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一

｢

一

国
の

真
の

歴
史
は

働
く
人
々

の

労

働
や

生

活
を

知
ら

ず
に

は

認

識

し

得
な
い

｡

+

と
い

う
立
場
か

ら

本
書
の

研
究
対

象
は

定

め

ら

れ

る
｡

具

体
的
に

は

著
者
は

､

｢

平
凡
人
の

平
凡
な

生

活
の

事
実

､

一

般
的
な

ア

メ

ワ

カ

労
働
者
の

状
態
の

バ

ラ

ン

ス

あ

る

像
+

を

見

出

す
べ

く
､

｢

労
働
者

が

記
し

た
一

次

資
料
に

よ

り

そ
の

生

活
史

-

㌫
e

F

賢
○

り

ド
+

を

描
こ

う
､

と

す
る

｡

こ

の

問
題
設
定
に

続
い

て
､

著
者
は

以

前
の

歴
史

･

経
済

･

社
会
諸
学

に

お

け

る

労
働
者
の

取
扱
い

方
を

批
判
し
､

本
書
の

視
点
の

独
自
性
を

主

張
す
る

｡

｢

わ

が

国
(

=

ア

メ

リ

カ

の
)

歴
史
学
は

主
に

政

治
･

軍
事

･

外
交
史
の

分
野
を

扱
い

､

経
済
史
は

大
し

て

盛
ん

で

は

な

く
､

同
系
列
の

労
働
史
も

全
歴
史
研
究
中
で

は

重

要
分
野
を

占
め
て

い

な
い

｡

労
働
史
研

究
は

､

主
に

制
度

･

機
構
的
な
も

の
､

特
に

労
働
組
合
に

集
中
さ

れ
､

労

(

1
)

働
者
自
体
に

力
点
を

お
か

な
い

｡

経
済
学
で

は
､

労
働
力
需
給
分
析

･

団

体
交
渉
機
構

･

労
働
組
合
運
動
と

価
格
水
準
と

の

関
係
等
が

主
な

問
題
で

､

ヰ

や

は

り

労

働
者
自
体

は

注
目
さ

れ

な
い

｡

社
会

学
は

前
二

者
よ

り

も

現

朗

笑
の

人

間
に

焦
点
を

あ
て

て

い

る

が
､

主
と

し
て

社
会
病
理

的
接
近

で
､

特
殊

･

限
定
的
で

あ

る
｡

人

間
関
係
論
は

経
営
の

視

点
か

ら

な

さ

れ
､

労
働
者
の

全
生

活
に

は

関
係
し
な

い
｡

か

く

て

諸
学
問
分
野
で

は
､

労
働

者
の

労
働
や

生

活
は

十
分
に

描
写

･

評
価
さ

れ

て

い

な
い

｡

ま
た

労
働
者

の

仕
事

･

経
験

･

環

境
･

思
考
等
が

焦
点
を

あ

て

ら

れ

る
に

せ

よ
､

労
働

者
個
人
の

記
述
は

用
い

ら

れ
て

い

な
い

｡

そ
の

た

め
､

こ

の

七

〇
年
間
の

労
働
者
の

生

酒
の

諸

側
面
に

お

け
る

大
き

な

変
化

､

そ

れ
へ

の

労
働
者
の

反
応
は

十
分
に

知
ら

れ
て

い

な
い

｡

こ

れ

ら

を

知
り

､

労
働
者
の

生

活
に

つ

い

て

眺
望
を

得
る

た

め
､

生

活
史
と

い

う
研
究
方

法
を

と
る

｡

こ

の

方

法
で

､

労
働
者
の

主

観
と

客
観

､

現
実
と

期
待
の

相
関
関
係
を

研
究
し

た

い
｡

+つ

ま
り

本
書
は

､

以

前
の

､

労
働
者
を

扱
っ

た

諸
研
究
よ

り
一

歩
前
進

し
て

､

生

き

た

人

間
を

描
こ

う
と

す
る

意
欲
的
な

も
の

と
い

え

よ

う
｡

そ

の

点
で

本
書
は

､

い

わ

ゆ

る

労
働
史
あ
る

い

は

労
働
運
動
史
で

は

な

く
､

よ

り

社
会
史
的
な

労
働
者

史
と
で

も
い

う
ぺ

き

も

の

で

あ

ろ

う
｡

さ
て

本
書
は

五

部
に

分
け

ら

れ
､

以
上

に

紹
介
し

た
一

二
一

章
が

第
一

部
で

あ
る

｡

第
二

～

四

部
は

最
近

七

〇
年
間
を

区

分
し

た
三

期
の

記
述
に

あ

て

ら

れ
､

各
部
は

､

予
備

知
識
た

る

各
時
期
の

背
景

･

本

論
に

あ

た

る

生

活
史

･

ま

と
め

の

三

幸
よ

り

な
っ

て
.い

る
｡

第
五

部
が

全
体
の

結
論
で

あ

る
｡

な

お

著
者
の

内
､

G

ぎ
N

訂
蒜

は
コ

ロ

ン

ビ

ア

大
学
経
済
学
教
授

､

ロ
e

→

m
p
ロ

は
､

､

､

ネ

ソ

タ

大
学
歴

史
学
準
教

授
で

あ
る

｡

こ

¶



一

生

活
史
は

仝

頁
数
の

三

分
の

二

を

占
め

､

九
三

の

資
料
よ

り

な
っ

て

い

る
｡

諸
資
料
は

ほ

と

ん

ど

全
産
業
の

労
働
者
に

わ

た

り
､

地

域
的
に

も

広

汎
で

､

労
働
者
の

多
様
性
を

反
映
せ

ん

と

し

て

い

る
｡

こ

れ

ら

生
の

資
料

か

ら
､

我
々

は
､

あ
る

時
代
の

あ
る

職
業
の

労
働
者
の

仕
事
の

実
態

･

賃

金
･

労
働
時
間

･

作
業
環
境
か

ら
､

食
事
や

余
暇

利
用
等
の

生

活
状
況

･

生

計
費
用

､

労
働

組
合
や
ス

ト
ヘ

の

対
処

･

思

考
方
法

､

さ

ら
に

生

活
感

惜
や

将
来
の

見
込
み

等
､

多
方
面
に

わ

た

る

興
味
あ

る

事

実

を

知
り

得

る
｡

以

下
､

各
時
期
の

資
料
か

ら

目
に

つ

く
も
の

を

拾
っ

て

み
よ

う
｡

第
一

期
は

､

第
一

次
大
戦
前
で

､

そ
こ

に

は

次
の

よ

う

な

も

の

が

あ

る
｡

｢

あ

ら

ゆ

る

買
物
を

会
社
直
営
店
で

他
よ

り

高
値
で

買
わ

ざ

る

を

得

な

く

仕
組
ま

れ
て

い

る

鉱
山
町
の

生

活
｡

貧
窮
の

底
で

病
気
に

な

り
つ

つ

も
､

〝

ア

メ

リ
カ

市
民
だ
か

ら

慈
善
に

は

す

が

ら

な

い

ク

と
い

う
ア

メ

リ

カ

的
独
立

個
人

主
義
を

述
べ

る

鉱
夫

｡

ク

外
国
よ

り

給
料
も

生

活
も

良
い

ク

と
い

う

移
民

労
働
者
と

共
に

､

他
方

で

は
､

失
敗
し

て

ク

こ

ん

な

国
に

来
る

の

で

は

な

か
っ

た
〃

と

帰
国
す
る

例
｡

〝

同
じ

食
卓
で

雇
主
と

食

事
で

き

る

か

ら

ア

メ

リ
カ

は

民
主
主
義
だ
ク

と
い

う
単
純

素
朴
な

農
業
労
働
者

｡

〝

国
家
以

外
の

何
よ

り

も

組
合
に

忠
誠
を

誓
う

｡

組
合
が

我
々

に

自
立

感

を

与
え

た
ク

と
い

う
畜
肉
処
理

労
働
者

｡

女
中
周

旋
屋
の

搾
取
ぶ

り
｡

丈

評

夫
で

な

け

れ

ば

死
ぬ

他
な
い

悪
生

活
条

件
･

低

賃
金
が

ク

ア

ナ

キ

ス

ト

を

生

み

出
す
ク

と
い

う
衣

服
労
働
者
の

状
態

｡

マ

ル

セ

ー

エ

ー

ズ

を

歌
っ

て

ピ

ケ

を

は
っ

た

女
工

｡

病
気
の

五

歳
の

子

供
が

働
き

､

昼

食
時
に

は

食
物

( 95 ) 書

を

ロ

に

し

た

ま

ま

居
眠
り

し

て

い

る

南
部
の

綿
紡
工

場
｡

ク

数
年
前
の

無

一

文
が

今
で

は

七

百
ド
ル

も

潤
っ

た
〃

と
い

う
靴
磨
き
の

青
年

｡

等
々

｡

+

第
一

次
大
戦
以

降
､

第
二

次
大
戦
前
迄
の

第
二

期
に

な
る

と
､

次
の

よ

叫

‥
酔

う
な

事
例
が

あ
る

｡

｢

い

つ

で

も

F

喜
1

叫

亡

匂
}

と

叱

咤
さ

れ
､

不

幸
と

感
じ
､

神
経
を

参
ら
せ

､

体

重
も

減
る

製
鉄
エ

｡

他
方

､

〝

重

労
働
だ

が

給

料
も

待
遇
も

良
い

″

と

喜
ぶ

同
業
者

｡

子

弟
･

知
人
し
か

加
入
さ

せ

な
い

特
権
的

･

閉
鎖
的
な

映
写

技
師
の

組
合

｡

か

の

ホ

レ

イ
シ

ョ

･

ア

ル

ジ

ャ

(

2
)

-

の

話
を

読
む

商
店
貞

｡

法
定
労
働
時

間
を

四

時
間
も

超
え
て

働
き
+

さ

ら

に

日

曜
も

働
か

さ
れ

る
一

方
､

無
料
保

険
の

恩
典
を

与
え

ら
れ

る

石

油

労
働
者

｡

ク

事
実
上

の

奴
隷
制
♂

と

悪
労
働
条
件
を

訴
え
る

南

部
の

紡

績

工
｡

一

生
､

地

主
に

仕
え

ね

ば

な

ら

ず
､

昼

食
は

取
れ

ず
､

カ

ー

テ
ン

地

(

3
)

も

買
え

ぬ

と

嘆
き

つ

つ

も
､

ク

労
働

促
進
局
等
を

考
え

出
す
ア

メ

リ

カ

が

誇
ら

し
い
ク

と
い

う
小

作
農

｡

パ

ン

も

な

く

医

者
に

も
か

か

れ

ぬ

不

況
下

の

女
工

一

家
｡

生

活
の

苦
し

さ

か

ら
､

ス

ト
の

正

し

さ
を

知
り
つ

つ

も
ス

ト

破
り

を

す
る

機
械
工

｡

組
合
に

反
対

し
､

ク

天
な
る

主
が

面

倒
を

み

て

く
れ

る

し
､

貧
乏
は

天
国
に

つ

な

が

る
〃

と
い

う
靴
工

｡

地

主
の
ベ

ル

で

早

朝
起
こ

さ
れ

､

馬
上

の

監
督
が

見
起
る

プ

ラ
ン

テ
ー

シ

可

ン

で
､

六

歳

(

4
)

か

ら

働
く

黒
人

少
年

｡

組
合
と

自

衛
団
の

双

方
が

棍
棒
を

か

ざ

す
ス

ト
の

有
様

｡

一

日
の

稼
ぎ
の

ほ

と

ん

ど

を

用
具
代
に

と

ら
れ

衣
食
に

事
欠
く

炭

鉱
夫

｡

ま

た
､

組
合
員
月

共
産
党
貝
と

し

て

サ
ン

ジ

カ

リ

ス

ト

法
で

捕
ま

り
､

さ

ら
に

テ
ロ

で

殺
さ

れ

か

か

る

炭
鉱
夫

｡

大
量
生

産
工

業
に

お

け

る

ア

メ

リ
カ

最
初
の

座
り

込
み

ス

ト

の

状
況

｡

予
防
措
置
な

く

珪
肺
で

死
ぬ

多
数
の

黒
人

労
働
者

｡

強
制
立
退
に

抵
抗
し

殺
さ

れ

る

失
業
委
員
会
員

｡

特
定
人

種
の

み

就
業
し

得
る

建
築
労
働
者
の

実
態

｡

等
々

｡

+

第
二

次

大
戦
以

降
の

第
三

期
の

も

の

で

は
､

次
の

よ

う
な

事
例

が

あ

る
｡

｢

共
和
党
員
だ

が

F
･

ル

ー

ズ

ヴ
ュ

ル

ト

を

支
持
し

､

今
な

お

彼
の

死
を

惜
し

む

鋳
造
工

｡

〝

コ

ン

グ
エ

ア

ー
･

ベ

ル

ト
に

監
督
さ

れ

て

い

る
ク

鮎
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と
､

仕
事
に

満
足
感
を

感
じ

ず
､

〝

自
分
は

唯
の

歯

車
だ
″

と
､

疎

外

感

を

訴
え
る

自
動
車
工

｡

他
方

､

同
様
の

職
業
な
が

ら

歯
車
た

る
こ

と

を

積

極
的
に

肯
定
す
る

者
｡

ス

ト
ア

プ
･

ウ
オ

ッ

チ

で

測
る

能
率
測
定
の

不

当

さ

を

不

満
と

し
､

さ

ら

に

〝

仲
間
が

兼
農
の

た
め

､

低
賃
金
に

抵

抗
せ

ず

組
合
を

弱
め
る
″

と

嘆
く

機
械
工

｡

ク

組
合
が

熟
練
工

の

み

に

利
益

を

与

え
､

自
分
ら

を

守
ら

ぬ
″

と

嘆
く
工

場
守
衛

｡

自
発
的
C

I

O

組
合
運
動

員
と

な
り

活
動
せ

ん

と

し
て

､

テ
ロ

を

加
え

ら
れ

る

繊
維
女
工

｡

組
合
機

関
の

腐
敗
に

対
し

､

一

般
選
出
代
表
に

よ

る

運
営
を

望
む

港

湾
労

働
者

｡

閉
山
の

た

め

失
職
し
､

飢
餓
状
況
に

あ
る

元
炭
鉱
夫

｡

組
合
が

人

種
差
別

を

し

な
い

事
を

喜
ぶ

研
磨
エ

｡

他
方

､

特
定
職
種
が

人

種
に

よ

り

制
限
さ

れ
､

組
合
か

ら

も

制
限
さ
れ

る

畜
肉
処
理
工

｡

ク

い

つ

も
､

も
っ

と

欲

し

い

と

思
う

｡

こ

れ

が

ア

メ

リ
カ

人
の

あ
り

方
だ
ク

と
い

う
機
械
エ

｡

単
調

な

仕
事
を

嘆
き
つ

つ

も

転
職
を
不

安
と

し
､

ク

未
来
は
つ

ま

ら

ぬ

暗
い

も

の
〃

と
い

う

事
務
職

貞
｡

等
々

｡

+

三

本
書
の

価
値
は

以

上
の

如
き

諸
資
料
の

示

す
具
体
的
事
実
に

あ

り
､

そ

の

点
は

著
者
も

ク

本
書
の

中
核
は

労
働
者
の

個
人

的
記
述
で

あ
る
｡

広
汎

に

列
挙
し

た

資
料
に

読
者
が

直
接
反
応
し

て

ほ

し
い

ク

と

記
し
て

い

る
｡

ま

た
､

こ

れ

ら
は

､

ア

メ

リ

カ

の

労
働
に

関
し

て

日

本
人
の

持
つ

通
念
が

幾
多
の

点
で

誤
っ

て

い

る

事
を

敢
え

て

く

れ

る
｡

し
か

し

著
者
の

真
の

目

的
は

､

資
料
の

単
な
る

提
供
で

は

な

く
､

二

十
世
紀
に

お

け
る

ア

メ

リ

カ

労
働
者
の

生

活
の

変
貌
の

全
体
像
を

描
く

事
に

あ

り
､

そ
れ

は

各
時
期
毎

の

ま

と

め

及
び

結
論
た
る

ク

ア

メ

リ

カ

労
働
者
の

連
続
性
と

変
転
″

に

示

叫

さ

れ

る
の

で

あ
る

｡

ま

ず
第
一
期
は

ク

自
由
経
済
の

時
代
ク

と

特
徴
づ

け
ら

れ
､

次
の

よ

う

に

ま

と

め

ら
れ

る
｡

｢

こ

の

時
代
の

労

働
者
の

背

景
･

状
況

･

目

的
･

希

望
は

多
様
で

あ
り

､

一

般
化
は

困

難
で

あ
る

｡

だ

が

放
じ

て
､

大
多
数
の

労
働
者
は

日
の

出
か

ら
日

没

迄
労

働
し
､

週

六
日

制
だ
っ

た
｡

し

か

し

苦

汗
労
働
と

か

契
約
労
働
で

は
､

よ

り

長
時
間
ま
た

は

日

曜
も

働
く

労
働
者

が

多
か

っ

た
｡

だ

が

労
働
者
の

多
く

は

欧
州
各
地

か

ら
の

移
民
や

農

村
か

ら

移
住
し

た

着
で

､

労
働
日

の

長
さ

を

特
に

苦
痛
と

考
え

な

か

っ

た
｡

む

し

ろ

主
た

る

不

満
は

､

相
当
に

多
い

労
働
災
害
に

対
し
て

だ
っ

た
｡

作
業

環
境
は

劣
悪
で

､

関
係
法
規
が
ご

く

少
数
な
が

ら

存
在
し

た

も
の

の
､

そ

れ

は
ほ

と

ん

ど

守
ら

れ

な

か
っ

た
｡

し
か

し

当
時
の

労
働
者
の

生

活
に

つ

い

て
､

貧
困
線
ス

レ

ス

レ

と
い

う
印
象
は

正

し

く
な

い
｡

大
抵
の

労
働
者

族
家
に

は

十
分
な

収
入

が

あ

り
､

蓄
貯
も

可
能
だ

っ

た
｡

食
事
も

基
本
的

必

要
を

十

分
満
た

す
も
の

だ
っ

た
｡

多
く
の

者
が

明
日

に

希
望
を

か

け
､

未
来
を

抵
当
に

家
屋
を

購
入

し
た

｡

新
移
民

流
入

に

よ

り
､

既
存
労
働
は

は

自
然
に

職
業
階
梯
を

上

昇
で

き
､

全
体
的
に

も

就
業
機
会
が

多
か

っ

た

の

で
､

多
く
の

労
働
者
は

満
足
で

き

た
｡

+

第
二

期
は

〝

経

営
者
経
済
の

時
代
〃

と

し

て

ク

新
時
代
と

大
不

況
ク

の

二

期
の

労
働
者
の

状

況
が

次
の

よ

う
に

ま
と

め

ら

れ

る
｡

｢

一

九
二

九
年

迄
の

繁
栄
期
に

は
､

移
民
の

減
少

･

並
び

に

第
二

次
大
戦
及
び

二

〇
年
代

の

好
況
に

よ

り
､

労
働
市
場
は

労
働
者
に

有
利
と

な

り
､

労

働
条
件
は

改

善
さ

れ

た
｡

ま

た
､

労
働
者
の

等
質
化

･

教
育
水
準
の

向
上

･

連
邦
政
府

の

経
済
過
程
介
入

･

州
の

た

保
護
立

汝
等
も

､

労
働
者
の

諸
条
件
を

向
上

さ

せ
､

労
働
者
に

希
望
を

も

た
せ

｡

二

〇
年
代
は
に

政
府
の

経
済
括
動
は
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低
下

し

た
が

､

そ

の

機
能
は

洞

察
力
あ
る

実
業
界
指
導
者
に

移
さ

れ
､

詔

企

業
に

お
い

て

労
働
条
件
改
善

･

保
険
給
付
等
が

ク

福
祉
資
本
主

義
″

の

名
で

行
な

わ
れ

た
｡

も

ち

ろ

ん
､

こ

れ

ら
は

組
合
運
動
発
展
の

予

防
及
び

技
術
革
新
下
の

生

産
性
向
上

確
保
の

た

め

だ
っ

た
｡

こ

の

時
代

､

労
働
時

間
は

短
縮
さ
れ

､

実
質
賃
金
は

上

昇
し

､

肉
体

的

疲

労

度
は

軽

減
さ

れ

た
｡

自
動
車

･

ラ
ジ

オ

の

普
及
で

､

労
働
者
の

広
汎

部

分
に

満

足

感
が

浸
透
し

た
｡

ま

た

相
当
数
の

労
働
者
が

不

動
産
や

株
式
の

投
資
に

加
わ
っ

た
｡

こ

れ

は

全
労

働
者
の

一

部
で

あ
っ

た

に

せ

よ
､

そ
の

成
功
例
が

一

般

的
な

繁
栄
の

雰
囲
気
を

醸
成
し
､

労
働
者
に

期
待
を

抱
か

せ

た
｡

次
の

三

〇
年
代
は

混
乱
と

絶
望
の

時
代
で

あ

る
｡

二

〇
年
代
の

幻

想
か

ら

楽
観
気
分
が

強

固
に

持
続
し

て

い

た

が
､

労
働
者
の

諸

基

準
は

低
下

し
､

第
一

次
大
戦
以

後
の

労
働
条
件
向
上

分
は

一

挙
に

失

わ

れ

た
｡

一

般
の

統
計
数
字
は

労
働
者
の

苦
し
み

を

十
分
に

示
し

て

い

な
い

｡

か

く
て

〝

ア

メ

リ

カ

は

機
会
の

国
〃

と
い

う

夢
は

消
え

た
｡

し
か

し
F
･

ル

ー

ズ

ヴ
ュ

ル

ト

に

よ

り

再
び

希
望
が

与

え
ら

れ

た
｡

実
際
に

､

団
結
権

･

社
会

保
障
制
度

･

大
規
模
な

失

業
対

策
事
業
が

労
働
者
に

与
え

ら

れ

た
｡

労
使

間
の

相
対
的
力
関
係
は

大
き

く

変
化
し
た

｡

だ

が

こ

れ

ら
の

努
力
に

も
か

か

わ

ら

ず
､

失
業
問
題
は

未
解
決
だ
っ

た
｡

+

ク

混
合
経
済
の

時
代
〃

と

把
握
さ
れ

る

第
三

期
に

お

け

る

労
働
者
の

状

況
は

､

次
の

よ

う
に

ま

と

め

ら

れ
る

｡

｢

現
在
の

労
働
者
の

半

数

以

上

は

三

〇
年
代
の

不

況
を

知
ら

ず
､

満
足
感
が

支
配
的
で

あ

る
｡

工

業
の

農
村

進
出
に

よ

り
､

兼
貞
労
働
者
が

増
え

､

彼
等
は

総
収
入
の

上

昇
で

貧
困
か

ら

抜
け

出
し

中
流
の

生

活
を

営
め
る

よ

う
に

な
っ

た
｡

黒
人
の

労
働
者
化

も

進
展
し

､

技
能
階
梯
の

上

昇
が

黒
人
に

も

可
能
と

な
っ

た
｡

し
か

し

自

軸

外

人
の

労
使
双
方

の

偏
見
に

よ

る

人

種
差
別
が

､

黒
人
の

職
業
選
択

･

技
能

階
梯
上

昇
の

障
害
と
･な

っ

て

い

る
｡

労
働
者
は

一

般
に

､

経
営
者
の

重
圧

を

感
じ
っ

つ

も
､

生

産
性
向

上
･

労
働
条
件
改
善
の

一

連
の

措

置
に

対

し
､

経
営
者
の

望
む

方
向
に

反

応
し
､

そ
の

措
置
を

受
け

入

れ
て

い

る
｡

だ

が

不

満
感
は

労
働
者
問
に

残
存
し
て

い

る
｡

近

年
､

職
業
階
梯
間
に

溝

が

生

じ
､

そ
の

格
差
は

拡
大
し

､

労
働
者
が

管
理

職
に

つ

く
こ

と

は

困
難

に

な

り
､

特
に

大
組
織
で

は

労

働
者
の
‖

升

進
は

難
か

し

く

な
っ

た
｡

だ
が

経
営
者
は

､

技
術
革
新
に

よ

る

生

産
性
向

上
の

た

め

の

労
働
者
の

士

気
確

保
･

並

び

に

最
大
利
潤
で

な
く

安
定
成

長
を

望
む

と
こ

ろ

か

ら
､

労
働
者

の

諸
要
求
に

対

し

高
い

反
応
を

示

し

て

い

る
｡

か

く
て

労
働
条
件

･

生

活

水
準
向
上
の

見
込
み
は

一

層
大
で

あ

る
｡

と

は
い

え
､

最
近

､

労
働
力
需

給
関
係
が

悪
化
し
て

い

る

面
も

あ

る
｡

だ

が

〝

豊
か

な

社
会
″

か

ら
一

層

成
長
す
る

課
題
は

未
開
拓
の

分
野
で

あ

り
､

こ

の

課
題
解
決
い

か

ん

が

労

働
者
の

将
来
を

大
き

く

決
定
す
る

だ

ろ

う
｡

+

四

前
節
に

示

し

た

各
時
期
の

ま

と

め

の

後
､

著
者
は

結
論
と

し
て

､

ほ

ぼ

次
の

よ

う
に

記
し

て

い

る
｡

｢

労
働
者
に

お

け

る

労
働
と

生

活
と

の

変

貌

は

広
汎
な

も
の

だ
っ

た
｡

労
働
時
間
は
こ

の

七

〇

年
間
に

約
四

剖
短
縮
さ

れ
､

作
業
環
境
は

質
的
変
化
を

と

げ
､

事
故
率
も

大
幅
に

減
少
し
た

｡

労

働
内
容
で

は

肉
体

的
緊
張
度
は

大
幅
に

緩
和
さ

れ

た

が
､

労
働
過
程
合
理

化
の

結
果

､

労
働
者
は

時
計
の

支
配
下
に

お

か

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
｡

労

使
関
係
に

お

け
る

変
化
も

本
格
的
で

､

初
期
の

経
営
者
の

慈
恵
的
権
力
行

使
は

大
幅
に

制
限
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
｡

労
働
観
合
の

成
長
は

労
働
者
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の

福
祉
向
上
の

主
要
決
定
因
の

一

つ

で

あ

り
､

組
合
は

労
働
者
の

意
志
表

明
の

正

式
機
構
と

な

り
､

利
潤
分

配
の

面
で

も

組

合
は

有

効
に

機

能

し

た
｡

労

働
者
対

政
府
関
係
に

お
い

て

も

重

大
-な
変
化
が

生

じ

た
｡

今
世
紀

初
頭
の

三

〇
年
間

､

政
府
は

労
働
者
に

冷
淡
だ
っ

た

が
､

F
･

ル

ー

ズ

ヴ

ュ

ル

ト

登
場
以

来
､

全
体
の

根
本
的
変
化
と

共
に

､

労
働
者
が

政
府
か

ら

得
る

と
こ

ろ
は

大
き

か

っ

た
｡

以

後
こ

の

傾
向
は

存
続

･

深
化
し
､

労
働

者
は

一

層
政
府
に

助
力
を

求
め
て

お

り
､

政
府
は

一

層
労
使
関
係
に

介
入

し
て

き
て

い

る
｡

ま

た

社
会
保
障
制
度
の

制
定

･

そ

れ

に

関
係
す
る

付
加

給
付
利
も

労
働
者
の

諸
基
準
向

上
に

寄
与
し

た
｡

生

活
面
で

の

変
貌
も

大

き

く
､

労
働
者
は

､

世
紀
初

､

何
と
か

生

活
し

得
た

程
度
だ
っ

た
が

､

そ

の

後
の

実
質
取
得
分

･

政
府
サ
ー

ビ

ス

の

向
上

で

生

活
水
準
は

大
幅
に

他

国
に

見
ら

れ

ぬ

上

昇
を

示

し
､

豊
か

な
生

活
を

送
れ

る

よ

う
に

な
っ

た
｡

か

つ

て

は

移
民

労

働
者
等
で

ア

メ

リ

カ

社
会
に

同
化
し
て

い

な
い

者
が

多

か
っ

た

が
､

今
で

は

労
働
者
全
体
が

ア

メ

リ

カ

市
民

と

し
て

社
会
の

必

須

部
分
と

な

り
､

十
分
な

所
得

･

政
治
力

･

社
会
的
地

位
を

得
て

い

る
｡

さ

て

労
働
者
の

将
来
だ

が
､

一

層
続
く

だ

ろ

う
オ

ー

ト
メ

イ
シ

ョ

ン

化

の

労
働
者
へ

の

影
響
は

､

既
に

､

現

実
の

失

職
と

共
に

新
規
労
働
力
の

吸

収

弱
化
に

現
わ
れ

て

い

る
｡

こ

の

労

働
層
要
不

足
は

組
合
側
の

労
働
時
間

短
縮
運
動
を

強
化
さ

せ

る

だ

ろ

う
｡

技
術
進

歩
と

労
働
時
間
短
縮
は

関
連

し
て

い

る
｡

ま
た

オ

ー

ト

メ

イ
シ

ョ

ン

化
は

､

高
等
教
育

･

高
級
技
能
所

有
者
と

他
の

労
働
者
と

の

差
異
を

拡
大
し

､

そ
の

た

め

職
業

･

社
会
構
造

が

硬
化
す
る

か

も

知
れ

な
い

｡

そ
こ

で
一

層
､

教
育

･

訓
練
機
会
を

労
働

者
子

弟
に

拡
げ
る

重

要
性
が

高
ま

る
｡

こ

れ

に

よ
っ

て

の

み

労
働
者
は

ア

メ

リ
カ

の

夢
を

実
現
で

き

よ

う
｡

今
後

､

経
済
の

大
崩
壊
ま

た

は

戦
争
の

ヰ

破
局
は

予

想
さ

れ

な
い

｡

そ

こ

で

労
働
者
の

希
望
と

目

標
と

の

実
現
の

傾

舶

向
は

続
く

だ

ろ

う
｡

労
働
者
の

一

層
の

向
上
に

は
､

世
界
市
場
で

の

競
争

状
況

･

並

び

に

自
由
世
界
の

指
導
者
と

し

て

直
面
す
る

諸
挑
戦
へ

の

国
家

の

態
度
が

関
係
し

ょ

う
｡

こ

れ

ら

に

対
し

､

労
働
者
が

ど

れ

だ

け

国
家
を

支
援
す
る

か

と
い

う
こ

と
に

､

労
働
者
の

未
来
は
か

か
っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

+

五

以

上

憫
単
に

内
容
を

紹
介
し

た

が
､

ま

ず
評
者
が

感
じ

る

の

は
､

個
々

の

資
料
の

面
白
さ

に

比

較
し

て
､

各

時
期
の

ま

と

め

及
び

結
論
が

平
凡
で

つ

ま

ら

な
い

､

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

し
か

し
こ

れ

は
､

具
体
的
多
様
性

を
一

般
化
す
る

時
､

当
然
生

ず
る
こ

と
か

も

知
れ

な
い

｡

ま

た
､

長
期
的

に

み
て

労
働
者
の

生

活
･

労
働
条
件
が

向
上

し
た

の

は

ご

く

当
然
で

あ

る

以

上
､

平
凡

な

結
論
が

出
ざ

る

を

得
な
い

の

で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

は

と

も
か

く
､

本
書
の

ま
と

め

及
び

結

論
の

も
つ

現
状
肯
定
弁
護
論
的

傾
向

に

対

し

て

は
､

評
者
は

批
判
的
た

ら

ざ

る

を

得
な

い

｡

た

と

え
ば

第
一

次

大
戦
前

の

時
期
の

ま

と
め

で
､

著
者
は

労
働
者
に

と

り
､

｢

長
労
働
時

間
は

苦

痛

で

は

な

く
､

生

活
は

満
足
で

き

る

も
の

で
､

希

望

も

明

る

い

も

の

だ
っ

た
+

と

し
､

そ
の

根
拠
を

当

時
の

労

働
者
個
人
の

心

理
に

求
め

て

い

る
｡

だ
が

｢

以

前
と

､

ま

た

は

外
国
と

比

較
し

て

良
い

+

と

い

う
形
の

現
状
肯

定
は

､

極
端
に

い

え

ば

奴

隷
に

も

可
能
な

見
解
で

あ

る
｡

か

か

る

当
時
の

労
働
者
の

現
状
肯
定
を

直
ち
に

容
認
す
る

事
は

､

研
究
者
か

ら
､

そ
の

時

代
の

矛
盾
発
見

･

批
判
形
成
力
を

除
き

､

結
局
は

一

切
の

現
状
肯
定
弁
護

を

生
み

出
す
保
守
的
態
度
を

研
究
者
に

取
ら
せ

る

の

で

は

な

か

ろ

う
か

｡

坤

噸



+
r
1
1

一

斗

歴
史
研
究

者
は

､

当
事
者
の

主
観
的
評
価
を

も
っ

て

そ
の

ま

ま

当
時
の

評

価
と

す
る

の

で

は

な

く
､

現
在
の

基
準
か

ら

分
析
し

､

評

価
し

､

批
判
す

る

事
が

必

要
な
の

で

は

な
か

ろ

う
か

｡

も

ち

ろ
ん

､

過
去
に

対

し
､

研
究

者
は

､

た

だ

単
に

現
在
か

ら

分
析

･

評
価

･

批
判
を

す
る

だ

け
で

な

く
､

当

時
の

評
価
等
を

知
っ

た

上
で

､

な
お

か

つ

現
在
か

ら

分
析

･

評
価

･

批

判
す
べ

き

事
は
い

う
迄
も

な
か

ろ

う
｡

実
は

こ

の

間
題
は

､

客
観
事
実
デ

ー

タ

よ

り

も

主
観
的
資
料
に

主
に

依
拠
し
て

､

当

事
者
の

心

理

状
態
を

知

る

事
に

力
点
を

お

く
､

著
者
の

方
法
に

か

か

わ
っ

て

く

る

訳
で

あ

る
｡

ク

生
の

人

間
″

を

強
調

す

る

余
り

､

労
働
者
個
人

の

記
述
や

イ
ン

タ

ヴ
ュ

ー

資
料
の

み

を

重

視
す

る

方
法
に

､

評
者
は

疑
問
で

あ

る
｡

著
者
の

現
状
肯
定
弁

護
論
的
傾
向

は
､

結
論
に

お
い

て
一

層
明

瞭
に

な

る
｡

｢

現
在

､

ア

メ

リ

カ

の

労

働
者
は

十
分
な

所
得

･

政

治
力

･

社

会

的

地

値
を

得
て

い

る
+

と
い

っ

た

記
述
は

､

ア

メ

リ

カ

で

は
一

般
的
か

も

知

れ

な
い

労
働
者
中

産
階
級

論
･

階
級
不

在
論

･

民

主
主
義
論
の

安
易
な

承

認
に

す
ぎ

な
い

の

で

は

な

か

ろ

う
か

｡

ま
た

､

統
計
的
平
均
値
を

見
る
こ

と
に

よ

り
､

た

と

え

ば

｢

黒
人

家
庭
の

平
均
収
入

は
､

欧

州
で

一

級
の

イ

ギ

リ

ス

の

平
均
よ

り

大
き
い

+

と
か

､

｢

他
国
に

は

見
ら

れ

ぬ

生

活

水

準

の

上

昇
+

と

い

う
こ

と

を

を

著
者
は

誇
る

が
､

こ

の

評
価
は

､

貧
凶
の

存

評

在
や

矛
盾
を

過
小

評
価
さ

せ

る
の

で

は

な
か

ろ

う
か

｡

著
者
は

序

論
部
分

で
､

歴
史
学
者
の

労
働
者

軽
視
と
か

経
営
史
の

会
社
史
化
に

よ

る

批
判
性

低
下
を

指
摘
し

て

い

る

が
､

こ

こ

で

は

著
者
自
ら
ア

メ

リ

カ

の

諸
現

実
に

( 9 9 ) 書

批
判
を

抱
い

て

い

な
い

の

で

は

な
か

ろ

う
か

｡

さ

ら
に

｢

労
働
者
は

､

.
自

由
世
界
の

指
導
者
た

る

国
家
を

支
援
す
る

事
で

､

ア

メ

リ

カ

の

夢
､

労
働

者
の

希
望
と

目
標
を

実
現
す
る

だ

ろ

う
+

と
い

う
意
味
の

記

述
は

､

評
者

..ゝ

▼

l

外

書

に
､

単
な

る

現
状
肯
定
弁
護
を
こ

え

た

宣

伝
臭
す

ら

感
じ

さ

せ

る
の

で

あ

る
｡

著
者
が

オ

ー

ト

メ

イ

シ

ョ

ン

化
等
の

点
で

若
干
の

不

安
を

抱
き
つ

つ

も
､

な

お
こ

の

よ

う
に

記
す
の

は
､

学

問
以

前
の

信
念
の

問
題
か

も

知
れ

な
い

｡

こ

の

他
｢

タ
フ

ト
･

ハ

ー

ト
レ

一

法
や
ラ

ン

ド
ラ

ム

･

グ

リ

フ

ィ

(

5
)

ン

法
は

弊
害
是
正

を
め

ざ

し
た

も

の

で
､

組
合
破
壊
を

め
ざ

し
て

は

い

な

い

+

か

と
､

｢

近

年
の

組
合
成
長
の

鈍
化

･

動
的
イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

欠

如
に

対

し

不

安
を

も
つ

必

要

は

な

い

+
､

あ

る

い

は

｢

経
営
者
は

一

般
に

､

最

大
の

利
益
よ

り

も

安
定
成
長
を

求
め

る
｡

特
に

大
企
皆
の

経
営
者
は

雇
わ

れ

経
営
者
の

た

め
､

白
己
の

利
害
に

と

ら

わ

れ

な
い

｡

そ
こ

で

経
営
者
は

労
働
者
の

要
求
を

良
く

受
け
入

れ

る
+

等
の

記
述
に

対

し

て

も
､

同
様
の

批
判
を

与
え

る

事
が

で

き

よ

う
｡

次
に

､

著
者
が

独
自
性
を

主
張
す
る

〝

生

活
史
″

と

は
い

か

な
る

意
味

を

も
つ

の

か
､

と
い

う
点
が

不

明

確
で

あ

る
｡

評
者
の

理

解
に

よ

れ

ば

お

よ

そ

次
の

よ

う
に

な

ろ

う
｡

ま

ず
ク

生

活
史
を

描

く
〃

と

い

う

時
､

ク

生

活
史
〃

と

は

〝

生

酒
の

変
貌
の

状
況
″

の

意
味
で

あ

ろ

う
｡

つ

ぎ
に

､

資

料
と

し

て

ク

生

活
史
√

と
い

う
時
に

は
､

ク

労
働
者
自
ら

が
､

自

己
の

生

活
状
況
を

描
い

た

記
録
″

の

意
味
で

あ

ろ

う
｡

さ

ら

に
､

〟

生

活
史
と
い

う

研
究
方
法
〃

と

は
､

〝

生

活
状
況
を

描
い

た

資
料
か

ら
､

一

定
の

像
を

再
構
成
す
る

方
法
〃

と
い

う

意
味
で

あ

ろ

う
｡

と

も

あ
れ

､

著
者
は
こ

の

用
語
を

自
己
の

重

要
な

主
張
と

し

で

用
い

る

の

で

あ
る

か

ら
､

こ

の

用
語

の

定
義
な

り

概
念
な

り
を

明

確
に

す
べ

き

で

あ

ろ

う
｡

ま
た

､

用
語
は

で

き

る

だ

け
一

義
的
に

使
用
さ

れ

る
こ

と
が

､

著
者
と

読
者
と
の

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

を
､

一

層
円

滑
に

す
る

で

あ

ろ

う
｡

そ
の

他
､

細
か

い

点
で

も

幾
つ

か

批
評
し

う
る

｡

た

と

え

ば

時
期
区

分

甜



一 橋論叢 卯 五 十 二 巻 第
一

号 (1 0 0)

で

二

〇
年
代
と
ニ

ュ

ー
･

デ
ィ

ー

ル

期
を
一

括
し
て

ク

経
営
者
経
済
の

時

代
〃

と

し

う
る
か

ど

う
か

疑
問
で

あ

る
｡

こ

れ

ら

を
一

本
に

し
た

の

は
､

余
り

妥
当
で

な
い

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

ま

た
こ

れ

は
､

著
者
白
身
が

結
論

で

は
ニ

ュ

ー
･

デ
ィ

ー

ル

を

も
っ

て
一

区
切

り

と

し

て

い

る

の

と

矛
盾
す

る

よ

う
で

あ

る
｡

資
料
の

点
で

は
､

排
列
方

法
に

お
い

て
､

時
代
的
に

入

替
え

た

方
が

良
い

と

思
わ

れ
る

事
例
が

幾
つ

か

あ

る
｡

ま

た

相
当
広
範
囲

の

産
業
か

ら

資
料
が

と

ら
れ

て

い

る

が
､

鉄
道
と

か

電
気

･

電
機
産
業
の

資
料
は

な
い

よ

う
だ

し
､

石
油

･

自
動
車
業
等
の

資
料
は

重

要
度
に

比

較

し
､

少
な

す
ぎ

る

よ

う
に

思
え
る

｡

さ

ら

に
､

イ
ン

タ

ヴ
ュ

ー

に

よ

る

資

料
に

､

資
料
蒐
集
年
が

示
さ

れ
て

い

な

い

点
も

惜
し

ま

れ
る

｡

以

上
､

少
々

批
評
を

加
え

た
が

､

本
書
の

も
つ

資
料
的
価
値
は

十
分
認

め

ら

れ

る

も
の

で

あ

り
､

そ

れ
は

興
味
あ

る

貴
重

な

も
の

だ

と
い

う
事
を

記
し

て

お
こ

う
｡

(

1
)

こ

れ

ら
に

続
け
て

著

者
は

次

の

よ

う

に

記

し

て

い

る
｡

｢

絵
じ

て

ア

メ

リ

カ

の

歴

史

研

究
に

お

い

て

は
､

経

済

発

展
に

関

し
て

企

業

者
の

役
割
に

焦
点
が

お

か

れ

て

い

る
｡

歴

史
学

者
が

労

働
者
に

十
分

な

関

心

を

も
た

な
い

理

由
と

し

て
､

次
の

よ

う

な

点

が

考

え

ら

れ

る
｡

産

業

労
働
者
の

多

く
が

移

民
つ

ま

り

外

国

人
で

あ

り
､

ア

メ

リ

カ

化

に

時

を

要
す
る

と

考
え

た

事
｡

労

働
よ

り

所

有
の

問

題
を

歴

史

学
者
が

重

視

し

た

事
｡

階

般

移

動
へ

の

強

い

信

厳
か

ら
､

労
働
者

自
体

よ

り

上

昇

し

経

済

発

展
の

て

こ

と

な

る

者
に

歴

史

学

者
が

注
目

し

た

事
｡

さ

ら
に

歴

史

家
は

主

と

し

て

労

働

者

の

子

弟

で

な
い

た

め
､

労

働
者
に

対

し

同

情

的
理

解
を

示

せ

な
い

事
｡

こ

の

歴
史

学

批

判
は

､

著
者
が

意

図

し

な
い

だ

ろ

う
ア

メ

リ

カ

歴

史

学
の

階

叔
性

批

判
と

な
っ

て

い

る
､

と

見

ら
れ

よ

う
｡

ま

た

著
者

は
､

経

済

史
研

究

の

中

で

近

年
､

経

営
史
が

盛
ん

な

事
に

も

触
れ

て

｢

そ

の

多
く
が

会

社
史

記

述

で

あ

り

∴
左
は

し

ば

し

ば
､

歴
史
家

と

し
て

の

批
判

能

力
の

全

面

的

展
開

を

制

限

す
る

も

の

で

あ

る
+

と

記

し
て

い

る

の

も

面
白
い

点

で

あ

る
｡

(

2
)

ア

メ

リ

カ

で

有

名

な

出

世

物

語
の

作

者
｡

(

3
)

W

P

A

と

略

称
さ

れ

る

ニ

ュ

ー

･

デ
ィ

ー

ル

の

失

業
対
策

雇

用

機
関

｡

(

4
)

こ

の

事

例
は

一

九
三

七

年
の

こ

と
で

あ

り
､

さ

ら
に

｢

父

が

来

年
借

地

す
る

に

は
､

こ

の

子

供
の

労
働
が

必

要
だ

し
､

常
に

地

主
に

借
金

し
て

い

る
+

と

記

さ

れ
て

あ

り
､

当

時
の

シ

ェ

ア

タ

ロ

γ

パ

ー

制
が

奴

隷

制
に

近

い

隷

属

状

況
に

あ
っ

た

事
を

示

し

て

い

る
､

と

見

ら

れ

よ

う
｡

(

5
)

商

法
は
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