ら
れ
ず
、
八
時
間
に
於
い
て
尙
ほ
行
き
過
ぎ
で
は
な
い
。」

從
つ
て
エ
.業
の
有
ゆ
る
方
固
に
亙
っ
て
、
漸
次
九
時
間 

勞
働
か
ら
八
時
問
勞
働
へ
の
推
移
"が
行
は
れ
る
こ
と
は
、
生
産
額
を
減
少
せ
し
め
ず
、
經
濟
的
不
利
益
を
伴
ふ
こ
と
な
く
、
ド
イ
ツ
經 

濟
の
將
來
の
發
屁
の
た
め
に
寧
ろ
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
と
。
か
く
し
て
ア
ッ
ベ
は
*

レ
イ
が
英
國
勞
働
者
に
對
し
て
な
し
た
る
と
同 

様
に
、
ド
イ
ツ
工
業
勞
働
若
の
た
め
に
八
時
問
最
適
限
の
主
張
を
確
立
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

.

以
上
を
も
っ
て
私
は
ァ
ッ
ペ
の
八
時
問
勞
働
の
實
驗
結
梁
と
、
そ
れ
に
栽
づ
く
彼
の
八
時
問
最
適
限
論
の
概
要
を
傅
へ
得
た
譯
け
で

I

8

f

I

l

i

l

l

i

F

i

i

i

l

i

i

i

i

B

i

M

B

i

i

i

i

l

T

i

l

^

l

o

^

l

l

l

r

t

f

^

^

>

あ
る
。
し
t

t

に
も
述
べ
S

S
た

言

に

、
彼Q

M
Q

實
驗
S

す

る

農

は

I

蟹

で

あ

？

、
彼
は
ま
た
多
く
f

隨

的
な
問
i

當

墨

を

.拂
っ
て
f

、
し

か

產

誓

f

 

I

て
、
■

興
f

、
i

充
て
I

I

起

•

、

せ
ら
れ
て
ゐ
I

.
で
あ
る
。
私
は
次
ぎ
に
そ
の
問
題
の
_

を
此
處
に
拾
ひ
擧
げ
て
見

た

い

と

思
ふ
。
_

ァ
ッ
ベ
は
彼
の
實
驗
に
際
し
て
、
囂

者

.
Q

作
業
に
對
す
る
意
識
的
屋
、或

は

作

業

靡Q.

問
題
I

大

寒

f

拂
っ
て
ゐ
る
。

$
力
に
こ
4
は
彼Q

場
合H

忙

に

考

へ

ね

ば

な

ら

ぬ

も

|

っ
で
あ
っ
た
。
彼Q

露

は

彼

I

Q

發

案

異

っ
く
もQ

■で
あ
；り
、

し
力
も一.

年

を

實

驗

.
Q

黧
若
し
勞
働
能
率
が
以
前
に
比
し
て
®
下
し
て
ゐ
る
I

が
明
か
と
な

れ

ば

、

S

九
時

麗

働
に
復
歸 

1

と
い
ふ
了
解
が
、
彼
と
勞
働
者
の
叫
I

しV

居
り
、
こ
'

Q

實
驗
開
始
I

、し

て

彼

が

霞

者
に
訊
し
て
確
め
得
た
所
に
依
る
と
、

$
等
の
七s

R
Q
*
K

或
は
-ノ
分Q

 

もQ

が

尚

出

®

®

に

も

枸

ら

ず

能

S

®
下
を
招
來
し
な
い
と
い
ふ
自
信
を
表
明
し
た
の
で
あ 

る
。
洗
ほ
彼
の
被
調
I

働
者
の
總
.ベ
て
は
請
負
仕
事
，I

事
し
て
居
り
、
侗
數
貨
銀
率
に
何
等
の
變
更
が
加
へ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で 

I

。

こ

れ

等

肇

情

I

合
し
I

へ
れ
ば
、
彼Q

勞
I

は

八

時

海

働

Q

下
に
於
い
て
作
業
意
志
を
强
め
、
そ
の
i

對

す

.

る

赢

的

l

i

s

l

化
が
f

さ
れ
た
で

き

う

と

想

像

f

t

し
か
し
彼
？
 Q

何
人
I

 
く

豫

想

礙

；に
否 

t
し
ょ
う
と
し
て
ゐ
る
。
切
ち
、

こQ

塵

の

た

め

に

彼

は

屢

备

働

者
ど
對
話
を
交
し
て
、
そQ

勞
働
態
度
を
窺
知
し
ょ
う
と
努
め 

.て
ゐ
る
そ
し
て
こ
の
實
驗
の
間
好
せ
ら
れ
た
當
初
に
は
、
勞
働
者
は
總
べ
て
異
常
な
緊
張
の
下
に
能
率
®
下

を

防

ぐ

.た

め

の

努

力

を
 

在
っ
た
力

.

そQ

意
識
的
な
緊
張
努
力
は
永
續
せ
ず
、
f

な
く
彼
等
は
能
率
證.

Q

意
流
を
放
置
す
る
の
狀
態
齒
っ
て
ゐ
る
こ
.と 

力
、.
彼
に
依
っ
.て
確
め
ら
れ
て
I

O

し
か
I

働
能
率
は
こQ

作
業
意
志
の
存
否
に
拘
ら
ず
增
加
し
て
ゐ
た
。
ま
た
彼
の
云
ふ
所
に 

八
時
馨
働
f

.霖

時

rr
s

i

i限
論
の
'撥

頭
.
 

山、
じ

(
，,，

，〕
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.八
：時
間
勞
働
論
ミ
勞
働
時
IH
J
最
適
限
論
の
狻
頭 

六

八

(

六
七
S 

依
れ
ば
、
.
.以
前
に
彼
の
i

に
於
い
て
勞
働
者
の
所
得
增
加
の
要
求
に
應
じ
て
1

ク
リ
ス
マ
ス
の
前
十
一
月
に_

.
九
時
間
勞
働
に 

對
し
て
一
時
間
の
殘
f

行
ゆ
し
'め
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
、
そ
れ
は
凡
そ
二
週
間
の
後
に
至
っ
て
、
能
率
的
に
は
全
く
効
果
の
な
い
も 

の
.と
ょ
つ
て
了
9
^
>
0い
1
こ
と
で
あ
る
。
其
處
で
彼
は
ヒ
れ
ポ
の
事
情
を
線
合
し
て
、
短
勞
働
時
問
に
對
す
る
增
加
し
た
作
業
速
度 

n

貭
應
は
、
熒
働
容
の
好
意
も
、
作
業
意
志
も
、
賃
銀
增
加
の
意
慾
も
必
要
と
し
.な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
全
く
無
意
識
的
に
、
自 

動

.̂

に
行
は
れ
る
も
の
で
あ
，る
、
と
云
ふ
。
し
か
も
彼
は
こ
れ
に
附
言
し
て
*■假

令

へ「

確
か
に
惡
意
の
存
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
場
合 

に
於
い
て
さ
へ」

、
そ
れ
は
時
間
短
縮
の
右
の
効
果
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
と
云
ふ
。

し
か
し
吾
々
は
ア
ッ
ベ
の
お
の
觀
察
を
そ
の
ま
X
楚
認
す
る
こ
と
は
出
來
な
いo 
#

々
は
何
時
.で
も
作
業
意
志
の
够
在
が
、
、
一
般
に 

勞
_
盏
の
主
觀
的
如
度
の
如
何
が
、
1

に
對
し
て
重
要
な
.意
義
を
持
っ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
.し
得
な
い
。

し
か
し
吾
々
は
先
づ 

勘
の1

K

ふ
や
う
に
、
作
業
意
®
め
異
狀
な
緊
張
感
が
さ
う
永
く
續
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
こ 

の
異
常
な
作
業
章
志
が
勞
働
者
の
意
識
の
表
面
か
ら
拭
ひ
去
ら
れ
て
了
っ
た
後
に
は
何
が
殘
さ
れ
て
ゐ
る
か
。
私
は
此
處
に
勞
働
者
の 

h
桌
こ
#
す
る
.、M

的
な
態
度
に
二
っ
の
層
を
區
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
。
そ
の
一
っ
は
意
識
の
表
面
に
强
く
顯
在 

し
、
冶
っ
て
勞
働
容iEDW^

こ
れ
を
自
覺
し
っ
、
あ
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
一
っ
は
勞
働
者
の
意
識
に
潜
在
し
、
從
っ
て
往
々
に
し
て
彼 

等
自
ら
こ
れ
を
自
覺
i

f

な
く
過
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ッ
ベ
は
彼
の
勞
働
者
が
結
局
は
完
全
に
無
意
識
にg

u
k
o
m
m
e
n
u
n
-

 

b
e
w
i
t

作
業
速
度
の
增
洳
に
順

應
し
た
と
述
べ
て
ゐ
る
場
合
に
、
傲
ほ
吾
々
は
其
處
に
彼
等
の
意
識
に
積
極
的
な
作
業
意
志
、
或
は
.
 

少
く
と
も
新
®

速
度
の
順
應
を
妨
げ
^S

主
觀
的
態
度
の
潜
在
を
考
へ
る
こ
と
が
出
來
ょ
う
。
更
ら
に
彼
は
勞
働
者
の
意
識
に
惡
意

■
 

v

ein 

b

f 

r 

W
i
l
l
e

 

.が
存
し
て
も
、
そ
れ
が
陣
窖
的
な
作
用
を
持
っ
も
の
で
な
い
と
考
へ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
此
の
場
合
彼
の
一K

ふ
惡
意 

は
彼
の
例
說
か
ら
見
る
と
、
例
へ
ぱ
勞
働
盏
の
意
識
的
银
產
制
限
也
あ
るc

a

o*a
n
n
y

で
は
な
く
、
英
國
の
勞
働
組
合
と
そ
の
組
合
員 

達
が
八
時
叫
勞
働
問
題
に
對
し
て
持
っ
て
ゐ
た
所
の
、
時
fi
l
l短
縮
に
依
る
同
僚
失
業
衮
の
就
職
可
能
に
關
す
る
希
望
で
あ
り
、
豫
想
で 

あ
る
。
そ
し
て
ア
ッ
ベ
は
英
國
勞
働
若
に
こ
の
種
の
希
望
と
豫
想
が
存
し
た
に
も
.拘
ら
ず
、
知
ら
ず
識
ら
ず
の
裡
に
彼
等
の
生
產
能
率 

は
！
？

進
し
た
と
云
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
私
は
勞
働
者
の
意
識
に
こ
の
種
の
意
慾
が
假
令
へ
顯
在
し
て
ゐ
て
も
、
そ
れ
が
菜
し
て
能
率
の 

增
迆
に
ど
れ
だ
け
陣
辔
的
な
作
用
を
及
ぼ
し
得
る
か
、
遊
だ
疑
問
で
あ
る
と
一M

は
ね
ば
な
ら
ぬ
0
況
ん
や
こ
れ
を
以
っ
て
彼
の
や
う
に 

勞
働
教
の
惡
意
と
稱
す
る
こ
と
に
は
"
私
は
賛
同
し
難
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
ア
ッ
ベ
を
し
て
勞
働
者
の
主
觀
的
態
度
に 

就
い
て
右
の
や
う
な
樂
觀
的
觀
察
に
立
ち
至
ら
し
め
た
理
由
は
、
私
の
a
る
所
で
は
.
' 
彼
の
勞
働
者
達
が
そ
の
坐
活
の
全
部
面
を
通
じ 

て
比
較
的
平
皆
無
事
に
過
ご
し
^
た
か
ら
で
あ
ら
う
と
想
像
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
私
は
此
の
點
に
關
し
て
ツ
ィ
ス
エ
場
ぬ
於
け
る
ア
ッ 

ベ
と
い
ふ
人
格
の
存
在
が
、
勞
働
苕
の
意
識
に
-
彼
の
言
葉
を
以
っ
て
す
れ
ば
、
無
意
識
的
に
*
相

當

に

大

き

な

影

響

を

持

っ

て

ゐ

た

'
 

こ
と
を
金
然
否
定
し
去
る
こ
と
が
出
來
な
い
だ
ら
う
と
考
へ
る
。

'

.:

史
ら
に
ア
ッ
ベ
は
、
彼
の
勞
働
啻
の
能
率
の
增
進
が
勞
働
者
の
苹
齡
並
に
仕
事
の
種
類
の
相
違
と
重
要
な
關
聯
を
持
っ
か
否
か
を
檢 

1^*
し
て
ゐ
る
-0
そ
の
內
4
齡
と
の
關
Jt
に
就
い
て
は
、
次
表
の
や
う
な
結
报
が
得
ら
れ
て
ゐ
る
。

部

齡

段

措

.

馨

數

.
霧

齢

.

.

■

績
年
數
.

L

ニ
ニ
丄
ー
五
歲 

三

四

ニ

三

、
五

歳

五

ノ

ゑ

年

五

1
,
三

六

气

ニ
 

• 

'
ニ

セ

、九 

:
.八
時
叫
勞
働
論
ミ
勞
働
時

[|
;
]
最
適
限
論
の
擡
頭

 

> 

六

九

.(

六
七
五

)



八
時
問
勞
拗
論
ミ
勞
拗
時

|;
|
]
龄
適
阪
論
の
擡
頭

七
，〇 

七11、

六 

七
四
、
’
八 

七

〇

*「 

七
四

、
三 

七

一

、
九

(

六
七
六

)

一
：
六
、
七

一
一
四
、
九

一
一
五
、
八 

一
一
七
、
四

一
一
六
、
ニ

ニ
五—

三
〇
歳 

六

九

二

七

、一

達
 

七
、九
^

六

ニ

、
.ニ 

三

〇

丄

モ

|

.

.

六

九

三

二

、
ニ

歲

一

〇

'

年

' 

六

五

、
一 

1

一
！
五
丨
四
〇
歳
. 

四
〇 

三
七
、
七

歲

ニ

ー

、
七

卬

六

〇
、
六
一 

四
0
歲
以
上 

ニ
ー 

四五、三歳
一
五
、三年六一一一、三
 

平

均

(
合
計)

ニ
三
三 

三
一
、六

歲

九

、
力
年

六

一
、九

.

(

本)

©
銀
ハ「
プH 

ニ
ツヒ

L

デ
ア
ルo

(

註
L)

最
高
五ir
歳
，
最

低

ニ

ニ

歳

.

(

註
2〕

最
高
彐
三
年
、
最
低
四
年 

.

.

ア
ッ
ベ
は
こ
の
問
題
に
對
し
て
尔
齡
の
相
違
、
特
に
最
浩
年
者
と
最
長
年
者
と
の
叫
に
能
荜
變
化
の
相
違
が
現
は
れ
は
し
な
い
だ
ら 

う
か
、
と
い
ふ
唯
だ
一
っ
の
豫
想
を
持
っ
て
ゐ
た
。
そ
の
た
め
に
右
の
表
に
依
つ
て
明
か
で
あ
る
や
う
に
、
時
ni
l
短
縮
の
影
響
は
*
彼 

の
場
合
.に
は
、
觅
る
べ
き
影
響
を
認
め
得
な
い
と
結
論
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
吾
々
は
、
彼
の
こ
の
結
論
に
も
拘
ら
ず
、
右
の
表
を
そ
の 

ま
、
に
承
認
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
で
あ
ら
う
か
。
通
常
勞
働
諸
は
そ
の
全
生
產
哔
齡
を
通
じ
て
最
も
體
カ
の
旺
盛
な
時
期
は
ニ
五
I 

三
五
歲
で
あ
る
と
一K

は
れ
て
ゐ
る
.。
ア
ッ
べ
の
右
の
表
は
こ
の
事
實
を
•一
 

部
分
裏
書
す
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
-
と
私
に
は
思
は
れ
。 

蓋
し
一
一
十
五
歲
以
下
及
び
三
十
五
歳
以
上
の
^
働
若
は
、
そ
の
中
即
の
年
齡
の
も
の
に
比
較
し
て
、
體
カ
に
於
い
て
多
少
と
も
劣
る
も 

の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
程
度
の
時
間
短
縮
の
効
果
は
强
苕
に
對
す
る
ょ
り
は
、
寧
ろ
弱
者
に
ょ
り
强
く
現
ほ
れ
て
來
る
喾
で
あ
る
と 

考
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
觀
察
か
ら
す
る
と
、
ア
ッ
ベ
の
得
た
結
果
で
は
-
唯
.だ
ニ
五—

三
〇
歲
の
も
の
が
、
最
强
者

と
は
兑
ら
れ
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
仕
事
の
要
求
す
る
體
カ
の
大
小
の
問
題
と
も
勿
論
關
係
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
一
 

般
的
兑
解
か
ら
の
こ
の
一
つ
の
逸
脫
も
こ
の
こ
と
か
ら
說
明
し
得
ら
れ
た
か
。
或
は
ま
た
他
に
說
明
す
べ
き
理
由
が
存
す
る
か
。
何
れ 

に
し
て
も
ア
ッ
ベ
が
、
此
處
に
一
つ
の
興
味
あ
る
規
則
的
な
結
果
を
得
な
が
ら
、
最
若
年
著
が
最

も

活

氣
旺
盛
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
な 

5
V"識
的
な
豫
想
の
た
め
に
右Q

彼Q

結
論
以
上
に
問
題
を
麗
せ
し
め
得
な
か
つ
た
/

0

と
は
、
菩
々
に
取
つ
て
甚
だ
！

し̂
い
こ
と
で 

あ
る
。
し
か
し
彼
の
時
代
に
こ
れ
を
望
む
方
が
、
或
は
無
理
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。

.

:

次

ぎ

に

H
事
の
輒
鉱
と
能
难
變
化
の
關
聯
に
就
い
て
は
' h

ッ
べ
は
次
ぎ
の
や
う
な
結
果
を
得
て
ゐ
る
。

人
一
時
間
ノ
平
均
货
銀

作

業

ノ

種

類

レ「

1
、
レ
ン
ズ
嵌
込
作
業(

繊
細
ナ
手
エ
作
業)

勞

働

密

數

平

均

苹J

2
業作 诰 製 ズ作械勝 

8

4

願
微
鏡
磨
研
作
業

ソ
ノ
他
ノ
磨
研
作
業(

事
ラ
手
工
作
業〕

1
4、
機
械
磨
硏
作
榮

^

5

*整
理
作
業(

專
ラ
手
工
作
業)

一C
、
.韵
立
作
榮(

牛
；ト
グ
テ
手
工
作
^)

7
、
旋
盤
及
截
斷
作
業(

翦
ラ
機
械
作
業)

磨
研
及
漆H

作
業
手
エ
作
業
/-
:
、
、

)

印
刻
作
業(

手
工
作
粢
ノミ

：}

八
時
問
勞
働
論
ミ
勞
働
畤
間
最
適
限
論
の擡
頭

' *~ ~ ** ―* _ . _ .
五 七 三 o  ニ 九 九 〇 一

三一 
三
三 

ニ
六
'1 

三
ニ
、
一
 

三一

、
七 

三
六
、九 

，三
五
、
ニ 

三
四
、
七 

一1

七
、
ニ

平

句
 

勤
續
年
數八 七

气 ニ ー 一 八 五 七 三 ニ  

八 ニ ー  六 二 八 五

九
時
間 

七
ニ
、八 

七
九
、一

六
〇
*•四 

五
ニ
、
ニ 

.六
五
、
五
.
 

六
六
、
六 

五
七
、
六 

i

、
八 

五
六
、
一

八
時
間 

八
四
、九 

八
六
、
艽 

七0
、

五 

六
ニ
、〇 

七
.六
、
七 

七
八
*
五 

六
八
、〇 

六
三
、
三 

六
六
、九

i

七

一
一
六
、
六 

一
〇
九
-四

一
一
六
、七

一
一
八
、
八

一
一
七
、
一

一
一
七
*九 

二

八

'

一
一
七
、七

一
一
九
、
三

(

六
七
七)



榮作肋
八
時
間
勞
働
論V

勞
働
時
間
最
適
限
論
の
搗
頭 

鑄
造
作
業(

手H

作
業
ノ
ミ) 

六 

木
工
作
業C

1

部

手

一

部

機

械

作

業

)

•，
一

 

五 

製
本
、
製
凾
作
業
ハ
主
ト
シ
テ
手
エ
作
®

六 

平

，

均 

(

合
計〕

ニ
三
三

七
1

1
(

六
七
八)

三
六
、
ニ

九

、七

五

六

、四

六

四

、八

ニ

四

，九 

三
五
、
二

一
 

〇、五
五
ニ
、三
ム
ハ
ー

一、
ガ

1:
5

、
三 

三0
、

四

六

、
四

五

五

、七

六

ニ

、
八 

一
一
二
、七 

三
一
、
六

.九
、
六

六

一

、
九

七

一

、九

ニ

六
、
一一

ア
ツ
べ
は
仕
事
の
種
類
は
多
様
で
あ
る
が
、
そ
の
各
々
に
於
け
る
醫
木
H
:勞
働
者
數Q

少
な
い
こ
と
を
遺
憾
と
し
て
ゐ
るo

し
か
し 

そ
れ
で
も
尙
ほ
彼
は
右
の
表
に
示
さ
れ
た
結
果
か
ら
、
凡
そ
次
ぎ
の
や
ぅ
な
概
括
に
達
し
て
ゐ
る
。
即

ち

、

(

一)

勞
働
能
率
の
最
も 

上
#
し
て
t

Q

は
、
そ
の
大
部
分
が
機
械
作
業
で
t

所Q

气

7

、
U €

作
業
で
あ
？

*
そ
れ
等
は
總
べ
て
粗
雜
な
議
で
あ 

ス
'一
こ
‘れ
に
對
し
て
、(

ニ〕

時
問
能
率
- %
加
の
最
も
少
な
い
の
は
2

の
繊
細
な
る
作
業
で
あ
る
。
そ
し
て
全
體Q

.

平
均
が
日
能
率
に
於 

い
て
三

、
三

畲

加
し
て
ゐ
る
の
に
、こ
の

作
業
の
場
合
に
は
反
對
に
約
三

^
減
少
し
て
ゐ
る
。
し
か
も
他
の
總
べ
て
の
作
業
が
日
能
率 

の
^
力
を
タ
て
ゐ
る
の
に
こ
の
作
業
た
け
が
日
能
率
の
促
下
を
示
し
て
ゐ
るo

こ
れ
に
對
し
て
ア
ツ
べ
は

、

そ
れ
は
恐
ら
く
^
然
の 

こ
と
で
は
な
く
、
こ

の
纖
細
な
作
業
に
於
い
て
は
八
時
問
は
旣
に
最
適
限
を
過
ぎ
て
ゐ
る
、
と
考
へ
て
ゐ
る
，
そ
れ
は
暫
ら
く
措
い
て
、 

ア
ツ
べ
Q
f
-
結

涇

、
時g

羅

Q

影
響
が
麗
な
る
作
業
と
細
密
な
注
意
を
要
す
る
作
業
と
に
對
し
て
相
當
に
異
つ
て
ゐ

る

こ

と
 

を
示
し
て
ゐ
る
の
は
、
吾

々

に
遊

だ
暗

示

的
で
あ
る
と
云

は

ね
ば
な
ら
な
.い
。
 

'

以
上
勿
く
ノ
八
時
11
1
1勞
働
に
關
す
る
ア
ツ
ベ
の
一
年
叫
の
實
驗
的
觀
察
の
結
果
を
顧
る
と
-
廣
く
勞
働
科
學
の
立
場
か
ら
見
て
、 

彼
の
硏
r
は

今

日

倚
ほ
五
！！.々

に
對
し

て

遊
だ

興
味
あ

る

も
の
で
‘
る
。
そ
し
て
彼
は
元
來
物
理
學
者
で
あ
つ
た
に
拘

ら

ず

、
勞

動

時

ni
l

 

知
新

問
題
に
就
い
て
ょ
く
有
效
な

る

科
學
的
立
場
に
立
ち
得
た
こ

と

は

、

誠
に
吾

々

の
尊
敬
に
價
ひ
す
る
所
で
あ
る
。
し

か

も

倚

樣

!

货
紀
末
以
來
今
11
|

:
紀

の

初

頭

に

か

け

て

、

勞
働
時
間
の
短
縮
、
特

に

ま

た

八

時

冏

勞

働

の

經

驗

は

相

當

に

廣

く

各

國

に

於

い

て

見

ら

れ
 

る

所

で

あ

っ

奈

、
こ

Q

實

羅

驗
£

す

る

個
別
的
な
硏
究
と

し

て

今

日

尙
ほ
吾
々

q

一 

顧
§

ひ

す

る

も
の

は

、

先
づ
彼
の
硏
究 

と
べ
ル
ギ

i
r
N

 

u

モ
ン

Q
.

硏
究
で

あ

る

。

後
若
S

に

そ

S

期
間
S

る
愼
豪
硏
究
に
於
い
て
特

徵

を

認

め

I

べ

き

も

の

と
 

す
れ
ば
前
容
は
問
題
を
深
く
究
め
ょ
ぅ
と

す

る

態
度
に
於
い
て
價
値
を
認

め

ら

る

べ

き

も

の

で

あ

ら

ぅ

o

兩
者
共

に

、

勿
論
今

日

の
 

好

々

t

兑
れ
ば
•

そ

Q

S

硏
.究
に
就
い
て
尙
ほ
贷
な

批
評
や
希
.
f

添

加

為
f

Q

2

る
が
、
彼
等

Q

研
究
は
そ

れ

自
分 

が
立
派
に
勞
働
利
學
的
硏
究
で
あ

る

と

見
做
し
て
い
X
も
の
で

あ

る

。

そ

し

七

旣

に

今

か

ら

四

十

年

前

に

、

當

時

未

だ

心
理
學
背
も
亦 

4

,

理
櫸
荞
も
產
業
勞
働

の

現
實
に
未
だ
充
分
近
づ
き
得

な

か

っ

た

時

代

に

、

フ
ロ
モ
ン
も
ア
ッ
べ
も
自
己
經
營
の
雇
_
勞
働
者
に
就
い 

て

自

ら

獲

霞

科

摩

的

觀

察
を

加
へ
て

、

生
理
學
並
に
心
理
學
の
硏
究
に
新
し
い
分
野
を
示
し
得
た
こ

と

は

、

时
人

も
記

憶

し

な

け
 

れ
ば
な
ら

ぬ

所
で
あ

る

。

更

ら

に

ア

ッ

べ

を

し

て

八

時

問

勞

働

の

實

施

に

至

ら

し

め

た

の

は

、

レ

イ

の

著

作

へ

驻

四

六

〕

で

あ

つ

た
こ
と 

、

彼
が
ま

た

レ
イ
の
八
時5

E

最
適
限
論
を
踏
襲
し
た
こ
と
X
が

記
憶
さ

る

べ

き

こ
と
で
あ

る

。

-

I

H
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德
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濟
學
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社
會
政
策
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叢
第一

册
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H

場
法
と
勞
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問
題
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明
治
四
十
一
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3)

同
氏
著
‘
國
民
經
濟
_
話

大

正

十
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u
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以
下
ア
ッ
べ
の
所
論
に
關
し
て
は
、

一
々
引
用
i

の
指
示
を
翁
略
し
た
い
と
思
ふ
。
 

s
i
l

五)

努
働
時
間
短
縮
と
關
職
す
る
諸
辦
情
に
關
し
て
、•
以
上
の
叙
述
を
綜
合
し
、
且
っ
靈
限
の
決
定
の
た
め
に
、
ア
ッ
べ
は
參
考
の
た 

八
•
時

間

勞

働

論

w

勞
働
時
問
最
適
限
詾
の
據
頭
.

' 

ノ

七
三
、

(

六
七九

；}



八
時
間
勞
働
論
£
努
働
時
間
最
適
限
論
の
擡
頭 

, 

七

四

(

六
八
〇)

め
に
次
ぎ
の
や
う
な
方
程
式
を
、
罟
々
に
與
へ
.て
ゐ
る
。
私
も
亦
讀
者
の
參
考
の
た
め
に
そ
れ
を
此
處
に
移
し
て
見
ょ
う
。 

v

=

w

v

n

a

p

+

-c
o
p
^

(

-
i
:

—

一+ Y.a.E =

 L

X
2
4
—

3
ソ

8
P 

-
f
-D
O
p
, 

) 

+ 

Y.a 
H
.*
-■•分(

这
I
M
W

0 

0
2 
n

?
 S
O

0
0
,
fe
j
u
t 胬
馮
吋
知 
r
 

i
p

 
が
菏
馮
0
蒗
馘
外
如
-

f
0

^

i

l

m
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註
四
六)

レ
イ
の
諧
作
は
一
八
九
七
年
に
獨
譯
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
參
考
の
た
め
に
指
摘
し
て
磴
か
う
。

J. 

I
R
a
e
,

 

D
e
r

 

A
c
h
t
.
t
-
I
n

fxe
n
-
A
r
L
e
i

.vt
a
e
, 

100
9
7.

六

以
上
私
は
，主
と
し
て
、
滞
世
紀
終
末
ょ
り
今
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
飯
勞
働
時
1!
5
]論
と
し
て
、

レ
イ
、
ブ
ッ
フ
、
及
び
ア
ッ
ベ
の
八 

時
|:
'
«
1勞
働
論
、
即
ち
八
峙
|:
1
1勞
働
最
適
限
論
‘
概
婴
を
兑
た
。
こ
の
三
者
の
研
究
は
內
容
的
に
は
互
に
違
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

レ
イ 

は
取
ら
英
國
を
中
心
に
し
て
各
地
に
於
け
ス
-勞
働
時
叫
の
短
縮
、
特
に
ま
た
八
時
|!
'
.
1勞
働
の
實
際
經
驗
を
廣
く
求
め
、
そ
れ
に
彼
の
主 

張
を
戏
礎
づ
け
ょ
う
と
し
て
ゐ
る
の
に
對
し
て
、
ブ
ッ
フ
は
主
と
し
て
勞
働
に
關
す
る
印
；理
學
的
觅
解
に
迤
づ
き
、
彼
の
勞
働
の
限
界 

强
度
现
論
を
以
っ
て
、
過
去
の
勞
働
時
|1
1
]短
縮
の
實
際
經
驗
を
克
服
し
ょ
う
と
企
て
、
ア
ッ
べ
は
自
家
經
營
の
勞
働
者
に
八
時
|!
}
1煢
働 

の
實
驗
を
.行
ひ
、
こ
れ
を
愼
茁
に
理
解
す
る
こ
と
に
依
っ
て
彼
の
主
張
を
確
立
し
て
ゐ
る
。
し
か
も
三
者
共
に
勞
働
時
間
の
短
縮
が
勞 

働
、
從
っ
て
ま
た
勞
働
者
に
及
ぼ
す
影
響
を
勞
働
科
學
的
に
理
解
し
、
そ
れ
に
恶
づ
い
て
八
時
間
潢
適
限
論
に
達
し
て
ゐ
る
點
に
於
い

1

I

I

I

I

!
!

て
、
全
く
軌
を
一
に
し
て
ゐ
る
。
と
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
レ
ィ
の
見
解
が
ブ
、ゾ
フ
及
び
ア
ッ
ベ
の
見
解
を
貫
通
し
て
ゐ
る
と
、
云
ふ
方
が 

•正
し
い
で
あ
ら
ぅ
。

私
が
本
論
に
於
い
て
主
と
し
.て
と
の
三
者
の
硏
究
を
取
り
擧
げ
た
理
由
は
、
.彼
等
が
等
し
'ぐ
產
業
勞
働
に
關
し
て
生
理
學
並
に
心
.理 

學
の
應
用
硏
究
の
範
圍
を
示
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
點
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
點
で
は
彼
等
は
.、
.
私
が
先
き
に
問
題
に
し
た
、
高
賃
銀
論
者 

達
の
後
を
受
け
て
、
彼
等
と
共
に
後
の
勞
働
科
學
的
研
究
に
對
し
て
は
、
同
様
の
貢
献
を
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
私
が
今
問
題
に
し
た 

短
勞
働
時
問
論
奢
達
の
兒
解
は
、
先
き

の
高
賃
銀
論
者
達
に
比
較
し
て
、
勞
働
科
學
の
龙
.場
か
ら
は
遙
か
に
進
歩
し
た
も
の
で
あ
る
と 

云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
れ
は
云
ふ
迄
も
な
く 

•
彼
等
の
主
張
で
あ
る
勞
働
時
問
最
適
眠
論
贮
關
し
て
^
あ
る
。
し
か
し
勿
論
こ 

れ
に
關
す
る
彼
等
の
觅
解
は
、
今
日
の
五
：！
々
か
ら
見
る
と
、
批
判
す
ベ
'，き
多
く
の
も
の
を
持
っ
て
ゐ
る
。
し
か
も
彼
等
が
疋
し
く
勞
働 

科
學
的
立
場
か
ら
、
短
勞
働
時
|!
1
]論
の
發
展
と
し
て
、
明
確
に
八
時
||
|
1最
適
限
論
に
達
し
た
貢
献
は
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
ス
-0 

こ
の
點
に
就
い
て
私
が
多
言
を
費
す
代
り
に
、
彼
等
の
主
張
が
後
の
勞
働
科
學
硏
究
者
に
依
っ
て
如
何
.様
に
受
け
繼
が
れ
て
ゐ
る
.か
を 

示
し
た
方
が
よ
り
適
當
で
あ
ら
ぅ
。
こ
の
問
題
に
重
要
な
關
心
を
拂
つ
た
の
は
ff
i
. 

<
1
0
0と

io
.
L
i
p
m
s
n

で
あ
る
。
こ
^
 

等
の
努
働
科
斟
者
は
確
か
に
彼
等
よ
®
も
そ
の
科
學
的
態
度
に
於
い
て
遙
か
に
愼
重
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
張
は
大
體
彼
等
の
主
張
：に
非 

常k

近
い
に
も
拘
ら
ず
、
彼
等
の
や
ぅ
に
直
截
に
は
八
時
問
最
適
限
論
を
主
張
す
る
に
は
至
つ
て
ゐ
な
い
。
孰
れ
か
と
^

へ
ば
、
ヴ
ァ 

丨

ノ
ン
は

.レ
ィ
と
等
し
く
、
勞
働
時
問
短
縮
の
經
驗
を
廣
く
求
め
て
、

レ
ィ
の
や
ぅ
に
ー
般
的
な
結
論
贮
容
易
に
達
し
な
い
で
ゐ
る
。 

(

註
四
七)

し
か
し
リ
ッ
プ
マ
ン
の
沄
ふ
所
に
依
れ
ば
、「

八
時
間
勞
働
は
恐
ら
く
總
べ
て
の
エ
業
の
勞
働
時
問
の
最
適
限
の
平
均
と
し
で 

八
時
|!
1
]勞

働

論

ミ

勞

働

時

||
!
]
最

適

眼

論

の

擡

頭

 

、
 

七

五

(

六

八

一

)



m

八
時
|:
1
]勞
働
論
ミ
熒
働
時
間
最
適
眼
論
の
搂
頭 

.
七

六

(

六
八
ニ)

出
て
來
る
最
適
限
で
あ
る
。
し
か
し
個
々
の
工
業
及
び
個
々
の
作
業
の
最
適
限
が
或
は
そ
れ
以
上
に
、
或
は
そ
れ
以
下
に
、

こ
の
平
均 

最
適
阪
か
ら
相
當
に
離
れ
て
ゐ
る」

0(

註
四
八)

そ
し
て
こ
の
リ
ッ
ブ
マ
ン
の
言
葉
は
ま
た
ヴ
H
1
ノ
ン
の
見
る
所
と
略
々
一
致
し
、
私
は 

こ
れ
が
今
日
の
努
働
科
學
苕
の
最
適
阪
に
關
す
る
代
表
的
見
解
で
あ
る
と
宏
っ
て
い

X

と
考
へ
て
ゐ
るo

こ
の
今
日
.の
勞
働
科
學
者
の 

见
解
と
レ
ィ
以
下
の
八
時
卯
最
適
限
論
の
主
張
と
の
問
に
は
、
後
者
が——

三
者
共
に——

最
適
限
は
理
論
的
に
も
實
際
的
に
も
勞
働 

紫
侗
人
と
作
業
の
種
類
に
依
っ
て
異
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
尙
ほ
一
般
的
な
主
張
に
達
し
て
ゐ
る
の
に•

前
者
は
そ
の 

科
學
的
な
愼
筮
さ
に
於
い
て
、個
々
の
場
合
の
最
適
限
の
差
に
11
點
を
置
い
て
ゐ
る
と
い
ふ
點
の
相
違
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
0 

從
っ
て
實
際
的
な
主
張
と
し
て
は
兩
客
の
叫
に
你
ほ
多
少
の
問
隔
は
存
す
る
が
、
理
論
的
に
は
全
く一

致
し
て
ゐ
る
と
云
っ
て
い
>
譯 

け
で
あ
る
。(

註H

九)

か
く
て
僅
か
に
生
理
學
容
と
.心
理
學
客
が
今
日
.の
勞
働
科
學
的
研
究
に
漸
く
注
意
し
か
け
た
時
代
に
、

レ
ィ
、
ブ
ッ
フ
、
ア
ッ
ベ
等 

に

依

っ

て

、

勞

働

時
!!
!
]
に

關

す

る

勞

働

科

學

上

の

重

要

問

題

が

明

瞭

に

提

起

せ

ら

れ

て

ゐ

た

こ

と

を

、

今

や

讀

者

は

こ

れ

を

よ

く

理

解
 

し
得
ら
れ
，た
で
あ
ら
う
。

你
ほ
本
誌
の
讀
盏
の
た
め
に
左
の一

S

を
此
處
に
指
摘
し
て
置
く
こ
と
は
無
益
で
.は
な
か
ら
う
と
考
へ
る
。
前
世
紀
終
末
の
短
勞
働 

時
叫
論
は
多
為
會
称
學
者
の
見
解
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
や
う
に
"
彼
等
の
見
解
の
內
に
は
、
私
が
本
論
中
に
指
摘
し
た 

. 

勞
働
科
學
的
■
礎
見
解
の
外
に
、
國
民
經
濟
學
的
、
ま
た
經
營
經
濟
學
的
考
案
が
多
く
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
取
り
擧
げ 

る
方
が
寧
ろ
讀
者
の
興
味
に
遙
か
に
一
致
し
た
か
も
知
れ
な
い
が
‘
そ
れ
は
ま
た
別
の
機
會
に
讓
”
た
い
と
思
ふ
。
し
か
し
私
は
此
處

に

w
.w

e
r
n
h
a
r
d

の
俯
究
f
i
五
〇)

の
存
往
を
指
摘
し
て
、
一
先
づ
本
論
を
終
り
た
い
と
思
ふ
。
彼
の
研
究
は
主
と
し
て
社
會
科
學
の

立
場
か
ら
、
過
去
の
短
勞
働
時
11
1
!論
の
持
っ
諸
問
題
を
適
當
に
總
括
し
得
て
ゐ
て
、
恐
ら
く
讀
者
の
興
味
を
惹
く
に
足
る
で
あ
ら
う
。 

(

註
四
七)

ff
i
. JVI. .Vernon, 

Industrial "Fatigue 

aadwfHciepcy, 1921, 

f>p, 62-72.

Vernon, T
h
e

 

shoror w
o
r
k
i
n
g

 

^1
9
3
4
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勺p. 112-114.

(

註
四
八)

L
i
p
m
a
§
,

 

D
a
s

 ArLeitszeitprob-e3
, s. 

I
A

 

尙
ほ
本
書
の
附
論(c. 

A
n
h
S
n
g
e
,

 

S. 

4CO
1

V3
を
參
照
。

(

註
四
九)

旣
.に
f

高
賃
銀
論
者
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
葙
力
な
短
勞
働
時
間
論
者
で
あ
っ
た
プ
レ
ン
タ
ノ
ー
は
、
そ
の
後
勞
働
時
間
短
縮
の 

限
#
に
就
い
て
考
傲
L
て
ゐ
る
の
で
*
木
文
ホ
に
こ
れ
を
指
摘
す
る
答
で
あ
っ
た
が
、
都
合
に
依
っ
て
そ
れ
を
中
止
し
た
。
こ
れ
に
就
い
て
興 

，
味

を

持

た

る
A
朦
者
は
次
ぎ
の
も
の
を
見
ら
れ
ん
こ
と
を
題
む
。

L
,

tdrenta 
ロ o, 

Arbeiislohn und 

Arbeitszeit nach 

d
e
m

 Icrise, 

1919, 

s. 

16-17.

(

註
:«
:

0

)

. 

w
.
, Bernhar 
二，H

clhaje 

A
r

f rcitsinteniitst 

bei 
广

ロ

3 .
0 
这

 

Arbeitszek, 

1909.

.

你
ほ
本
實
贊f

 £
2

國
に
飜
譯
紹
介
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
即
ち
次
ぎ
の
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
C 

矢
鳥
家
幸
解
說
ペ
ル
ン
ハ
ル
ド
氏
勞
働
功
程
論
大
正
三
年 

、 

.附

記

私

^
^
論
を
難
す

る
に
.際
し
て
-
當
然
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
文
献
で
見
る
機
#
を
得
な
か
っ
た
も
の
が
若
干
あ
っ
て
、
自
ら
甚
だ
遺
憾

に
感
じ
て
ゐ
る
妙
で
あ
る
が
、
そ
の
內
ゥ
ヱ
ッ
ブ
及
び
コ
ッ
ク
ス
の
共
著
に
就
い
て
は
-
先
き
に
も
述
べ
た
所
で
あ
る
。
し
か
し
此
處
に
尙
ほ 

一
Ir
'
s
? Henningsen, 

D
e
r

 Achtitundenta

oqPhy..i010gisch 

untersucht, 

Kiel 

1
00
90
.
と
云
ふ
菩
作
が
存
す
る
こ
と
を
附
記
し
て
置
か 

ね
ば
な
ら
な
い
。
私
は
未
だ
こ
の
蒂
作
の
內
容
に
多
少
と
も
觸
れ
て
ゐ
る
文
献
に
も
接
し
な
い
の
で
、
そ
れ
は
私
に
は
全
く
知
ら
れ
な
い
も
の 

.で
あ
る
が
、
旣
広
そ
の
表
題
が
本
論
の
目
的
と
一
致
し
て
ゐ
る
だ
け
に
、
こ
れ
を
見
得
な
か
っ
た
こ
と
は
誠
に
遺
憾
で
あ
っ
た
。

.
 

昭
和
十
五
年
四
月
ニ
十
五
日
稿
了 

.

'

八
時
問
勞
屢
今
勞
働
時
.
最
適
限
論
の
擡
頭 

七七へ六八三

)


