
著
者
は
労
働
衛
生
史
で
は
多
数
の
研
究
を
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
分
野

で
の
、
ヘ
テ
ラ
ン
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、
現
に
「
労
働
衛
生
史

学
会
」
の
創
立
者
で
あ
り
、
こ
の
方
面
で
の
資
料
の
ま
と
め
役
で
も
あ
る
。

そ
の
著
者
か
長
く
勤
務
し
、
指
導
も
受
け
た
暉
峻
所
長
の
一
生
を
紹
介
し
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
単
な
る
資
料
と
し
て
も
貴
重
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。

私
も
戦
時
中
か
ら
労
研
に
勤
め
て
い
た
の
で
、
暉
峻
所
長
の
風
貌
に
は
接

国
勧
業
博
覧
会
の
様
子
な
ど
も
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
眼
鏡
産
業
が

当
時
、
政
府
の
期
待
に
応
え
る
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
経
緯
に
も
ふ
れ
ら
れ

て
い
る
。

江
戸
か
ら
明
治
に
至
る
広
告
を
通
し
て
み
る
眼
鏡
店
や
、
ス
テ
ー
タ
ス
・

シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
眼
鏡
の
用
い
ら
れ
方
を
外
人
画
家
た
ち
が
漫
画
な
ど
で

画
い
た
資
料
も
興
味
深
い
。

本
書
は
、
資
料
に
よ
る
社
会
史
的
視
野
か
ら
象
た
眼
鏡
の
発
達
史
で
、
文

章
も
平
易
で
読
み
や
す
い
。
著
者
の
き
め
細
か
い
研
究
の
ご
苦
労
に
敬
意
を

表
す
る
と
と
も
に
、
是
非
、
多
く
の
方
々
に
御
一
読
を
お
す
す
め
し
た
い
。

（
斎
藤
仁
男
）

〔
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
九
○
年
、
Ａ
五
判
、
一
二
一
頁
、

定
価
三
、
二
○
○
円
〕

三
浦
豊
彦
著

『
暉
峻
義
等
ｌ
労
働
科
学
を
創
っ
た
男
ｌ
」

し
て
い
た
が
、
余
り
話
を
す
る
こ
と
も
な
く
そ
の
生
い
立
ち
な
ど
も
知
ら
な

か
っ
た
。
な
お
労
研
内
で
は
所
員
は
所
長
に
も
先
生
と
か
所
長
と
か
の
敬
称

で
呼
ば
ず
に
、
「
さ
ん
」
ず
け
で
呼
ん
で
い
た
。
三
浦
さ
ん
は
あ
る
日
、
既

に
所
長
を
辞
め
て
お
ら
れ
る
、
所
長
に
長
時
間
の
面
接
を
し
て
そ
の
生
い
立

ち
を
『
労
働
の
科
学
』
に
寄
せ
た
こ
と
が
あ
る
。
多
く
の
所
員
は
こ
れ
で
暉

峻
所
長
の
生
い
立
ち
を
漠
然
と
で
な
く
、
か
な
り
詳
細
に
知
っ
た
わ
け
で
あ

っ
た
。そ

れ
ほ
ど
に
暉
唆
さ
ん
の
一
生
は
複
雑
さ
、
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
理

Ｉ
解
し
難
い
と
こ
ろ
も
多
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
暉
峻
所
長
は
あ
る
人
か
ら

は
、
労
働
者
の
搾
取
に
手
を
借
し
た
人
で
あ
る
と
き
め
つ
け
ら
れ
、
他
の
多

く
の
人
か
ら
は
労
働
者
の
た
め
に
働
い
た
科
学
者
で
あ
る
と
賞
賛
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
庭
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
複
雑
す
ぎ
る
暉
峻
所
長
の
解
明
に
は
そ
の
生
い
立
ち
、
そ
の

研
究
態
度
、
研
究
の
蓄
積
、
研
究
の
見
通
し
な
ど
に
つ
い
て
、
詳
し
い
客
観

的
な
発
掘
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
た
め
に
こ
の
三
浦
さ
ん
の
書
い
た
本
は
非

術
に
よ
い
資
料
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
意
味
で
労
働
科
学
や
労

働
問
題
に
関
心
を
持
た
れ
る
方
禽
庭
、
こ
の
本
を
読
ま
れ
る
こ
と
を
推
薦
し

な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
。

ま
た
、
次
の
意
味
で
暉
峻
所
長
の
一
生
の
研
究
は
、
暉
峻
所
長
時
代
に
生

れ
た
良
心
的
な
科
学
者
の
生
き
方
に
そ
の
内
面
の
葛
藤
を
比
較
し
て
当
時
の

風
潮
を
知
る
う
え
に
よ
い
資
料
を
提
供
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
暉
峻
所
長

が
生
れ
た
の
は
一
八
八
九
年
で
、
七
月
に
は
東
海
道
線
が
新
橋
か
ら
神
戸
ま

で
開
通
し
て
い
る
。
七
高
を
卒
業
し
た
一
九
一
○
年
は
幸
徳
秋
水
の
事
件
が

発
生
し
た
年
で
あ
る
。
東
大
医
学
部
を
卒
業
し
た
翌
年
一
九
一
八
年
に
は
米
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騒
動
が
発
生
し
、
そ
の
翌
年
に
は
神
戸
の
造
船
所
や
陸
軍
の
砲
兵
工
廠
に
ス

ト
ラ
イ
キ
が
起
こ
っ
た
。

暉
峻
所
長
の
青
春
の
時
代
は
日
本
が
揺
れ
動
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の

な
か
で
暉
峻
所
長
の
こ
こ
ろ
も
揺
れ
動
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
に
医

学
を
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
さ
ら
に
ア
ク
セ
ル
し
た
に
違
い
な
い
。

と
い
う
の
は
暉
峻
所
長
は
医
学
の
中
で
は
生
理
学
に
も
っ
と
も
興
味
を
持
た

れ
て
い
た
よ
う
で
、
労
働
者
の
労
働
条
件
の
問
題
も
生
理
学
に
よ
っ
て
解
決

し
よ
う
と
考
え
て
お
ら
れ
た
ら
し
い
が
、
生
理
学
の
思
想
に
は
、
全
身
の
細

胞
が
一
つ
の
生
命
の
目
的
に
強
く
協
力
す
る
と
い
う
、
将
来
、
全
体
主
義
思

想
に
発
展
す
る
思
想
の
芽
が
あ
る
。
こ
の
た
め
に
昭
和
反
動
期
に
は
生
理
学

の
橋
田
教
授
が
戦
争
協
力
の
責
任
を
感
じ
て
服
毒
す
る
と
い
う
よ
う
に
な
る

の
だ
が
、
暉
峻
所
長
は
医
学
と
し
て
は
生
理
学
に
心
酔
し
て
い
る
反
面
、
現

実
の
問
題
と
し
て
衛
生
学
（
当
時
の
衛
生
学
の
主
流
は
細
菌
学
で
あ
っ
た
）

そ
れ
も
社
会
衛
生
学
の
実
践
的
な
面
に
飛
び
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
二
つ
の
相
反
す
る
葛
藤
に
悩
永
な
が
ら
世
の
動
き
に
流
さ
れ
た
と
い
う

の
が
、
暉
峻
所
長
の
現
実
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
本
は
こ
の
よ
う
な
私
の
考
え
に
一
層
自
信
を
持
た
せ
て
頂
け
た
こ
と
を

感
謝
す
る
わ
け
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
私
の
至
ら
な
い
読
後
感
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
代
は
い
ろ
い
ろ
な
風
格
の
人
が
輩
出
し
た
、
暉
峻
所
長
は
そ
の
最

た
る
人
で
あ
ろ
う
。

（
高
木
和
男
）

〔
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
社
発
行
、
一
九
九
一
年
、
Ｂ
六
判
、
三
○
三
頁
、

定
価
一
五
四
五
円
〕

待
望
久
し
か
っ
た
『
富
士
川
満
』
が
今
回
公
や
け
に
な
り
、
欣
喜
雀
躍
し
、

ま
た
安
堵
の
胸
を
な
で
お
ろ
し
た
者
の
一
人
と
し
て
、
こ
の
感
想
文
を
書
き

ま
し
た
。

昭
和
二
十
九
年
出
版
の
『
富
士
川
渉
先
生
』
の
第
一
部
を
執
筆
さ
れ
た
富

士
川
英
郎
氏
が
戦
後
の
混
乱
期
の
中
で
、
勝
先
生
の
弟
子
と
も
言
う
べ
き
故

三
枝
博
音
氏
と
と
も
に
編
収
さ
れ
た
の
に
は
、
そ
れ
相
応
の
内
部
事
情
が
察

せ
ら
れ
る
の
で
す
が
、
時
代
が
時
代
だ
け
に
何
か
と
制
約
が
あ
り
、
後
日
完

結
を
期
せ
ら
れ
て
い
る
や
に
聞
い
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
間
、
手
元
の
多
数
の
資
料
を
整
理
さ
れ
、
ま
た
発
堀
さ
れ
た
新
し
い

資
料
に
つ
き
検
討
を
加
え
ら
れ
た
上
で
、
第
一
部
の
原
作
に
肉
づ
け
さ
れ
、

今
日
の
人
に
読
み
易
く
、
認
識
を
深
め
易
く
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
後
三
十
年

の
歳
月
を
か
け
て
心
労
を
重
ね
ら
れ
た
事
を
想
像
す
る
と
き
、
凡
庸
の
よ
く

す
る
と
こ
ろ
で
な
く
、
感
心
す
る
外
あ
り
ま
せ
ん
。

瀞
先
生
が
医
学
の
分
野
に
於
て
刻
ま
れ
た
足
跡
が
丹
念
な
史
実
に
よ
っ
て

裏
打
さ
れ
、
何
等
の
粉
飾
な
く
記
述
さ
れ
て
い
る
本
書
は
後
世
に
残
る
良
書

と
評
し
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

勝
先
生
を
探
究
せ
ん
と
す
る
後
進
の
医
師
に
と
っ
て
、
必
読
の
入
門
書
と

し
て
紙
価
を
高
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

翻
っ
て
昭
和
五
十
年
、
地
元
か
ら
瀧
先
生
顕
彰
の
声
が
膨
群
と
し
て
起
り
、

日
本
医
史
学
会
の
協
賛
を
得
て
、
顕
彰
会
が
大
々
的
に
発
足
し
た
当
初
、
偉

大
な
先
生
の
顕
彰
が
地
元
主
導
の
形
で
遂
行
す
る
事
の
是
非
、
事
業
の
成
功

富
土
川
英
郎
著
『
富
土
川
務
』
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