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史
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第

一

章

問

題

の

所

在
 

、

功
^
の
成
立
に
関
す
る
論
議
は
そ
れ
が
日
本
労
使
関
係
の
伝
統
的
特
殊
性
に
接
近
し
ょ
ぅ
と
す

る
傾
き
を
持
つ
も
の

で
あ
る
だ
け
に
困
1|

な 

方
法
論
上
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
年
功
制
の
主
要
内
容
と
し
て
終
身
的
雇
用
と
年
功
賃
金
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
が
、
そ
の
.こ
と

宙
体
に 

興
論
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
い
ず
れ
を
採
り
上
げ
て
見
て
も
、
そ
の
意
味
内
容
は
、
例
え
ば
雇
用
関
係
、
或
は
賃
金
体
系
と
い
っ
た
一
则
面
妁
，ぶ 

問
題
領
域
の
枠
内
で
説
明
の
尽
く
さ
れ
ぅ
る
も
の
.
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
労
使
関
係
、
■
労
務
管
理
機
構
'

生
産
技
術
内
容
、
外
部
労 

働
市
場
の
構
造
、

企
業
内
労
働
市
場
構
造

(

即
ち
労
働
力
編
成)

、

賃
金
決
定
機
構
と
賃
金
制
度

v

構
造
な
ど
の
諸
側
面
の
複
合
的
相
互
関
係
の
ti

重

簾

け

U

な
い
i

の
で
あ
る
。
I

靈

I

I

農

、
f

醫

i

f

の
史
W

変

觀

展

麗

程

と

し

て

捉

え

、
麗
の
成
立
を
可
能
と
し
た
特
定
時
点
に
於
け
る
そ
の
状
態
と
成
立
を
支
え
た
諸
条
件
と
を
追
求
し
な 

く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
に
は
現
代
諸
科
学
の
綜
合
か
ら
成
る
体
系
的
分
析
枠
組
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
今
日
の
段
階
は
ま
だ
こ
う 

し
た
問
題
に
対
し
精
緻
な
分
析
装
置
が
構
築
さ
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
^

。
従
っ
て
、

一
方
に
於
て
そ
の
た
め
の
理
論
作
業
を
進
め
る
こ

と

、

そ 

し
て
他
方
に
於
て
■

証
分
析
5

る
観
察
產
を
蓄
積
す
る
こ
と
が
我
々
の
課
題
と
な
っ
て
ぃ
る
。
こ
れ
.ま
で
に
少
な
か
ら
ぬ
研
究
が
-
了
b
 
t 

て
い
る
と
は
い
え
、
我
々
の
手
に
し
得
る
讓
事
実
は
今
な
お
決
し
て
充
分
で
は
な
い
。
か
か
る
制
度
が
本
来
企
業
内
部
に
成
立
す
る
も

の

で

あ 

る
に
も
拘
ら
ず
、
主
要
企
業
事
例
の
発
展
を
追
っ
た
研
究
も
し
く
は
讓
別
の
堀
り
下
げ
た
追
求
が
な
い
こ

と

自

体

、

讓

上

の

弱

点

と

.な
っ
て 

I

る
こ
と
は
霊
し
得
な
い
。
筆
S

本
稿
に
於
て
戦
前
<
麗

鉄

所

の

事

例
I

求
し
、
謹
的
検
討
を
加
奢
こ
と
に
よ
っ
て
右
の
弱
点
を 

補
う
こ
と
と
合
せ
、
従
来
の
理
論
仮
説
を
批
判
的
に
吟
味
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い

る

。

こ
こ
で
年
功
制
の
史
的
成
立
に
関
す
る
従

来

の

仮

説

を

整

理

し

て

お

こ

う

。

先
ず
年
功
制
の
成
立
を
説
明
.す
る
譲
に
大
別
し
て
二
つ
の
系
譜
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
大
正
末
期—

昭
和
初
期
の
不
況
期
に
そ
の
成
立
を 

認
め
る
論
I

り
大
河
内
文
献
§

隅

谷
s

 

S

 

§

.
藤

田

〔

7〕

雷

代

表

さ

れ

る

。
第
二
は
太
平
洋
戦
争
下
の
I

統
制
経
済
下 

に
成
立
し
た
と
す
る
見
方
で
あ
り
主
唱
者
に
孫
田
文
献
§

.

丹

武

谷
§

等
が
あ
る
。
こ
の
両
者
に
事
讓
識
に
相
違
が
あ
る
わ
け
で
は
な 

I

相
反
は
お
そ
ら
く
ノ
4

功
制
概
念
の
讓
に
あ
る
。
し
か
し
定
義
そ
の
も
の
に
関
し
て
共
通
の
論
議
が
充
分
に
尽
く
さ
れ
て
は
い
な
い
。

こ
こ 

で
は
定
義
の
簾
な
麗
に
立
ち
入
る
こ
と
な
く
、

第
三
者
的
视
点
か
ら
形
容
す
る
な
ら
ば
第
一
を
本
質
論
的
、

第

二

を

制

度

藤

論

的

と
 

言
い
う
る
か
と
思
う
。
顕
現
的
制
度
と
し
て
の
戦
後
に
つ
な
が
る
年
功
賃
金
、
終
身
雇
用
、
従
賣
生
活
保
障
観
念
の
成
立
を
戦
時
統
制
下
に
見 

る
に
つ
い
て
は
謹
的
裏
付
け
も
少
く
な
く
筆
者
自
身
肯
定
的
に
評
価
し
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
工
業
化
過
程
に
於
け
る
鉄
鋼
業
労
働
力
の
形
究 

と
年
功
制
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
I

使
関
f

制
度
的
側
面
I

関
連
づ
け
T

f

よ
う
と
V

の
が
筆
者
の
第
一
の
関
心
奪
あ
る
た
め
、
本

年
功
制
の
史
的
形
成
に
つ
い
て

四
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稿
の
限
ら
れ
た
紙
幅
内
で
は
第
二
の
論
点
の
実
証
的
吟
味
は
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
.
最
初
に
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
論
点
の
吟
味
、
実
証 

的
検
討
は
そ
れ
ゆ
え
主
に
第
一
の
系
譜
と
の
関
連
に
於
て
な
さ
れ
る
の
で
、
以
下
そ
れ
を
中
心
に
従
来
の
.仮
説
を
呈
示
し
よ
う
。

.

議
論
の
中
心
は
一
画
期
を
境
と
す
る
諸
制
度
の
変
質
に
あ
る
。
そ
の
.

時
点
以
前
に
は
.
年
功
制
度
は
な
い
。
そ
れ
以
後
に
年
功
制
度
は
成
立
し
た 

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
•
焦
点
は
、
成
立
以
前
に
醸
成
さ
れ
て
い
た
蕋
盤
は
何
で
あ
り
、
成
立
の
契
機
は
何
で
あ
っ
た
か
の
ニ
つ
と
な
る
。
 

つ
ま
り
、
継
続
的
側
面
と
変
化
の
原
因
な
ら
び
に
内
容
は
何
か
と
い
う
立
論
で
あ
る
。

継
続
性
に
つ
い
て
は
三
つ
の
仮
説
が
提
示
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

一
、
身
分
的
階
層
性
、
ニ
、
熟
練
度
と
年
功
の
斉
合
性
、
三
、
親
権
的
家
族 

主
義
的
風
土
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
概
念
は
多
少
の
説
明
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

一
、
年
功
賃
金
の
外
見
は
学
歴
別
初
.給
格
差
と
在
籍
者
賃
金
の
勤
続
別

(

も
し
く
は
年
齢
別)

格
差
構
造
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
史
的
実
証
に
迤 

い
て
、
藤

昍

〔

7

〕

に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
点
は
第
一
に
当
初
の
学
歴
格
差
は
そ
'
の
ま

ま
旧
社
会
，の
身
分
社
会
階
層
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
、
そ 

れ
は
企
業
内
の
職
員
、
職
工
、
臨
時
エ
な
ど
の
峻
別
さ
れ
た
階
層
構
成
に
つ
な
が
り
、
第
二
に
、
各
階
層
内
部
に
は
や
は
り
細
密
な
階
層
構
成
が 

身
分
的
な
意
味
合
い
を
も
っ
て
仕
組
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
年
功
昇
進
階
梯
に
対
応
す
る
。
企
業
内
の
機
構
と
結
び
つ
い
た
こ
の
よ
う
な
社
会
的 

身
分
的
階
層
性
の
存
続
は
年
功
体
制
を
貫
徹
す
る
一
つ
の
柱
で
あ
る
。

ニ
、
年
功
と
熟
練
度
の
奔
合
と
は
年
功
を
積
む
こ
と
、
即
ち
一
力

所
に
長
く
勤
め
上
げ
る
こ
と
と
〃
腕
が
上
る
"
こ
と
と
が
同
義
で
あ
る
よ
う 

な
社
会
的
技
術
的
蕋
盤
の
存
在
を
意
味
す
る
。
氏

原

〔

49〕

に
於
て
か
か
る
斉
合
性
が
労
働
者
集
団
内
部
に
支
配
的
な
年
功
秩
序
に
実
質
的
根
拠 

を
与
え
て
い
る
こ
と
が
実
態
調
査
分
析
に
よ
っ
て
最
初
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
技
能
に
横
断
的
通
用
性
が
な
い
こ

と

で

あ 

り
、
熟
練
の
客
観
的
莶
準
が
社
会
的
に
成
立
し
て
い
な
い
.

こ
と
と
表
裏
一
体
を
な
す
。
津

田

45〕

は
こ
れ
を
歴
史
的
に
規
定
し
た
原
因
を
日
本 

エ
業
化
の
特
殊
性
か
ら
必
然
化
さ
れ
る
エ
業
技
術
水
準
の
低
位
さ
ら
に
は
標
準
化
の
不
徹
底
4

標
準
作
業
量
不
確
定—

賃
金
決
定
基
準
の
非
客
観 

性
に
求
め
、.
兵

藤

〔

11〕

は
近
代
工
業
に
お
け
る
熟
練
が
そ
う
し
た
手
工
的
性
格
を
脱
け
切
れ
な
か
つ
た
点
を
日
本
労
使
関
係
も
し
く
は
労
磡
統

括
機
構
の
歴
史
的
性
格
の
一
規
定
要
因
と
見
る
。
か
く
し
て
熟
練
の
獲
得
過
程
は
客
観
化
さ
れ
ず
に
熟
練=

年
功
と
い
う
形
で
個
別
労
働
者
集
団 

も
し
く
は
企
業
の
枠
内
に
封
鎖
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。L

e
v
i
n
e
〔

19〕

が
年
功
制
成
立
過
程
と
し
て
強
調
す
る
の
は
、
親
方
が
統
括
す
る
作
業
集 

団
内
部
に
封
鎖
さ
れ
完
結
し
て
い
た
こ
の
獲
得
過
程
が
近
代
経
営
の
管
理
体
制
内
部
に
そ

の

ま

ま

^

^

さ
れ
ず
に
包
摂
さ
れ
る

と

い
う
変
化
の
過 

程
で
あ
る
0 

'

三
、
年
功
制
の
社
会
文
化
的
側
面
は
経
営
体
の
内
部
に
親
権
的
家
父
長
制
的
理
が
支
配
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ

は「

主
従
の
情
誼」 

大

河

内〔

31〕

.

と
い
っ
た
形
で
表
現
さ
れ
よ
う
し
、
ま

た

間〔

10〕

が
歴
史
研
究
を
つ
う
じ
て
強
調
し
た
経
営
家
族
主
義
の
思
想
と
言
っ
て
も
よ 

い
。
年
功
的
労
使
関
係
は
労
使
の
競
争
的
対
抗
関
係
と
は
相
容
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
本
質
的
に
藤
林〔

4

〕

に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
経
営—

従 

業
肩
'
の
一
元
的
関
係
に
、
労
使
関
係
が
埋
没
し
て
い
る
時
に
最
も
安
定
的
と
な
る
が
、
そ
の
中
に
か
か
る
思
想
が
支
配
し
う
る
労
働
者
側
の
基 

盤
、
家
族
主
義
が
農
村
家
族
社
会
の
存
在
形
態
と
共
に
工
場
の
内
部
に
も
ち
込
ま
れ
た
点
に
求
め
る
見
方(

大
河
内〔

30〕
)

も
あ
り
、
.

氏

原
C

48〕 

に
於
て
も
こ
の
視
点
は
継
承
さ
れ
て
い
る
。
以
上
は
年
功
制
を
成
立
せ
し
め
そ
れ
を
維
持
し
て
い
る
基
盤
、
そ
の
限
り
で
継
続
性
と
し
て
捉
え
ら 

れ
る
侧
面
を
述
べ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
次
に
変
質
の
契
機
と
内
容
に
つ
い
て
見
よ
う
。

四
、
画
期
的
変
化
と
は
、

一
九
二
〇
年

代

(

大
正
末—

昭
和
初
期)

の
深
刻
な
経
済
停
滞
期
を
特
徴
づ
け
た
就
業
機
会
の
縮
小
、
大
量
解
雇
、
失 

業
の
不
安
等
々
を
契
機
と
し
て
大
工
場
内
部
に
急
激
に
進
行
し
た
労
働
力
編
成
の
年
功
型
へ
の
再
編
成
を
内
容
と
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き 

る
。
こ
の
見
解
は
大
河
内

〔

32〕

、
隅

谷

〔

36〕
〔

38〕
〔

39〕
〔

40〕

、
藤

田

1>
〕

ら
に
共
通
す
る
が
藤
田
に
於
て
最
も
顕
著
な
図
式
化
が
行
わ 

れ
て
い
る
。
右
の
所
説
を
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
方
に
於
て
大
経
営
は
膨
脹
期
に
見
込
ん
だ
ほ
ど
大
量
の
労
働
力
を
か
か
え
こ
ん
で 

お
く
必
要
が
な
く
な
っ
た
の
で
中
高
年
齢
層
を
排
出
す
る
と
共
に
新
規
採
用
を
若
年
見
習
エ
に
限
り
、

い
わ
ゆ
る
ピ
ラ
ご
、、
ッ
ド
型
労
働
力
編
成
を 

形
成
し
え
た
。
勤
続
リ
ン
ク

男
給
を
^

本
と
す
る
^
功
賃
金
体
系
は
か
か
る
雇
用
構
造
の
も

と

.
で
初
め
て
賃
金
源
資
を
低
く
押
え
る
こ
と
ガ
で
き 

る
か
ら
こ
の
編
成
替
え
は
年
功
制
成
立
の
蕋
本
的
前
提
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
制
度
の
安
定
的
成
立
の
た
め
に
は
こ
れ
だ
け
で
は
充
分

年
功
制
の
史
的
形
成
に
つ
い
て 

四

三

(

四
ニ
五)



四

四

(

四
ニ
六)

で
は
な
V

企
#

は
反
扩
的
な
旧
型
の
古
参
労
働
者
層
を
排
除
す
る
反
面
、
忠
誠
心
の
高
い
子
飼
い
養
成
エ

を

大
量
に
進
出
さ
せ

て

基

^

エ

1

の 

系
列
を
形
成
し
絶
參
る
解
S

脅
威
に
さ
ら
さ
れ
I

Q

他

Q

労

響

層
■

順
性
、
定
着
的
志
向
性
を
.
一
層
強
化
さ
f

こ
と
に
よ
り
、

^

 

度
の
安
定
的
確
立
を
達
成
し
た
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
継
続
性
は
、

こ
の
変
化
を

境
と
し
て

|

、
企
業
内
賃
金
格
差

(

と
り
わ
け 

勤
攀
数
別)
は
よ
り
大
き
く
展
開
す
る
よ
う
に
な
り
、

ニ
、
親
方
制
下

Q

熟

謹

得

議

は

そ

の

蒙

的

證
S

持
し
つ
つ
企
響
理
体
制 

P

に
包
摂
さ
れ
三
労
使
関
係
は
企
業
内
に
封
鎖
さ
れ
経
営
家
族
主
義
が
強
調
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
以
上
に
述

V

 

.rc
s

つ 

の
仮
説
は
相
互
に
独
立
で
は
な
く
、
こ
の
変
化
過
程
を
中
心
に
融
合
す
る
の
で
あ
り
、
従
.っ
て

当
初
に
強
調
し
た
よ
う
に
こ
の
変
化
の

画
期
の
契 

機
と
杓
容
を
追
求
す
る
こ
と
が
、
年
功
制
の
史
的
形
成
研
究
の
中
心
課
題
と
な
る
。

本
稿
で
試
み
た
戦
前
八
幡
製
鉄
所
の
事
例
分
析
に
よ
る
と
、
仮
證
の
図
式
に
描
か
れ
た
よ
う
な
、
労
働
力
麗
の
年
鐘
へ
の
再
編
说
は
充 

分
に
検
出
さ
れ
得
ず
、
む
し
ろ
終
身
的
雇
用
が
か
か
る
編
成
替
え
を
伴
わ
ず
に
総
体
と
し
て
の
安
定
雇
用
の
う
ち
か
ら
制
度
化
し
つ
つ
あ
っ
た
と 

い
う
側
面
が
顕
著
で
あ
る
。
年
功
制
の
第
一
義
的
_

条
件
を
.
労
雪
の
根
強
い
定
着
性
に
見
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
年

功

型
へ
の
労
働
：フ 

編
.成
の
編
成
替
え
を
そ
.
の
前
提
と
す
る
立
場
は
か
か
る
定
着
志
向
が
外
側
か
ら
の
圧
迫

(

例
え
ば
、
外

部

労

働

市

場

に

於
け
る
就
業
機
会
の
縮

小

と

企
 

業
内
で
強
化
さ
れ
る
解
雇
の
脅
威)

に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
る
と
共
に
企
業
目
的
に
忠
誠
と
い
う
最
も
安
定
的
な
定
着
志
向
が
得
ら
れ
る
と

見
る
の
で 

あ
る
こ
れ
に
対
し
筆
者
の
分
析
に
签
い
て
、早
く
か
ら
定
着
性
が
見
出
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
再
編
成
に
よ
る

]£
迫

•
脅
威
即
ち
外
的
強
制 

に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、

一
、
.

労
働
力
の
菌
な
ら
び
に
工
業
労
働
力
と
し
て
形
成
さ
れ
る
過
程
、
ニ
、
近
代
製
鉄
業
生
産
技
術
の
性
格
、

と
に 

よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
か
か
る
仮
説
の一

般
的
検
証
は
今
後
の
産
業
別
分
析
の
体
系
的
展
開
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い 

こ
と
は
L

う
ま
で
も
な
、

以
上
は
企
業
内
雇
用
勞
働
力
の
量
：

§

変
動
か
ら
労
働
力
の
定
着
性
を
推
察
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
定
着
性
を
解
明
す 

る
た
め
に
は
当
然
避
け
ら
れ
ぬ
麗
と
し
て
次
に
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
露
力
S

も
し
く
は
労
働
の
内
容
と
定
着
と
は
い
か
に
関
係
し
て 

い
る
か
と
-
い
う
こ
と
で
t

。
こ
れ
は
労
働
力
編
成
の
一
面
を
規
定
す
る
す
ぐ
れV

技
術
的
な
要
因
と
か
か
わ
ら
し
め
て
企
業
内
労
I

曝
に
於

M

る
労
働
力
S

的
構
成
を
分
析
す
る
こ
と
で

あ
る
。
今
後
、
こ
の
側
面
の
追
求
を
深
め
る
こ
と
に

.よ
り
、

わ
れ
わ
れ
は
定
着
の
内
容
を
一
層
明

(

注

0 1)

例

え

ばD
I

P

文

献

〔

1〕

の
図
式
を
具
体
的
分
析
対
象
の
た
め
に
組
立
て
ら
れ
た
作
業
仮
説
な

し

I
接
適

用

し

て

も

充

分

な

成
果
丈
得
ら
れ
な 

V

力
つ
て
日
本
の
例
へ
の
具
体
的
な
適
用
がL

e
v
i
n
e

文

献

3

〕

に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
が
、
精

密

な

作

業

霞

は

そ

こ

で

は

ま

I
成
し
て
い
な
い
。

な
お
以
下
行
論
に
お
け
る
章
区
分
は
ほ
ぼ
製
鉄
所
の
発
展
段
階
に
対
応
し
て
い

る

。

即

ち

、

第
一
章
創
設
よ
り
日
露
戦
争
ま
で 

第
二
章
日
露
戦
争
後
よ
.り
欧
州
大
戦
末
ま
で 

第
兰
章
大
戦
後
よ
り
満
州
事
変
勃
発
ま
で 

で
あ
る
。• 

第

二

章

製

鉄

所

の

創

設

と

定

着

的

労

働

者

層
の
形
成

明
治
新
政
府
に
よ
っ
て
近
代
囊
I

成
、
軍
I

拡
充
が
f

靈

さ

れ

た

窶

、
_

崖

財

と

し
w

s

i

l

大
き
く
屢
し
た 

が
、
こ
れ
に
対
す
る
国
内
供
給
体
制
が
極
め
て
貧
弱
2

っ
た
た
め
大
半
を
輸
入
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
一
大
製
鉄
所
の
創
設 

を
望
む
声
が
朝
野
h

挙
げ
て
高
ま
る
べ
き
所
以
が
あ
っ
た
が「

製
鉄
所
官
制」

が
発
布
の
運
び
に
至
る
の
は
日
清
戦
後
も
一
八
九
六
年
に
入
っ
て 

か
ら
の
こ
と
で
あ
る
折
り
し
も
工
業
化
の
波
は
重
工
業
部E

を
捉
え
つ
つ
あ
り
機
械
工
場
な
ど
の
急
速
な
増
加
、
拡
大
傾
向
の
も
と
で
、
熟 

練
労
働
者
は
企
業
内
に
定
着
す
る
よ
り
は
激
し
い
霞
移
動
に
身
を
任
せ
た
と
さ
れ
て
い
議
部
長
と
し
て
創
設
期
の
■八
幡
製
鉄
所
の
建 

設
•

操

業

を

肇
•

指
揮
し
た
今
泉
嘉
一
郎
は
、
当
時
の
製
鉄
所
労
働
者
の
状
態
を「

出
入
常
I

所

謂

『

渡
り
人
間』

の
多
数
を
対
手
と
す
る 

の
外
な
し」
(

今

康「

鉄
屑
集」

上
巻
一
一
四
一
頁)

と
記
し
て
'い
る
。

こ
の
よ
ぅ
な
記
述
言
に
し
て
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
こ
と
は
、
当
時
の

製
鉄
所

年
功
制
の
史
的
形
成
に
つ
い
て
. 

g

 (

四
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年
功
制
の
史
的
形
成
に

て
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ニ
九)

び 名  
に 数  
運 の  

搬 土  
雜 木  
役 人  
を 夫  
主 な  
と ど  
す の  
る 不  
定 熟  
夫 練  
な 労  
ど 働  
の 者  
層 層  
が が
あ あ

た
V
%

と 主
考 作
X . 業
ら 部
れ 門
る に

o

於
建 て
設 ち
及
び 定
機
械

の

熟
修 練
理 を
エ 有
作 す
な る
ど 補
熟 助
練 作
技 業
能 従
に 事
横 者
の と
通 し
用 て
性 の
の エ
あ 夫
る
労 な
働 ら

主
作
業
に
直 
接 
参 
力n 
す 
る 
労 
働 
者 
層 
以 
外
に

補
助
部
門
に
お
け
る

所
内
雇
用
構
造
の
全
貌
を
示
す
%
の
で
は
な

業
に
従

者
の
他
に
補
助
労
働
に
従
事
す
る
不
熟
練
労
働

7Jn
さ
れ
て
お

表 1 _ 創業期各部別職工使役延人員⑴

U\
に
は

戒

が
表
2

の
例
に
示
さ
れ
る
ょ
ぅ

こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら 

大
工
、
鳶
な
ど
の
技
能
者

t

に
製

鍛
冶
な
ど
の

熟

労
働
者
及

に
少
か
ら
ず
存
在所 

内 
麗 
用 
構 
造 を  
は 知

た>*
と

供
給 . 
人 な  
を ど  
経 の  
る 既  
間 成  
接 熟  
雇 練  
用 労  
関 働  
係 者  
に が
あ 雇  
る 用  
人 さ  
夫 れ
や て  
請 い  
負 た  
作 と
業 考
に え
従 ら  
う れ  
人 る  
夫 が  
が 、 
含 こ  
ま の

れ 表
て は  
い 製  
な 鉄  
い 所  
こ の
と 直

工務部
製 銑 部 製 鋼 部 製 品 部  

(鉄鉄部)⑵ （鋼材部)⑵

年
01
02
03
04
05 

9 

9
 

9 

9
 

9 

1

1

1

1

1

人136263
139295
159981
280692
829783

人134057
79944
30629

286315
473840

94211 1085U
147947 224621

371677 
590505 
722740

資料出所：三枝 • 飯田「日本近代製鉄技術発達由, 
P. 571,

⑴職工人員とは r本所ニ於テ厲入レ直接使役シ 

タルモノナリ，受負ニ係ルモノハ之ヲ包含セズ」

⑵ 1903年以降製銑部は銑鉄部に改称，製鋼，製 

' 品両部合して鋼材部となる。

表2 製鋼部雇用構造（底傭常月]職工）1902年
主作業職工⑴ 補助作業職工⑵
掛 職工数 掛又は種別 職工数 !

転炉 24⑴⑶ 平炉原料定夫 33
転炉鋳塊 17(1) 工夫金工 49(2)
鎔銑炉 22⑴ 工夫煉瓦エ 15(1)
鋳塊 26(2) 木工 4(1)
瓦斯 38⑴ ドロマイト焙焼 12
瓦斯(製品部送付) 40 銅塊運搬定夫 21
平炉 58(2) 雑役定夫 35

倉庫番•小使 10
小 計 225 小 計 179

後 え  
に な  
考 I 、 
察 と  
す い  
る つ

及 履  
び 用  
部 に  
内 よ  
で る  
も 人
厚 員
接 の  
主 み  
作 が

資料出所：柴田伊右衛門氏所蔵， 「明治三十五^ ^
製鋼部人名録j より筆者作製。

⑴主作業掛内職工等級別編成を例示すれば以下の如之 

である。

転炉：職工長，吹製1,2, 3, 4 等エ，鎔解1 ,2 ,3等エ， 

操縦:]:，見習エ。

平炉：職工長，鎔解1,2, 3, 4, 5 等エ，抽出 1 ,2等エ，

見習エ。

瓦斯：職工長，床上 1,2. 3 等エ，束下 1 ,2 ,3等エ，変 

ェ弁職工。

⑵補助作業定夫は手伝い，運搬，原料送込，掃除など 

に従う。

⑶カッコ内は職工長の数を示す。

( 
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を
め
ぐ
る
労
働
市
場
も
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
横
断
的
構

I
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

V

解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
九
州
北
端
の

一
 

泣
村

に

日

本

議

業

確

立

へ

の

畫

を

担

っ

て

ド
ィ
ッ

.
グ
丨
テ
ホ
フ
ヌ
ン
ク
製
鉄
所
か
ら
最
新
鋭
撬
設
備
を
購
入
し
、

留
学
帰
り

‘の
気
鋭 

の
技
術
者
な
ら
び
に
ド
ィ
ッ
人
技
師
•

職

H
Q

指
揮
Q

I

に
広
大
I

鋼

j

貫
生
産H

場

Q

建
設
を
進
め
て
.い
た
大
官
営
製
鉄
所
I

内
外
で 

生
起
し
つ
つ
あ
っ
た
事
態
に
つ
い
て
、
右
の
ょ
う
な
理
論
が
解
明
し
う
る
余
地
は
か
な
り
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
今
一
歩
そ
の
内
^

 

に
分
け
入
っ
て
観
察
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

製
鉄
所
が
最
初
の
出
銑
を
行
っ
た
の
は
官
制
発
布
五
年
後
の
一
九
〇

一
年
で
あ
っ
た
が
、
初
期
の
作
業
は
必
ず
し
も
順
調
で
は
な
か
っ
た
。
こ 

の
過
程
の
内
容
に
つ
き
次
の
ニ
点
に
霊
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
は
初
期
生
産
操
業
過
程
は
同
時
に
工
場
、

諸
設
備
建
設
の
過
程
で
も
あ
っ
た 

と
t

う
こ
と
で
あ
る
。
未
開
発
の
一
寒
村
に
突
如
と
し
て
一
大
工
.
場
を
建
設
す
る
こ
と
自
体
、
先
ず
運
河
堀
鑿
、
築
港
、

鉄
道
敷
設
と
い

a

た
大 

i

を
も
含
む
尨
大
な
作
業
量
で
あ
っ
た
し
、

一
方
、
遠
隔
地
に
あ
っ
て
、

H

業
地
帯
が
未
形
華
あ
り
、
か
つ
機
械
霧
は
最
新
鋭
で
あ
っ
た 

た
め
、
そ

の

藍

保

全

は
I

ょ

り

麗

諸

撬

醫

Q

製
造
ま
で
所
内
で
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
i

で
あ
っ(

g
。

第
二
に
、
建
設
工
事
の
広
沉
な
進
行
の
な
か
で
部
分
的
に
開
始
さ
れ
た
製
銑
、
製
鋼
、
圧
延
作
業
は
経
験
、
熟
練
の
不
足
、
機

醫

の

不
 

備
原
料
な
ら
び
に
燃
和
の
劣
質
設
削
の
誤
り
、
指
導
不
充
分
等
の
原
因
に
災
い
さ
れ
数
力
年
は
試
行
霞
の
連
続
で
あ
っ
た
。

作
業
自
立
の 

展
望
が
開
か
れ
る
の
は
生
産
の
技
術
的
基
礎
が

‘漸
く
確
立
を
見
た
日
露
戦
争
後
に
至
っ
て
か
ら
で
あ

(

M
。

初
期
作
業
の
か
か
る
ニ
側
面
は
創
設
期
の
製
鉄
所
雇
用
構
造
な
ら
び
に
雇
用
制
度
を
基
本
的
に
規
定
す
る

こ

と

と

な

る

。

先
ず
第一

に
、
建(

I

H

f

 

l

補
助
作
業
が
初
期
作
業
の
大
半
を
占
め
た
の
で「

土
方
、

,

製

篁

、
空

、

锻
冶
屋
等
の

職
人
が
処
 々

方
々
か
ら
集
っ
て
来
た」

し
、

そ
れ
ら
の
エ
襄
に

r

使
役
せ
る

各
種
職
工
及
人
夫
の
総
延
数
約
六

〇
万

人

に

達
し
た

る

(

一
八
九
九
年
度
使
役
人
員 

丨
引
用
者
注)」

(

今
康『

製
鉄
所
讓
5

為

』
)

ほ
ど
で
あ
っ
た
。
労
働
者
の
不
蹇
を
嘆
じ
た

前
記
の
今
泉
の
指
摘
も
こ
う
し
た
背
景
を
そ
こ
に 

見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
当
時

Q

部
別
出
役
人
買
を
表
1

に
見
る
と
、

主
作
謹
始
後
も
な
お

H

菌
の
比
重
が
少
く
な
V

」

と
が
わ
か
る
。
エ



t

ia

四

八

s
i
l
o
)

者
は
比
較
的
に
流
動
的
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
作
業
に
臨
時
的
性
格
が
濃
か
っ
た
た
め
作
業
の
伸
縮
に
応
じ
て
、
熟
練
者
は
も
と
よ

り
不
熟
練
者
も
参
集
、
去
散
し
た
.
こ
と
は
容
易
に
推
察
し
.
う
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、「

出
入
常
な
き
'-

状
態
は
こ
の
限
り
で
は
不
可
避
で
あ
っ
た
と 

思
わ
れ
る
。

. 

.

第
二
に
主
作
業
が
容
易
に
確
立
し
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
わ
け
て
も
技
術
体
系
が
在
来
の
技
術
的
薩
と
甚
だ
し
く
懸
隔
し
た
異
質
な
も
の
で 

あ
っ
た
点
に
凼
る
と
言
っ
て
よ
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
そ
の
同
化
過
程
は
苦
難
の
道
で
も
あ
っ
た
。
熟
練
の
形
成
は
、当
初

数

力
年

間

、

一〇
数

名

の
 

ド
ィ
ッ
人
職H

Q

他
約 

一O
名
I

石
職H

を
中
核
と
す
る
実
地
作
業
に
よ
る
伝
習
方
式
に
よ
る
こ
と
を
_

と
し
た
。

一
方
、
_

乍
業
開
始 

に
.
伴
っ
て
新
た
に
採
用
さ
れ
た
農
村
出
身
者
な
ら
び
に
讓
な
ど
の
準
備
作
業
か
ら
転
用
さ
れ
た
労
働
者
に
と
っ
ゼ
、
製

鉄

鋼

撬

露

な

ら

び 

に
技
柿
体
系
は
全
く
新
し
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
4

の
労
働
者
は
完
全
に
未
経
驗
未
熟
練
者
と
言
っ
て
よ
か
っ
た
が
、
伝
習
と
試
行
錯
誤
の
実
他 

緩

を

積

み

、
日
露
戦
後
に
作
業
自
立
を
見
た
時
点
に
於
て
は
熟
練
労
働
者
層
に
成
長
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
そ
れ
ら
の
労
働
者
の 

定
着
が
当
然
前
提
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
主
作
業
に
就
い
た
労
働
者
が
全
て
定
着
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
作
業
が
不
安
定
で
あ
り
、

一
九o

ニ 

年
の
溶
鉱
炉
停
止
の
仞
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
挫
折
の
過
程
で
は
配
転
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
え
な
か
っ
た
労
働
者
の
中
に
は
帰
村
し
た
者
も
多
く
、
 

ま
た
宿
泊
施
設
の
不
備
や
高
璧
筋
勞
働
の
苦
痛
に
耐
え
か
ね
て
逃
げ
出
し
た
者
も
少
く
な
か
っ(

I
)。

こ
う
し
た
側
面
が
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
 

相
当
数
の
労
働
者
群
が
当
初
か
ら
所
内
に
定
着
し
震
さ
れ
た
点
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

一
九Q

九
年
に
は
製
鉄
所
は
こ
れ
ら
定
着
者
に
対 

し
て
勤
続
表
彰
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た(

十
年
以
上
震
職
工
特
別
賞
与
内
規
一
九
〇
九
年)

。

一
九
ニ
五
年
に
於
け
る
こ
れ
ら
の
霞
者
の
定
着
率
を 

表

c
o

に
見
る
と
、

欧
州
大
戦
下
の
激
動
期

(

熟
練
者
の
所
外
流
出
激
化)

を
経
た
後
に
な
お
、

一
九 

一O

年
以
前
入
職
者
の
お
よ
そ
；：

-
T

が
残
存
し
て 

お

り

一

九

〇
五
年
以
前
入
職
者(

勤
続
一
五
年
以
上)

に
つ
い
て
さ
え
一
五
.

八
％
も
の
定
着
率
'が
観
察
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
定
着
性
が
い
か
に 

根
強

L
も
の
力
力
窺
わ
れ
よ
う
。
こ
の
原
因
と
し
て
無
視
で
き
な
い
の
は
、
労
働
者
が
主
に
農
村
出
身
者
で
あ
っ
た
他
、
製
鉄
鋼
技
術
体
系
が
他 

に

類

似

の

も

の

直

な

い

塵

に

警

的

な
H

I

つ
同
種
H

1

互

い

に

地

域

踅

薩

さ

れ

て

い

た

た

め「

町
H

f

本
当
の
製
決

4 製鉄所労働力給源の分布 

(在籍職工出身県順位）

« l l )  ( I I S I I )
 —       -------------

1位 福岡県 42. 0% 岩手県 72. 0%2 •， 大分〃 11.8 宮城" 19.13 " 熊本" 10.3 秋田 2.94 ” 佐質" 7.5 福島" 1.65 « 山ロ " 5.5 山形，， 0.9
以上計 77.1 以上計 96.5

以下略

合 計 — 16332人100.0% 1518 人100.0%
資料出所：「製鉄業労働事情概説（四)」

F社会政策時報j 69号 pp. 130-131

創業期入職卷の欧州大戦後(1925年)における企苇内定着率表

勤 続 年 数 別 職 工 ナ v 
数 (1925年時点） 定蒞職工数定着率

勤 続 年 数 職 工 数 B 1 B/AX10C
%

3
 

4 

0
 

6
 

9

年次別在 
入職年次籍職工数

A

10

14.
14.
15. 
17. 
19. 
22. 

29. 
33.

266 25年以上 30 30
2283 24 a 25 年未満 92 122
1763 23 " 24 ” 54 176
1729 22 " 23 " 76 952
3610 2 1 " 22 " 286 538
6155 20 a 2 1 " 439 977
7263 19 u 20 a 292 1269
7876 18 " 19 " 248 1517
7602 17 " 18 " 195 1712
6457 16 " 17 a 208 1Q20
6 3 8 0 1 5 年以上1 年未満 219 2135

年1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

資料出所：八幡製鉄所労務部工場労働統計(1 9 2 5 ),八幡製鉄所五- 
年誌より筆者が計算したもの。

た職工がその後の調嵛時点に於て，何名 

す，例えば1905年以前入職渚のうち20
巨着した者は977名である

職し 

を示

残存定で:

丨ある年次以前に入 

残存定着しているか 

年後の1925年 3

業
に
た
つ
さ
わ
っ
た
職
工
は
ち
ょ
っ
と
違M

K
」

こ
と
に
な
り「

晴
1

、±' 

百
姓
を
す
る
く
ら
い
で
よ
そ
へ
行
っ
た
と
こ
ろ
で
全
然
役
に
立
た(

W」

、
 

と
い
う
技
能
面
に
於
け
る
孤
立
性
で
あ
る
。
八
幡
製
鉄
所
の
創
設
切
に

震

エ

f

f
 
i 

メ l

i

證

養

み

と

い

っ

て

よ

い

導

I

が
、
I

こ

の

麗

所

の

労

働

力

I

造

を

見

る

と

(

S

そ
れ
が
相
互
に
隔
絶
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
右
の
指
摘
は
か
か
る
事
態
が
.ら
も
裏
、、つ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

1

方

内

I

ら.
Q

転
傭
I

に
よ
る
入
職
鐘
の
う
ち
、
徒
弟
制
の
変
化
に
つ
い
て
8

S

?

」

う
。
.
初
期
の
製
鉄
所
で
I

冶
、

4
 

街
な
と
I

I

の
中
に
は
親
方
的
機
能
を
も
つ
者
が
あ
り
、'「

職
工
事
情」

S

定
さ
れ
る
二
種
の
徒
弟
制
の
う
ち
、
5

の
襲
募
集
こ
よ 

ら
な
V

第
二
®

切

ち

「

工

場

.-

来
ル
以
前
I

特
定
ノ
職
工
.
ト
師
弟
ノ
関
係
ヲ
結
ヒ
讓
エ
ニ
質
シ
ー
ア
工
場
ニ
傭
.入
レ
ラ
レ
タ
ル
者
二
シ

年
功
制
の
史
的
形
成
に
つ
い
て

四

九

@
1

ニ)



五
〇

(

四
三
ニ)

テ
漏
ノ
約
束
ハ
ェ
場
主
ト
徒
弟
ト
ノ
間
-
一
取
結
ハ
ル
ル
モ
事
実
上
徒
弟
ハ
特
定
ノ
職
工
そ
附
属
.セ
ル
者」

(「

鉄
工
事
情」

『

職
工
事
情』

生
活
社
版 

第
二
卷
三
六
頁)

'も
窗
分
的
に
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
：「

職
工
の
手
伝
い
を
し
て
職
を
覚
え
る」

の
で
あ
る
が
、
工
場
内
で
他
の
職
工
と
一
緒
に
動
く 

の

で「
食
い
ぶ
ち
は
い
い
が
、
残
り
も
親
方
に
と
ら
れ
て
わ
ず
か
し
か」

手
許
に
残
ら
な
い
と
い
う
状
態
は「

仕
事
を
覚
え
る
と
バ
ヵ
ら
し
く
な 

っ
て
く
る」

だ
け
で
な
く
、
親
方
の
技
能
そ
の
も
ル
が「

工
作
、
築
炉
関
係
で
は
通
用」

し
た
も
の
の「

製
fi
r

、
鍛
冶
く
ら
い
し
か
知
ら
ん
か
ら 

本
当
の(

g

業
が
は
じ
ま
る
と
役
に
立
た
な
い」

こ
と
に
な
り
、
従

っ

て「

こ
う
い
う
言
方
が
つ
づ
い
た
の
は
わ
ず
か
の
間」

即

ち

「

初
め
の 

一
、
ニ
年」

に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
事
態
は
熟
練
獲
得
過
程
に
於
け
る
旧
型
職
工
層
の
支
配
が
近
代
製
鉄
技
術
を
全
般
に

採
用
し
た
製
鉄
所
で 

は
趣
幹
作
業
に
関
す
る
限
り
当
初
か
ら
成
立
し
え
ず
、'
む
し
ろ
技
術
的
侧
面
で
は
と
り
わ
け
直
接
管
理
の
成
立
す
る

条

件

が

早

く

か

ら

存

在

し

た
 

こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

：

I

) 

一
二
枝
博
音
•
飯
田
賢
一『

日
本
近
代
製
鉄
技
術
発
達
史』

一
九
五
七
年
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
〇
七
頁
丄
八
六
頁
に
そ
の
経
緯
の
詳
述
が
あ
る
。

(

注
3)

た
と
え
ば
文
献〔

32〕

五
頁
丨
六
頁
、〔
39〕

四
九
頁
を
参
照
。

(

注
A

横
断
的
構
造
と
は
同
一
職
種
に
於
け
る
技
能
•
熟
練
が
企
業
の
枠
を
超
え
た
通
用
性
を
持
ち
、
同
時
に
そ
う
し
た
同j

労
働
に
対
し
て
同
一
裏
金
率
が 

広
く
成
立
し
て
，>
る
よ
う
な
労
倒7IT

場
攀
造
の
-> 

わ
は
印
象
的
表
現
と
解
さ
れ
る
。
文
献〔

犯〕

四
頁—

七
頁
直
よ
。
日
清
戦
争
以
後
の
市
_
の
性
格
て
っ 

き
、
従
来
の
研
究
成
梁
に
対
す
る
詳
細
な
実
証
的
吟
味
が〔
12〕
⑶

ー
〇
九
頁
丨 

一
一
ニ
頁
で
行
わ
れ
て
い
る
。

ス

皆

)

今
衆
嘉
一
郎『

鉄
屑
集』

上
一
九
三
〇
年
一
九
二
頁
丄
九
四
頁
。
三
枝
•
飯
田

f

■前
掲
書』

二
三
七
丨
ニ
四
六
頁
も
参
照
。
創
醫
時
か
ら
ひ
き
っ 

づ
い
た
こQ

I
Q

た
め
に
工
作
、
動
力
な
ど
補
助
部
門e

比
重
の
異
常
な
大
き
さ
は
同
所
の
靈
的
構
造
と
し
て
労
務
構
成
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
と
.,,っ 

た
。
こ
の
点
に
っ
き『

日
本
製
鉄
株
式
会
社
史』

一
九
五
九
年
、
六
九
五
頁—

七
〇
〇
頁
参
照
。

(

注
e)

こ
の
点
に
関
し
て
は
三
枝
•
飯
田『

前
掲
書』

四
五
三
頁
丄
ハ
五
一
頁
の
史
的
資
料
及
び
分
析
が
網
羅
的
で
あ
る
。

(

注
？)

志
摩
海
夫「

鉄
の
人」

(

宿
老
児
玉
藤
八
伝
記)

一
九
四
三
年
、
九
九
頁
。
 

.

(

注
8)

三
枝
.
飯
田『

前
掲
書』

ニ
四
ニ
頁
丨
.ニ
四
六
頁
に
苒
録
。

(

注
g)

外
部
よ
り
新
採
用
な
ら
び
に
内
部
か
ら

Q

転
傭U

よ
っ
て
充
足
さ
れ

I

幹
作
業
部
門
露

力
の
給
源
は
間
接
的
資
^
:に
よ
っ
て
整
理
す
れ
文
、
一
、

.

農
地
負
収
に
ょ
っ
て
貨
労
働
者
化
し
た
八
幡
地
.区
在
住
若
、
ニ
、
講
に
よ
つ
て
調
達
さ
れ
た
近
麗
村
出
身
者
、
三
、
九
州
そ
の
他
周
辺
地
或
か
ら
流

入

し

る
が
、
こ
の
i

—

明

ら

挙
I

崖

掘

で

あ
る
。

ぅ
て
い
る
。
葛

と

」

5
そ
姐
の
層
に

.猶

」

た

人

々

§

す
る

篇̂

取

に

少

な

か

ら

a

部

分

を

負

I

一
筆
■

_

I1
詩

一
! ,

g

ll
筆
者
！

I

六
月(

略

歴

、

§

0
年

入

職

、

I

、

助

手

、

_

_

 

顏

 m

尋

報

く

ろ

か

ね

が

集

担

当

“1

九

五

プ

へ

歴

転

厲

「

九
一

」

：r

p
所

職

一
 
九
四
ニ
年
以
降
同

i

所
へ
転

で
あ
り
以
下
弓
用
注
は

「

某
氏
面
接
記
録

」

の
ょ
ぅ
に
記
す
。

(

注

11)
「

柴
田
氏
而
接
記
録

」

n
に
ょ
る
。

(

y

 

H

o

p

i

照
？

。
但
し
、
本
稿
で
重
視
し
た
側
面

I

I

し
て
の
そ
の
性 

(

注
13)

以
上
は

r

柴
田
氏
面
接
記
録

」

か
ら
。

第
三
章
労
務
管
理
機
構
の
成
立
と
定
着
政
策

_

 

薩

谓

.
u

、
 

n

た

备

す
る
夕

f

ら
の
誘
弓

力
い
か
に
強
ま
ら
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
か
は
察
す
る
に

難

く

./ょ(

ザ

こ

れ
 

r

、

B

u

l

f

i

l

i

l

l

l

f

と
は
明
ら
か

で
あ
り
、
製
鉄
所
は

I

I

つ
と
め
る

.

.
1
1

を

簾

屋

」

、
さ

ら

眷

|

|

_

馨

暴

与

さ

ら

f

す
f

と
は
、
こ

墨

五1
(

四
三
三)



五
ニ 

C

四
三
S

.

を
つ
う
じ
.て

将

来

の

企

業

内

労

使

関

係労
働
統
括
の
制
度
的
性
格
を
大
き
く
規
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
労
務
管

11
-

機
構
の
鉴
本
灼
粋
祖
が
設
定 

さ
.
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
内
容
か
ら
見
て

■い
.く
，こ
と
と
し
よ
う
。

く
す
で
に
一
九
〇
〇
$

=!

時
か
ら
給
与
等
.に
関
す
る
部
分
的
な
職
工
.
規
則
の
施
行
は
見
ら
れ
た
が
、

一
九
〇
七
年
一
〇
月
に
至
り
、
採
用
、

I
 

免

登

記

：
任

月

服

務

督

督

給

与

賞

罰

な

ど

、
従
来
各
部
で
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
っ
た
労
務
管
理
の
内
容
を
.全
面
に
わ
た
っ
て
統
一
す

る
職
工 

規
則
が
制
定
さ
れ
た
？
無
論
こ
の
こ
と
が
現
場
の
末
端
に
至
る
ま
で
勞
務
管
理
の
集
中
化
が
行
き
わ
た
る
こ
と
を
意
味
す

る
も
の
で
は
な
い
。
職 

エ
は
各
剖
に「

分
厲
ス
ル
モ
ノ

」
(

職
工
規
切
総
切
第
二
条)

で
あ
っ
た
し
、

職
工
規
則
の
規
定
す
る
枠
内
で
あ
る
と
は
い
え
現
場
労
務
管
理
事
務
自 

体

は

「

各
所
厲
ノ
剖
課
ニ
於
テ
之
ヲ
拿
ル」

(

同
第
三
条)

も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、'
第
一
に
、
部
、
課
も
し
く
尤
工
場
レ
べ 

ル
で
あ
っ
た
に
せ
よ
現
#

労
.
務
管
理
を
直
接
企
業
の
手
に
掌
握
す
る
体
制
が
体
系
的
に
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
、
雇
用
音
理
、
1/
a

 

管
理
を
中
心
と
し
て
各
荀
間
の
連
繁
、
調
整
事
務
の
集
中
化
が
早
く
か
ら
漸
次
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
軽
視
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

直
&

労
務
管
理
体
希
の
進
展
か
ら
見
よ
う
統
一
的
に
整
備
さ
れ
た
諸
規
則
の
体
系
の
他
に
、
各
部
毎
の
特
殊
事
情
に
応
じ
て「

通
達
原
議」 

或

は

「

ド
0

」

な
ど
の
射
：：̂
が
設
け
ら
れ
て
お
り
い
わ
は
こ
の
二
重
体
系
の
も
と
で
実
地
運
営
が
な
さ
れ
て
い
た
。
本
職
工
の
採
明
に
際
し
て 

の
身
元
調
进
や
身
元
保
証
制
度
は
一
九
一
〇
年
代
に
入
る
や
極
め
て
厳
密
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り「

試
験
エ
1
1
採
用
ノ
後
身
元
調
靈
中
臨
步
エ 

ニ
採
用」

(

職
工
採
用
内
規
一
九
一.
一
年
、
職
工
採
用
取
极
ュ
関
ス
ル
件
一
九
一
ニ
年)

と
い
う
前
段
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
部
に
よ
っ
て
太 

「

本
人
ノ
技
倆
試
験
ノ
為
試
験
職
工
ト
シ
テ
採
用」

(
H

務
部
職
工
採
用
内
規
一
九
〇
五
年

)

と
い
う
意
味
を
も
た
せ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
主

乍.|
部 

門
の
採
用
は
通
例
未
熟
練
工
で
あ
っ
た
の
で
、
破
産
も
し
く
は
債
務
者
、
前
科
者
、
危
険
思
想
者
等
を
避
け
る
意
味
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
応
統 

一
的
な
初
給
の
枠
内
で
採
用
さ
れ
た
が
、

な
か
に
は「

特
別
ノ
技
倆
ア
ル
者
ヲ
要
ス
ル
場
合
ハ
其
ノ
職
相
当
ノ
給
額
ヲ
定
メ」
(

鋼
材
部
職
工
採
用 

増
給
賞
罰
等
ニ
関
ス
ル
取
扱
内
規
一
九
一
一
年)

と
い
う
例
外

も
あ
っ
た
。
採
用
後
、

職
工
は
直
ち
に
自
己
の
印
鑑
を
作
成
し
て
庶
讓
に
届
出
て

登 

録
を
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
怠
る
と
職
札
番
号
が
確
定
さ
れ
ぬ
た
め
給
料
の
支
払
を
受
け
ら
れ
ぬ
ば
か
り
か
工
場
へ
の
入

き
ぬ
ょ
ぅ
に
な
っ
て
い
た
。

給
料
の
支
給
事
務
は一

九
2

ハ
年
発
足
の
,

会
が
代
行
す
る

形
に
な
っ
て
い

た

が

、

受
取

登

ず

印
章 

の

勤

怠

管

理

の

た

め

I

取
扱
は
I

I

、
通
用
門
と
現
場
馨
と
の
間
に
お
け
る
f

(

以
上
職
工
心
得
一
九
〇

|

職
場
規
律
も
ま
た
厳
格
に
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、

わ
け
て
も

I

 

ノ
エ
場
其
ノ
他
ノ
場
所
ニ

出
入」

す
る
こ
と

「

馨

官

ョ
リ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
業
務
ノ
外
他
ノ
業
務
ヲ
執

; 

.,、

J 

f

j

cシ
又
ハ
自
己
ノ
業
務
ヲ
他
人
ニ
補
佐

」
(

職
工
規
則
第
四
四
条
、
謹

五

条

一

九

〇
七
年

)

さ
せ
た
り
す
る

こ

と

者

i

l

f

 

I

I

 の 
l

f;
*

m

組
！

っ
っ
I

解
職
は
む
し
！

り
、「

一
r

l r
f l

H

y

r

H

:

こ
。
デ

I

馨

(

I

I

定

め

る

書

)

に

は
I

一
テ
I

ヲ
f

ル
コ

ト

ヲ
得」

(

同
上)

と

い

ぅ

置

有

効

で

あ

っ

言r
r

れ
は
自
I

職
に
対
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
厳
し
い
制
限
の
な
か
っ
た(

第
一
四
、
第
一
五
条)

こ
と
I

一
 

体
を
な
し
て
い
た
こ 

平
M

め

ら

空
U

は
こ
れ
ょ
り
先
に
、
満
一
六
歳
以
上
、
五
〇
歳
以
下
と
定
め
ら
れ
、
特
例
を
除
き
満
五
五
歳
が
疆
定

な
管
理
機
能
を
中
央
の
I

的
管
理
機
構
の
中
に
吸
収
し
て
い
く
努
力
は
採
用
時
の
登
記
、
勤
怠
管
理
な
ど
の 

い
た
。「

従
来
職
工
出
欠
調
査
ハ
各
門
參

取

扱

来

候

処

九

月

一
日
.ョ
リ
中
央
庶
務
課 

方
“

 

上

r

.
さ
ら

に

「

各
雪

|

ノ
出
勤
簿
又
ハ
勤
怠

簿
等
ノ
類
ハ
将
来
御
廃
止
相
成
候
様
致
度」

I

I

I
 

こ
と
'、、
|

さ
^

ー。と
"

ぅ
，̂

に
终
っ
て
勤
|

通
じ
て
集
中
省
理
体
制
を
進
め
る
と
共
に
、
使
役
人
員
、'
延
時
間
数
等
基
礎
T

タ
を
得
る 

f

こ
，

職
工
台
帳」

の
整
備
に
ょ
っ
て
労
働
者
各
個
人
の
属
性
、
出
自
背
景
、
所
属r

職
歴
、
所
内
I

な

ど

響

1
J 

i

i

書

f

 

f

ト

產

、

f

に

U

禱

馨

醫

へ

の

馨

年
功
制
の
史
的
形
成
に
つ
い
て 

_

五

三

證

五

)



に
な
る
。：

大
正
初
頭
•
に
は
す
で
に
か
か
る
制
度
が
完
成
し
て
い
る
■(

職
工
台
帳
記
載
心
得
ノ
件
一
九
一
七
年)

。

ま
た
創
立
期
に
於
て
、
建
設
、
T

.

P
 

部
門
の
比
f

大
き
く
、
爾

管

理

が

、、ハ
ラ
、、ハ
ラ
で
あ
っ
た
段
階
か
ら
，
熟
練
労
働
力
を
意
識
的
に
確
保
す
る
と
共
に
好
ま
し
か
ら
ざ
る
者
を
避 

け
る
こ
と
が
醫
さ
れ
る
ょ
う
.
に
な
る
に
つ
れ
、
所
全
体
と
し
て
の
雇
用
管
理
の
調
整
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
こ
と
は
当
然
で

f
、

従

来

工

場
 

(

所
内)

間
転
傭
も
工
場
同
士
で
一
定
の
方
式
な
く
即
事
的
に
し
か
も
煩
雑
な
書
類
遣
り
取
り
を
経
て
行
っ
て
い
た
の
をT

庶

務

課

-
一

通

知

ス

ル

コ 

卜
.
ュ
御
取
扱
相
成
度」

(
職

工

転

傭

取

扱

ニ

関

ス

ル

件

一

九

一

一

一

年

)

と
し
て
.簡
素
化
、
集
中
化
に
着
手
し
た
他
、
募
集
に
つ
い
て
も
庶
務
課
を
通
し
て 

の
集
中
統

i

化
を
は
.
か
り(
職H

募
集
公
告
ニ
関
ス
ル
件
.

一
九
一
四
年)

一
層
キ
メ
の
細
か
い
雇
用
管
理
体
制
の
確
立
を
目
ざ
し
た
。
賃
金
管
理
の
側
面 

で
も
、
主
作
業
部
門
I

け
I

立
的
作
業
体
制
の
確
立
と
I

に
呼
応
し
て
生
産
筆
の
増
進
を
は
か
る
べ
く
製
鉄
所
の
f

全
5

に
つ
、
 

て
逐
次
奨
励
割
増
制
を
採
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が」

一.
S

五
年
I

始
ま
り一

九 

一O

年
代
I

ろ

く

貢

算

出

I

s

定
は
各
 々

の
生
産
態
様
に
依
る
た
め
、
細
肖
は
工
場
別
決
定
に
委
ね
ら
れ
5

各H

場
割
増
規
則)

。

こ
れ
に
対
し
、
▲

本
給
に
つ
い
て
は
低
い
初
給
で
出
§

 

し
て
I

る
た
'
め

に
F

十
く
ヵ
ら
增

給
制
が
採
り
入
れ
ら
れ
た
が(

|
九
〇
ニ
年
に
は
早
く
も
そ
の
記
録
が
あ
る)

こ
れ
に
つ
い
て
.は
製
鉄
所
全
体
に
統 

一
的
枠
を
設
定
す
る
方
向
に
進
ん
だ
。
し
か
し
こ
れ
は
今
日
の
一
蓮
期
昇
給
と
は
か
な
り
異
り
、.「

職
工
各
自
ノ
靈
及
技
倆
ヲ
調
查
•シ
其
ノ 

唐

優

良

ノ

者

，
一

限

リ

」

S

H

給
料
増
給
内
規
一
九
0

九
年)
行
う
も
の
で
あ
り
対
象
人
員
も
限
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
日
鑛
に
応
じ
て
経
過
期
間 

力
f

と
V

抜
擢
S

的
色
彩
を
濃
く
も
f

Q

で
あ
っ
た
。
昇
給
Q

f

し
た
性
格
は
昭
和
の
統
制
経
済
体
制
下
に
人
る
ま
で
肇
的
に
は 

指
続
さ
れ
、

A
J

 

く
に
不
況
期
に
は
対
象
人
員
が
著
し
く
削
ら
れ
る
こ
と(
一
九
ニ
一 

年
に
は
有
資
格
人
員
の
一
五
％
と
い
う
記
録
が
あ
る)

さ
え
あ
っ
た 

の
で
あ
る
が
、
S

制
度
が
こ
の
時
点
に
於
て
す
で
に
企
業
全
体
を
つ
う
じ
て
麗
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
f

に
値
す
る
。

以

上
1

も
こ
の

當

に

蕭

さ
れ
た
_

管

麗

繁

_

的
枠
組
直
て
き
た
が
、
裏
管
理
体
制
確
立
へ
の
努
力
の
中
か
ら
坐
み
出

さ
れ
た
労
務
管
理
の
こ
の
ょ
う
I

本
構
造
は
太
平
洋
戦
争
I

え
た
国
家
統
制
体
制
下
に
移
行
す
る
ま
で
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て 

よ
し
し
力
し
な
力
ら
こ
の
時
艰
に
は
な
お
、
そ
れ
な
り
の
動
揺
が
な
か
つ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
本
嘗
頭
に
ふ
れ
た
伏
況
の
下
で
^

,

機
的
露
力
編
成
が
熟
練
労
働
者
の
流
出
に
よ
っ
て
崩
れ
去
I

I

絶
え
ず
伏
在
し
た
の

で

奮

、

こ
う
し
た
義
の
う
ち
か
ら
I

し
t

 

の
が
一
つ
は
幼
年
職H

養
成
所

(

ニ
年
後
に
職H

養
成
所
と
着

)

で
あ
り
、
他

の

|

つ

は

謹

奨

励

、
定
着
化
策
へ
の
積
極
的
姿
勢
で
あ
っ
た
と
言

一
九
5

年
春
、
幼
年
職
工
養
成
所
が
開
設
さ
れ
た
。
高
小
卒
業
も
し
く
は
同
程
度
の
年
少
徒
弟
を
若
干
名
S

初

約

七
0

名)
三
力
年
間
教
育 

し

「

製
鉄
所
職
工
ト
シ
テ
必
須
ナ
ル
技
術
ヲ
授
ヶ
以
テ
適
良
ナ
ル
職
工
ヲ
震
ス
ル

ヲ

目
的
ト
シ」

(

製
鉄
所
職
工
養
成
所
規
則
通
則
第
一
条
一
九

一

三
 

年)

六
の
で
あ
っ
た
明
治
期
に
行
わ
れ
た
多
く
の
職

H

学
校
が
職
S

成
の
機
能
を
果
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で 

あ

る

力

(

文
献
！：〕

〔

1〕

Q

G

)

企
業
の
必
須
に
応
じ
て
倉
ら
れ
た
こ
の
震
で
は
保
護
者
の
家
計
に
.教
育
費
負
担
の
か
か
ら
な
い
こ
と
が
大 

き
4

力

で

あ

っ

た

し

處
f

ら
す
れ
ば
外
部
の
学
校
の
机
上
学
習
偏
重
と
は
異
り「

実
地
ノ

練
習
ニ
？

ヲ
置
ク

ノ

春

(

庶
務
課
長
田

#
 

藤
I

 

I

し
た
の
で.

あ
る
。

こ
の
方
式
に
よ
る
層
の
創
出
と
確
保
I

が
い
か
I

を
か
け
た
か
は
、「

修
了
後
引
続
き
六
箇 

I

鈥
所
ノ
霊
ス
ル
業
務
ニ
従
事
ス
ル
義
務
ア

ル

モ
ノ
ト
ス」

S

 

ニ
ー
ニ
条)

と
し
て
さ
ら
に
定
着
を
強
制
ず
ベ
く
入

所

に

際
し
て
こ
の

「

義

務

ヲ
全
フ
ス」

薦

馨

式

)

こ
と
を
誓
約
さ
せ
、

一
方
、

万

一

の

養

際

し

て

は

保

証

人

を
し

て

「

在
所
費
用
弁
f

」
(

同
|

|

)

“

丨
ー
丨
.

七
デ
ナ
卜
で
,

く
象
f

す
る
h

も

「

職
工
梦
0

ハ
中
解
職
手
S

関
ス
ル
規
定
ハ
.之
ヲ
適
用
セ
サ
ル
コ

ト

」
(

職
工
震
所
出
身
職
工
解
職ノ
件 

ー
ブ
一.

1

を
決
め
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
容
易
S

わ
れ
る
。

か
く
し
て
多
I

I

者
の
中
か
ら
厳
し
い
霧
に
よ
っ
て
選
び
抜
い
た
褒 

秀
な
I

に
授
け
た
教
育
内
容
は
表
，

O

の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
議
の
効
果
に
つ
い
て
は
徒
弟
の
数
が
極
め
て
少
数
で
あ
っ
た
こ
と
が 

ま
す
問
題
S

っ
た
し
、
教
育
内
容
は
表
5

か
ら
も
叢
し
う
る
よ
う
S

自
が
醫
さ
れ
た
特
■

.

作
業
i

で
実
地
に
役
立
つ
専
n

知
識
と 

は
必
ず
し
も
合
致
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
教
^

の
ね
ら
う「

ポ
ィ
ン
ト
が
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い」

う
え
、
英
語
な
ど
を
教
え
る
の 

て

，

「

I

だ
け
し
か
な
く」

「

経
営
者
、
工
場
側
の
期
待
と
違
：

k
」

と
言
っ
た
矛
盾
を
既
に
内
包
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
が
将

来

、

歩
留
り
の 

惡
さ
を
生
み
、
震
所
方
式
の
行
き
、、つ
ま
り
を
惹
き
起
す
原
因
の
一
つ
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
雲

の

急

激

な
麗

の

下

で

生

産

年
功
制
の
史
的
形
成
に
つ
い
て

五

五

(

四
三
七)



職工強成所学科目及び1 週間当り授業時間表

第 2 学年第 1 学年

学期:
修 身 1 1 1 2  2 2
国 語 6 5 5 5 3 3
算 術 4 3 3 4 3 3
物 理  4 3 3
化 学 4 3 3
英 語 3 2 2 2
製 図 6 5 5 6 6 6
機械学初歩 3 3 3
常気学初歩 2 2 °
鉄冶金術初歩 3 3 3
救急療法 i
体 操 2 2 2 2 2 2
小 計  30 24 24 30 24 24
実 習  24 24 24 24 24 24

年制定17年改

増
加
が
単
に
生
産
機
構
の
量
的
拡
大
に
依
存
し
え
た
限
り
、

こ
の
養
成
所
方 

式
も
順
調
な
滑
り
出
し
を
見
せ
、
そ
れ
な
り
の
成
果
を
収
め
た
こ
と
は
否
定 

し
得
な
.
い
。

職
エ
.
の
養
成
を
質
的
伤
.
面
と
見
.る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
、、1

、

そ
.
b

浓 

保
と
定
着
化
を
量
的
側
面
と
も
言
え
ょ
う
。
前
章
で
述
べ
た
点
を
労
動
供
铪 

側
か
ら
強
調
す
れ
ば
'

遠
隔
地
に
孤
立
し
、
し
か
も
特
異
な
鉄
鋼
一
貫
生
産 

の
技
術
体
系
に
組
み
込
ま
れ
た
農
村
出
身
の
労
働
者
群
に
は
製
鉄
所
へ
の
定 

着
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
条
件
が
自
ら
備
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う 

が

こ
の
時
期
に
は
.
そ
う
し
た
条
件
の
崩
れ
る
兆
候
も
見
え
は
じ
め
て
、，
 

た
。
国
家
的
使
命
を
帯
び
た
主
導
的
官
営
工
場
で
あ
る
が
故
に「

rr
二
当

所
 

ト
ff

]

一
 

種
類
ノ
丁
場
ヲ
辦
紀
ス
ル
モ
ノ 

11.

シ
テ
当
所
職
工
ノ
転
傭
ヲ
申
出
タ 

最
小
数
ヲ
限
リ
長
官
ノ
決
裁
ヲ
経
テ
之
ヲ
転
傭
ス
ル
コ
ト」

(

本
所
職
工
ヲ
他
工
場
へ
転
傭
こ
関
ス
ル
件I

九
二
ニ
年)

を
認
め
土
く
て 

は
な
ら
ぬ
：侧
面
念
っ
た
が
自
然
流
出
に
対
し
て
は
通
例
解
雇
さ
れ
る
べ
き
者
で
も

.

特
技
あ
る
者
は
例
外
と
し
た
り(

特
別
ノ
技
能
ヲ
有
ス
ル
職
工 

が
職
猶
予
ノ
刊一

九
〇
八
年)

、
虚
工
業
他
社

(

ニ
七
社)

と
移
動
防
止
協
定
を
結
ぶ

(

職
工
移
動
予
防
ニ
関
ス
ル
件

一

九一

八
年)

な
ど
極
3

访
止
に
つ
と 

め
た
。
そ
し
斎
発
退
職
以
外
Q

i

に

ょ

っ

さ

れ

た

職
H

S

金
Q

l

f

l

l

に
応
じ
、
累

進

的

に

高

め

て

屋

農

を

刺 

戟

し

(

職
工
慰
労
金
給
与
内
規
一
九
〇
七
年

)

且
つ
起
業
祭
当
日
勤
謹
彰
を
行
う(
十
年
以
上
勤
讓
エ
特
別

賞
与
内
規

一
九
〇
九
年
、
同
十
五
年
一
九
一
四 

年)

な
ど
、
讓
化
政
策
を
極
め
て
積
極
的
に
行
う
塁
っ
た
。

こ
れ
と
合
せ
、
福

利

厚

盡
S

け

る

獲

の

騰

も

疆

す

べ

き

で

あ

る

。
 

創
業
当
初
か
ら
建
設
の
進
め
ら
れ
た
官
舎
施
設
を
は
じ
め
、
購
買
会
が
組
織
さ
れ
生
活
物
資
の
廉
売
を
開
始
し
た
の
が
一
九
〇

六
年

で

あ

り

、

従

資料出所：職工養成所規則第3 1条 （191: 
正）

キ

業

員

の

相

憂

済

I

的
と
し
て
共
済
会
が
発
足
し
た
の
が
一

九
〇
五
年
で
あ
り
、

さ
ら
に
同
年
貯
霊
合
も
結
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

I

、

す

れ

も

製

欝

の

囊

贊

が

そ

の

ま

ま

ネ

の

枢

I

役
職
を
占
め
た

I

か
t

判
る
ょ
う
に
、

<

1の
福

I

能
を
実

学

る

外
延
組

織

で
 

あ
っ
た
。

最
後
に
ふ
れ
て
置
か
.ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
職

制

機

構
の
整
備
が
進
み
、
従
来
の
職
工
長

I

並
職
工
制

に

代

っ

て

、

組
曼
丨

I
丨

並

職

こ
出

の
新
た
な
職
長
制
が
導
入

(

職
工
規
則
一
丸
〇

$

)

さ

4
た
ほ(

|)

、
臨
時
的
間
接
的
雇
用
関
係
に
あ
る
職
夫
層
な
ど
に
対
す
る
管
理

体

制

は

一

丸

丨 

一
〇
年
前
後
に

一

応
の
統
一
的
整
備
を
見
た
こ
と
で
あ

2̂
。

1S
51
4I

し

あ

り

夫

『

日
本
鉄
鋼
業
の
発
展

』

一
九
六
四
年
、
三
九
五
頁

—

六
頁
、
四
ニ
九
頁

—

四
三

◦
頁
。

鋼

I
StT
î
s
Ti
l̂

の
？ŝ

在
職
し
た
も
の
を
採
用

」

"

V
後
？

力—

日
本

S

I
は
！

を
ょ
く
物

f

ぃ
る
。

い
う
。
'
f
む

接

r
録」

。プ

-プ
五
ニ
年
ま
た
当
時
族
生
し
た
企
業
に
は
単
庄
メ
丨
ヵ
丨
が
多
く
、

i
関
係
の
熟
練
工
に
流
出
が

I

っ
た
と 

(

注

16)

後
に
身
分
証
明
書
呈
示
方
式
に
変
更
ざ
れ
た
。

§§
g

 

§
 

I
 
一一
 

$
頁
。
以
下

「

給
与
の
変
遷

」

と
略
称
す
る
。

(

注

19)

三
枝

-飯
阳

『

前
掲
書』

六
西
八
頁
。

(

注

20)
「

中
鳥
氏
面
接
記
録

」

.

(

パ

^

じ
鑛
询
組
織
は
一
層
の
整
備
を
見
る
が
こ
こ
で
そ
の
経
緯
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
一
九
ニ
〇
年

|

月
従
来
の
組
長
の
う
ち
か
ら
個
別
作
業 

m

i

て
監
督
官
の
管
理
職
能
を
補
佐
し

「

工
手
、

I
手
又
は
助
手

」

を

I
す
る

i

l
長」

制
を

,

H

r
、，u

に
同
年
四
月
職
工
量
の
最
高
位
と
し
て
賛「

宿
老」

制
が
置
か
れ
た
。

一
九
二
四
年
に
は
職
名
を一

1

五
と
し
て
全
ず
勺
に
が
一
ぶ
:;

,こ
？

各
職
に
組

.伍
長
を
置
き
職
場
統
證
織

q

整
備
を
も
同
時
に
め
ざ
し
た
の
で

あ
る
。

一
九
一
ニ
ハ
？

職

職
員
兼
務
を
解
き
、
宿

f

エ
長—

I

I
伍
長

I
並
職
工
か
ら
成
る
五
階
層
構
成
が
確
立
し

i

プ
^

九

4

5

改̂

“
ょ
り
上

|

エ

|
 

福

)

職
夫
雇
用
制
に
関
し
て
は
本
稿
四
章
末
尾
参
照
。
 

(

ろ
力
ね
ー
ブ
ニ1

ノ
年
プ
月
一
日)

年
功
制
の
史
的
形
成
に
つ
い
て

五

七

(

四
三
九)



第

四

章

合

理

化

期

に

お

け

る

労

使

関

係

•
雇
用
制
度
の
展
開

欧
州
大
戦
下
の
激
し
い
拡
肅
に
は
関
西
地
方
か
ら
I

I

技
I

エ
が
流
れ
込
ん
だ
と

さ

れ

、

こ
れ
が
I

講

s

f

所
内
に
酿
戎

す
る
き
っ

か
け
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、

労
働
組
合
が
創
ら
れ
た
の
も
と
の

時
で
あ
っ
た
。

一
九
一
九
年
一
〇
月
製
鉄
所
職
工
、
職夫
を
中

、
、

1

.
に
日
本
労
友
会
、I
成
さ
れ
、
や
や
遅
れ
て
所
内
職H

Q

み
を
糾
合
し
S

H

同
志
会
が
蠢
さ
れ
た
。
物
価
騰
貴
を
羃
に
激
し
く
燃
え
上
っ

た
運
動
は
臨
時
加
給
、

一
時
金
な
ど
の
手

I

以
て
し
て
は
麗
抑
制
し
得
ず

、
I

一
九
二 

o
年

二

月「

溶
鉱
炉
の
火

H

り」

の
大
命

議
と
な
っ
て(

_

発
し
、
崖

よ

り
待
遇
改
善
、
労

働

時

間

の

續(

一一一交
代
制
の
塵
な
ど
画
期
的
譲
歩
を
勝
ち
と
っ
た
 

一
S

奪

は
余

り

に

も
有
名
で
あ
る
こ
れ
が
戦
前
八
幡
製
磐
労
靈
動
史
を
つ
ぅ
じ
唯
一

の
全
所
的
な
労
働
者q

主
体
的
抗

争

で

あ

っ

た

こ

と

は

ひ

ろ

く

田
ら

れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
労
使
関
係
上
I

て
も

特

筆
す
べ
き
ー
麗
と

な

っ

た
わ
け
で
t

。

即

ち

崖

は
こ

れ

以

慧

速

I

使

関

係

管

理

体
制
を
整
備
強
化
し
、
経
営
側
の
圧
倒
的
優
I

I

立
す
る
H

外
部
の
労
働
運
動
の
所
内
へ
の
浸

透

を

排

除

す

る

こ

と

に

成

功

し

た

の
 

で
あ
っ
た
。

'

そ

の

朦

と

霊

機
f

見
る
と
、
ま

ず

重

廣

、

一
方
に
於
て
警
備
体
制
が
強
f

れ
る
と
共
に
、
他
方
に
於
て
i

Q

正

式

の

意

產 

通
機
関
と
し
て
良
鉄
所
懇
談
会
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
設
置
の
讓
す
る
も
の
は
、
以
後
、
こ
の
唯
一
の
正
式
機
関
の
場
を
経
ず
に1

す
わ
て
る
労 

働
者
も
し
く
は
労
働
組
合
の
あ
ら
ゆ
る「

懇
願」

は
公
式
に
受
理
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
点
で
あ
る
。「

雇
傭
条
件
ニ
関
シ
職
工
共
通
ノ

利
害 

S

ル
事
項」

(

懇
談
会
規
則
第
七
条)

に

関

し「

打
釈
け
て
相
互
に
憲
の
疎
通
を
図
る」

(

I

議
事
大
要
序
文)

言
的
と
す
る
懇
談
会
は
一
九 

ニ
〇
年
よ
り
産
報
組
織
化
に
至
る
ま
で
通
例
年
一
回
、
眷
以
下
参
与
職
員
、
職
工
代
表

(

各
六
〇
名
前
後)

の
出
席
に
よ
り
続
け
ら
れ
た
。
こ
の 

下
に
下
部
機
関
と
し
て「

部
所
長」

(

部

•
課
I

I

)

が
必
.
要
に
応
じ
て
開
く
協
響
が
あ
っ
た
。

響
面
か
ら
見
る
と
こ
れ
は
し
t

労
働 

者
の
謹
に
対
す
る
一
種
の
濾
過
簾
と
し
て
の
性
格
が
窺
わ
れ
る
。「

職
工
総
代」

(
職
工
側
代
寶

)

の
選
出
規
程
に
よ
り
、
役
付

ェ

裏

I

が
一
般H

に
対
し
囊
八
倍
も
保
障
さ
れ
、
そ
の
選
出
過
程
の
統
轄
は
当
局
部
所
長
が
行
い
、

一
日
乃
至
二
日
の
長
時
間
を
か
け
て
の
讓
論
も
職 

H

側
I

f

 K

ト
は
t

か
じ
め
讓
を
し
て
あ
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
順
序
の
定
め
ら
れ
I

s

対
し
、
労
I

当
I

I

局
者
が

こ
れ 

に
答
弁
を
す
る
と
い
う
仕
組
で
あ
っ
た
。

一
方
、
懇
談
の
内
容
は
そ
の
靈
、
従

寶

に

対

し

「

時
報
く
ろ
か
ね」

を
つ
う
じ
て
伝
え
ら
れ
た
。
 

こ

れ

は

製

罃

当

局

が

製

鉄

所

の

襲

拡

大

に

よ

る

蠢

篇

複
f

に
対
処
し
て「

貪

S

S

る

篇

や

霞

Q

P

X
を
分
り
易
く
書
い 

て
一
.般

に

震

」
(

一
九
一
九
年
九
月
六
日
く
ろ
か
ね
創
刊
号)

さ
せ
る
こ
と
を
馨
の
一
つ
と
し
て
月
二
回
の
発
行
を
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
が
、こ 

ナ
I

使
S

管
理
に
お
け
る
情
報
伝
讓
関
と
し
て
軽
視
し
え
.ぬ
役
割
を
果
し
て
い
る
。
議
経
過
の
紹
介
に
際
し
て
は
職
工
代
表
の
賣
よ 

「

成
る
可
く
語
句
を
简
約
し
要
点
の
み」

と
し
、「

参
与
贊

の

算

の

方

を

比

較

的

詳
細」

(

讓
事
大
要
序
文
、
く

ろ

か
ね
一
九
二
九
年

二

月

七

日

)

こ 

行
う
方
式
I

っ
た
の
で
麗

の

所
在
を
明
ら
か
に
す
る
以
上
I

贊

の

主

張

、
即
ち
篇

の
誠

意

、

努
力
■

に
十
全
2

り
現
状
改
革
の 

{
^
-性
も
余
^
も

な

し

と
V

う
-
>
わ
ば
安
定
保
守
的
基
調
が
全
従
業
員
に
徹
底
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た(

各

回

議

事

大

要

)

。

f

ま
で
も
な
く
製
爵
を
め
ぐ
る
事
態
は
む
し
ろ
蹇
と
は
う
ら
は
ら
で
あ
っ
た
。
不
況
は
失
業
者
を
累
積
さ
せ
つ
つ
深
刻
の
度
を
加
え
、
 

労
働
運
動
の
一
半
は
益
々
左
傾
し
、
無
農
党
運
動
が
広
が
り
つ
つ
あ
っ
た
し
、
所
内
で
も
御
用
組
合
的
色
彩
の
濃
い
共
同
研
究
会(

一
九
二
ニ 

年
f

 

I

I

か
ら
改
組)

と
同
志
会
が
激
し
く
対
立
し
て
い
た
が
、
崖
は
こ
の
何
れ
を
も
正
式
に
労
使
交
渉
の
対
手
と
し

て

■

は

せ

ず

に

、
 

む
し
ろ
勢
力
の
伸
長
を
抑
制
し
つ
つ
も
無
産
政
党
運
動
な
ど
の
外
部
か
ら
の
浸
透
を
遮
断
す
る
手
段
と
し
て
は
こ
れ
を
利
用
し
た
.の
で
あ(

I
)
。

そ 

れ
ゆ
え
こ
れ
ら
両
I

と
も
残
さ
れ
た
公
式
ル
！
ト
と
S L
T

、
決
議
し
た
要
求
事
項
を
組
織
内
懇
談
貪
I

し
て
懇
談
会
へ
反
映
さ
せ
る
と
い 

っ
た
努
力
を
試
み
た
が
、
殆
ど
そ
の
籠
を
見
な
か
っ
?2」

と
は
か
か
I

使
関
係
と
そ
の
籠
の
も
と
で
労
働
者
の
主
体
的
組
織
の
果
し
得

る
 

役
割
の
限
界
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
，当
局
が
、
労

働

組

合

の

本

来

の

證

を

压

殺

し

つ

.つ
労
使
関
係
に
於
け
る
馬
的
優
立 

の
も
と
に
、
全
従
業
員
を
編
み
込
む
労
使
関
係
管
理
の
機
構
を
確
立
し
た
こ
と
が
察
知
さ
れ
よ

う

。

こ

の

よ

う

I

使

関

係

下

に

於

て

蓮

の

職

工

規

則

の

解

1

程

が

有

効

で

あ

っ

た

か

ら

解

職

は

経
営
当
局
の

I

に
応

じ

任

意

に

実

行

し

う 

年
功
制
の
史
的
形
成
に
つ
い
て

五

九
B

四一
)

.



表 8 け:歴別界進比率 (1920牢）（附.学歴別並職工平均勤続年数〕

X
f続年数

並職 

平均勤彩

9年!

数 比 率

役 竹 職 工 総 数 役 付 職 工

m
総数

13. 51% 
21.98 
11.02  
21.61

789人 100. 00% 
299 100.00
928 100.00
126 100.00

i839人 
360 
1422 
583

920 年 c幡製鉄所工場労働統丨

小 学 卒  

高 小 迟  

高 小 卒  

魏成所•教習所卒

資料出所：「ノ

役付職工学歴別構成比率（1920年〕表

組 長 伍 長

38. 37% 
32. 52 
12. 29 
5. 95

38. 84% 
33. 95 
12. 33 
3. 26

00. 0000. 00

宿老及エ長

40.12% 
32. 72 
14. 20 
2. 47

38. 57% 
32. 79 
12. 43 
5.24

100. 00100. 00

っ
て
、
か
か
る
解
雇
が
そ
れ
ま
で
‘に
蓄
積
さ
れ
た
尨
大
な
労
働
力
の
編
成
を 

根
本
的
に
興
編
成
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
は
難
し
い
。
当
時
の 

解
職
理
出
を
見
る
と
整
理
解
雇
の
他
に
は
通
常
、
依
願
解
職
即
ち
自
発
退
職 

が
多
い
が
、
こ
れ
に
企
業
側
の
間
！
^
的
圧
迫
に
よ
っ
て
余

儀

な

く

さ
れ
る
と 

い
う
側
面
を
認
め
る
と
し
て
も
、
最
も
移
動
率

(

解
職
率)

の
低
下
し
た
時
期 

に
於
て
も
な
お
勤
続
年
数
の
高
い
層
に
解
雇
率
が
高
い
と
い
う
傾
向
は
k
 

レ

(

表
7

参
照)

む
し
ろ
事
態
は
逆
で
あ
っ
て
、
懇
談
会
に
於
て
希
望
退
職 

を
募
っ
て
は
ど
う
か
と
の
提
案
に
対
し
当
局
は
常
に
極
力
回
避
し
た
い
旨

を
 

表
明
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
行
政
命
令
に
よ
っ
て
実

際

に

盤

理

解
 

雇
に
踏
切
ら
ざ
る
を
.
得
な
か
っ
た
昭
和
初
頭
の

r

限
産
拡
張」

期
に
は
っ
と 

め
て
是
§|

人
員
を
解
雇
せ
ず
に
保
持
す
る
策
を
さ
え
講
じ
た
の
で
あ
る
。
そ 

の
第
一
は「

転
傭」

(

所
内
工
場
間
配
転)

で
あ
り
、

第

二

は「

休
務」

制
で 

あ
る
"

と
く
に
休
務
は
い
.
わ
ぱ
日
本
的
レ
ィ
•

オ
フ
制
で
あ
っ
て
、
従
来
の 

ノ 
I

ヮ
ー
ク
•

ノ
ー
ぺ
ィ
賃
金
原
則
を
初
め
て
破
っ
て「

泳
務
給」

を
設
け
、

I
 

一
 

ヵ
月
毎
に
1-
|

算
単
位
を
区
切
っ
て
休
務
三
日
迄
は
ー
日
に
つ
き
五
割
、
四 

日
m

力
ら
は
八
割
を
支
給
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

(

く
ろ
か
ね
一
九
三
一
年
一
二
月
六
日)

第

二

に
:-
T

f

幾

丁

！創
出
籠
と
し
て
蓮
の
よ
う
に
製
鉄
所
の
期
待
を
担
っ
て
出
発
し
た
職
工
養
成
所

も

一

〇
数

年

後

に

，
，,

f

の 

成
績
を
举
ぐ
る
こ
と
能
は
ざ
り
し
を
以
て
麗
改
正
の
要
を
認
め」

(

協
調
会「

徒
弟
麗
と
技
術
教
育」

三
五

一

頁

)

ざ

る

を

得
な
く
な
っ
た

〗

、
 

年
功
制
の
史
的
形
成
に
っ
い
て

ノ
 

六

1
(

四
四
三)

向 小 卒  

小 学 卒  

高 小 中 退  

養成所•教習所卒 

以 下 略  

合 計

資料出所: 「八幡製鉄所工場労働統計j 1920年£

ま
ず
第
一
.

に
囊
上
の
都
合
に
ょ
る
大
量
解
雇
は
大
正
期
に
は
行
わ
れ
ず 

け

で

あ

り

各

々

七

〇

〇

名

、
.：
八
八
五
名
と
い
ぅ
全
雇
用
労
働
カ
規
模
の

る
o

実
際
に
は

果
し
て
ど

う
で

あ

に
整
理
解
履
し
、
養
成
所
出
身
の 

せ
し
め
、
さ
ら
に
新
規
の
採
用
を
：

た
ろ

か

常
の
変
動
か

ら
見
て

%
比
較
的
軽
微
な
規
模

ま

昭
和
恐
慌
期
に

至
つ

て

!

誠
心
の
高
か
る
べ
き
子
飼
い
労

働

者

を

大

幅

に

進

出

j 

年
未
経
験
者
に
限
る
と
い
ぅ
形
で
、
所
謂
年
功
的
再
編
成
を
行 

t

実
の
展
所
を
見
よ
う
。
 

..

ド2,
}

る
状
態
で
あ
り
、
他
方
外
部
労
働
市
場
に
於
け
る

就
業
機
会
縮
小
の
影
響
下

で

表
6

に
見
 

ら
れ
る
ょ
ぅ
に
労
働
力
の
所
外
流
出
も
著
減
し
て
お

り

労
働
力
確
保
の
見

地

か

ら

も

か
つ 

て
の
ょ
ぅ
S

雇

を

麗

す

べ
I

度
な
か
っ
た
か
ら
、
賃
金
の
嵩
む
年
配
者
を
大
量

表 6 欧州大戦後の労働移動率

八幡製鉄所職工 
年間移動率

工場労働者年間移動率 
藤林推計

%1918 年 33. 36%
1919 36 .12 . •
1920 18. 72 66. 721921 16. 56 56. 471922 11.88 73.101923 12. 24 61.201924 11.76 66.41925 10. 20 57,01926 9. 48 53.61927 11.28 49.61928 6. 48 49.81929 5. 52 52.01930 • 49.51931 • 61.41932 1.80 47. 01933
.• ■

• 46. 8
1938 9. 96

.
•

資料出所：八幡製鉄所は「本邦製鉄業労働^
説(三)J，『社会政策時報』69号，r八幡製 

鉄所工場労働統計j 1926, 27, 28, 29年， 

「製鉄所労務概要」1的2 , 犯年，藤林推 

計は末尾参考文献〔(5〕pp.11〜12。

表 7 _依願解職者の勤綺年数別内訳（1938, 1939年）

勤 続 年 数 1938平 1939^
勤 続 年 数 1938年 1939年

た
の
で
あ

九
に
は
最

1 年未満 — —— ' 11年以上12年未満 3 41年以上2 印米満 
2 〃

72 31 12 »/ 2 3
七 適 47 36 13 n 3 4
年 な 3 " 37 37 14 // 1 1
ニ

条
件
が
整

4 //
5 〃

18
12

22
19

15 ,/
16 // 1

1
1

〇
年

6 " 36 12 17 u __
の つ 7 u 26 18 18 r/
n>- て 

\ 、

8 " 14 17 19 ” ______ m
反 し、

た
9 " 13 11 20年以上 3 3 ©

わ と 10年以上11年未満 8 3 合 計 296 223
れ
た

い

え
資料出所：「八幡製鉄所工場労働統計」1938, 1939 年。



震

所

鹿

止

後

、
職
工
側
の
}

5

開
の
講
に
対
し
労
務
部
長
は「

十
数
年
の
実
績
の
繁

大

し

た

効

果

が

な

い

と

い

う

こ
と」

(

く

ろ

か

ね

一

九

二
 

九
年
二
月
七
日)

が
判
明
し
た
た
め
と
し
て
こ

れ

を

拒

否

し

て

い
る
の

で

あ

时

』

第
三
に
、
外

部

露

市

場

に

於

て

就

業

機

会

が

濃

し

た

窶

、
企
S

羣

Q

1

な

未

屢

者
S

#

■

得
し
う
る
条
件
が
で
き
た
っ 

け
で
ぁ
る
か
ら
、
不
I

は
採
用
を
こ
れ
ら
羣
I

I

た
め
に
は
好
機
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
'
、
図
1

か
ら
同
時
期
の
新
規
採
用
者
年
令
醫 

を
見
る
限
り
そ
う
し
た
傾
向
は
な
い
。
む
し
ろ
ニ

0

代
の
後
半
の
年
令
層
が
か
な
り
厚
い
こ
と
が
注
.I

れ
よ
う
。
以
上
に
明
ら
か
な
通

り

こ

の
 

深
刻
な
経
済
停
滞
期
に
於
て
さ
え
上
述
の
よ
う
な
形
で
労
働
カ
.|
1

成
の
年
璧
へ
の
再
編
成
が
急
激
に
行
わ
れ
た
と
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ 

る
。年

功

的

労

働

力

編

成

が

年

功

制

成

立

の

た

め

の

不

可

欠

の

前

提

と

さ

れ

る

の

は

そ

こ

に

年

功

賃

金

体

系

が

前

提

と

さ

れ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。
 

即

ち

勤

続

リ

ン

ク

I

に

よ

っ

て

自

動

的

鐘

年

齢

層

ほ

ど

一

人

当

I

務

コ

ス

ト

が

高

ま

る

と

V

体

系

で

あ

る

。‘

し

か

し

こ

の

時

期

に

於

て
 

賢

す

へ

き

は

第

一

に

、

厨

給

制

度

は

典

型

的

年

功

給

の

よ

う

に

画

一

的

昇

給

制

で

は

な

く

成

績

暴

、、つ

く

抜

擢

昇

給

制

で

あ

っ

た

こ

と

、

第
 

ニ

に

、

功

S

な

ら

び

に

功

程

割

増

賃

金

制

度

を

大

幅

に

採

り

人

れ

る

こ

と

に

よ

り

能

率

刺

激

的

賃

金

棄

を

醫

し

て

い

た

こ

と

、

そ

し

て

第
 

三

に

戦

時

統

访

経

済

下

簾

著

■

わ

れ

る

よ

う

な

生

活

保

障

的

賃

金

思

想

は

昇

給

制

を

採

用

し

て

い

た

と

は

V

盡

ど

讓

し

え

な

い

こ

と
 

な

ど

で

あ

る

。

V

ま

で

も

な

く

第

一

の

吟

味

が

f

震

で

あ

る

か

ら

こ

れ

を

中

心

に

見

よ

う

。

重

H

業

大

I

に

於

け

る

役

付

ヱ

と

並

エ

と
 

で

は

界

給

ヵ

丨

7
 

(

但

し

地

位

划

勤

続

年

数

別

横

断

面

平

均

値

)

.
に

も

相

当

の

開

き

が

あ

り

、

並

エ

.で

は

高

年

層

で

頭

打

ち

傾

向

が

見

え

る

こ

と

が

指
 

於

さ

れ

て

し

る

力

(

文

献

S

 

0
七

九

K
)

こ

の

時

期

の

昇

給

は

ラ

ィ

フ

•

サ

ィ

ク

ル

に

応

ず

る

生

計

費

の

増

加

を

保

障

す

る

も

の

で

は

な

く

昇
 

給

如

力

年

ニ

但

(

一

九

ニ

五

年

以

降

、

従

来

の

ニ

乃

至

四

回

の

不

規

則

な

得

給

期

を

漸

次

年

二

回

に

統

一

す

る

よ

う

に

し

た

)

で

あ

っ

た

と

は

い

え

、

一

回

の

対
象
人
f 5

格
含
対
し 

一
、
二
割
乃
霊
、
六
割

と

い

う

不
篇
な
状
況
の
も

と

で

は

、

ー

蹇
昇

と

は

全
く 
S

Q

.「

成

績

優

良

ン
者 

ュ
限
リ
之
ヲ
行
フ」

a

九
〇
九
年
増
給
内
規)

と

い

う

抜
擢
昇
給
の
蒙
的
性
格
は
な

お

持
続
さ
れ
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
界
給
則
度
の

年

功

制

の

史

的

形

成

に

つ

い

て

. 

.

六

三

(

四

四

五

)

.

図 1 八幡製鉄所各年次採用職工の年齢別分布

六
一
一(

四
四
四)

と
.り
わ
け
規
則
に
よ
る
定
着
義
務
に
も
拘
ら
ず
歩
留
り
が
実
際 

に
は
極
め
て
惡
く 

(

一
 

九
三
五
年
に
は
養
成
所
卒
業
生
累
計
六
ニ
五 

一
人
に
，達
し
て
い
た
が
同
時
点
に
お
け
る
製
鉄
所
在
籍
者
中
の
養
成
所 

出
身
者
数
は
教
習
所
出
身
者
を
加
え
て
も
七
九
一
名
に
し
か
過

ぎ

な

か
 

っ
た)

残
存
者
が
.

少
数
に
と
ど
ま
っ
た
事
が
、
こ
_の
出
身
者
を 

以
て
莲
幹
エ
層
を
構
成
さ
せ
得
な
か
っ
た
最
大
の
原
因
で
あ
ろ 

う
。
役
付
エ
に
占
め
る
比
率
も
第
一
回
卒
業
生
が
既
に
勤
続
ニ 

0

年
に
達
じ
て
い
•
る
時
点
に
於
て
さ
え
表
8

に
見
ら
れ
る
よ
う 

に
極
め
て
小
さ
い
。

ま
た
、
小
学
校
卒
の
多
い
中
で
高
小
卒
に
加
え
て
製
鉄
所
か 

ら
特
別
の
専
門
教
育
を
三
力
年
受
け
た
の
で
あ
る
か
ら
、
優
先 

的
に
昇
進
し
て
も
当
然
で
あ
る
の
に
、
他
の
者
に
較
べ
て
も
表 

9

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
昇
進
比
率
は
格
別
高
く
は
な
い
。
選
抜 

さ
れ
て
入
学
し
た
位
で
あ
る
か
ら
出
身
者
の
う
ち
に
実
際
に
優 

秀
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
こ
こ
に
見
ら
れ
た
程
度 

の
養
成
所
の
成
果
は
事
実
上
乏
し
い
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得 

ず
、
大
量
昇
進
に
よ
っ
て
■
幹
エ
層
を
形
成
し
よ
う
と
い
う
望 

み
は
断
ち
切
ら
れ
、ざ
る
を
得
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。事
実
、
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11給 
報 n

図 2 個 人 別 貨 金 昇 給 経 路

4.00

3.00

六

四

(

四
四
六)

く
，i

n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l

な
含
意
は
横
断
面
よ
り

も

昇
給
制
運
用
の
実
際
の
時
間 

経
過
.の
う
ち
に
.
見
出
さ
れ
る
。

一
九
一

五
年
頃
以
降
終
戦
に至
る

期
間 

.に
つ
い
て
個
別
賃
金
の
若
干
例
の
昇
給
経
路
を
描
い
て
見
た
の
が
図
2
 

で
あ
る
。

一
九
ニ
〇
年
及
び
戦
時
統
制
下
の
四
一
年
以
降
の
大
幅
給
与 

改
訂
に
よ
る
変
動
に
は
注
意
を
要
す
る
が
、
.そ
の
中
間
の
ニ
〇
余
年
間 

を
つ
う
じ
て
見
る
と
高
勤
続
者
と
低
勤
続
者
の
昇
給
間
経
過
期
間
が
前 

■

者
に
長
く
後
者
に
短
い
と
と
が
.注
目
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
低
.勤
続
者 

の
昇
給
テ
ン
ポ
が
高
く
力
ー

ブ
が
比
較
的
に
急
に
な
ら
て
い
る
。

無 

論
、
こ
れ
は
全
職
工
の
賃
金
変
動
を
示
す
も
の
で
は
な
い
が
、
さ
ら
に 

く
わ
し
く
見
る
と
高
勤
続
者
の
う
ち
で
も
個
人
に
よ
っ
て
昇
給
率
に
少 

な
か
ら
ぬ
相
違
が
あ
る
技
擢
昇
給
の
例
が
見
出
さ
れ
よ
う
。
図
2

に
見 

ら
れ
る
職
工
C

が
そ
れ
で
あ
る
が
、
昇
給
の
速
さ
は
昇
進
に
裏
づ
け
さ 

.
れ

て

お

り

前

出

の〔

11〕

の
指
摘
と
も
符
合
す
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
も一

斉
定
昇
制
を
支
え
る
べ
き
生
活
保
障
賃
金
思
想
は
ま
だ
見 

ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
、
一
九
二
一 

年
に
製
鉄
所
で
は
職
工
初
給
を
無
経 

験
者
に
っ
ぎ
一

円
一
一
〇
銭
に
統
一
し
た
が
特
殊
作
業
に
従
う
特
殊
技
能 

者
以
外
の
新
採
用
者
は
殆
ど
無
経
験
者
で
あ
っ
た
状
況
の
も
と
で
こ
の 

初
給
水
準
が
一
五
年
間
据
置
か
れ
た
こ
と
を
は
じ
め
、
こ
う
し
た
給
与

.00

00

表 1 0 八 幡 製 鉄 所 職 ェ 勤 続 年 数 別 構 成

資料出所：r本邦製鉄業労働事情概説(四)」F社会政策時報』69号，「八幡製鉄所工場労働統計」 

:1926, 28,30,32, 36年，「八幡製鉄所労務概要」1934,38年，「日本製鉄株式今?丨セj 
より作製。

5 年 未 満  

5 年以上10年未満 

10 "  20 "

20 " 30 //
3 0 年 以 上  

合 計

5 年 未 満  

5 年以上10年未満 

10 〃 20 "

20 // 30 »
3 0 年 以 上  

合 訏 .
平 均 勤 続 年 数

1924 1926 1928 1930 1932 1934 1936 1938 1940年
人8479

4729
2862
261

人6871
6772
3130
926

人6622
5543
3989
1075

人5629
4430
6832
1437

人3063
4870
7323
1360

人2226
4992
7820
1628

人7106
3700
8059
2111

人9663
1916
7308
2851

人23517 
5531. 
5502 
4687

16331 17699
1

17230
10

18338
48

16664
96

16762
265

21251
285

22023
350

39587
%51.9

28.9 
17.5
1.6

%38.8
38.3
17.7
5.2

%38.4
32. 2
23. 2
6.2

%30.7
24.1
37.3
7.8

% 18. 7
29.2 
43.9
8.2

%13.4
29.8
46.6
9.7

%33.4
17.4 
37.9 '
9.9

%43.8
8.7  

33.1
12.9

%59.4
14.0
13.9
11.8

100.0 100.0 100.0
0. 05 

100.0
0.3

100.0
0.6

100.0
1.3

100.0
1.7

100.0
0.9

100.0
年月5 .10 6.8 7.5 9.4 11.0 11.10 10.3 9.7 7.3

の
改
善
要
求
に
対
し
当
局
側
は
、
独
身
者
は
と
も
か
く「

妻
子
を
養
ふ
者 

は
之
は
相
当
骨
が
折
れ
る
に
遠
ひ
な
い」

と
認
め
つ
つ
も「

製
鉄
所
は
官 

営
工
場
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
慈
善
事
業
や
救
済
事
業
を
行
っ
て
ゐ
る
訳
で 

な
い」

(

第
七
回
懇
談
会
議
事
大
要
く
ろ
か
ね
一
九
三
〇
年
二
月
ニ
六
B)

と
し 

て
拒
否
す
る
点
な
ど
に
も
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
賃
金
面 

で
は
必
ず
し
も
生
活
保
障
が
充
分
で
な
か
っ
た
だ
け
に
福
利
厚
生
施
設
の 

掀
充
に
よ
っ
て
補
間
さ
れ
る
商
面
が
少
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
っ 

と
も
か
か
る
施
設
は
労
働
者
定
着
政
策
の
一
環
と
見
る
こ
と
も
出
来
る 

が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
早
く
も
一
九
一
〇
年
頃
ま
で
に
は
創
設
を
見 

た
各
種
施
設
は
、
こ
の
段
階
に
至
っ
て
も
い
ず
れ
も
継
続
さ
れ
て
い
る 

が
、
共
済
組
合
の
年
金
制
設
置
、
.任
意
加
入
制
か
ら
強
制
加
入
制
へ
の
移 

行
な
ど
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
内
容
の
充
実
拡
大
も
顕
著
で
あ 

り
大
谷
会
館

0

九
ニ
七
年
開
設)

：
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
従
業
員
会
館
諸 

施
設
は
，綜
合
的
従
業
員
厚
生
施
設
の
一
頂
点
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ 

ナ
ら
の
側
面
か
ら
推
察
し
う
る
よ
う
に
、
昇
給
制
が
内
包
さ
れ
て
い
た
と 

は
い
え
賃
金
制
度
の
総
体
は
ま
だ
生
活
保
障
思
想
に
鉴
づ
く
勤
続
リ
ン
ク 

一
斉
昇
給
を
主
要
内
容
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
全
体
的
に
は
._
高
年
こ 

至
る
と
昇
給
力
I

ブ
鈍
化
が
見
ら
れ
る
な
ど
の
た
め
、
労
働
者
の
勤
続
年

六

五

(

四
四
七)

年
功
制
の
史
的
形
成
に
つ
い
て



図 3 - 1 八幡製鉄所鋼塊生産高の推移図 3 4 八幡製鉄所職:！:，職夫屉用量の推移

資料出所：01幡 製 钱 年 訪 j 資料出所：「八幡製鉄̂ 五十年歌]
巻求付表

六

六

(

四
四
八)

数
別
構
成
高
度
化
に
よ
る
賃
金
源
資
増
大
の
圧
力
も
典
型
的
年
功
賃
金
体 

系
下
に
轼
け
る
ほ
ど
深
刻
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
表
10

に 

見
ら
れ
る
よ
う
な
こ
の
期
に
於
け
る
勤
続
構
成
.

(

平
均
勤
続
年
数
で
表
示
さ 

れ
る)

の
非
常
な
高
ま
り
を
許
容
し
え
た
要
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

年
功 

賃
金
体
系
の
経
営
上
の
有
利
性
が
強
ま
る
条
件
は
今
次
大
戦
の
準
戦
時
体 

制
下
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
労
務
構
成
の
若
年
化
に
伴
っ
て
現
わ
れ
る
の
で 

あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
賃
金
体
系
の
側
面
ば
大
量
労
働
力
の
持
続
的
安
定
雇
用 

の
消
極
的
要
因
で
は
あ
っ
て
も
積
極
的
要
因
で
は
な
い
。
積
極
的
要
因
は 

労
働
力
の
質
的
側
面
に
あ
，る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
日 

本
近
代
鉄
鋼
業
の
一
貫
.メ
ー
ヵ
ー
は
そ
の
歴
史
的
発
展
過
程
に
於
て
は
技 

術
的

•
地
域
的
に
も
孤
立
し
て
い
た
た
め
企
業
内
定
着
層
で
あ
る
こ
と
は 

そ
の
ま
ま
固
有
の
熟
練
労
働
力
層
と

言
っ
て
よ
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
機
械 

修
理
な
ど
の
補
助
部
門
に
於
て
は
技
能
に
あ
る

程
度
の
横
断
的
通
用
性
が 

あ
る
限
り
代
替
も
ま
た
可
能
で
あ
っ

た

が

、

製
銑
以
下
の
主
作
業
部
門
に 

つ
い
て
は
そ
れ
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ

た

。

日
本
鉄
鋼
業
に
於
け
る
熟
練 

は
こ
う
し
た
特
異
な
意
味
を
帯
び
て
い
た
と

言
え
る
。
養
成
所
に
於
け
る 

組
織
的
教
育
訓
練
の
よ
う
に
先
行
投
資
を
行
っ
た
場
合
に
は
企
業
が
そ
の

八幡製鉄所職工企業内宠着率I表

1935年
調 进

1930年
調 迸

1925 平
調 嵛

13.
16.
37.
56.
80.

3.
7. 
：3, 
：4.
8. 
2.

%11.3
15.8
33.4
32.9 
65.2

年以前入職洛

鉄所工場労働統計j 1925, 30, 3 5年， 

所五十年誌」巻末統計より筆者が計

同じ•は前掲;
出
身
者
を
強
制
定
着
せ
し
め
て
そ
.
の
生
産
力
効
果
を
期
待
す
る
こ
と
は
当
然
の
理
で
あ
る
が
、
 

そ
れ
以
外
の
労
働
者
に
つ
い
て
も

所
内
で
実
地
作
業
経
験
に
ょ
る

一.
定
の
熟
練
を
獲
得
し
て
き 

た
限
り
そ
れ
に
代
替
し
ぅ
る
者
を
他
に
求
め
得
な
い
状
況
下
で
は
強
く
そ
の
矩
着
を
期
待
し
た 

と
し
て
も
無
理
力
ら
ぬ
こ
と
で
■あ

る

。

こ
ぅ
し
た

条
件
は
八
幡
以
外
の
鉄
鋼
メ
ー
ヵ
ー
で
も
全 

く
同
様
で
あ
っ
た
が
反
動
恐
慌
以
降
の
不
況
過
程
に
於
て
生
産
水
準
を
著
し
く
引
下
げ
ず
に
済 

ん
だ
官
営
製
鉄
所
で
は
こ
れ
ら
の
労
働
力
の
排
出
を
極
力
回
避
し
た
わ
け
で
あ
る
。
民
営
製
鉄 

所
で
も
大
量
整
理
は
免
れ
な
か
っ
た
と
は
い
え
民
営
造
船
企
業
な
ど
と
は
異
り
、
む
し
ろ
高
年

30) 

.

1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930

I

I

 

o 

き

g

禊

た

i

層
の
熟
練
者
層
を
残
留
せ
し
め
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
銑
鉄
自
給
率
が
低
い
戦
前
の 

八
八
ミ
日
本
鉄
鋼
業
の
構
造
的
欠
陥
の
も
と
で
は
官
営
製
鉄
所
は
絶
え
ず
増
産
を
要
請
さ
れ
た
た
め
、

し
算 

ヴ
算
の 

:

率 

所 

着 

出

定

i

⑴

的
編
成
替
え
を
可
能
に
す
る
ほ
ど
著
し
く
は
な

く

、

伸
び
率
が
低
下
し
つ
つ
も
む
し
ろ
着
実
な

恐
慌
期
で
も
最
小
限
の
採
用
を
行
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た

か

ら

、

従
業
員
数
増
加
の
変
動
は
根
本

増
加
傾
向
が
見
ら
れ
る
限
り
、
所
内
の
既
存
労
働
力
に
対
す
る
定
着
化
政
策
も
強
ま
っ
た
の
は
必
然
で
あ
っ
た
し
、
事
実
、
表
11

に
見
ら
れ
る
ょ 

ぅ
に
高
い
定
着
率
を
観
察
し
ぅ
る0.で
あ
る
0

こ
ぅ
し
た
規
模
の
拡
大
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
欧
州
大
戦
後
の
合
理
化
の
過
程
で
進
展
し
た
.
動
力
源
の
転
換

(

蒸
気
I

電
力)

、
設
備
機
械
運
転 

の
高
速
化
、
炉
容
積
拡
大
な
ど
の
技
術
革
新
の
影
響
を
軽
視
し
え
な
い
。
前
記
の
.職
工
養
成
所
が
限
界
に
逢
着
し
た
原
因
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
る 

と
思
わ
れ
る
。
即
ち
所
内
全
般
に
わ
た
る
合
理
化
と
技
術
革
新
下
で
の
高
能
率
作
業
へ
の
要
請
な
ら
び
に
作
業
規
律
強
化
の
要
請
は
少
数
の
若
年 

見
習
エ
に
対
す
る
画
一
的
教
育
の
効
果
の
み
に
ょ
っ
て
は
満
た
し
え
な
か
っ
た
訳
で
あ
る
。
む
し
ろ
所
内
で
経
験
を
積
ん
だ
中
堅
層
の
再
教
育
訓 

i
t

こ
そ
が
緊
急
の
課
題
で
あ
り
、
し
か
も
苒
教
育
後
直
ち
に
こ
れ
を
作
業
集
団
の
優
れ
た
指
導
層
と
し
て
現
場
に
送
り
返
す
必
要
に
迫
ら
れ
て
い 

年
功
制
の
史
的
形
成
に
つ
い
て 

六

七

(

四
四
九)



表 1 2 教 習 所 内 容 （1927〜1941年)
部 別 普 通 部

高等部(1935年以降教習部) m 修 部 講 習 部

H 的 将来職工ノ幹部タルニ必惡ナル 作業ニ適切ナル技術上. 短期間ニ業務二直接
技術上ノ知識ヲ授ク ノ知識ヲ授ク（時間外） 必-要ナル技能ヲ授ク

科 別 銑鉄，機械，製鋼， 冶金，機 鉄冶金，電気，鋼鉄加 不 定
霜気，圧延，化学， 械1霜気， エ，土木，工業化学，

期 間  

授業時間

骸炭，土木建築，窯 

業 .

土木建築 機械

1 年 1 年 6 力月〜1 年 短 期

各科共週24時間 各 科 共 埤門科目週4 時冏 不 定

- ― . . .
(普通部時代30時間：T 週24時間 一般科目週1 時 間 |

資料出所：「製鉄所労務概要j , 協調会「徒弟制度と技術教育」

，.六

八

(

四
五
〇)

た
。
従

0.
て
企
業
内
教
育
は
養
成
所
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
る
以
前
か
ら
す
で
に
着
手
さ
れ 

て
い
た
成
人
技
能
教
育

(

製
鉄
所
技
能
員
教
習
規
程
ニ
九.一：
九
年
三
月)

の
方
向
に
新
展
開
を 

見
る
こ
と
に
な
る
。

一
九
ニ
七
年
開
設
さ
れ
た「

製
鉄
所
教
習
所」

が
そ
れ
で
あ
っ
て
そ 

こ
で
は
か
つ
て
の
よ
う
に
単
に「

適
良
ナ
ル
職
工
ヲ
養
成
ス
ル(

養
成
所
規
則)」

た
め
で
な 

く

「

現
に
在
職
中
の
成
年
職
工
中
よ
り
選
抜
し
た
る
華
の
人
々
に

j

定
の
期
間
特
別
教 

習
を
授
け
て
1

^

来
|<
:

鉄
^

に
於
け
る
職
エ
の
幹
部
た
ら
し
む
る
の
方
針」

.

(

く

ろ

か

ね

一

九
 

ニ
七
年
五
月
一
五
日

)

を
明
白
に
掲
げ
て
出
発
し
た
。
そ
の
機
構
は
表
12

に
見
ら
れ
る
よ
う 

に
中
核
と
し
て
の
普
通
部
を
は
じ
め
高
等
^I

、

専
修
部
、
講
習
部
を
設
け
、

経
験
職
工 

の
再
教
育
、
訓
練
に
成
果
を
収
め
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、
常
傭

木
工
の
安
定
雇
用

(

即
ち
終
身
的
雇
用)

の
条
件
を
ニ

側
面
か
ら
考

察

し

た
 

.

が
最
後
に
看
過
し
え
ぬ
も
の
と
し
て
、
景
気
変
動
、
作
業
量
伸
縮
に
応

じ

て

ク

ッ

シ

ョ

ン
 

の
&

害
を
果
し
間
接
的
に
木
工
の
安
定
雇
用
を
支
え
た
構
造
、
即
ち
臨
時
的
雇
用
関
系 

下
に
あ
る
職
夫
層
の
恒
常
的
雇
用
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
製
鉄
所
が
、
わ
け
て
も
間
接
補
助 

部
門
に
於
て
こ
れ
ら
の
労
働
力
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
は
創
設
以
来
の
特 

色
で
あ
っ
た
が「

製
鉄
所
職
夫
供
給
規
則」

(

ー
九
ー
〇
年)

に

よ

り

供
給
方

式

の

制

度

化
 

を
行
い
、
戦
前
期
を
つ
う
じ
常
時
、
木
工
の
三
割
乃
至
五
割
の
多
数
が
使
役
さ
れ(

だ)

。
こ 

の
供
給
職
夫
の
他
に
主
に
構
外
作
業
に
従
う
請
負
職
廷
が
あ
り
、
ま
た
製
鉄
所
と
の
直
接 

雇
用
関
係
に
あ
り
木
工
と
同
様
の
作
業
に
従
事
し
つ
つ
も
直
払

職
夫
ま

た

は

指

定

職

夫

の

名

狗

の

も

と

に

労

働

諸

条

件

に

於

て

は

あ

く

ま

で

臨

時

的

労

働

者

と

し

て

の

差

別

を

受

け

て

い

た

階

層

が

存

在

し(I
)。

さ

ら

に

本

採

用

の

前

段

と

し

て

試

験

エ

、

臨

時

エ

層

が

存

在

し

た

が

こ

の

制

度

化

は

先

に

見

た

通

り

で

あ

る

。

(

注

23)

叩

斐

慕

『

八
幡
製
鉄
所
労
働
運
動
誌』

一
九
五
三
年
、

一

頁—

九
頁
。

(

江
財)

こ

の
布
件
の
経
緯
に
つ
い
て
は『

同
書』

の

他

『

八
幡
製
鉄
所
五
十
年
誌』

一九
五
〇
年

、
総

同

璧

十

年

史

刊

行

委

員

会『

総
同
盟
五
十
年
史』

第

一

プ

|ノ
四
\ュ

八
播

|<
鉄
労

§
射

合

『

八
幡
製
鉄
労
働
運
動
史』

(

上
巻)

一

九
五
七
年
等
に
く
わ
し
く
ま
た
よ
く

^
ら
れ
て
い
る
の

.で
こ
'こ
で
±
匕
ロ
商 

す
る
に
と
ど
め
る
。
 

（
す

J
(

注

25) 

E-

斐

『

前
掲
書』

•ニ
五
五
頁
。

(

注

26)

た

と

え

ば『

同
書』

三
七
〇
頁—

三
七
一
頁
。

(

注

S

組

合
麗

家

の

若

干

名

に

つ

い

て

は

事

実

し

ば

し

ば

実

行

さ

れ

た

。
盧

I
』

一
四
三
頁

、

一
七
五
頁
、

ニ
九
六
頁
丄
一
九
七
頁
等
を
見

よ

。

1
業

4
数
は

^

 ̂一
 

o年
四

月

屋

会

S
 (

同

会

『

徒
弟
制
度
と
技
術
教
育』)

、
出

身

在

籍

者

数

は「

八
幡
製
鉄
所H

場
労
働
統
計」

昭
和
一
〇
年

(

注

29)

、

こ
の
嫂
因
と
し

て

紙
者
は
と
く
に
一
、
技
術
が
組
織
的
技
能
教
育
を
必
要
と
し

な

い

ほ

ど

.低
水
準
に
と

ど

ま

っ

て

い

た

か

ら

(

文
献〔

11〕

参
照)

f
 

な

く

個

々

人

が

配

厲

さ

れ

た

現

場

で

の

細

分

化

さ

れ

た

作

業

の

讓

に

画

一

的

な

養

成

所

の

机

上

技

能

教

育

内

容

が
充

分

.に
合

致

し

な

か

っ

た

こ

と

、

ニ

、

Iエ

リ

i
晶

力

っ

た

出

身

者

に

対

し

てH

場
は
：特
別
優
遇
を
し
な
か

0
た
こ
と
、
と
く
に
後q

成
人
教
育
に
見
ら
れ
る
よ

ぅ

な

政
策
的
な
特
別
界
進
方 

釗
が
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
出
身
者
の
不
満
を
醸
成
す
る
結
果
に
な
っ
た
点

を

举

げ

た

い

。

(

注g
)

第

能

保

利

「

本

麗

鉄

業

労

働

_

概
説
：

i: 」
『

社
会
政
策
時
報』

六
九
号
、

一
九
二
六
年
、

九
八
頁
丨
九
九
頁
，
同

日

『

同

I

』

b
九

号

.
S
、 

頁

及

び

告

田

寧「

本
邦
造
船
業
労
働
事
情

㈡」
『

同
時
報』

七
六
号 
一
ニ
五
頁
参
照
。
 

.丨

.

' 

-

(

注
沿)

供
給
制
度
は
製
鉄
所
よ
り
指
定
を
受
け
た
若
干
名

(

六
乃
至
七
人)

の

供

給

人

が

麗

所

の

•要
請
に
応
じ
、
そ

の

靈

必

獎

人

員

を

供

給

す

る

こ

と

に 

な

っ

て

お
り
、
給
与
は
供
給
人
が
製
鉄
所
か
ら
一
括
支
払
を
受
け
た
上

、

手
数
料
を
差
引

い

て

分
配
す
る

仕
組
で
あ

っ

た

。

実
際
の
労
働
力
調
達
は
共
铪
人

^
: 

右
の
専
属
下
宿
屋
の
管
理
人
が
行
っ
た
が
狡
潜
な
足
留
策
、I

、、せ

ら

れ

た

割

に

は

證

性

は

高
か

っ

た

S

傭
職
工
の
約 
一
0

倍)

。

一
九
ニ
〇

丄
ー
四
年
に 

は

一

日

平

均

1

〇

〇

〇

丄

ハ

0

〇

〇

人

使

用

さ

れ

た

と

報

告

さ

れ

て

い

る

。

橋

本

「

前
掲
調
査
：

0
」

『

同
時
報』

六
六
号
一
四
ニ
頁
以
下
は
そ
の
詳
し
い

^

(

注
ぬ)

「

同
調
_

」

に
よ
れ
ば
同
時
期
に
約
ニ
〇
〇
〇
人
使
用
さ
れ
て

い

た

。
 

•

年
功
制
の
史
的
形
成
に
つ
い
て 

六

九

(

四

五
一)



ば

が

直

篇

靈

I

露

I

る

碧

變

に

I
震

l

i

l
れ
た
。
靈

I

I

n

p

; ?
y

; I
: i

に

i

夫

？

た
。

従

っ

て

作

靈

^
^
^

“

1と
ん

尤

〃

丨

，
0

_

4
た
か
は
懇
談
会
席
上
、
度
々
常
傭
職
エ
か
ら
そ
れ
ら
職
夫
の
待

^

■

る(
ナ
と
え

-
^
!
>
,

垣
莽
ー
四
回
議

|
要)

し
か
し
、
当
局
は
本
質
的
相
違
を
理
ぬ
に
そ
の
都
度
拒
否
し

.てい
る

。

.

^

第

五

章

結

語

，

年
功
i

l

H
業
f

つ
一
般
l

i

作

用

と

靈

済

|

体
内
_

|

有
の
伝
I

I

管

を

め

ぐ

る 

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、そ
れ
は
本
来
現
代
分
析
諸
科
|

最
も
広
い
綜
合
的
枠
組
の
な
か
で
解
析
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、筆
者
は
問
題
の
そ
の 

よ
う
な
性
格
を
念
頭
i

き
つ
つ
も
、本
稿
S

焦
点
を
そ
の
う
ち
の
比
較
的
に
限
ら
れ
た
領
域
I

っ
て
考
察
を
行
っ
た
。
即
ち
、
H

I

 

鉄
鋼
空
場
の
発
展
過
I

追
い
っ
つ
そ
の
内
部
に
形
成
さ
れ
て
I

H

業

露

力

Q

I

な
ら
び
i

l

l

、
労

簾

係
I

造
を
考
察
し 

た
の
で
あ
る
。無
論
、
こ
の
讓
的
考
察
は
年
功
制
度
の
史
的
形
成
に
関
す
る
従
来
の
麗
篇
を
事
例
分

析

に

よ

っ
て
再
検
討
を
す
る
謹
を
含 

む
も
の
2

る
。第
i

i

約」

た
従
来
の
理
論
仮
説
は
、
一
方
に
於
て
年
功
制
の
I

条
件
と
.し

て

梁

社

含

I

す
る
震
的
側
面
を
重 

招
す
る
力
I

方
に
於
て
年
功
制
度
翌
の
契
機
と
し
て
一
九
一
一

0

年
代
慢
性
不
況
期
に
於
け
る
大
企
業
内
部
の
労
働
力
編

成

の

編

成

替

え

を

I

 

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
5

」

の
編
成
f

に
よ
る
激
し
い
変
化
こ
そ
は
事
例
分
析
に
よ
っ
て

検
討
さ
る
べ
き
要

点

と

な
る
わ

け

で

あ

る

。

.

か
户
が
ら
ッ
れ
を
ど
ト
ラ
ス
一
フ
ィ

ソ
ク
な
編
成
替
え
は
行
わ
れ
な
か
つ
た

事
を
示
し
て
い

石
。編
成
替
え
の
理
論
的
含
意
は 

篇

の

脅
し
に
よ
る
外
的

l

y
よ
っ
て

労
働
者
自
身

I

業
忠
誠
心
と
結
び
つ
い
た
企
業

内
定
霊

向
性
を
持
£

る

昼

る

と

V

変
匕
、
 

に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

事
例
研
究
の
繁
に
よ
れ
ば
大
規
模
且
つ

8

な
こ
う
し
た

再
編
成
が

I

に
見
出
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、定
着
性

I

い 

労
働
者
の
一
群
が
創
設
期
に
於
て
早
く
も
形
成
さ
れ
て
い
る

こ

と

が

f

れ
た
の
で
あ
る
。

こ

の

こ

と

は

、

近
代
鉄
鋼
大
経
證
於

け

る

労
動
力
 

の

窘

浩

慢

性

不

況

化

に

於

け
る

強

制

を

つ

て

植
え
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

一
方
に
於
て

農

業

地
帯
か
ら
吸
引
さ
れ
た

未

熟

練

労

動

力
と
し
て
の
い
わ
ば
給
源
か
ら
规
宠
さ
れ
る
鉄
鋼
業
労
働
者
の
性
格
に
よ
り
、
そ
し
て
他
方
に
於
て
はI

H

統
的
な
技
術
的
^
盤
と
は
隔
絶
し
た
鉄 

_

一
 

贯
生
産
の
高
度
に
発
逹
し
た
技
術
体
系
に
組
み
込
ま
れ
、
し
か
も
同
時
代
の
一
貫
メ
ー
ヵ
ー
が
技
術
導
入
開
発
の
面
で
も
、
ま
た
労
働
力
の
給 

源
及
び
移
動
靈
の
面
に
お
い
て
も
相
互
に
関
連
な
く
隔
絶
し
て
い
た
と
い
う
い
わ
ば
二
重
の
相
互
絶
縁
性
の
中
で
の
孤
立
化
さ
れ
た
熟
練
獲
得 

過
程
の
特
質
に
よ
り
、
官
営
八
幡
製
鉄
所
の
創
設
を
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
日
本
近
代
鉄
鋼
業
発
展
の
当
初
か
ら
濃

厚

に

見
出
さ
れ
る
も
の 

と
言
え
よ
う
。
全
体
と
し
て
の
.定
着
性
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
傾
向
は
い
う
ま
で
も
な
く
慢
性
不
況
期
の
移
動
率
減
少
に
伴
っ
て
$

々
屈
著 

に
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
顧
用
労
働
者

(

但
し
常
傭
本
ェ)

の
全
階
層
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
だ
け
に
脅
し
の
反
作
用
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し 

ろ注
！： I
I

し
た
い
こ
と
は
当
初
か
ら
定
着
的
な
一
群
の
労
働
者
が
欧
州
大
戦
下
の
熟
練
労
働
者
の
激
し
い
所
外

流
出
な
ら
び

に

所

内

歷

用
構

造

変

動
 

を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
な
お
太
い
系
列
を
成
し
て
残
存
定
着
し
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
層
、

い
わ
ば
莶
幹
的
労
働
力
層
が
必
ず
し
も
養
成
所
出
身 

苦
で
な
い
労
働
者
を
附
加
し
つ
つ
企
業
の
発
展
に
応
じ
て
増
大
成
長
し
た
か
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。

年
功
制
の
形
成
の
■

底
と
し
て
定
蔚
的
労
働
力
を
挙
げ
る
こ
と
は
い
わ
ば
共
通
の
認
識
で
あ
る
が
、
そ
の
定
着

性
の
内
容
と
し
て
は
右
の
分
析 

結
果
を
茁
視
し
た
い
。
こ
れ
が
先
述
の
仮
説
の
う
ち
、
変
化
過
程
の
含
意
を
そ
の
ま
ま
年
功
制
の
契
機
と
し
て
強
調
し
え
な
い
根
拠
と
な
る
。

一
 

方
、
継
続
性
と
し
て
一
括
し
た
諸
説
と
の
関
連
で
は
、

一
の
身
分
階
層
性
の
意
義
に
つ
い
て
は
本
稿
で
の
考
察
が
現
場
労
働
者
層
に
限
ら
れ
た
た 

め
身
分
階
曆
問
題
追
求
の
た
め
の
余
裕
が
な
く
充
分
な
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ニ
の
年
功=

熟
練
度
の
.许
合
性
は
本
事
例
研
究
に
よ
っ
て 

も
あ
る
程
度
裏
づ
け
が
得
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
け
だ
し
こ
の
関
係
は
熟
練
獲
得
過
程
の
原
理
的
関
係
と
も
言
え
る
の
で
>̂

っ
て
、
職
種
別
組 

合
の
不
在
と
い
っ
た
制
度
的
相
興
を
超
え
て
な
お
、
そ
こ
に
日
本
的
特
殊
性
を
見
出
し
う
る
か
否
か
、
分
析
方
法
論
上
の
一
層
の
吟
味
が
必
要
で 

あ
る
三
の
企
業
内
电
鎖
的
労
使
-̂

係
も
し
く
は
経
営
家
族
主
義
は
、

一
面
に
於
て
企
業
の
手
に
よ
る
直
接
労
務
管
理
体
制
の
確
立
が
そ
の
指
標 

で
あ
り
、
他
而
I

於
て
は
文
化
人
類
学
的
意
味
に
お
け
る
社
会
的
価
値
体
系
.
の
内
容
が
そ
う
し
た
指
導
理
念

も
し
く
は
思
想

を
左

右

す
る
と
考
え 

ら
れ
る
。
欺
例
分
析
に
於
て
、
労
務
管
理
機
構
の
迤
本
的
枠
組
の
形
成
並
び
に
労
使
関
係
の
企
業
内
封
鎖
化
に
つ
い
て
叙
述
し
た
が
、
こ
れ
は
さ 

印
功
制
の
史
的
形
成
に
つ
い
て
 

七

一

(

四
五
三)



七
ニ 

(

四
五
四)

ら

に

誓

I

f

系
Q

1

析

し

直

さ

れ

る

べ

き

性

質

崖

で
t

 

f

參

」

I

問

i

し
て
、
今

日

我

々

の

g

/

I

用

厂
r

の
タ
得
力
で
あ
る
し

t

工
業
化
過
程
に
展
開
し
た
日
本
労
使
関
係
の
：伝
統
的
特
性
の
象
徴
的

表
現
と
し
て
年
功

U

把
え
る
な
ら
ば
、
そ
.
の

解

明

策

に
.
一.面
的
分
析
の
な
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
く

今
後
の
諸

科

学

I

I

分
析
装
置
の
構
築
に 

な
ぉ
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
本
稿
で
讓
し
た
定
霊
の
内
容
把
握
に
つ
い
て
吟
味
す
べ
き
点
に
二
つ
ほ
ど
言

及

し

た

い

。

定
着
的
労
働
力
は

流
動
的
労

働

力

に
 

けM

の

〃

業h

l

i

干
I

職

種

i

、
l

l

無

I

も

し

く

は

熟

l

i

^

I

抒
r

f

的
I

に
対
し
、
一
般
に
都
市
工
業
馨
に
定
着
す
る
熟
練
度
の
高
い
労
働
力
の
豪
を
持
つ
と
言
え
る
。

労
働
力

I

す
る
家
計
核
と
し
て
の
男
子
労
働
力
と
考
え
て
も
よ
い
。
し

t

な
が

I

の
概
念
を
狭
め
て
企
業
定
着

性
と
す 

着

的

て

あ

り

な

が

ら

露

に

都

市

工

業

馨

昼
I

I

I

働
力
が
存
在
す
る
f

l

の
よ
う
な
H

?

」

こ
で 

、は
成
立
し
な
"

生
産
技
術
に
規
定
さ
れ
る
技
能
の
内
容
.な
ら
び
に
作
謹
固
組
織
及
び
統
括
機
構
の
産
業
別
相
違
に
よ
り
、
i

的
労
動
力
を

“

業

磨
|

|

1

|

鲁

貢

|

。
従
|

|

|

_

|

震

け

る

|

|

む

”

〃

,

丁 
I

I

そ
I

I

さ

る

產

い

。
_

蒙

|

ら
び
f

に

學

る

I

f

l

i

l

i

す

こ

う

し

た

豪

で

囊

別

分

析

の
_

の

上
に
立
た
ね
ば
な

ら

な

い

の

で

あ

る

。

こ
れ
が
第

一

点

で

あ

る

。

て
U

一、一、I

ぎ
n

m

®
力
震
に
か
か
わ
る
視
点
で
あ

る

。

こ
れ
は
多
次
元
的
に
捉
え
た
同
I

働
群
の
I

的
I

と
言
っ 

、て

s

 

f

l

働
力
は
ど
の
労
働
群
も
し
く
は
ど
Q

l

f

対
応
す
る
か
と
い

う

I

I

る

。

例

え

ば

L
i
v
e
n

 

§

丈
こ
の
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