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序
章
　
本
稿
の
趣
旨
、
先
行
研
究
の
整
理
お
よ
び
論
文
構
成

　
本
稿
は
、
職
業
教
育
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
児

童
労
働
の
改
革
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
世
界
史
に
お

け
る
各
国
の
児
童
労
働
改
善
運
動
は
、
職
場
か
ら
の
児
童
の
排
斥
運

動
で
あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
１
）

。
例
え
ば
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ナ
・
ゼ

リ
ザ
ー
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
お
い
て
子
ど
も
は
「
経
済
的
に
役

に
立
つ
も
の
」（the econom

ically useful child

）
か
ら
「
経
済

的
に
は
無
能
だ
が
、
感
情
的
に
は
大
変
価
値
の
あ
る
も
の
」（the 

econom
ically useless, but em

otionally priceless child

）

へ
と
神
聖
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
賃
金
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
、
家
庭
や

学
校
と
い
う
保
護
的
な
世
界
へ
と
所
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
指
摘

し
て
い
る
（
２
）
。
同
じ
く
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ホ
ワ
イ
テ
イ
カ
ー
も
、
一
九

世
紀
末
か
ら
一
九
四
一
年
ま
で
を
一
つ
の
時
期
と
し
て
区
分
し
、
同

期
間
内
で
は
改
革
者
は
職
場
か
ら
子
ど
も
を
排
除
し
、
就
学
率
を
増

加
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
と
み
な
し
て
い
る
（
３
）
。

　
確
か
に
改
革
の
中
で
最
も
重
要
視
さ
れ
た
の
は
児
童
労
働
法
と
義

務
教
育
法
の
制
定
だ
っ
た
。
児
童
を
職
場
か
ら
学
校
へ
と
強
制
移
住

さ
せ
よ
う
と
す
る
考
え
は
当
時
の
改
革
者
の
意
見
の
な
か
に
も
頻
繁

に
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
〇
四
年
に
設
立
さ
れ
た
全
国
規
模

の
改
革
組
織
、
全
国
児
童
労
働
委
員
会
（N

ational Child Labor 
Com

m
ittee, N

.C.L.C

）
の
会
員
だ
っ
た
社
会
学
者
の
エ
ド
ワ
ー

　
論
文

　
オ
ー
ウ
ェ
ン
・
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
の
職
業
教
育
論
　

　
　
―
雇
用
対
策
と
民
主
主
義
　

大
　
泉
　
　
　
惟

キ
ー
ワ
ー
ド

　
児
童
労
働
　
雇
用
問
題
　
職
業
教
育
　
ア
メ
リ
カ
型
民
主
主
義
　
オ
ー
ウ
ェ
ン
・
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
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ド
・
ク
ロ
ッ
パ
ー
は
自
身
の
論
文
で
、
州
の
義
務
は
工
場
お
よ
び
他

の
職
場
で
の
児
童
の
早
期
就
労
を
防
ぎ
、
少
な
く
と
も
一
四
歳
ま
で

は
就
学
さ
せ
る
よ
う
、
保
護
法
を
制
定
す
る
義
務
が
あ
る
と
強
調
し

た
（
４
）

。
同
じ
くN

.C
.L
.C

の
会
員
で
あ
っ
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
カ
ー
ク

ラ
ン
ド
も
、
年
齢
制
限
を
一
六
歳
未
満
と
し
た
上
で
、
単
に
工
場
や

炭
鉱
か
ら
追
い
出
す
だ
け
で
な
く
、
学
校
で
教
育
を
受
け
さ
せ
る
こ

と
が
問
題
な
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
（
５
）
。

　
だ
が
、
改
革
者
は
単
に
子
ど
も
を
学
校
へ
と
送
り
出
す
だ
け
で
満

足
し
た
わ
け
で
は
な
く
、「
そ
こ
で
何
を
学
ば
せ
る
か
」
と
い
う
点

に
対
し
て
も
関
心
を
注
い
で
い
た
。
す
な
わ
ち
、
就
職
や
労
働
に
役

立
つ
知
識
の
伝
授
、
い
わ
ゆ
る
職
業
教
育
の
実
践
・
改
良
も
ま
た
大

き
な
課
題
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
表
一
はN

.C
.L
.C

の

活
動
目
的
を
箇
条
書
き
に
し
た
も
の
だ
が
、
目
的
四
と
目
的
五
に
注

目
す
る
と
、
前
者
は
不
熟
練
労
働
か
ら
児
童
を
解
放
す
る
こ
と
、
後

者
は
職
業
教
育
を
実
践
す
る
こ
と
で
社
会
に
必
要
な
人
材
を
育
成
す

る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
掲
げ
て
い
る
。両
者
は
別
々
の
問
題
で
は
な
く
、

密
接
に
つ
な
が
っ
た
も
の
で
あ
り
、
委
員
会
に
お
い
て
は
児
童
を
不

熟
練
労
働
者
か
ら
熟
練
労
働
者
へ
と
転
化
す
る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　
一
連
の
改
革
に
は
雇
用
対
策
と
い
う
面
も
あ
り
、
教
育
機
関
に
お

い
て
優
秀
な
労
働
者
の
養
成
が
求
め
ら
れ
た
。
雇
用
問
題
と
児
童
労

働
問
題
と
を
同
一
視
す
る
と
い
う
考
え
は
、民
間
団
体
だ
け
で
な
く
、

表 1　N.C.L.C の活動目的（６）

目的 1 社会福祉の促進

目的 2 児童労働の実態調査およびその報告

目的 3 児童の雇用に対する世論の喚起と両親の責任向上

目的 4 不熟練労働、危険職の雇用の法規制

目的 5
労働に役立ち市民の需要に応える初等教育
十分な身体の発達を遂げるための機会の供給

目的 6 児童労働に関わる法律の実施にむけての協力

目的 7 各地方の児童労働委員会の拡大、統合、協力

目的 8 児童労働委員会が不在の地域での同委員会の設立
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州
の
教
育
省
を
中
心
と
す
る
公
共
機
関
に
お
い
て
も
共
有
さ
れ
て
い

た
。
そ
こ
で
は
、
労
働
に
役
立
つ
技
能
を
い
か
に
効
率
よ
く
習
得
さ

せ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
が
関
心
に
上
っ
て
い
た
。
児
童
労
働
の
改
革

は
、
仕
事
場
か
ら
学
校
へ
の
強
制
移
住
そ
の
も
の
に
目
的
が
あ
っ
た

と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
移
住
後
の
教
育
、
す
な
わ
ち
国
家
や
労
働

社
会
に
と
っ
て
有
益
な
人
間
に
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
も

言
え
る
。
職
業
教
育
は
児
童
労
働
の
改
革
に
お
い
て
、
労
働
規
制
や

義
務
教
育
の
達
成
と
同
等
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
以
上
の
意
味
を

も
っ
て
い
た
。

　
従
来
の
研
究
に
お
い
て
最
も
欠
け
て
い
る
の
が
、
こ
の
改
革
者
の

職
業
教
育
に
対
す
る
姿
勢
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
っ
た
問
題
で
あ

る
。
児
童
労
働
の
改
善
と
職
業
教
育
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
と

い
う
指
摘
は
、
ご
く
一
部
の
研
究
者
に
よ
っ
て
さ
れ
て
は
い
る
も
の

の
、
そ
れ
は
若
干
の
言
及
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
本
格
的
な
考
察
に

ま
で
到
達
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
職
業
教
育
の
普
及
と
は
、「
機
会

均
等
」
と
い
う
ア
メ
リ
カ
伝
統
の
民
主
主
義
思
想
に
基
づ
い
た
行
為

で
も
あ
り
、
単
な
る
雇
用
対
策
を
越
え
た
意
義
を
持
つ
も
の
で
も
あ

っ
た
。
当
時
の
人
間
が
子
ど
も
の
道
徳
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う

理
由
で
路
上
労
働
の
禁
止
を
主
張
し
て
い
た
と
い
う
点
は
過
去
の
研

究
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
改
革
は
、

よ
り
本
質
的
に
は
「
民
主
主
義
」
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
国
家
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
深
く
結
び
つ
い
た
運
動
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
職
業
教
育

の
評
価
を
抜
き
に
し
て
改
革
の
総
合
的
評
価
を
行
う
こ
と
は
難
し

い
。

　
以
上
の
点
か
ら
、
本
稿
で
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
改
革
が
最
も
活

発
化
し
た
時
期
の
一
つ
で
あ
る
一
九
一
〇
年
代
前
半
を
対
象
と
し

て
、
児
童
労
働
改
革
に
お
い
て
唱
え
ら
れ
た
職
業
教
育
論
に
つ
い
て

考
察
す
る
。
そ
の
さ
い
に
、
史
料
と
し
て
最
も
有
効
に
活
用
で
き
そ

う
な
も
の
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
・
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
の
諸
発
言
の
記
録
で
あ

る
。
彼
はN

.C
.L
.C

の
総
書
記
を
務
め
た
人
物
で
、
職
業
指
導
協

会
の
会
合
に
も
頻
繁
に
出
席
し
、
職
業
教
育
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か

を
熱
弁
し
て
お
り
、
そ
の
発
言
内
容
か
ら
当
時
の
改
革
者
の
姿
勢
を

類
推
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
以
降
の
論
文
の
構
成
だ
が
、
ま
ず
二
章
に
お
い
て
、
ラ
ブ
ジ
ョ
イ

の
児
童
観
に
言
及
し
た
上
で
、
当
時
の
労
働
環
境
や
雇
用
情
勢
を
ふ

ま
え
な
が
ら
、
彼
の
職
業
教
育
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
次
に
三
章

で
、
ア
メ
リ
カ
型
民
主
主
義
と
職
業
教
育
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
考

察
を
行
う
。
同
章
で
は
、
職
業
教
育
論
を
通
し
て
、
ア
メ
リ
カ
と
い

う
国
家
が
擁
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
険
性
に
つ
い
て
も
言
及
し
た

い
と
思
う
。

二
章
　
オ
ー
ウ
ェ
ン
・
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
の
職
業
教
育
論

一
節
　
オ
ー
ウ
ェ
ン
・
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
の
児
童
観
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は
じ
め
に
、
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
は
「
児
童
」
が
働
く
こ
と
そ
の
も
の
を

否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
彼

は
、
一
九
一
一
年
三
月
に
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
で
開
か
れ
たN

.C
.L
.C

の
第
七
回
年
次
大
会
に
お
い
て
次
の
発
言
を
し
て
い
る
。

児
童
（C

hild
）
と
い
う
言
葉
は
人
生
に
お
い
て
大
変
広
い
期

間
を
含
む
の
で
、
全
く
も
っ
て
雇
用
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
児

童
も
い
れ
ば
、
自
身
の
生
活
維
持
や
社
会
へ
の
福
祉
の
た
め

に
貢
献
し
て
も
よ
い
も
の
も
い
る
と
我
々
は
認
識
し
て
い
る
（
７
）
。

　
全
面
的
な
禁
止
よ
り
も
む
し
ろ
規
制
の
ほ
う
が
好
ま
し
い

児
童
は
一
四
歳
か
ら
二
一
歳
ま
で
だ
。
州
は
国
民
の
守
護
者

で
あ
り
、
児
童
の
保
護
者
で
あ
り
、
こ
れ
は
私
た
ち
の
主
張

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
全
て
の
未
成
年
者
は
産
業
や
社
会
の
利

益
の
保
護
と
一
致
す
る
よ
う
な
法
律
で
規
制
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
私
た
ち
は
製
造
業
や
商
業
に
お
け
る
児
童
の

一
日
当
た
り
の
労
働
時
間
を
最
大
八
時
間
ま
で
に
す
る
よ
う

な
規
制
を
出
来
る
だ
け
迅
速
に
行
う
こ
と
を
欲
し
て
い
る
（
８
）

。

　
す
な
わ
ち
、
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
に
と
っ
て
の
「
児
童
」
は
「
未
成
年

者
」
あ
る
い
は
「
若
者
」
と
同
義
で
あ
り
、
彼
が
言
う
児
童
労
働
と

は
、
二
一
歳
か
ら
下
の
未
成
年
者
全
て
の
労
働
を
意
味
す
る
も
の
だ

っ
た
。
次
の
表
を
参
照
し
て
も
ら
い
た
い
。

　
表
二
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
お
い
て
は
、

一
四
歳
か
ら
一
六
歳
の
間
に
初
等
学
校
を
卒
業
、
あ
る
い
は
高
等

学
校
を
退
学
し
て
職
に
就
く
人
間
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
の
で
あ

表 2　労働従事者の割合（1910 年）（９）

年齢 男子 女子

10 － 13 16.6 8.0

14 － 15 41.4 19.8

16 － 21 79.2 39.9

表 3　高等学校の在籍者数と在籍率（10）

年度 在籍者数 在籍率

1890 357,813 7

1900 695,903 11

1910 1,111,393 15

1920 2,495,676 32

1930 4,7999,867 51
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る
。
一
〇
―
一
三
歳
の
男
子
で
労
働
に
従
事
す
る
者
が
同
年
齢
に
お

い
て
一
六
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
一
四
―
一
五
歳

で
は
男
子
の
約
四
割
に
ま
で
達
す
る
。
ス
ー
ザ
ン
・
グ
ス
タ
フ
と
チ

ャ
ー
ル
ズ
・
ナ
ン
は
、
国
勢
調
査
の
評
価
報
告
を
も
と
に
成
人
男
女

が
取
得
し
た
最
終
学
歴
の
統
計
を
ま
と
め
た
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
一
九
年
に
か
け
て
大
抵
の
人
間
が
第
八
学
年

か
ら
第
九
学
年
の
う
ち
に
初
等
学
校
を
卒
業
し
て
い
た
こ
と
が
判
明

し
て
い
る）
（（
（

。

　
ま
た
、
全
国
の
高
等
学
校
の
在
籍
者
数
が
激
増
し
た
に
も
関

わ
ら
ず
、
在
籍
率
は
一
九
一
〇
年
の
時
点
で
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
、

一
九
二
〇
年
の
時
点
に
お
い
て
す
ら
、
三
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
し

か
達
し
て
い
な
か
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
で
は
、
一
九
〇
九
―

一
九
一
〇
年
で
高
等
学
校
入
学
者
が
一
万
九
六
一
二
人
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
退
学
者
が
一
年
次
で
六
八
二
九
人
（
入
学
者
の
三
四
パ
ー

セ
ン
ト
）、
全
学
年
で
は
一
万
一
二
八
一
人
（
入
学
者
比
五
七
・
五
パ

ー
セ
ン
ト
）
だ
っ
た
。
一
九
一
四
―
一
九
一
五
年
で
も
入
学
者
が

三
万
一
〇
二
六
人
、
退
学
者
が
一
年
次
で
一
万
二
四
九
四
人
（
入
学

者
の
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）、
全
学
年
で
二
万
一
一
〇
九
人
（
入
学
者

比
六
八
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
な
っ
て
お
り
、
一
年
以
内
に
退
学
す
る
人

間
は
む
し
ろ
増
え
て
い
る
。
退
学
者
数
は
そ
の
年
度
の
入
学
者
数
の

五
割
を
超
え
て
お
り
、
少
な
い
数
字
だ
と
は
言
え
な
い
。
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
市
に
限
定
し
た
数
値
で
は
あ
る
が
、
全
国
の
高
等
学
校
の
在
籍

率
の
少
な
さ
か
ら
考
え
て
、
恐
ら
く
全
体
に
お
い
て
も
退
学
者
が
相

当
数
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る）
（1
（

。

　
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
、
す
な
わ
ち
学
校
を
中
途
退

学
あ
る
い
は
卒
業
を
し
て
労
働
に
従
事
し
て
い
た
若
い
社
会
人
も
含

め
てChild

と
表
現
し
、
そ
の
労
働
に
言
及
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、

彼
の
講
演
録
あ
る
い
は
論
文
を
読
む
際
に
は
、
ど
の
年
齢
層
に
言
及

し
て
い
る
の
か
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、Child

を
文
脈
に
応
じ
て
、

「
未
成
年
」、「
子
ど
も
」、「
若
者
」
と
読
み
か
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
、Child Labor

を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
と
い
っ
た
問

題
に
も
関
わ
っ
て
く
る
。
一
般
的
に
は
、Child Labor

は
特
に
考

慮
さ
れ
る
こ
と
な
く
「
児
童
の
労
働
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
本

稿
で
は
当
時
の
改
革
者
が
未
成
年
全
般
をC

hild

と
表
現
し
て
い

る
以
上
、「
労
働
権
は
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
社
会
的
に
は
半
人
前

と
み
な
さ
れ
る
人
間
全
般
の
労
働
問
題
」
と
定
義
し
た
い
。
以
上
の

点
を
前
提
と
し
て
、
次
節
で
は
、
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
の
講
演
録
を
読
ん
で

い
こ
う
と
思
う
。

二
節
　
職
業
訓
練
と
児
童
労
働

　
一
九
一
三
年
一
〇
月
、
ミ
シ
ガ
ン
州
ラ
ピ
ッ
ド
ピ
ッ
ヅ
に
て
職
業

訓
練
運
動
の
全
国
組
織
、
全
国
職
業
訓
練
協
会
（The N

ational 
Vocational G

uidance Association

）
の
創
立
総
会
が
開
か
れ

た
。
そ
の
総
会
で
オ
ー
ウ
ェ
ン
・
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
は
、『
職
業
訓
練
と
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児
童
労
働
』（Vocational G

uidance and Child Labor

）
と
い

う
題
目
の
講
演
を
行
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
は
冒
頭
に
お
い
て
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
社
会
で

は
、
労
働
と
い
う
も
の
が
肉
体
労
働
と
頭
脳
労
働
の
二
種
類
に
分
裂

し
て
い
る
た
め
に
、
肉
体
労
働
に
従
事
す
る
人
間
と
、
彼
ら
が
所
属

す
る
社
会
に
致
命
的
な
損
害
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
主
張
し
た
。
大

部
分
の
人
間
は
重
労
働
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
生
存
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
、
か
つ
そ
の
職
に
は
昇
進
の
機
会
が
存
在
し
な
い
。
長
時
間
の

単
調
な
作
業
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
生
産
に
お
い
て
は
質

で
は
な
く
量
を
優
先
し
、
歳
を
と
る
ご
と
に
下
が
る
賃
金
を
受
け
取

っ
て
い
る
た
め
に
、
多
く
の
労
働
者
が
希
望
を
抱
か
な
く
な
っ
た
の

も
無
理
が
な
い
と
彼
は
言
う
。
国
内
の
労
働
者
が
劣
悪
な
条
件
で
あ

っ
て
も
仕
事
を
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な
い
状
態
に
追
い
込
ま
れ
て
い

る
と
認
識
し
、
そ
の
こ
と
に
危
機
感
を
持
っ
た
の
で
あ
る）
（1
（

。

　
実
際
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
労
働
情
勢
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
ま
ず

賃
金
だ
が
、
当
時
の
男
性
労
働
者
の
平
均
の
週
賃
金
は
一
二
・
六
四

ド
ル
で
、
一
〇
ド
ル
未
満
は
全
体
の
三
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
五
ド
ル

未
満
は
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
た
。
藤
本
武
は
実
質
賃
金
の

上
昇
は
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
ほ
ぼ
停
滞
し
、
一
九
一
四
年
以
降

に
低
下
し
た
と
も
主
張
し
て
い
る）
（1
（

。
一
九
一
〇
年
代
に
お
い
て
家

族
四
―
五
人
が
生
活
す
る
の
に
必
要
な
週
給
が
一
五
ド
ル
（
年
収

八
〇
〇
ド
ル
）
だ
っ
た
の
で
、
半
数
以
上
の
家
庭
で
は
夫
一
人
の
稼

ぎ
で
は
生
活
が
厳
し
か
っ
た
と
言
え
よ
う）
（1
（

。

　
ま
た
、
こ
の
時
期
の
ア
メ
リ
カ
の
労
働
情
勢
の
特
徴
と
し
て
、

雇
用
が
極
め
て
不
安
定
だ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
次
表
は
、

一
九
一
三
年
か
ら
一
九
一
四
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
抽
出
調
査
か

ら
離
職
者
数
と
そ
の
割
合
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

表 4　離職者数と離職率（16）

継続期間 離職者数 離職率

3か月以下 2万 8407 人 250

3 － 6 か月 8516 人 133

6 か月―1年 7497 人 104

1―2 年 4415 人 42

2 － 3 年 2162 人 22

3 － 5 年 1845 人 14

5 年以上 1776 人 6

合計 5万 4618 人 63
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一
九
一
三
年
か
ら
一
九
一
四
年
に
お
い
て
、
全
労
働
者
の
う
ち
六

割
の
人
間
が
転
職
を
経
験
し
て
お
り
、
し
か
も
三
ヵ
月
以
内
の
離
職

率
が
二
五
〇
％
と
尋
常
で
は
な
い
数
値
を
た
た
き
出
し
て
い
る
。
多

く
の
企
業
で
は
月
間
離
職
率
が
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い
た
。

な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
離
職
率
が
高
い
か
と
い
う
と
、
一
つ
に
は
職

場
の
改
善
、
昇
給
が
望
め
な
い
た
め
に
、
よ
り
良
い
待
遇
を
期
待
す

る
に
は
転
職
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
、
劣
悪
な
労
働
に
対
す
る

抗
議
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
、
出
稼
ぎ
労
働
者
が
多
く
存
在
し
た
こ

と
、
熟
練
労
働
者
の
間
に
は
職
人
と
し
て
の
技
術
を
学
ぶ
た
め
に
職

場
を
遍
歴
す
る
慣
行
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
自
発
的
な
離
職
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
の
で
あ
る）
（1
（

。

　
加
え
て
、
離
職
率
だ
け
で
な
く
失
業
率
も
高
い
こ
と
が
特
徴
的
で

あ
る
。
一
九
〇
〇
―
一
九
一
四
年
に
お
け
る
労
働
者
全
体
の
平
均

失
業
率
は
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
労

働
局
が
ま
と
め
た
資
料
に
よ
る
と
、
一
九
一
三
年
九
月
末
の
時
点

で
同
州
の
労
働
組
合
員
の
失
業
率
は
一
六
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、

一
九
一
三
年
一
二
月
末
に
な
る
と
三
八
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
ま
で
達

し
た
。
同
年
七
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
の
平
均
失
業
率
は
二
二

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
さ
ら
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
に
限
定
す
る
と
、

一
九
一
三
年
一
二
月
末
に
お
い
て
四
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
組
合
員

の
約
半
数
が
失
業
状
態
に
陥
っ
て
お
り
、
一
九
一
四
年
二
月
に
お
け

る
失
業
者
は
総
数
三
二
万
五
〇
〇
〇
人
に
な
っ
た
。
国
際
的
に
み
て

も
、
一
九
〇
四
―
一
九
一
三
年
に
お
け
る
英
独
米
各
国
の
労
働
組
合

員
の
平
均
失
業
率
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
四
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
ド
イ
ツ

が
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、ア
メ
リ
カ
が
一
五
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
の
失
業
率
は
桁
違
い
の
高
さ
で
あ
る
。
し
か
も
、
ア
メ
リ

カ
で
は
失
業
保
険
が
制
度
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
失
業
が
貧

困
に
直
結
し
て
い
た）
（1
（

。

　
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
は
当
時
の
雇
用
労
働
情
勢
に
つ
い
て
、
か
な
り
正
確

な
理
解
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
彼
は
未
成
年
者
の
労

働
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
講
演
録

の
続
き
を
読
ん
で
い
こ
う
。

低
賃
金
と
日
雇
い
労
働
は
今
日
の
未
成
年
者
の
労
働
に
転
換

を
も
た
ら
し
た
。
社
会
は
、
不
熟
練
労
働
は
撤
廃
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
決
断
に
達
す
る
に
は
程
遠
い
位
置

に
あ
る
。
農
業
は
別
と
し
て
、
職
業
と
い
う
も
の
は
学
校
が

輩
出
し
た
人
間
を
取
り
入
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
現
状
の
利

益
を
児
童
に
割
り
当
て
た
り
、
未
来
へ
の
希
望
を
見
せ
た
り

す
る
よ
う
な
部
分
が
欠
け
て
い
る
。
二
、三
年
前
の
マ
サ
チ
ュ

ー
セ
ッ
ツ
委
員
会
の
報
告
は
こ
の
こ
と
を
鮮
明
に
し
た
。
連

邦
政
府
の
労
働
局
が
最
近
行
っ
た
調
査
は
、
退
学
し
て
働
い

て
い
る
一
六
才
以
下
の
子
ど
も
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
、
成

人
労
働
者
の
週
給
が
一
〇
ド
ル
か
、
そ
れ
以
下
で
あ
る
業
界

に
就
職
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
も
な
く
報
告
書
が
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刊
行
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
で
行
わ
れ
た
職
業
の
調
査
で

は
、
一
四
歳
か
ら
一
六
歳
ま
で
の
少
年
一
〇
一
人
を
対
象
に
、

彼
ら
が
従
事
し
て
い
る
業
務
の
分
析
を
行
っ
た
が
、
そ
の
分

析
に
よ
る
と
、
一
〇
一
人
の
少
年
の
う
ち
、
わ
ず
か
五
人
の

み
に
昇
進
の
機
会
が
あ
り
、
残
り
九
六
人
は
将
来
性
の
な
い

職
業
に
就
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
今
や
企
業
は
、
我
々
に
ま

っ
と
う
な
学
校
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
全
て
が
変
わ
る
と

言
っ
て
い
る
。
児
童
労
働
は
児
童
の
虐
待
で
は
な
く
祝
福
に

な
る
と
言
う
の
だ
。
我
々
は
常
々
、
次
の
こ
と
を
発
言
し
て

き
た
。
学
校
と
い
う
も
の
が
理
想
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
訓

練
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
ど
の
児
童
も
自
分
の
本
来
備
わ

っ
て
い
る
力
を
発
展
さ
せ
る
だ
ろ
う
と
。
そ
し
て
一
刻
も
早

く
、
産
業
に
適
さ
な
い
人
間
の
増
産
に
終
止
符
を
打
つ
べ
き

だ
と
も）
（1
（

。

未
成
年
者
が
、
か
な
り
の
割
合
で
初
め
の
月
の
う
ち
に
解
雇

さ
れ
、
時
々
の
成
功
と
頻
繁
の
失
敗
を
繰
り
返
し
な
が
ら
職

を
転
々
と
し
て
い
る
こ
と
、
退
学
者
が
何
の
役
に
も
立
た
な

い
と
企
業
が
不
満
を
述
べ
て
い
る
こ
と
、
多
種
多
様
で
あ
る

も
の
の
意
味
が
な
い
仕
事
を
割
り
当
て
ら
れ
る
こ
と
で
彼
ら

の
度
胸
や
熱
意
、
若
者
ら
し
い
理
想
主
義
が
失
わ
れ
て
い
る

こ
と
を
、
共
同
体
の
経
済
的
利
益
に
対
す
る
学
校
の
貢
献
に

関
す
る
研
究
が
示
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
多
く
の
人
間
が
日

雇
労
働
者
か
ら
永
久
失
業
者
へ
と
転
身
す
る
こ
と
が
予
期
さ

れ
る）
12
（

。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
は
未
成
年
者
の
労
働
に
つ
い

て
全
否
定
を
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
彼
が
問
題
視
し
て
い
た
の
は
、

若
者
が
従
事
し
て
い
る
労
働
の
形
態
で
あ
り
、
未
成
年
者
の
多
く
が

不
熟
練
労
働
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど

の
学
生
は
昇
給
が
望
め
な
い
低
賃
金
の
職
に
就
き
、
し
か
も
頻
繁
に

転
職
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
九
一
三
年
の
マ
サ
チ
ュ
ー

セ
ッ
ツ
州
の
調
査
で
は
、
繊
維
工
場
で
働
く
児
童
の
四
三
パ
ー
セ
ン

ト
は
、
六
年
を
経
て
も
な
お
一
度
も
昇
給
を
経
験
し
て
い
な
い
こ
と

が
判
明
さ
れ
て
い
る
。
同
調
査
は
、
他
の
業
種
に
働
く
児
童
も
同
様

で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
同
じ
く
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
で
は

一
四
―
一
六
歳
の
労
働
者
の
う
ち
、
九
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
間
が
技

能
を
必
要
と
さ
れ
な
い
職
業
、
す
な
わ
ち
不
熟
練
労
働
に
従
事
し
て

い
た
。
他
の
地
域
も
得
て
し
て
同
じ
傾
向
を
た
ど
っ
て
お
り
、
フ
ィ

ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
は
様
々
な
職
種
か
ら
計
一
万
三
七
四
〇
人
を
対
象

に
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
三
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
熟
練
職
に
就
い
て
い
な

い
こ
と
が
わ
か
っ
た）
1（
（

。
ま
た
、
児
童
の
離
職
率
に
つ
い
て
は
、
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
市
の
一
四
歳
か
ら
一
六
歳
ま
で
の
若
者
一
〇
〇
〇
人
を
対

象
に
行
っ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
三
分
の
一
が
年
に
六
度
も
転

職
を
し
て
い
た
。
単
純
計
算
し
て
二
ヵ
月
に
一
回
の
ペ
ー
ス
で
別
の
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職
場
に
向
か
っ
た
こ
と
に
な
る）
11
（

。
総
じ
て
、
未
成
年
者
の
雇
用
労
働

情
勢
も
成
人
と
同
様
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
若
者
の
雇
用
情
勢
が
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
き
に
、
職
業
訓
練
は

一
定
の
効
果
を
上
げ
て
い
た
。
例
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
に
お
い

て
、
職
業
訓
練
を
積
ん
だ
人
間
と
そ
う
で
な
い
人
間
の
年
収
を
比
較

す
る
と
、
就
職
し
て
三
年
後
の
時
点
で
二
六
五
ド
ル
、
四
年
後
の
時

点
で
五
八
三
ド
ル
も
の
差
が
つ
い
て
い
た）
11
（

。
ま
た
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ

ッ
ツ
州
ダ
グ
ラ
ス
の
公
式
調
査
で
は
、
職
業
訓
練
を
受
け
て
い
な
い

生
徒
が
初
年
で
年
収
二
〇
〇
ド
ル
、
三
五
歳
で
六
四
〇
ド
ル
、
六
〇

歳
で
二
〇
〇
ド
ル
を
得
る
の
に
対
し
て
、
訓
練
を
受
け
た
生
徒
は
初

年
で
五
五
〇
ド
ル
、
四
五
歳
で
一
三
六
五
ド
ル
、
六
五
歳
に
な
っ
て

な
お
一
〇
〇
〇
ド
ル
を
受
け
取
る
と
見
積
も
り
を
し
て
い
る）
11
（

。
職
業

訓
練
の
有
無
が
待
遇
を
決
定
し
た
の
は
明
ら
か
と
言
え
よ
う
。
ラ
ブ

ジ
ョ
イ
が
講
演
で
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
の
も
大
き
く
頷
け
る

こ
と
で
あ
る
。

一
六
歳
以
下
の
少
年
少
女
が
産
業
に
お
い
て
働
く
場
所
が
な

い
と
い
う
事
実
か
ら
も
業
界
の
思
惑
が
知
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

私
は
大
雑
把
に
話
し
て
い
る
の
で
例
外
も
あ
る
。
だ
が
、
総

じ
て
一
定
の
年
齢
に
到
達
す
る
前
に
、
仕
事
に
従
事
し
て
時

間
を
費
や
す
こ
と
は
、
業
界
自
体
に
損
害
を
与
え
る
し
、
大

抵
は
子
ど
も
に
も
損
に
な
る
の
で
あ
る）
11
（

。

　
こ
の
よ
う
に
、
失
業
の
不
安
と
高
い
離
職
率
、
低
い
賃
金
が
当
時

の
労
働
（
特
に
不
熟
練
労
働
）
の
特
徴
で
あ
り
、
こ
の
情
勢
を
意
識

し
て
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
は
若
者
が
少
し
で
も
熟
練
職
に
就
け
る
よ
う
に
、

効
果
あ
る
職
業
教
育
を
学
校
機
関
で
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
講

演
に
お
い
て
熱
弁
を
ふ
る
っ
た
の
で
あ
る
。
児
童
労
働
を
若
年
労
働

者
の
雇
用
や
労
働
の
問
題
と
捉
え
、
職
業
教
育
に
よ
っ
て
改
善
し
よ

う
と
す
る
彼
の
考
え
は
、
ラ
ピ
ッ
ド
ピ
ッ
ヅ
の
講
演
以
前
か
ら
持
た

れ
て
い
た
。
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
は
、
一
九
一
〇
年
出
版
の
論
文
雑
誌
で
、

『
商
業
訓
練
は
児
童
労
働
問
題
を
解
決
す
る
だ
ろ
う
か
？
』（W

ill 
Trade Training Solve the Child-Labor Problem

?

）
と
い

う
論
文
を
発
表
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
か
ら
は
、
す
で
に
彼
の
職

業
教
育
論
が
完
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
ら
れ
る
。
彼
は
公

立
学
校
に
在
籍
す
る
生
徒
の
四
分
の
一
が
退
学
す
る
事
実
を
取
り
上

げ
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。

疑
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
大
多
数
は
家
族
の
必
要
か
ら
、
あ

る
い
は
通
学
よ
り
は
労
働
の
ほ
う
が
退
屈
で
も
な
く
単
調
で

も
な
さ
そ
う
だ
と
い
う
理
由
か
ら
、
一
時
的
あ
る
い
は
永
久

的
に
賃
金
労
働
者
と
な
っ
て
い
る
。
責
任
の
多
く
は
子
ど
も

に
あ
る
よ
う
だ
。
と
い
う
の
も
調
査
し
た
三
一
五
七
世
帯
の

家
庭
の
う
ち
七
六
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
子
ど
も
に
産
業
訓
練
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
も
し
そ
の
よ
う
に
申
し
出
れ
ば
、

喜
ん
で
そ
う
す
る
と
予
想
さ
れ
る
か
ら
だ
。
多
く
の
事
例
で

は
両
親
は
子
ど
も
の
収
入
と
同
じ
く
ら
い
の
額
を
商
業
部
門
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や
芸
術
な
ど
の
補
習
科
を
受
け
さ
せ
る
た
め
に
出
費
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
は
、

一
七
歳
に
な
る
前
に
週
給
五
ド
ル
以
上
を
受
け
取
る
こ
と
は

滅
多
に
な
く
、
二
〇
歳
の
時
点
で
最
高
賃
金
（
八
―
九
ド
ル
）

に
達
し
て
し
ま
う
。
一
人
の
人
間
が
従
業
員
へ
の
道
に
有
利

な
職
業
に
就
く
た
び
に
、
四
人
が
紡
績
工
場
に
入
り
、
も
し

く
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル）
12
（

に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
あ
る

人
間
が
不
熟
練
の
職
業
か
ら
熟
練
の
職
業
へ
と
進
む
こ
と
は

滅
多
に
な
い
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ）
11
（

で
熟
練
を
要
す
る
産
業
で
雇

わ
れ
て
い
る
一
七
歳
か
ら
二
〇
歳
ま
で
の
五
〇
人
の
人
間
の

う
ち
、
た
っ
た
一
人
し
か
前
に
不
熟
練
労
働
（
事
務
や
店
の

小
僧
を
除
く
）
に
従
事
し
て
い
な
か
っ
た
。
印
刷
所
に
勤
め

て
い
る
男
子
は
以
前
に
他
の
仕
事
場
で
雇
わ
れ
た
こ
と
が
な

か
っ
た
。
こ
れ
は
、
機
械
工
や
配
管
工
、
塗
装
工
、
ガ
ラ
ス
工
、

左
官
、
石
工
、
石
切
り
工
の
場
合
で
も
当
て
は
ま
っ
た
。
あ

る
調
査
で
は
一
四
歳
の
時
に
学
校
を
離
れ
た
児
童
と
、
一
六

歳
の
時
に
学
校
を
離
れ
た
児
童
が
一
八
歳
ま
で
に
得
た
賃
金

の
合
計
が
比
較
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
不
完
全
な
教
育
が
目

下
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
で
す
ら
、
賃
金
労
働
者
と
し
て
準

備
さ
れ
て
学
校
を
卒
業
し
た
児
童
が
二
年
の
う
ち
に
得
た
賃

金
の
合
計
の
ほ
う
が
、
一
四
歳
の
時
に
学
校
を
離
れ
て
四
年

間
働
い
た
児
童
の
そ
れ
よ
り
も
多
か
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
た

の
で
あ
る）
11
（

。

　
以
上
か
ら
、
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
が
勤
労
学
生
だ
け
で
な
く
、
学
校
を
退

学
あ
る
い
は
卒
業
し
た
人
間
の
そ
の
後
の
働
き
方
に
ま
で
関
心
を
寄

せ
て
い
た
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
彼
は

二
一
歳
よ
り
下
の
未
成
年
全
般
を
児
童
と
み
な
し
て
い
た
。
彼
に
と

っ
て
の
児
童
労
働
と
は
、
そ
の
言
葉
か
ら
一
般
的
に
想
像
さ
れ
る
炭

鉱
や
工
場
と
い
っ
た
限
ら
れ
た
場
所
で
酷
使
さ
れ
る
幼
児
の
問
題
と

い
う
よ
り
は
、
よ
り
広
範
な
若
者
全
体
の
問
題
だ
っ
た
。
そ
し
て
、

彼
ら
の
労
働
条
件
の
改
善
に
は
職
業
教
育
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す

と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
職
業
教
育
の
重
視
と
い
う
姿
勢
は
他
の
改
革
者
に
も
共
通
し

て
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
失
業
協
会
（Am

erican 
Association on U

nem
ploym

ent

）
で
書
記
を
務
め
た
ジ
ョ
ン
・

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ズ
は
十
分
な
職
業
訓
練
も
な
く
就
職
し
た
若
い
不
熟

練
労
働
者
が
、成
人
労
働
者
の
生
活
水
準
を
下
げ
る
と
考
え
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
年
齢
制
限
に
よ
る
未
成
年
者
の
労
働
市
場
か
ら
の
排
除

と
、
訓
練
に
よ
る
技
術
の
習
得
が
失
業
対
策
に
有
効
的
だ
と
み
な
し

た
の
で
あ
る
。

労
働
者
の
技
術
の
幅
が
狭
け
れ
ば
狭
い
ほ
ど
、
非
正
規
雇
用

の
危
険
が
高
ま
る
。
役
立
た
ず
の
製
品
や
失
業
者
の
類
い
は
、

児
童
が
産
業
の
な
か
で
生
活
す
る
た
め
の
十
分
な
準
備
も
な

し
に
、
学
校
か
ら
産
業
へ
と
移
行
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
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産
業
に
入
る
時
期
を
保
護
す
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
社
会
的

徒
弟
制
度
は
、
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
か
け
て
い
る
新
旧
の
ギ
ル

ド
徒
弟
制
を
取
り
上
げ
て
、
若
い
労
働
者
の
全
て
の
時
間
と

活
力
が
、
彼
の
産
業
能
力
を
発
展
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
破
壊
し

て
し
ま
う
よ
う
な
先
の
な
い
仕
事
に
お
い
て
低
賃
金
や
日
雇

い
の
労
働
と
し
て
使
わ
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
必
要
で
あ
る）
11
（

。

　
同
じ
く
、
失
業
問
題
に
着
手
し
、
後
に
移
民
の
同
化
政
策
を
支
え

た
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ケ
ラ
ー
は
、
早
期
に
就
職
す
る
と
技
術
を
学
ぶ
機

会
が
失
わ
れ
る
た
め
、
単
純
労
働
か
ら
熟
練
労
働
へ
と
進
む
機
会
も

ほ
と
ん
ど
失
っ
て
し
ま
う
と
主
張
し
て
い
る）
12
（

。
ま
た
、
彼
女
は
未
成

年
者
の
労
働
参
加
が
成
人
労
働
者
の
失
業
の
原
因
に
も
な
っ
て
い
る

と
も
発
言
し
て
い
た
。

労
働
市
場
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
人
間
は
成
人
労
働
者
の
解

雇
を
引
き
起
こ
す
。
こ
こ
一
〇
年
の
失
業
の
か
な
り
の
割
合

が
こ
れ
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
疑
う
余
地
は
全
く
な

い
。
失
業
の
原
因
と
救
済
を
議
題
と
し
て
一
九
一
四
年
に
開

か
れ
た
シ
カ
ゴ
の
市
長
委
員
会
の
な
か
で
商
業
組
合
が
提
出

し
た
報
告
書
は
重
要
で
あ
る
。〔
中
略
〕
提
言
で
は
、
失
業
を

な
く
す
方
法
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。

「
一
六
才
以
下
の
児
童
が
働
く
こ
と
は
認
め
る
べ
き
で
は
な

い
」、「
私
た
ち
は
、
現
在
、
何
千
何
百
も
の
労
働
に
は
向
か

な
い
若
い
男
女
を
送
り
出
す
こ
と
で
、
市
場
を
溢
れ
さ
せ
、

仕
事
の
水
準
と
同
じ
く
ら
い
賃
金
も
低
下
さ
せ
て
い
る
学
校

に
い
く
つ
か
の
規
制
を
か
け
る
べ
き
だ
と
信
じ
て
い
る）
1（
（

。」

　
二
〇
世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
の
代
表
的
社
会
改
良
家
で
あ
り
、

N
.C
.L
.C

の
会
員
で
も
あ
っ
た
ジ
ェ
ー
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
も
ま
た
、

職
業
教
育
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
た
。
古
い
史
料
だ
が
、
彼
女
は
、

一
九
〇
三
年
の
六
月
に
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
ア
ト
ラ
ン
タ
で
開
か
れ
た
社

会
福
祉
の
全
国
大
会
で
、
貧
困
と
職
業
訓
練
の
関
係
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
。

児
童
労
働
と
貧
困
の
間
に
ど
の
よ
う
な
つ
な
が
り
を
私
た
ち

は
発
見
す
る
の
だ
ろ
う
か
？
ワ
ー
ナ
ー
博
士
が
書
い
た
ア
メ

リ
カ
の
慈
善
団
体
の
小
さ
な
本
は
過
去
に
出
版
さ
れ
た
ど
の

本
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
中
で
彼
は
様
々
な
都
市

の
統
計
を
利
用
し
て
貧
困
の
主
な
原
因
を
三
、四
点
挙
げ
て
い

る
。
一
番
の
原
因
は
失
業
で
あ
る
。
大
抵
の
場
合
、
経
済
危

機
の
お
り
に
職
場
の
居
場
所
を
失
い
即
座
に
解
雇
さ
れ
る
人

間
、
好
況
時
に
最
も
恩
恵
を
受
け
な
い
人
間
、
役
立
た
ず
で
、

あ
ま
り
体
力
も
な
い
人
間
、
仲
間
内
で
受
け
が
あ
ま
り
良
く

な
く
て
、
職
長
が
喜
ん
で
何
ら
か
の
方
法
で
解
雇
す
る
人
間

は
十
分
な
訓
練
を
決
し
て
受
け
て
お
ら
ず
、
不
思
議
な
こ
と

に
体
力
と
気
力
に
欠
け
て
い
る）
11
（

。

　
ア
ダ
ム
ズ
は
、
早
期
の
就
職
が
労
働
者
の
健
康
を
害
し
、
ま
た
十

分
な
技
術
の
習
得
を
妨
げ
、
結
果
的
に
貧
困
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
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自
身
の
福
祉
活
動
の
経
験
を
根
拠
に
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

彼
女
は
年
齢
制
限
に
よ
る
未
成
年
者
の
労
働
か
ら
の
排
除
を
主
張
し

て
い
る
の
だ
が
、
や
は
り
単
な
る
締
め
出
し
だ
け
で
満
足
す
る
わ
け

で
は
な
く
、
そ
の
先
の
労
働
者
と
し
て
の
教
育
を
重
ん
じ
て
い
た
と

言
え
よ
う
。

　
総
じ
て
、
こ
れ
ら
の
意
見
は
職
業
教
育
が
労
働
者
の
境
遇
を
改
善

さ
せ
る
も
の
と
し
て
期
待
し
て
お
り
、
彼
ら
は
訓
練
を
十
分
に
受
け

さ
せ
る
た
め
に
、
未
成
年
者
の
早
期
の
就
業
に
否
定
的
な
態
度
を
示

し
、
就
学
を
奨
励
し
て
い
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う

な
改
革
者
の
意
識
は
、先
行
研
究
に
お
い
て
唱
え
ら
れ
た
よ
う
な「
労

働
市
場
か
ら
の
排
除
と
就
学
の
奨
励
」
と
い
う
解
釈
だ
け
で
は
欠
落

す
る
点
で
あ
る
。
確
か
に
、
先
述
の
ゼ
リ
ザ
ー
曰
く
、
児
童
の
感
情

的
価
値
は
二
〇
世
紀
初
頭
に
お
い
て
高
ま
っ
た
と
言
え
よ
う
。だ
が
、

改
革
者
は
児
童
が
有
す
る
経
済
的
価
値
を
無
視
し
て
活
動
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
し
、
む
し
ろ
雇
用
の
安
定
や
労
働
条
件
の
改
善

は
常
に
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
改
革
の
最
大
の
目
的
は

「
未
成
年
者
の
労
働
市
場
か
ら
の
排
除
」
で
は
な
く
、
そ
の
先
に
あ

る
「
熟
練
労
働
者
の
養
成
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
労
働
環
境
の
向
上
、

失
業
対
策
の
一
環
と
し
て
唱
え
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
一
九
一
〇
年

代
に
お
い
て
、
改
革
は
未
だ
経
済
的
動
機
に
け
ん
引
さ
れ
て
展
開
し

て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
の
職
業
教
育
論
は
、
そ
の
好

例
と
し
て
評
価
で
き
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

三
章
　
職
業
教
育
と
民
主
主
義

　
だ
が
、
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
の
職
業
教
育
へ
対
す
る
姿
勢
が
国
内
の
雇
用

労
働
情
勢
の
み
に
影
響
さ
れ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
も
ま
た
不
十
分

な
理
解
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
の
教
育
理
念
は
、
ア
メ
リ
カ
と

い
う
国
家
が
抱
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
す
な
わ
ち
民
主
主
義
（
機
会

均
等
主
義
）と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

彼
は
あ
る
職
種
で
働
く
の
に
有
利
な
特
殊
な
教
育
で
は
な
く
、
学
生

が
自
分
に
適
し
た
仕
事
を
選
べ
る
よ
う
に
総
合
的
な
教
育
を
提
供
す

べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。

職
業
訓
練
が
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
極
め
て
大
事
な
サ

ー
ビ
ス
の
一
つ
は
、
産
業
を
分
析
し
、
若
者
に
「
天
職
」

（vocation

）
と
「
単
な
る
仕
事
」（job

）
を
区
別
す
る
よ
う

に
訓
練
す
る
こ
と
で
あ
る
。
児
童
を
あ
る
機
械
に
釘
づ
け
に

し
て
、
そ
の
一
生
を
単
純
で
型
に
は
ま
っ
た
労
働
に
従
事
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
に
し
た
特
別
な
訓
練
を
施
す
こ
と
は
無
益

で
あ
る
。
企
業
は
言
う
。「
こ
こ
に
仕
事
が
あ
り
ま
す
。
あ
な

た
が
た
が
差
し
出
し
て
く
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
子
ど
も
で

す
か
？
」
と
。
我
々
は
そ
の
問
い
を
裏
返
し
て
企
業
に
問
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
こ
こ
に
子
ど
も
が
い
ま
す
。
あ
な

た
が
た
が
差
し
出
し
て
く
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
産
業
で
す

か
？
」
と）
11
（

。
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私
た
ち
は
更
に
次
の
こ
と
を
主
張
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
教
育
的

な
訓
練
を
受
け
ら
れ
る
制
度
に
身
を
置
く
ど
の
一
四
歳
の
子

供
も
、
彼
が
求
め
る
職
業
を
賢
く
選
択
で
き
る
よ
う
に
は
準

備
さ
せ
ら
れ
て
い
な
い
と
。
男
子
と
女
子
を
一
四
歳
の
時
分

に
は
賃
金
労
働
者
に
な
る
よ
う
に
さ
せ
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ

る
試
み
は
、
社
会
は
破
産
し
て
お
り
、
未
成
年
者
の
労
働
に

よ
り
つ
く
ら
れ
る
製
品
が
必
要
だ
と
い
う
理
論
に
基
づ
い
て

い
る
。
だ
が
、
世
界
と
私
た
ち
の
国
が
今
ま
で
蓄
え
て
き
た

富
は
今
日
に
得
ら
れ
る
も
の
ほ
ど
大
き
く
な
い
に
も
関
わ
ら

ず
、
私
た
ち
は
破
産
し
て
い
な
い
。
間
違
い
な
く
、
私
た
ち

の
公
立
学
校
で
行
わ
れ
る
知
的
な
職
業
訓
練
は
若
者
の
精
神

に
最
も
魅
力
的
で
有
望
な
職
業
へ
の
道
筋
を
み
せ
る
の
に
大

き
く
貢
献
す
る
だ
ろ
う）
11
（

。

　
彼
は
、
一
四
歳
の
時
に
自
分
の
天
職
を
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
人

間
は
少
な
い
の
だ
か
ら
、
何
か
特
定
の
職
業
へ
就
く
た
め
の
訓
練
か

ら
、
あ
ら
ゆ
る
職
業
に
お
い
て
役
に
立
つ
よ
う
な
総
合
教
育
へ
と
内

容
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
述
べ
て
い
る）
11
（

。
つ
ま
り
、
職
業

教
育
を
若
者
の
権
利
と
し
て
も
扱
っ
て
お
り
、
機
会
均
等
と
職
業
選

択
の
自
由
を
学
生
に
保
障
す
る
こ
と
を
理
念
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
職
業
教
育
と
は
民
主
化
の
手
段
で
あ
っ
た
。
次
の

ラ
ブ
ジ
ョ
イ
の
発
言
は
彼
の
考
え
る
職
業
教
育
が
民
主
主
義
と
ど
れ

ほ
ど
堅
く
結
び
つ
い
て
い
た
か
を
示
唆
し
て
く
れ
る
。

ア
ニ
ュ
ス
教
授
は
最
近
、
次
の
こ
と
を
言
っ
た
。

「
教
育
と
は
完
璧
な
生
活
の
た
め
の
準
備
で
す
。〔
中
略
〕
完

全
な
生
活
と
は
有
用
性
と
幸
福
を
含
ん
で
い
ま
す
。
有
用
性

と
は
人
類
の
利
益
を
増
進
さ
せ
る
活
動
の
こ
と
で
す
。
幸
福

と
は
働
く
喜
び
と
余
暇
の
喜
び
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、

教
育
は
男
子
に
仕
事
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
べ
き
で
す
し
、
ま

た
彼
に
人
生
の
優
美
な
喜
び
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
べ
き
で
す
」

そ
の
よ
う
な
教
育
は
、
す
で
に
社
会
を
分
裂
さ
せ
、
多
く
の

人
生
を
破
産
さ
せ
て
い
る
現
在
の
階
級
分
化
を
た
た
き
壊
す

だ
ろ
う
。
も
し
、
私
が
思
う
よ
う
に
、
私
た
ち
全
員
が
真
の

民
主
主
義
を
信
じ
る
の
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
「
労
働
者
の
友
」

と
か
「
働
い
て
い
る
人
々
の
住
宅
」
な
ど
に
つ
い
て
話
す
こ

と
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
る
地
点
に
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
労
働
者
を
除
い
て
誰
が
居
住
の
権
利
を
持
つ
の
だ
ろ
う

か
？
な
ぜ
労
働
者
は
保
証
人
や
後
援
者
と
し
て
宮
中
で
後
見

人
を
必
要
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？
い
っ
た
い
誰
が

玉
座
に
寄
り
添
う
権
利
を
強
く
持
っ
て
い
る
の
か
？
彼
自
身

の
手
こ
そ
が
証
明
書
で
は
な
い
の
か
？
だ
が
彼
は
、
彼
の
手

に
技
能
を
習
得
さ
せ
、
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
彼
の
心
に
有
益

で
す
ば
ら
し
い
知
識
を
供
給
す
る
機
会
を
子
ど
も
の
頃
に
与

え
ら
れ
る
こ
と
で
し
か
自
身
の
権
利
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
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オ
ー
ウ
ェ
ン
・
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
の
職
業
教
育
論
―
雇
用
対
策
と
民
主
主
義
（
大
泉
）

き
な
い）
12
（

。

全
国
産
業
教
育
推
進
組
合
の
書
記
で
あ
る
プ
ロ
ッ
サ
ー
氏
が

提
案
し
た
目
標
を
受
け
入
れ
よ
う
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、

ど
の
未
成
年
の
子
ど
も
も
国
家
の
被
後
見
人
と
し
て
み
な
す

べ
き
だ
と
。
主
張
し
よ
う
で
は
な
い
か
、
未
成
年
者
に
価
値

の
あ
る
訓
練
を
提
供
す
る
産
業
は
学
校
の
付
属
物
に
な
る
と
。

主
張
し
よ
う
で
は
な
い
か
、
現
在
の
賃
貸
対
照
表
で
は
な
く
、

児
童
の
未
来
の
有
用
性
が
こ
の
職
業
訓
練
の
成
功
の
基
準
に

な
る
べ
き
だ
と
。
そ
し
て
ま
た
主
張
し
よ
う
、
若
い
未
成
年

者
の
労
働
を
、
彼
ら
や
そ
の
家
族
を
維
持
さ
せ
る
だ
け
の
間

に
合
わ
せ
の
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
た
く
ら
み
に
反
対
す
る

こ
と
を）
11
（

。

　
ア
メ
リ
カ
に
は
、
伝
統
的
に
教
育
を
民
主
主
義
達
成
の
手
段
と
し

て
み
な
し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。
建
国
当
初
か
ら
ア
メ
リ
カ
は
自
ら

を
新
世
界
と
称
し
、
旧
世
界
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
違
い
を
強
調

す
る
た
め
に
「
諸
条
件
の
平
等
」
と
い
う
普
遍
的
理
念
を
国
家
公
認

か
つ
ア
メ
リ
カ
固
有
の
倫
理
と
し
て
推
し
進
め
て
き
た
。斎
藤
眞
は
、

「
機
会
の
国
」
ア
メ
リ
カ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ

て
存
在
理
由
そ
の
も
の
で
あ
り
、
当
為
で
あ
り
、
一
種
の
強
迫
観
念

と
す
ら
な
っ
て
い
た
と
評
価
す
る
。
そ
の
民
主
主
義
は
、
財
産
の
面

で
は
土
地
の
所
有
、
政
治
参
加
の
面
と
し
て
は
普
通
選
挙
制
、
そ
し

て
教
育
の
面
で
は
無
償
教
育
の
実
施
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
た
。
ア

メ
リ
カ
最
初
の
労
働
者
の
政
党
が
一
〇
時
間
労
働
制
と
共
に
、
無
償

の
公
教
育
を
要
求
し
た
の
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
ラ
ブ
ジ

ョ
イ
の
語
る
職
業
教
育
論
も
、
基
本
的
に
は
こ
の
古
く
か
ら
存
在
す

る
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
論
に
則
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で

は
、
保
守
的
な
思
想
で
あ
っ
た
と
も
評
価
で
き
る）
11
（

。

　
そ
し
て
、
よ
り
大
勢
の
参
加
者
の
利
益
を
尊
重
す
る
と
い
う
民
主

主
義
思
想
は
、
少
数
の
権
力
者
に
向
け
た
教
育
で
は
な
く
、
よ
り
多

く
の
民
衆
の
利
害
に
応
じ
た
教
育
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
る
。
ラ
ブ

ジ
ョ
イ
は
、学
生
が
早
い
う
ち
に
退
学
し
て
就
職
し
て
し
ま
う
の
は
、

学
校
教
育
の
内
容
が
彼
ら
に
と
っ
て
魅
力
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
な

い
か
ら
だ
と
叱
責
し
た
。

な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
不
十
分
で
乏
し
い
有
給
雇
用
が
学
生
を

引
き
付
け
る
の
か
？
ど
う
も
学
生
の
脱
走
は
、
主
に
学
校
生

活
に
対
す
る
積
極
的
嫌
悪
と
活
発
的
で
あ
り
た
い
と
い
う
望

み
に
起
因
す
る
よ
う
だ
。
自
分
の
仲
間
に
影
響
さ
れ
て
、
児

童
は
自
分
自
身
の
財
産
を
持
ち
た
い
と
い
う
強
い
野
望
を
抱

い
て
い
る
。
強
制
的
な
初
等
教
育
は
学
校
を
嫌
悪
さ
せ
る
結

果
と
な
り
、
児
童
は
何
ら
か
の
不
熟
練
労
働
に
従
事
す
る
ほ

う
が
好
ま
し
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
そ
の
労
働
は
取
る
に

足
ら
な
い
賃
金
の
た
め
に
青
年
期
の
二
年
か
ら
四
年
を
浪
費

さ
せ
、
彼
ら
が
二
〇
歳
に
な
っ
た
時
に
行
き
詰
ま
ら
せ
て
し
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ま
う
の
だ
が
。
強
制
的
な
初
等
教
育
は
教
育
の
目
的
を
見
失

っ
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
役
に
立
つ
事
実
を
彼
ら
は
集
め
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
ら
の
人
生
や
思
想
を
形
作
る
の

に
少
し
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
。
諸
調
査
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
大
ま
か
な
共
通
の
結
論
は
、「
こ
れ
ら
子
ど
も
の
多
く

は
、
仮
に
学
校
が
人
生
の
追
求
へ
の
準
備
を
約
束
し
て
く
れ

れ
ば
、
学
校
に
と
ど
ま
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
だ
。
私
た

ち
の
問
題
は
、
私
た
ち
の
教
育
制
度
に
魅
力
的
な
力
を
供
給

す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
供
給
に
よ
っ
て
、
禁
止
法
や
義
務

教
育
の
達
成
が
証
明
さ
れ
る
だ
ろ
う）
11
（

。

私
た
ち
の
教
育
制
度
は
、
文
明
化
の
初
期
の
要
求
に
適
応
し

た
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
現
在
、
階
級
的
な
教
育
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
事
実
に
向
き
合
う
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。
若
者
の

多
く
は
肉
体
労
働
に
従
事
し
て
い
る
の
に
、
学
校
で
は
主
に

専
門
職
と
し
て
の
人
生
の
準
備
し
か
供
給
し
て
い
な
い
か
ら

だ
。「
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
マ
ン
ス
リ
ー
」
に
最
近
掲
載

さ
れ
た
論
文
で
、
ポ
ー
ル
・
ア
ニ
ュ
ス
教
授
は
現
在
の
教
育

制
度
は
彼
が
推
奨
す
る
制
度
と
比
べ
て
概
括
的
な
も
の
だ
と

記
述
し
て
い
る
。
だ
が
、
私
た
ち
の
判
断
で
は
、
学
校
は
一

般
教
育
で
は
な
く
、
特
別
な
階
級
の
教
育
を
提
供
し
て
い
る
。

全
て
の
通
常
の
学
校
の
方
式
で
支
配
的
な
特
徴
は
、
児
童
を

訓
練
し
て
少
な
く
と
も
人
口
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
雇
用
を

占
め
て
い
る
職
業
を
避
け
さ
せ
、
勧
告
と
見
せ
し
め
に
よ
っ

て
し
き
り
に
彼
ら
に
残
り
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
雇
用
を
求
め

る
よ
う
急
き
た
て
る
点
に
あ
る
。
私
た
ち
の
産
業
軍
団
の
新

兵
た
ち
は
公
立
学
校
に
費
や
す
時
間
も
金
銭
も
ほ
と
ん
ど
受

け
取
ら
な
い）
12
（

。

禁
止
法
と
義
務
初
等
教
育
は
若
者
に
機
会
の
扉
を
開
か
せ
る
。

だ
が
、
教
育
は
魅
力
を
も
っ
て
児
童
の
役
に
立
ち
、
そ
し
て

彼
を
熟
練
労
働
の
場
へ
と
導
き
、
そ
の
子
ど
も
に
対
し
て
は

強
制
が
必
要
で
な
く
な
る
よ
う
な
特
性
を
持
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
い）
1（
（

。

　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
教
育
史
を
研
究
し
た
モ
ー
ゼ
ス
・
ス
タ
ン
ブ

ラ
ー
は
、
義
務
教
育
法
と
児
童
労
働
法
が
教
育
の
民
主
化
を
も
た

ら
し
た
と
評
価
し
て
い
る
。
再
度
、
表
三
を
眺
め
て
ほ
し
い
の
だ

が
、二
〇
世
紀
初
頭
は
高
等
学
校
へ
の
入
学
者
が
増
加
し
た
時
代
で
、

元
々
は
エ
リ
ー
ト
層
の
教
育
を
目
的
に
設
立
さ
れ
た
高
等
学
校
が
全

て
の
民
衆
の
た
め
の
教
育
機
関
へ
と
変
化
し
た
時
代
だ
っ
た）
11
（

。
ラ
ブ

ジ
ョ
イ
の
発
言
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
の
変
化
を
背
景
と
し
た
も
の

で
、
現
在
の
教
育
が
特
権
階
級
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
大
衆
を
対

象
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
と
批
判
し
、
教
育
内
容
の
民
主
化

を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
に
と
っ
て
の
職
業
教
育
は
労
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働
者
の
養
成
と
同
時
に
市
民
の
育
成
で
も
あ
っ
た
。
次
の
文
章
を
参

照
し
て
ほ
し
い
。

熟
練
し
た
生
産
へ
の
準
備
は
十
分
で
は
な
い
。
今
日
の
私
た

ち
の
全
て
の
訓
練
は
消
費
の
た
め
の
訓
練
で
あ
る
と
言
わ
れ

て
い
る
が
、
私
た
ち
が
全
く
不
十
分
に
そ
の
よ
う
に
し
て
き

た
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
職
業
訓
練
を
受
け
る
ど
の
労
働
者

も
他
の
産
業
の
労
働
条
件
や
需
要
を
学
ぶ
機
会
を
得
る
べ
き

だ
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
彼
は
知
的
で
民
主
的

な
市
民
に
な
る
こ
と
が
で
き
、
仲
間
の
労
働
者
に
対
し
て
思

慮
分
別
に
富
ん
だ
思
い
や
り
を
持
ち
、
労
働
に
喜
び
を
見
出

し
、
社
会
組
織
の
中
で
労
働
者
と
し
て
の
資
格
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
う
や
っ
て
訓
練
さ
れ
た
労
働
者
は
、
最
近
の

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
混
雑
し
た
展
示
会
で
と
て
も
熱
心
に
説

明
さ
れ
た
不
平
等
、
す
な
わ
ち
実
際
の
生
産
者
と
中
間
商
人

と
の
間
の
利
益
の
不
平
等
に
我
慢
な
ら
な
い
だ
ろ
う）
11
（

。

　
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
に
と
っ
て
、
健
全
な
労
働
者
は
自
律
的
に
行
動
で
き

る
市
民
と
同
義
だ
っ
た
。
ど
の
産
業
に
も
参
加
で
き
る
実
力
と
知
識

を
得
る
こ
と
は
、
他
者
に
共
感
を
持
ち
、
社
会
の
利
害
を
冷
静
に
判

断
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
物
に
な
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
家
に
と
っ
て
、

民
主
主
義
と
い
う
思
想
は
自
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
に
一
種
の
強
迫
観
念
に
も
な
っ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
ラ
ブ

ジ
ョ
イ
に
と
っ
て
の
職
業
訓
練
も
ま
た
、雇
用
対
策
の
枠
を
超
え
た
、

義
務
感
と
使
命
感
を
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
よ

う
。
そ
れ
は
権
利
を
正
し
く
行
使
で
き
る
人
間
を
育
て
る
た
め
に
あ

り
、
必
ず
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

児
童
の
訓
練
は
、
こ
の
訓
練
が
産
業
に
及
ぼ
す
だ
ろ
う
効
果

よ
り
も
重
要
な
関
心
事
で
あ
る
。
私
た
ち
の
公
立
学
校
は
、

雇
用
主
の
負
担
を
取
り
除
く
た
め
に
単
一
の
専
門
職
の
熟
練

者
を
鍛
え
る
の
で
は
な
く
、
大
変
機
敏
で
あ
り
、
か
つ
心
身

が
発
達
し
て
い
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
機
会
を
選
択
す
る

の
に
ふ
さ
わ
し
い
人
間
に
な
る
よ
う
に
児
童
を
訓
練
し
た
う

え
で
徴
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
著
名
な

教
育
者
は
最
近
次
の
よ
う
な
こ
と
を
そ
れ
と
な
く
言
っ
た
。

「
職
業
訓
練
の
最
後
の
二
年
間
は
現
場
に
ふ
さ
わ
し
い
特
別
な

職
業
教
育
を
含
む
だ
ろ
う
」
こ
れ
は
危
険
な
点
で
あ
る
。
仮

に
技
能
の
上
達
や
賃
金
の
上
昇
が
公
正
に
与
え
ら
れ
る
機
会

が
あ
る
だ
け
の
余
裕
を
持
つ
、
現
場
の
人
間
に
対
し
て
も
礼

儀
正
し
く
ふ
る
ま
う
業
界
な
ら
ば
、こ
れ
は
妥
当
だ
。
し
か
し
、

そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
少
年
少
女
は
他
の
職
業
の
知
識
を
得

る
こ
と
で
自
分
の
将
来
に
む
け
て
の
準
備
を
す
る
べ
き
で
あ

る
。
そ
う
す
れ
ば
、
彼
ら
の
将
来
は
、
地
域
社
会
で
主
導
的

な
産
業
で
偶
然
に
も
あ
る
よ
う
な
こ
と
に
対
し
て
決
し
て
支

配
さ
れ
な
い
だ
ろ
う）
11
（

。
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私
た
ち
が
民
主
主
義
国
の
な
か
で
本
物
の
教
育
の
問
題
を
上

手
く
対
処
す
る
つ
も
り
な
ら
ば
、
全
て
の
個
人
的
、
階
級
的

な
利
害
は
社
会
的
善
の
利
益
の
な
か
で
忘
れ
さ
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い）
11
（

。

何
よ
り
も
ま
ず
、
私
た
ち
の
国
の
若
者
の
前
に
何
ら
か
の
手

工
業
を
学
ぶ
機
会
が
与
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
決
し
て

産
業
組
織
の
地
位
を
貶
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
教
育

革
命
を
追
求
す
る
手
段
は
、
私
た
ち
の
最
も
価
値
が
あ
る
社

会
的
財
産
と
知
的
な
市
民
を
増
や
す
上
で
特
に
必
要
な
も
の

を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）
12
（

。

　
ア
メ
リ
カ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
民
主
主
義
の
達
成
が
、

学
生
を
中
心
と
し
た
未
成
年
者
の
雇
用
労
働
問
題
の
解
決
と
表
裏
一

体
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
一
つ
の
問
題
が
生
じ
る
こ

と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
は
特
定
の
国
家
と
は
無
縁
で
あ
る
は

ず
の
社
会
改
革
が
ア
メ
リ
カ
固
有
の
使
命
と
し
て
絶
対
視
さ
れ
る
こ

と
で
国
家
主
義）
11
（

と
結
び
つ
き
、
た
び
た
び
上
か
ら
の
改
革
と
し
て
実

行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
児
童
労
働
改
革
が
当
事
者
で
あ

る
労
働
者
の
利
害
を
し
ば
し
ば
無
視
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
過
去
の
研
究
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
中

産
階
級
の
関
心
や
危
機
感
に
訴
え
る
も
の
で
あ
り
、
移
民
労
働
者
や

紡
績
工
場
の
労
働
者
の
家
族
に
と
っ
て
は
現
実
感
に
欠
け
る
も
の
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
や
、
成
人
男
性
が
主
た
る
生
計
維
持
者
で
あ
る
べ

き
と
い
う
観
念
に
支
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、児
童
労
働
者
を
常
に
被
害
者
と
し
て
描
写
す
る
た
め
に
、

彼
ら
の
自
分
の
仕
事
に
対
す
る
誇
り
や
、
仲
間
や
年
長
者
の
仕
事
を

ま
ね
な
が
ら
積
極
的
に
技
術
を
み
が
い
て
い
っ
た
と
い
う
一
面
も
無

視
さ
れ
て
い
た）
11
（

。
筆
者
自
身
、
資
料
を
漁
る
な
か
で
、
改
革
者
が
女

性
の
問
題
に
つ
い
て
何
ら
革
新
的
な
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
を
感
じ
た
。
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
を
例
に
す
れ
ば
、
彼
は
商
業
学
校
に
お

い
て
女
中
と
し
て
奉
公
す
る
意
志
の
あ
る
人
間
し
か
家
事
を
学
ば
な

い
こ
と
を
問
題
視
し
、
全
て
の
女
子
に
家
内
労
働
の
技
術
を
伝
授
す

べ
き
だ
と
論
じ
て
い
る
。

ど
の
女
子
に
対
し
て
も
、
家
庭
に
強
い
影
響
を
与
え
る
科
目

に
お
い
て
十
分
な
指
導
を
与
え
る
べ
き
だ
。
彼
女
は
家
庭
や

家
政
学
と
関
係
の
あ
る
衛
生
学
、
装
飾
美
術
と
い
っ
た
、
概

し
て
生
産
的
な
方
法
の
知
識
を
授
か
る
べ
き
だ
。
社
会
は
、

そ
れ
自
体
の
目
的
に
奉
仕
さ
せ
る
た
め
に
、
ど
の
女
子
も
自

分
の
家
庭
に
お
い
て
は
主
婦
で
あ
る
こ
と
を
期
待
す
べ
き
だ

し
、
も
し
産
業
訓
練
が
完
全
に
供
給
さ
れ
る
な
ら
ば
、
家
政

学
を
報
酬
の
あ
る
職
業
に
向
け
た
も
の
で
は
な
く
、
家
庭
の

管
理
の
た
め
に
準
備
さ
れ
る
も
の
と
し
て
導
入
す
る
べ
き
だ
。

女
子
が
家
事
使
用
人
と
し
て
注
目
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
き
、
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疑
い
な
く
彼
女
た
ち
の
多
く
は
そ
の
よ
う
な
訓
練
を
選
び
、

家
庭
と
い
う
高
尚
な
考
え
と
そ
の
責
任
へ
の
準
備
を
も
っ
て

外
へ
出
て
い
く
だ
ろ
う）
11
（

。

　
二
〇
世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
移
民
女
性
を
対
象
に
英
語
や

家
政
学
の
教
育
を
施
す
運
動
（
ア
メ
リ
カ
化
運
動
と
呼
ば
れ
る
）
が

展
開
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
女
性
は
家
庭
を
作
り
、
そ
れ
を
維

持
す
る
役
割
を
持
つ
」
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
価
値
観
を
刷
り
込
む
こ

と
が
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。松
本
悠
子
に
よ
れ
ば
、

こ
の
運
動
は
外
国
人
の
同
化
を
目
指
す
一
方
で
、
彼
ら
に
ア
メ
リ
カ

の
理
念
を
教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
問
い
直
す
も
の
で
も
あ

っ
た
。
家
政
学
は
移
民
に
ア
メ
リ
カ
の
生
活
様
式
を
教
え
る
だ
け
で

は
な
く
、
都
市
白
人
中
産
階
級
の
主
婦
に
対
し
て
理
想
的
な
生
活
の

モ
デ
ル
を
示
す
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る）
12
（

。
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
の
女
性
教
育

論
は
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
化
運
動
と
同
じ
性
格
を
有
し
て
お
り
、
基
本

的
に
は
国
家
の
視
点
に
立
っ
た
も
の
で
あ
り
、
男
女
間
の
性
別
役
割

分
担
を
擁
護
し
母
性
を
強
調
す
る
態
度
は
、
今
日
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論

に
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
保
守
的
な
思
想
だ
っ
た
と
言
え
る）
1（
（

。

　
こ
の
よ
う
に
機
会
均
等
の
権
利
を
絶
対
視
す
る
こ
と
で
、
自
身
の

改
革
の
な
か
に
あ
る
保
守
的
な
部
分
に
無
自
覚
に
な
る
と
い
う
点
に

ラ
ブ
ジ
ョ
イ
の
職
業
教
育
論
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
の
問
題

が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。そ
も
そ
も
、

ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
と
は
、
人
民
の
人
民
に
よ
る
人
民
の
た
め
の

政
治
（governm

ent of the people, by the people, for the 
people

）
で
あ
り
、「
人
民
」
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
者
に
対
し
て
は
、

徹
底
的
な
差
別
が
行
わ
れ
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
は
入
植
の
時
代
か
ら

す
で
に
特
定
の
人
間
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
植
民
者
）
の
み
を
主
権

者
と
し
た
植
民
国
家
で
あ
り
、
自
ら
を
「
文
明
」
と
み
な
し
、
先
住

民
社
会
を
「
野
蛮
」
と
決
め
付
け
、
文
明
を
防
衛
す
る
た
め
の
戦
い

と
し
て
侵
略
を
正
当
化
し
て
き
た）
11
（

。
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
の

駆
逐
は
凄
ま
じ
く
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
到
来
時
に
は
二
〇
〇
〇
万
以
上

の
先
住
民
が
暮
ら
し
て
い
た
の
だ
が
、
一
八
九
〇
年
に
は
二
五
万

人
に
ま
で
減
少
し
た
。
加
え
て
文
化
的
抹
殺
も
並
行
し
て
行
わ
れ
、

一
九
三
四
年
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
再
組
織
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
は
、

先
住
民
の
「
文
明
化
」
と
称
し
て
彼
ら
の
子
ど
も
は
寄
宿
舎
に
入
れ

ら
れ
、
母
語
の
禁
止
と
英
語
の
使
用
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰

が
強
要
さ
れ
た）
11
（

。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
は
本
質
的
に
国

家
の
自
己
正
当
化
の
倫
理
と
し
て
働
き
、
暴
走
す
る
危
険
性
を
孕
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
ら
の
文
明
に
疑
問
を
抱
か
ず
、
逆
に
そ

れ
を
拡
大
し
、
周
縁
を
吸
収
、
同
化
す
る
こ
と
に
普
遍
的
正
義
を
見

出
す
と
い
う
態
度
は
児
童
労
働
の
改
革
で
も
見
ら
れ
る
こ
と
だ
っ

た
。
一
九
〇
八
年
に
開
か
れ
たN

.C
.L
.C

の
第
四
回
年
次
大
会
で
、

同
委
員
会
の
議
長
で
あ
る
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ア
ド
ラ
ー
は
「
ア
メ
リ

カ
の
文
明
化
と
い
う
考
え
の
な
か
で
の
反
児
童
労
働
運
動
の
基
礎
」

（The B
asis of the A

nti-C
hild Labor M

ovem
ent in the 
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）
と
い
う
講
演
を
行
っ
て
い
る
。

全
国
委
員
会
は
共
同
社
会
の
か
じ
を
取
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
私
た
ち
の
国
家
が
ま
す
ま
す
農
業
か
ら
産
業
の
状
態
へ

と
移
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
事
実
を
確
か
に
眺
め
、
産
業
主
義

の
始
ま
り
に
つ
い
て
ま
わ
る
害
悪
の
再
発
を
防
ご
う
と
す
る
。

私
は
、
全
国
児
童
労
働
委
員
会
は
名
前
だ
け
で
な
く
視
野
や

目
的
に
お
い
て
も
国
家
的
だ
と
言
っ
て
い
る
。
私
が
こ
の
よ

う
に
評
価
す
る
の
は
、
こ
の
委
員
会
が
私
た
ち
の
国
の
全
て

の
区
を
代
表
し
、
ほ
ぼ
全
て
の
州
に
共
通
す
る
問
題
を
扱
い
、

文
明
化
に
好
ま
し
く
な
い
習
慣
を
根
絶
や
し
に
す
る
か
ら
だ
。

〔
中
略
〕
ア
メ
リ
カ
の
文
明
化
は
フ
ェ
ア
プ
レ
イ
に
よ
っ
て
特

徴
づ
け
ら
れ
る
。
強
者
が
弱
者
を
利
用
す
る
こ
と
は
公
正
で

は
な
い
。
大
人
が
子
供
の
弱
い
肩
に
彼
が
負
う
べ
き
重
い
負

担
を
負
わ
せ
る
の
は
公
正
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
文
明
化

は
、
人
類
の
苦
し
み
に
対
す
る
同
情
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら

れ
る）
11
（

。

　
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
文
明
化
と
い
う
文
脈
で
、
教
育
の
機
会

を
全
て
の
男
女
に
与
え
る
こ
と
に
意
義
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
幼
い
子
供
の
労
働
は
男
女
同
権
、
機
会
均
等
の
ア

メ
リ
カ
に
反
す
る
絶
対
悪
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る）
11
（

。
ア
ド
ラ
ー
が

言
う
こ
と
に
は
、
ど
の
文
明
に
も
支
配
的
な
原
理
と
い
う
も
の
が
あ

り
、
そ
れ
は
あ
る
文
明
で
は
認
め
ら
れ
て
も
他
の
文
明
で
は
認
め
ら

れ
な
い
も
の
に
な
る
。
ア
メ
リ
カ
の
原
理
と
は
大
陸
を
発
展
さ
せ
る

文
明
化
と
い
う
思
想
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
夫
一
婦
制
な
ど
の
男
女
の

倫
理
的
な
平
等
、
各
人
が
自
由
に
、
か
つ
必
要
な
時
に
自
分
の
才
能

を
磨
く
権
利
で
あ
り
、「
そ
れ
ゆ
え
に
、
国
家
の
発
展
を
妨
げ
る
こ

と
は
ア
メ
リ
カ
の
見
地
か
ら
は
大
罪
と
な
る
」
と
ア
ド
ラ
ー
は
語

る）
12
（

。
前
述
し
た
よ
う
に
、
児
童
労
働
の
改
革
に
は
労
働
者
の
事
情
を

軽
視
す
る
動
き
が
み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
家
に

と
っ
て
悪
と
み
な
さ
れ
る
も
の
が
、
各
々
の
家
庭
に
と
っ
て
は
必
ず

し
も
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。こ
の
意
識
の
ズ
レ
は
、

ア
メ
リ
カ
型
民
主
主
義
が
国
家
主
義
と
融
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

原
理
的
に
は
国
家
の
利
害
を
優
先
し
て
実
行
さ
れ
る
こ
と
に
起
因
す

る
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
そ
の
一
方
で
一
連
の
改
革
（
特
に
職
業
教
育
）
は
、
民
主

主
義
の
達
成
の
み
を
目
的
に
行
わ
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
前
章
で
説

明
し
た
よ
う
に
、
若
者
の
失
業
や
不
熟
練
労
働
は
深
刻
な
問
題
で
あ

り
、
こ
れ
は
こ
れ
で
早
急
の
解
決
が
要
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ラ
ブ
ジ

ョ
イ
の
職
業
教
育
論
の
な
か
で
も
、
経
済
の
問
題
と
民
主
主
義
の
問

題
は
同
等
の
比
重
が
置
か
れ
て
お
り
、
ど
ち
ら
が
勝
っ
て
い
る
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
一
般
的
に
、
こ
の
時
代
の
改
革
は
左
翼

や
右
翼
の
境
界
を
越
え
た
連
合
体
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
説
明
さ
れ

る
が
、
児
童
労
働
改
革
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
国
内
の
産
業
問
題

へ
の
緊
急
の
対
策
と
い
う
課
題
が
両
者
を
結
び
つ
け
て
い
た）
11
（

。
端
的
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に
言
っ
て
、
雇
用
対
策
と
民
主
主
義
の
実
現
と
い
う
職
業
訓
練
に
関

係
す
る
二
つ
の
動
機
は
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
併
存
し
て
い
た
。
そ
の

意
味
で
は
改
革
者
の
職
業
教
育
論
は
、
理
想
主
義
的
で
あ
る
一
方
で

現
実
主
義
的
で
も
あ
り
、
あ
る
程
度
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
た
も
の
だ

と
評
価
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
型
民
主
主
義
の
実
現
お
よ
び
拡
大
と
い

う
暴
走
の
危
険
性
が
常
に
あ
る
理
想
は
、
雇
用
労
働
情
勢
と
い
う
現

実
に
向
き
合
う
な
か
で
緩
和
さ
れ
、
結
果
と
し
て
実
際
的
な
手
段
の

提
唱
へ
と
つ
な
が
っ
た
と
言
え
よ
う
。

終
章
　
結
論

　
二
〇
世
紀
初
頭
、
特
に
一
九
一
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
児
童
労
働

の
改
革
で
は
、
児
童
の
職
場
か
ら
の
排
除
や
義
務
教
育
の
普
及
と
同

等
か
そ
れ
以
上
に
、職
業
教
育
に
対
し
て
も
情
熱
を
燃
や
し
て
い
た
。

当
時
の
未
成
年
者
は
、
成
人
労
働
者
と
同
様
に
失
業
や
低
賃
金
の
労

働
に
悩
ま
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
解
決
方
法
と
し
て
、
学
校
機
関
に
お

け
る
熟
練
労
働
者
の
養
成
が
唱
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
優
秀

な
労
働
者
の
養
成
は
善
良
な
市
民
の
育
成
と
同
義
の
も
の
で
あ
り
、

卒
業
前
後
の
学
生
を
中
心
と
す
る
全
て
の
未
成
年
者
に
職
業
訓
練
を

施
す
こ
と
で
、
機
会
均
等
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
が
実
現
さ

れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
た
。
こ
の
民
主
主
義
は
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
し
て
理
解
さ
れ
、
絶
対
化
さ
れ
た
た
め
に
運
動
に
お
け
る
保

守
的
な
部
分
が
し
ば
し
ば
無
視
さ
れ
、
民
衆
と
改
革
者
と
の
間
に
齟

齬
が
生
じ
る
原
因
に
も
な
っ
た
。
だ
が
、
当
時
の
深
刻
な
経
済
状
況

は
改
革
の
理
想
主
義
に
歯
止
め
を
か
け
、
そ
の
結
果
、
現
実
に
即
し

た
解
決
手
段
が
模
索
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
本
稿
の
内
容
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
児
童
労

働
と
い
う
問
題
と
職
業
教
育
、
民
主
主
義
を
結
び
つ
け
て
捉
え
る
と

い
う
部
分
に
本
稿
の
独
自
性
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
だ
が
、
そ
の
一

方
で
枚
数
の
制
限
上
、
取
り
上
げ
た
改
革
者
が
ど
う
し
て
も
限
ら
れ

て
し
ま
い
、
ま
た
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
職
業
訓
練
の
内
容
（
科
目

や
職
業
学
校
の
種
類
）
に
つ
い
て
も
十
分
な
説
明
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
の
論
文
で
述
べ
て
い
き
た

い
と
思
う
。
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に
分
類
し
て
自
己
正
当
化
を
は
か
る
と

い
う
手
法
は
先
住
民
に
対
す
る
政
策
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
。

（
56
）Ibid ., pp.2-3.

（
57
）
野
村
達
朗
編
著
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
歴
史
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

一
九
九
八
年
）
一
四
八
―
一
四
九
頁
。
ア
メ
リ
カ
児
童
労
働
史
の
代

表
的
な
研
究
者
で
あ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
マ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
で
児
童
労
働

が
問
題
視
さ
れ
、
ま
た
撲
滅
が
は
か
ら
れ
た
の
は
、
国
内
に
お
け
る

産
業
化
に
よ
る
も
の
だ
と
み
な
し
て
い
る
。
前
近
代
の
ア
メ
リ
カ
に

お
い
て
未
成
年
者
の
労
働
は
あ
り
ふ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
家

庭
を
主
な
基
盤
と
す
る
自
給
自
足
経
済
の
な
か
で
行
わ
れ
て
い
た
。

や
が
て
国
内
に
市
場
経
済
が
浸
透
す
る
に
従
っ
て
労
働
者
階
級
が
形

成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
彼
ら
の
貧
困
や
権
利
が
問
題
化
さ
れ
た
。

ヒ
ン
ド
ゥ
マ
ン
は
こ
の
一
連
の
流
れ
の
中
に
児
童
労
働
問
題
を
位
置

付
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。( H

ugh H
indm

an, C
hild Labor , 

M
.E.Sharpe, 2002, p.8.)

（
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
史
学
専
攻
博
士
課
程
後
期
課
程
）



－  58  －－  58  －

オ
ー
ウ
ェ
ン
・
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
の
職
業
教
育
論
―
雇
用
対
策
と
民
主
主
義
（
大
泉
）

Owen Lovejoy’s Theory of Vocational Education: 
Employment Policy and Democracy

OIZUMI, Yui

Early 20th-century reformers did not only seek to restrict child labor 
by child labor law and compulsory education law but also often to insist 
that every minor should receive vocational education for them to be able 
to have skilled occupations. Owen Lovejoy, the secretary of National 
Child Labor Committee, said nothing could be more essential to the 
training of a child than a conception of his industrial obligations and 
opportunity, too. For him, industrial training was as important as child 
labor law and compulsory education.

This essay discusses the relation between child labor reform and 
vocational education, explains Lovejoy’s theory of vocational education 
because his theory was in common of most reformers.

In early 20th-century, unskilled labor was one of the most serious 
problems. Young or old worker often got a cheap labor and his low 
wage remained stationary. He often lost jobs, too. Reformers sought for 
solutions, examined their works. Then, they noted that juvenile worker 
receiving sufficient training got more money than others not receiving 
it, and that young worker trained could hope rising wage. So, Lovejoy 
and other reformers recognized the need for vocational training, tried to 
give it for every youth and then to change them from unskilled labor to 
skilled labor.

Their theory of vocational education was also related with 
American democracy. Traditionally, American has been regard 
education as means to democratize their nation. They thought it 
gave every people opportunity which was most valuable for develop 
themselves. Therefore, Lovejoy and many reformers regarded vocational 
education as indispensible to make citizenship, to civilization and to 
develop America. They reformed educational system from the national 
point of view because this democracy was national identity and ideology.

But child labor was essentially the economic problems, so reformers 
tried to solve poverty, unemployment and then provide skilled labor 
forces. Their idealism was relieved by it. As a result, their suggestions 
were changed from ideal to realistic.


