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イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

産
業
革
命
は
労
働
者
階
級
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
ま
た
、
労
働
者
階
級
は
産
業
革
命
に
ど
う
対
応
し
た
か
？

命
期
に
お
け
る
労
働
者
要
求
は
ど
の
よ
う
な
層
を
中
心
に
展
開
さ
れ
、
そ
れ
を
具
体
化
す
る
労
働
者
組
織
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

か
？
こ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

レ
ー
ニ
ン
は
、
機
械
制
大
工
業
の
成
立
が
資
本
制
的
生
産
関
係
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
特
徴
ず
け
て
い
る
。
機
核
制

大
工
業
の
段
階
に
お
け
る
「
基
本
的
な
、
そ
し
て
も
っ
と
も
本
質
的
な
標
識
は
、
生
産
の
た
め
の
機
械
体
系
の
使
用
に
あ
る
。

第
一
節

第
二
節

補
論

第
三
節

第
四
節

第
五
節

は

イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
発
達
史
に
お
け
る
十
八
世
紀
と
賃
金
・
労
働
条
件

産
業
革
命
と
賃
労
働
（
以
上
本
号
）

産
業
革
命
期
石
炭
産
業
に
お
け
る
児
童
労
働

賃
金
・
労
働
政
策
に
お
け
る
国
家
権
力
と
労
働
者
階
級

労
働
運
動
に
お
け
る
旧
工
業
労
働
者
と
工
場
労
働
者

労
働
者
組
織
の
対
応
と
再
編
成

は

し

が

き

し

が

き

（
そ
の
一
）

第
二
十
七
巻

清

イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

第
四
号

山

（
そ
の

ヽ
五
七 卓

さ
ら
に
産
業
革

マ
ニ
ュ
フ
ァ

郎



産
業
革
命
が
す
ぐ
れ
て
典
型
的
に
進
行
し
た
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
に
お
け
る
至
業
革
命
期
は
、
一
七
七

0
年
代
、
木
綿
工
業
紡
績
部
門
に

お
け
る
工
場
制
生
産
の
成
立
に
は
じ
ま
り
、
一
八
一
―

-
0年
代
末
、
織
布
部
門
に
お
け
る
そ
の
確
立
に
至
る
時
期
と
し
て
両
期
ず
け
ら
れ
る
。

産
業
革
命
期
に
す
で
に
成
立
し
た
工
場
制
生
産
の
も
と
で
み
ら
れ
た
賃
労
働
関
係
は
、
一
八
四

0
年
代
以
降
、
産
業
資
本
段
階
に
お
け
る
そ

の
原
型
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
資
本
が
、
こ
の
時
期
に
労
働
者
に
加
え
た
搾
取
の
原
生
的
性
格
と
諸
態
容
に
つ
い
て
は
、
周
的
の
事
実
で

（
註
二
）

あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
工
場
制
生
産
が
急
速
に
一
般
化
し
た
綿
紡
部
門
に
お
い
て
特
に
鋭
く
み
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
産
業
革
命
期
イ
ギ
リ
ス
綿
紡
業
で
は
、
工
場
制
生
産
に
も
と
ず
く
新
た
な
賃
労
働
関
係
が
つ
く
り
出
さ
れ
た
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
基
礎
過
緑
に
お
け
る
変
化
、
す
な
わ
ち
工
場
制
生
産
の
成
立
と
と
も
に
、
労
働
力
の
性
格
、
構
成
お
よ
び
労
働
内
容

な
ど
に
つ
い
て
マ
ニ
ュ
プ
ア
ク
チ
ュ
ア
の
そ
れ
と
は
明
確
な
断
絶
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
工
場
制
生
韮
が
成

っ
ば
ら
こ
の
点
に
求
め
ら
れ
る
。

る
。
か
く
て
、

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
工
場
制
へ
の
移
行
を
も
た
ら
し
た
、

産
業
革
命
の
、
賃
労
働
諭
に
お
け
る
決
定
的
な
意
義
は
、
も

味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
工
場
制
生
濫
の
も
と
で
は
、

的
基
礎
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
限
り
、

生
産
過
程
そ
の
も
の
の
う
ち
に
、
労
働
者
の
資
本
1
1
機
械
体
系
へ
の
従
属
と
い
う
物
質

賃
労
働
関
係
を
規
定
す
る
条
件
は
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
そ
れ
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い

機
械
制
大
工
業
の
成
立
は
、

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、

ク
チ
ュ
ア
か
ら
工
場
へ
の
移
行
は
、

イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

（
そ
の
一
）

工
場
労
働
に
基
礎
を
お
く
新
た
な
賃
労
働
関
係
の
成
立
を
意

第
二
十
七
巻

数
批
紀
か
か
っ
て
獲
得
さ
れ
た
職
人
の
手
工
的
技
巧
を
く
つ
が
え
す
完
全
な
技
術
的
変
革
を
意
味
す

る
。
そ
し
て
、
こ
の
技
術
的
変
革
の
あ
と
に
は
、
社
会
的
生
産
関
係
の
き
わ
め
て
急
激
な
破
砕
、
生
奎
に
参
加
す
る
人
々
の
種
々
の
群
の
あ

い
だ
の
決
定
的
分
裂
、
伝
統
と
の
完
全
な
断
絶
、
資
本
主
義
の
す
べ
て
の
暗
黒
面
の
尖
鋭
化
と
拡
大
、

（
註
一
）

働
の
大
規
模
な
社
会
化
が
、
不
可
避
的
に
進
行
す
る
。
」

そ
れ
と
と
も
に
資
本
主
義
に
よ
る
労

第
四
号

五
八



イ
ギ
リ
ス
労
働
運
勁
に
お
け
る
産
業
革
命

す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、

立
し
た
産
業
部
門
に
お
い
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
共
通
し
て
み
ら
れ
る
躙
象
で
あ
っ
た
。

（註一
1

-

）

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
賃
労
働
関
係
に
つ
い
て
分
析
し
た
際
に
、
次
の
よ
う
な
諸
点
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
す

そ
れ
が
す
ぐ
れ
て
「
下
か
ら
の
マ
ニ
ュ
」
展
開
を
と
げ
た
イ
ギ
リ
ス
資
本

な
社
会
的
対
立
関
係
と
し
て
存
在
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
が
第
一
の
論
点
で
あ
っ
た
。

第
四
号

五
九

で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
賃
労
働
関
係
規
制
原
理
に
お
け
る
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ア
ヘ
の
接
近
が
、
市
民
革
命
の
遂
行
と
と
も
に
、
労
働
者
の

側
か
ら
推
進
さ
れ
れ
限
り
に
お
い
て
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
三
に
は
、
か
か
る
下
か
ら
の
接
近
は
、
い
わ
ゆ
る
「
十
八
抵
紀
労
働
連

動
」
に
よ
っ
て
逹
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
核
は
「
マ
ニ
ュ
」
熟
練
労
働
者
組
織
と
し
て
の
「
十
八
冊
紀
職
種
組
合
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
結
果
、

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
が
最
高
度
の
成
熟
を
示
し
た
十
八
世
紀
中
葉
に
は
団
休
交
渉
に
も
と
ず
く
賃
金
・
労
働
条
件
の
決
定
方

式
が
一
般
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
も
、
第
一
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
十
八
世
紀
職
種
組
合
の
賃
金
要
求
は
、
そ
れ
が
飢
餓
賃
金
控
取
体
制

の
打
破
を
示
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
殿
り
、
全
労
働
者
要
求
を
代
表
し
え
た
の
で
あ
り
、
事
実
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
工
業
地
帯
で
は
、
成

年
男
子
労
働
者
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
賃
金
の
迎
域
水
準
は
急
速
に
上
昇
し
、
十
八
世
紀
「
マ
ニ
ュ
」
賃
金
は
飢
餓
賃
金
脱
皮

へ
の
展
望
を
示
す
。

と
こ
ろ
で
、

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
賃
労
働
関
係
は
、
す
で
に
産
業
革
命
期
以
前
に
、

一
六
四
一
一
年
の
市
民
革
命
以
降
、

次
に
、
そ
れ
は
内
在
的
な
展
開
構
造
を
も
つ
の

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
は
、
賃
金
・
労
働
条
件
を
国
家
権
力
的
な
規
制
の
下
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

準
に
固
定
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、

そ
の
本
来
的
な
再
生
産
条
件
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
十
八
祉
紀
中
葉
に
は
事
実
上
崩
壊
し
つ
つ

産
業
革
命
を
促
迫
す
る
要
因
と
し
て
作
用

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
差
業
資
本
展
開
の
所
奎
と
し
て
、

（
そ
の
一
）

第
二
十
七
巻

賃
金
を
飢
餓
賃
金
水

主
義
に
あ
っ
て
は
、

基
本
的

な
わ
ち
、
「
マ
ニ
ュ
」
展
開
が
典
型
的
に
進
行
し
、

し
か
も
、



イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

（
そ
の
一
）

第
二
十
七
巻

が
み
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
産
業
で
も
、

大
と
が
進
行
す
る
。
後
者
は
婦
人
・
児
童
の
基
軸
工
租
へ
の
大
幅
な
進
出
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、

か
く
て
、
産
業
革
命
期
に
は
、
当
時
「
キ
イ
」
産
業
と
な
っ
た
木
綿
工
業
の
ほ
か
に
も
、
い
く
つ
か
の
韮
業
に
お
い
て
工
場
制
へ
の
推
転

マ
ニ
ュ
フ
ァ
グ
チ
ュ
ア
の
旧
熟
練
の
解
体
と
工
場
労
働
に
お
け
る
不
熟
練
の
ウ
＝
イ
ト
の
大
幅
な
増

労
働
力
価
値
の
家
族
間
へ
の
分
割
を

実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
年
男
子
の
賃
金
・
労
働
条
件
を
引
下
げ
搾
取
率
を
高
め
よ
う
と
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

に
、
労
働
市
場
は
産
業
革
命
期
後
半
に
は
明
ら
か
に
供
給
過
剰
傾
向
を
示
す
に
至
る
。
す
な
わ
ち
、

給
原
理
を
基
礎
に
、
工
場
労
働
に
た
い
す
る
資
本
家
的
専
制
を
政
策
的
に
確
保
し
ょ
う
と
す
る
国
家
の
労
働
政
策
が
、
十
九
世
紀
以
降
、
エ

場
制
生
産
の
発
展
と
あ
い
ま
っ
て
、
効
力
を
発
揮
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
産
業
革
命
期
に
お
け
る
賃
金
・
労
働
条
件
の
一
般
的

な
悪
化
は
ー
ー
特
に
後
半
期
に
は
—
ー
ま
さ
に
不
可
避
的
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
産
業
革
命
期
を
通
じ
て
、
工
場
制
へ
の
推
転
が
緩
慢
に
し
か
進
行
し
な
か
っ
た
産
業
が
多
く
み
ら
れ
た
の
は
事
実
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
産
業
で
は
、
賃
労
働
関
係
に
お
け
る
明
確
な
断
絶
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
鉄
鋼
業
、
機
械
工
業
お
よ
び
そ
の
他
の
旧
工
業
で
は

特
に
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
産
業
で
は
、
十
八
批
紀
に
お
け
る
賃
労
働
関
係
の
特
質
は
産
業
革
命
期
を
通
じ
て
存
続
し
た
ー
ー
賃
金
の

悪
化
傾
向
は
み
ら
れ
た
が
ー
ー
の
で
あ
り
、
労
働
者
組
織
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

労
働
者
組
織
に
あ
け
る
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
＼
紡
績
工
組
合
の
よ
う
な
新
た
な
工
場
労
働
者
組
織
に
も
反
映
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
労
働
連
動
の
主
体
は
産
業
革
命
期
の
う
ち
に
工
場
労
働
者
へ
と
移
行
し
た
け
れ
ど
も
、
組
織
形
態
と
し
て
は
、
十
八
祉
紀
職
種

組
合
は
十
九
抵
紀
の
そ
れ
と
し
て
拡
大
再
生
産
さ
れ
る
。
か
く
て
、
産
業
革
命
に
た
い
す
る
工
場
労
働
者
組
織
の
対
応
の
方
向
は
、
一
方
で

ほ
、
強
化
さ
れ
た
飢
餓
賃
金
搾
取
体
制
の
打
破
と
児
童
労
働
の
悲
惨
を
除
去
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
労
働
者
要
求
を
代
表
す

る
方
向
を
示
向
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
そ
の
ク
ラ
フ
ト
・
ユ
ニ
オ
ン
的
な
性
格
の
強
化
を
示
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

大
量
の
賃
労
働
力
の
創
出
に
よ
り
、
需

第
四
号

六
〇

さ
ら



イ
ギ
リ
ス
労
働
連
動
に
お
け
る
産
業
革
命

し
か
も
、
対
応
の
基
本
的
形
態
は
、
漸
次
、
前
者
か
ら
後
者
へ
と
移
行
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
十
九
抵
紀
職
種
組
合
は
、

対
応
と
し
て
生
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
ク
ラ
プ
ト
・
ユ
ニ
オ
ン
的
な
性
格
か
ら
生
ず
る
限
界
の
た
め
に
破
綻
を
露
呈
せ
ざ
る
を
え

な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
産
業
革
命
期
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
註
一
）
レ
ー
ニ
ン
「
ロ
シ
ア
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
」
（
全
集
大
月
版
）
第
三
巻
、
四
七
三
頁
。

（
註
二
）
特
に
、
マ
ル
ク
ス
、
「
資
本
論
」
第
一
巻
、
八
、
一
三
、
二
三
章
、
参
照
。

（
註
一
―
-
）
拙
稿
、
「
賃
労
働
論
に
お
け
る
マ
ニ
ュ
フ
了
ク
チ
ュ
ア
」
経
済
論
究
、
八
号
、
参
照
。

イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
発
逹
史
に
お
け
る
十
八
批
紀
（
と
く
に
七

0
年
代
ま
で
）
は
、

場
へ
の
移
行
の
前
夜
と
し
て
、

す
た
め
に
は
、

ら
な
い
。

賃
金
・
労
働
条
件

六

産
業
革
命
へ
の

産
業
革
命
期
に
お
け
る
マ
ニ
ュ
プ
ア
ク
チ
ュ
ア
の
エ

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
成
熟
が
最
高
度
に
逹
し
た
時
期
と
し
て
特
徴
ず
け
ら
れ
る
。

ま
ず
最
初
に
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
「
マ
ニ
ュ
」
賃
労
働
関
係
の
特
徴
と
賃
金
・
労
働
条
件
に
つ
い
て
触
れ
て
お
か
ね
ば
な

す
で
に
市
民
革
命
を
経
た
十
八
批
紀
に
特
徴
的
な
事
実
は
、
「
マ
ニ
ュ
」
再
生
産
条
件
の
脆
弱
性
が
労
働
者
斗
争
の
激
発
に
促
迫
さ
れ
て
、

急
速
に
顕
在
化
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
マ
ニ
ュ
」
再
生
産
条
件
確
保
の
た
め
に
、
生
産
過
径
内
部
に
お
け

る
資
本
の
賃
労
働
把
握
の
弱
さ
の
、
国
家
櫂
力
の
労
働
・
賃
金
政
策
に
よ
る
政
策
的
克
服
と
い
う
課
題
が
、
再
び
十
八
泄
紀
に
、
十
六
冊
紀

の
「
マ
ニ
ュ
」
成
立
期
に
お
け
る
と
同
様
、
「
マ
ニ
ュ
」
資
本
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
そ
の
一
）

第
二
十
七
巻

第
四
号

第

一

節

ィ

ギ

リ

ス

資

本

主

義

発

達

史

に

お

け

る

十

八

棋

紀

と

本
璃
の
課
題
を
果
た



て
ほ
、
そ
の
V

ヅ
セ
・
プ
ェ
ア
ヘ
の
下
か
ら
の
接
近
は
、
初
め
て
十
八
低
紀
に
至
り
、

産
力
の
発
展
が
進
み
、
そ
れ
と
と
も
に
徒
弟
規
制
の
実
効
が
薄
れ
れ
ば
薄
れ
る
ほ
ど
、

イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

（
そ
の
一
）

仕
上
エ
、
鉄
鋼
二
次
製
品
部
門
で

い
わ
ゆ
る
「
十
八
批
紀
労
働
組
合
」
の
組
織
化
の
進

そ
れ
は
、

イ
ギ
リ
ス
に
お
い

第
二
十
七
巻

市
民
革
命
は
、
徒
弟
条
例
お
よ
び
初
期
救
貧
法
の
存
続
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
直
ち
に
、

十
八
批
紀
労
働
連
働
は
主
と
し
て
二
本
の
柱
か
ら
な
り
た
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

賃
労
働
関
係
規
制
原
理
に
お
け
る
＞
ッ
セ
・
プ

ェ
ア
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
労
働
逮
動
に
よ
っ
て
の
み
、
下
か
ら
展
望
さ
れ
え
た
の
で
あ
っ
た
。

十
八
世
紀
労
働
連
動
の
所
蛮
と
し
て
達
成
さ
れ
た
。

第
一
に
、
「
十
八
世
紀
労
働
組
合
」

の
「
マ
ニ
ュ
」
熟
練
労
働
者
組
織
と
し
て
の
、
熟
練
労
働
者
の
職
種
別
要
求
と
し
て
、
第
二
に
は
、
「
マ
ニ
ュ
」
熟
練
労
働
者
を
中
核
と
す

る
、
地
域
的
規
模
で
の
、
全
職
種
を
通
ず
る
労
働
者
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
、
「
マ
ニ
ュ
」
再
生
産
条
件
に
内
在
的
な
脆

弱
性
を
、
こ
の
時
期
に
再
び
表
面
化
さ
せ
た
理
由
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
要
求
側
面
を
も
つ
十
八
批
紀
労
働
連
動
の
中
核
と
し
て
、
賃
労
働
関
係
規
制
原
理
に
お
け
る
レ
ッ
セ
・
プ
ェ
ア
実
現

の
推
進
力
と
な
っ
た
「
十
八
泄
紀
労
働
組
合
」
の
「
マ
ニ
ュ
」
熟
練
労
働
者
の
臓
種
刑
要
求
の
た
め
の
組
織
と
し
て
の
側
面
に
つ
い
て
は
、

既
に
触
れ
る
機
会
が
あ
っ
芦
°
、
こ
こ
で
は
、
十
八
批
紀
労
働
運
動
に
お
げ
る
第
二
の
側
面
と
の
関
連
を
も
含
め
て
、
「
十
八
枇
紀
労
働
組

合
」
の
特
徴
に
ふ
れ
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

こ
の
時
期
に
お
け
る
「
マ
ニ
ュ
」
労
働
者
組
織
の
組
織
基
盤
は
い
う
ま
で
も
な
く
熟
練
労
働
者
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

「
マ
ニ
ュ
」

生

展
と
斗
争
力
の
強
化
が
み
ら
れ
た
の
は
注
目
す
べ
き
躙
象
で
あ
る
。
事
実
、
「
マ
ニ
ュ
」
熟
練
労
働
者
の
職
種
別
組
織
が
最
高
度
に
開
花
し

た
の
は
、
十
八
抵
紀
中
葉
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
が
最
高
度
に
成
熟
し
、
工
場
制
へ
の
推
転
を
開
始
し
よ
う
と
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ

た
。
組
織
化
が
み
ら
れ
た
職
種
に
は
、
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
繊
維
工
業
に
お
け
る
毛
混
小
間
物
織
工

w
o
r
s
t
e
d
s
m
a
l
l
w
a
r
e
 w
e
a
v
e
r
s
、
格

子
縞
織
工

c
h
e
c
k
w
e
a
v
e
r
s
、
絹
織
工

silk
w
e
a
v
e
r
s
、
毛
織
物
工
業
で
は
織
布
エ
、
椀
毛
エ
、 第

四
号

六



イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

m
a
k
e
r
s
、
製
鋼
工

steel
m
a
k
e
r
s

お
よ
び
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
エ
具
製
作
工

労
働
者
、
石
炭
産
業
に
お
け
る
坑
夫
、
そ
の
他
、
た
と
え
ば
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
で
は
裁
縫
エ

tailors
、

c
a
b
i
n
e
t
 ,
 
m
a
k
e
r
s
、
し
ろ
め
器
製
作
工
お
よ
び
銅
器
製
作
工

p
e
w
t
e
r
e
r
s
a
n
d
 c
o
p
p
e
r
s
m
i
t
h
、
水
夫
、

（註
f

一

）

船
工

s
h
i
p
w
r
i
g
h
t
s
、
製
帽
工
な
ど
が
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
職
種
別
組
織
の
第
一
の
特
徴
は
、
十
九
批
紀
中
葉
の
職
種
組
合
の
基
本
的
な
特
徴
と
さ
れ
る
労
働
力
の
供
給
制
阪
、
需
給
胄
節

に
よ
る
賃
金
・
労
働
条
件
の
維
持
と
い
う
賃
金
政
策
の
原
型
が
見
出
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
主
と
し
て
徒
弟
規
制
、
共
済
機
能
お
よ
び

労
働
移
動
規
制
の
一
二
つ
か
ら
な
る
。
ま
ず
、
徒
弟
規
制
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
縞
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
「
マ
ニ
ュ
」
期
に
お
け

る
大
規
模
な
不
熟
練
労
働
者
層
の
形
成
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
軸
工
稲
へ
の
不
熟
練
、
と
く
に
是
人
・
児
章
の
導
入
は
厳
し
く
阻
止
さ
れ

（註――-）

た
。
こ
れ
は
十
八
世
紀
労
働
組
合
の
主
要
な
要
求
の
一
っ
が
こ
の
点
を
目
指
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ぎ
に
共
済
機
能
に
つ
い

て
は
、
た
と
え
ば
ウ
ォ
ズ
ワ
ー
ス
に
よ
っ
て
、
「
職
業
上
の
団
結
の
維
持
は
、
全
労
働
者
階
級
、
と
く
に
織
布
工
間
の
友
愛
団
体

f
r
i
e
n
d
l
y

（
註
四
）

s
o
c
i
e
t
y
の
拡
延
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
疾
病
お
よ
び
埋
葬
手
当
の
支
給
は
、

（
註
五
）

持
の
た
め
の
不
可
欠
の
方
法
と
し
て
、
す
で
に
霊
要
な
機
能
と
な
っ
て
い
た
。

労
働
力
の
供
給
制
阪
、
需
給
調
節
に
よ
る
労
働
組
合
賃
金
政
策
の
第
三
の
機
詫
は
遍
歴
制
度

t
r
a
m
p
i
n
g
s
y
s
t
e
m
で
あ
っ
た
。

（
託
六
ヅ
―

は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
「
最
初
か
ら
：
・
・
・
・
季
節
的
あ
る
い
は
不
規
則
な
失
業
に
た
い
す
る
考
案
物
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
、

つ
、
蔽
業
革
命
期
の
産
業
別
お
よ
び
地
域
経
済
に
お
け
る
不
均
等
発
展
の
激
化
の
も
と
で
、

（
そ
の
一
）

第
二
十
七
巻

第
四
号

六

旧
熟
練
の
職
業
独
占
政
策
と
し
て
急
速
に
発
展

木
び
き

s
a
w
y
e
r
s
、
造か

し
、
十
九
枇
紀
中
葉
に
お
い
て
頂
点
に
達
す
る
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
十
八
批
紀
の
う
ち
に
、
デ
ヴ
ォ
ン
の
椋
毛
エ
、
製
革
工

c
u
r
r
i
e
r
s
、
製

そ
れ

組
織
維

襲
靴
工

s
h
o
e
m
a
k
e
r
s
、
製
函
工

t
o
o
l
'
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
r
s
を
は
じ
め
と
す
る
金
属
加
工

は
製
釘
エ

n
a
i
l
,
 
m
a
k
e
r
s
、
や
す
り
製
造
工

f
i
l
e
s
m
i
t
h
、
刃
物
工

c
u
t
l
e
r
s
、
研
削
工

g
r
i
n
d
e
r
s
、
鉄
金
具
製
作
工

i
r
o
n
c
h
a
p
e
 ,
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イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

脱
皮
は
展
望
さ
れ
え
な
い
。

（
そ
の
一
）

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、

第
二
十
七
巻

第
四
号

六
五

十
八
批
紀
に
激
発
し
た
穀
物
騒
動
の
分
析
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
。

「マ

徒
弟
条
例
の
団
結
禁
止
規
定
の
強
化
を
図
る
の
で
あ
る
が
、

紀
労
働
組
合
」
は
団
体
交
渉
に
よ
る
賃
金
・
労
働
条
件
の
決
定
方
式
を
一
般
化
し
て
ゆ
く
。
た
と
え
ば
、

一
帯
の
格
子
縞
織
工
の
大
ス
ト
ラ
イ
キ
に
際
し
、
彼
ら
は
、
出
来
高
賃
率
の
引
上
げ
と
と
も
に
、

（
註
一

1

一）

求
め
、
事
実
上
、
団
交
権
を
か
ち
と
っ
て
い
る
。
毛
織
物
工
業
に
お
い
て
も
、

と
こ
ろ
で
、

織
布
工
お
よ
び
椀
毛
工
の
団
結
を
禁
止
し
た
一
七
―
一
六
年
法

貪――
-

i

)

の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
団
体
交
渉
に
よ
る
賃
金
・
労
働
条
件
の
決
定
方
式
が
す
で
に
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
。

賃
金
要
求
が
熟
練
労
働
者
の
職
種
別
要
求
と
し
て
提
出
さ
れ
る
限
り
で
は
、
「
マ
ニ
ュ
」
賃
金
の
飢
館
賃
金
か
ら
の
完
全
な

団
体
交
渉
の
前
提
と
し
て
組
織
の
承
認
を

「
十
八
拡
紀
労
働
組
合
」

一
七
五
八
年
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー

「
マ
―
―
こ
資
本
は
、

（
註
―
一
）

し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
試
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
十
八
批

の
展
開
へ
の
対
応
と
し
て
、
十
八
世
紀
に
い
た
り
、

た

゜
量
に
た
い
す
る
正
当
な
評
価
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

城
を
脱
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

「
十
八
冊
紀
労
働
組
合
」
の
賃
金
要
求
は
、

「
マ
ニ
ュ
」
賃
金
は
総
じ
て
飢
餓
賃
金
の

L
.
 
M
a
n
n
,
 ibid., 
p
p
.
 3
8
1
 |
 82
.
 

（
註
一

0
)
Cf., 
A
.
 P
.
 
W
a
d
s
w
o
r
t
h
 a
n
d
 J• 

D. 
L. 
M
a
n
n
,
 ibid., 
p
p
.
 3

7
7ー

7
8
.

の
第
二
の
特
徴
は
、

す
で
に
旧
稿
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、

「

十

八

批

紀

労

働

組

合

」

団

体

交

渉

に

も

と

ず

く

賃

金

決

定

原

則

を

一

般

化

し

つ

つ

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

で

あ

ろ

う
。
十
八
批
紀
産
業
史
の
研
究
者
は
随
処
に
賃
上
げ
を
要
求
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
を
行
っ
て
い
る
当
該
薩
業
の
労
働
者
の
記
録
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
時
間
短
縮
要
求
を
と
も
な
っ
て
い
る
場
合
も
珍
し
く
な
い
。

「
マ
ニ
ュ
」
展
開
と
と
も
に
賃
金
の
職
種
間
・
産
業
間
序
列
が
形
成
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、

熟
練
労
働
者
要
求
と
し
て
、

そ
の
限
り
に
お
い
て
飢
餓
賃
金
克
服
の
展
望
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

労
働
の
質
と

各
韮
業
毎
に
団
結
緊
止
法
を
制
定



こ

賃

金
1
1
飢
餓
賃
金
の
硬
直
性
は
、

イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

（
そ
の
一
）

第
二
十
七
巻

飢
饉
の
結
果
、
穀
物
価
格
が
異
常
な
昂
騰
を
示
し
た
時
期
に
お
い
て
も
い
さ
さ
か
も
変
え
ら
れ
ず
、

賃
金
は
そ
の
ま
ま
据
え
お
か
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
穀
物
騒
動
は
、
高
物
価
期
に
、
旭
城
的
な
規
模
で
激
発
し
、
そ
の
参
加
者
は
賃
労
働
者

階
級
の
あ
ら
ゆ
る
層
を
包
括
し
て
い
た
。
し
か
も
、
穀
物
騒
動
の
結
果
引
上
げ
ら
れ
た
貨
幣
賃
金
は
、
そ
の
後
の
穀
物
価
格
の
下
落
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
労
働
者
の
抵
抗
に
よ
り
、
な
か
な
か
元
の
水
準
に
は
引
下
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
み
る
と
き
、
穀
物
騒
動

は
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
飢
餓
賃
金
搾
取
体
制
と
正
面
か
ら
衝
突
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
不
熟
練
賃
金
が

十
八
世
紀
を
通
じ
て
上
昇
し
え
た
の
は
穀
物
騒
動
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
炭
田
地
帯
に
お
け
る
穀
物
騒
動
は
、
一
七

0
九
、
二
七
ー
ニ
八
、
四

0
、
五
六
ー
五
七
の
高
物
価
の
諸
年
に
発
生
し
、
六
五

年
以
降
慢
性
化
す
る
の
で
あ
る
が
、
参
加
者
は
坑
夫
の
他
に
、
織
布
エ
、
編
物
工

f
r
a
m
e
,
 
w
o
r
k
 k
n
i
t
t
e
r
s
、
金
属
加
工
工

s
m
i
t
h
、

錬
鉄
工

i
r
o
n
'
s
m
e
l
t
e
r
s
、
水
夫
、
農
業
日
雇

a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
l
a
b
o
u
r
e
r
s

そ
の
他
を
合
む
。
こ
こ
で
は
、
穀
物
騒
動
の
斗
争
主
体
は

あ
く
ま
で
炭
坑
夫
群
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
穀
物
騒
動
期
に
お
け
る
こ
の
坑
夫
斗
争
は
、
当
初
の
「
米
騒
動
」
的
な
暴
動
か
ら
、
十
八
批

（
註
一
四
）

紀
後
半
に
は
、
す
ぐ
れ
て
雇
主
に
た
い
す
る
賃
上
げ
要
求
と
し
て
展
開
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
で
は
、
穀
物
価
格

が
相
対
的
に
安
定
し
て
い
た
十
八
冊
紀
前
半
に
お
い
て
も
、
穀
物
価
格
が
騰
貴
し
た
一
七
二
七
ー
ニ
八
、
三
九
—
四
0
、
五
六
ー
五
七
の

諸
年
に
は
穀
物
騒
動
が
鋭
く
発
生
し
て
お
り
、
十
八
泄
紀
後
半
に
お
け
る
穀
物
価
格
騰
貴
の
慢
性
化
と
と
も
に
、
「
穀
物
騒
動
と
産
業
争
議

（
註
ご
九
）

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 d
i
s
p
u
t
e
s

は
ま
ナ9
ま
ナ9
年
屈
蠍
〖
に
な
っ
た
。
」
し
か
も
、
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
に
お
け
る
穀
物
騒
動
の
特
徴
は
、
こ
の
地
域
に
お
け

る
工
業
化
の
進
展
を
反
映
し
て
、
一
犀
主
に
た
い
す
る
賃
上
げ
要
求
と
し
て
の
側
面
を
基
本
的
な
特
徴
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
註
―
一
）
片
岡
昇
、
「
英
国
労
働
法
理
論
史
」
六
五
ー
七
三
頁
、
参
照
。

（
註
―
二
）

Cf., 
A
.
 P
.
 
W
a
d
s
w
o
r
t
h
 a
n
d
 J• 

D. 
L. 
M
a
n
n
.
 ibid., 
pp. 3
6
1
 |
 68
.
 

（
註
一
三
）

Cf., 
E. 
L
i
p
s
o
n
,
 
ibid., 
pp. 1
2
0
 |
 27
.
 

（
註
一
四
）

Cf., 
T. S. 
A
s
h
t
o
n
 a
n
d
 T. S
y
k
e
s
,
 ibid. 
"
C
o
a
l
 
I
n
d
u
s
t
r
y
 》`̀
pp. 
115ー

‘
3
3
.
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料資

ロン ド ン

18世紀における年間賃金の地域別比較

え 25-0-0 

尤 27-10-0

ぇ30-0-0 

ぇ30-0-0 

尤 30-0-0 

え 17-10-0

尤 17-10-0

尤 17-10-0

尤 18-15-0

尤 20-0-0 

部

え 11-5-0 

£13-15-0 

ぇ15-0-0 

尤 22-10-0

え 26-5-0 

E. W. Gilboy, Wages in 18th Century 

England, p. 220. 

（
註
一
五
）

A
.
 P
.
 
W
a
d
s
w
o
r
t
h
 a
n
d
 J• 

D. 
L. 
M
a
n
n
,
 ibid., 
p. 
3
5
7
.
 

（
註
一
六
）

Cf., 
A. P. 
W
a
d
s
w
o
r
t
h
 a
n
d
 J
.
 

D
.
 
L. 
M
a
n
n
,
 ibid., 
p
p
.
 
3
5
5
 |
 61. 

の
で
あ
っ
た
。

第
四
号

六
七

か
く
て
、
「
下
か
ら
の
マ
ニ
ュ
」
展
開
が
典
型
的
に
み

こ
こ
で
、
主
と
し
て
ギ
ル
ボ
ー
イ
女
史
の
研
究
成
果
を
か
り
て
、
十
八
世
紀
の
賃
金
変
動
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。

分
析
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
注
意
す
べ
き
は
、
賃
金
水
準
に
お
け
る
地
域
間
格
差
の
著
し
さ
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
女
史
は
ロ
ン
ド
ン
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
酉
部
お
よ
び
北
部
地
域
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
考

察
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
結
論
さ
れ
る
。
「
三
地
域
に
共
通
な
一
般
的
傾
向
は
見
出
さ
れ
な
い
。
賃
金

の
推
移
だ
け
で
は
な
く
、
賃
金
水
準
も
異
な
っ
て
い
た
。
」
た
と
え
ば
、
十
八
批
紀
初
葉
に
お
け
る
不

熟
練
成
年
男
子
の
「
平
均
的
な
日
賃
金
率
」

m
e
d
i
a
n
d
a
i
l
y
 w
a
g
e
 r
a
t
e
s
 
o
f
 l
a
b
o
r

は
、
ロ
ン

（
註
一
八
）

ド
ン
一
を
八
d
、
西
部
一
＆
二
d
に
た
い
し
、
北
部
で
は
わ
ず
か
に
八
d
で
し
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら

の
平
均
的
な
不
熟
練
成
年
男
子
の
年
間
賃
金
の
地
域
別
推
移
を
示
し
た
第
一
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

地
域
間
格
差
は
、
批
紀
の
経
過
と
と
も
に
か
な
り
の
接
近
を
み
せ
る
と
は
い
え
、
最
後
ま
で
著
し
い
も

西 部 北

十
八
世
紀
賃
金
の
推
移
を

こ
の
よ
う
に
十
八
世
紀
賃
金
は
そ
の
地
域
間
格
差
の
は
げ
し
さ
を
も
っ
て
第
一
の
特
徴
と
す
る
の
で

あ
る
が
、
十
八
冊
紀
初
葉
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
お
よ
び
ョ
ー
ク
シ
ャ
ー
な
ど
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
北
部
は
著
し
い
低
賃
金
地
帯
で
あ
っ
た
。

ら
れ
、
す
ぐ
れ
て
農
村
工
業
と
し
て
展
開
し
た
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
お
よ
び
ョ
ー
ク
シ
ャ
ー
の
ウ
ェ
ス
ト
・

ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
の
北
部
工
業
地
域
に
お
け
る
最
大
の
立
地
因
子
は
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
賃
金
の
相
対

（
そ
の
一
）

第
二
十
七
巻



け
に
そ
の
意
義
は
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
。

金
は
急
速
に
ロ
ン
ド
ン
水
準
へ
の
接
近
を
示
し
た
。
た
と
え
ば
、

ら
な
か
っ
た
。

的
な
低
さ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

（
そ
の
一
）

第
二
十
七
巻

か
つ
、

の
斗
争
が こ

•I 

と
く

北
部
賃

こ
の
地
域
に
お
け
る
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
蓄
積
・
競
争
条
件
の
優
位
性
を
保
証
す
る
も
の
に
ほ
か
な

し
か
し
な
が
ら
、
北
部
工
業
地
域
に
お
け
る
賃
金
の
相
対
的
な
低
さ
と
い
う
特
質
は
世
紀
の
経
過
と
と
も
に
急
速
に
失
わ
れ
て
い
く

（
前
掲
第
一
表
参
照
）
。
す
な
わ
ち
、
十
八
批
紀
賃
金
変
動
の
著
し
い
特
質
は
北
部
に
お
け
る
顕
著
な
賃
金
上
昇
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
に
お
け
る
不
熟
練
成
年
男
子
の
平
均
的
な
日
賃
金
率

（註
1

九）

は
、
当
初
の
八
d
か
ら
一
七
九

0
年
ま
で
に
一

i

九
d

（二
S

の
例
す
ら
あ
る
）
へ
と
上
昇
を
示
す
の
で
あ
り
、
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て

ギ
ル
ボ
ー
イ
女
史
は
、
「
北
部
の
賃
金
は
、
六

0
年
代
の
は
じ
め
に
酉
部
の
そ
れ
と
等
し
く
な
り
、
ま
も
な
く
追
い
こ
し
、
八

0
年

（詫

110)

代
ま
で
に
ロ
ン
ド
ン
水
準
に
接
近
し
た
」
と
要
約
し
て
い
る
。
ま
た
、
ウ
＝
ス
ト
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
南
部
で
は
、
農
業
日
雇
（
不
熟
練
成
年

（
註
―
二
）

男
子
）
の
収
穫
期
日
賃
金
は
一
七
六
八
年
の
食
事
付
一

3

か
ら
二
3

ー

ニ

3

六
d

（
た
だ
し
食
事
な
し
）
に
上
昇
し
て
お
り
、
こ
の
地
域

で
賃
金
の
一
般
的
な
上
昇
が
鋭
く
み
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
生
活
費
の
動
き
と
は
無
関
係
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
だ

こ
の
よ
う
な
北
部
に
お
け
る
賃
金
水
準
の
著
し
い
上
昇
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
労
働
力
の
需
給
要
因
の

作
用
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
「
北
部
農
業
へ
の
、
彦
業
発
展
の
影
響
は
祉
紀
の
終
り
に
は
顕
著
に
な
っ
た
」
と
い
わ
れ
、
農
業
か
ら
エ

詮
二
二
）

業
へ
の
労
働
力
移
動
の
進
展
を
反
映
し
て
、
農
業
賃
金
は
工
業
中
心
地
に
近
け
れ
ば
近
い
ほ
ど
高
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
み
る
と
き
、
そ
こ

に
は
明
ら
か
に
需
給
要
因
の
作
用
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
の
課
題
に
即
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
す
で
に
み
ら

れ
た
賃
労
働
関
係
規
制
原
理
に
お
け
る
V

ッ
セ
・
フ
ェ
ア
ヘ
の
下
か
ら
の
接
近
が
賃
金
水
準
の
引
上
げ
に
果
し
た
役
割
で
あ
ろ
う
。

北
部
工
業
地
域
は
、
「
マ
ニ
ュ
」
展
開
と
「
十
八
世
紀
労
働
組
合
」
の
組
織
化
の
進
展
と
を
反
映
し
て
、
「
十
八
世
紀
労
働
組
合
」

イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

第
四
号

六
八



こ
こ
に
、

賃
労
働
関
係
規
制
原
理
に
お
け
る
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ア
ヘ
の
下
か
ら
の
接
近
が
、
「
十
八
世
紀
労
働
組
合
」
ー
ー

十
八
世
紀
労
働
運
動
ー
ー
穀
物
騒
動
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
を
媒
介
と
し
て
、
と
く
に
北
部
に
お
い
て
賃
金
の
地
城
水
準
を
大
幅
に
上
昇
せ
し

め
、
「
マ
ニ
ュ
」
賃
金
1
1
飢
餓
賃
金
克
服
へ
の
展
望
を
示
し
つ
つ
、
十
八
世
紀
中
葉
以
降
、
「
了
二
」
再
生
産
条
件
の
脆
弱
性
を
露
呈
せ
し

め
る
に
至
っ
て
い
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
十
八
世
紀
労
働
組
合
」
は
、
熟
練
「
マ
ニ
ュ
」
労
働
者
主
体
と
い
う

限
界
を
も
ち
な
が
ら
も
、
賃
金
決
定
に
お
け
る
労
働
の
質
と
量
と
に
た
い
す
る
正
当
な
評
価
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

チ
ュ
ア
の
飢
餓
賃
金
搾
取
体
制
の
打
破
を
示
向
し
た
点
に
、
そ
の
基
本
的
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
も
、

の
打
破
を
示
向
し
た
限
り
に
お
い
て
、
全
労
働
者
要
求
を
代
表
ー
ー
ふ
み
f

く
と
も
不
熟
練
成
年
男
子
に
至
る
ま
で
ー
ー
，
し
え
た
の
で
あ
っ

全
労
働
者
的
な
階
級
斗
争
の
指
標
で
あ
り
、
全
労
働
者
要
求
の
集
中
的

た
。
穀
物
斗
争
は
、
地
城
斗
争
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、

表
現
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
節
の
最
後
の
問
題
と
し
て
、
婦
人
お
よ
び
児
童
労
働
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
「
マ
ニ
ュ
」
基
軸
工
租
へ
の
不
熟
練
労
働
（
と
く
に
婦

人
・
児
童
）
の
導
入
ほ
十
八
世
紀
を
通
じ
て
柩
め
て
制
限
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
「
マ
ニ
ュ
」
外
業
部
お
よ
び
附
随
工
藤
に
お
い
て
、

大
量
の
婦
人
・
児
童
労
働
の
使
用
が
み
ら
れ
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
機
会
が
と
く
に
大
き
か
っ
た
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
お
よ
び
西
部
で
は
、
「
六
人
家
族
ー
ー
夫
、
妻
お
よ
び
四
人
の
児
童
|
—
が
ほ
ぼ
平
均
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
妻
と
二
人
の

児
童
の
労
働
は
、
夫
が
稼
ぎ
え
た
の
と
同
じ
額
を
も
た
ら
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
婦
人
お
よ
び
児
童
労
働
に
よ
る
追
加
収
入
は

（
註
二
i
-
l
)

「
全
家
族
収
入
の
重
要
な
部
分
を
構
成
し
て
い
た
」
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
日
賃
金
率
は
、
十
八
泄
紀
を
通
じ
て
児
童
―
―
-
|

（
荘
ニ
~
）

四

d‘
婦
人
六

I
-
o
d
に
固
定
し
て
い
た
と
み
ら
れ
成
年
男
子
賃
金
と
の
格
差
は
む
し
ろ
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
は

イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

わ
れ
わ
れ
は
、

す
ぐ
れ
て
展
開
し
、
ま
た
穀
物
騒
動
が
も
っ
と
も
激
し
く
み
ら
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
。

（
そ
の
一
）

第
二
十
七
巻

第
四
号

六
九

そ
れ
は
、
飢
餓
賃
金
搾
取
体
制

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク



（
そ
の
一
）

第
二
十
七
巻

「
十
八
批
紀
労
働
組
合
」
の
限
昇
を
見
出
す
。
当
時
、
石
炭
韮
業
に
お
け
る
バ
ッ
テ
ィ
・
シ
ス
テ
ム
示
向
に
例
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
資
本
の
対
応
は
わ
ず
か
に
不
熟
練
へ
の
犠
牲
転
稼
を
示
向
し
た
の
で
あ
る
が
、

と
く
に
婦
人
・
児
童
賃
金
は
一
貫
し
て
生
計
補
充
的
低
賃
金
の
城
を
脱
し
え
な
か
っ

以
上
、
十
八
抵
紀
イ
ギ
lJ
ス
の
「
マ
ニ
ュ
」
賃
労
働
関
係
に
お
け
る
性
格
変
化
を
示
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

産
条
件
の
脇
弱
性
を
は
げ
し
く
露
呈
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

結
紫
止
法
の
制
定
（
一
七
九
九
年
、

こ
。f
 

か
く
し
て
、
十
八
批
紀
労
働
連
動
は
、
産
業
革
命
を
促
迫
す
る
と
と
も
に
、
団

一
八

0
0年
）
を
必
至
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（
註
一
七
）

E
.
 
W
.
 G
i
l
b
o
y
,
 
ibid., 
p. 
2
1
9
.
 
な
お
、
ロ
ン
ド
ン
地
域
は
、
ロ
ン
ド
ン
、
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
、
サ
リ
ー
お
よ
び
ケ
ン
ト
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

西
部
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
、
グ
ロ
ス
タ
ー
シ
ャ
ー
、
サ
マ
セ
ッ
ト
シ
ャ
ー
お
よ
び
デ
ヴ
ォ
ン
シ
ャ
ー
、
北
部
は
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
お
よ
び
ヨ
ー

ク
シ
ャ
ー
（
ノ
ー
ス
お
よ
び
ウ
ェ
ス
ト
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
）
の
諸
州
を
包
括
す
る
。

（
註
一
八
）

Cf., 
E
.
 W
.
 G
i
l
b
o
y
,
 
ibid., 
p
p
.
 
2
1
9
 |
 21. 

（
註
一
九
）

C
f
.
 ｀
 
E
.
 W
.
 G
i
l
b
o
y
,
 
ibid., 
p
.
 
2
1
9
.
 

（
註
二

0)
E
.
 
W
.
 G
i
l
b
o
y
,
 
ibid., 
p
p
.
 
2
1
9
-
2
0
.
 

（
註
ニ
―
)
Cf., 
E
.
 
W
.
 G
i
l
b
o
y
,
 
ibid., 
p
p
.
 
1
7
3
 |
 75. 
な
お
、
ウ
エ
ス
ト
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
の
一
七
三
二
年
の
賃
金
裁
定
で
は
、
男
子
農
業
日
雇
の
収

穫
期
日
賃
金
は
六
d

（
食
事
付
）
と
裁
定
さ
れ
て
い
る

(Cf.,H• 

H
e
a
t
o
n
,
 T
h
e
 A
s
s
e
s
s
m
e
n
t
 o
f
 
W
a
g
e
s
 i
n
 t
h
e
 W
e
s
t
 R
i
d
i
n
g
 o
f
 
Y
o
r
k
 ,
 

s
h
i
r
e
 
i
n
 
t
h
e
 
1
7
t
h
 a
n
d
 1
8
t
h
 
C
e
n
t
u
r
i
e
s
,
 
E
c
o
.
 
J
o
u
r
n
a
l
,
 
V
o
l
.
 
24, 
p. 
2
3
2
.
)
。

（
註
二
二
）

Cf., 
E
.
 
W
.
G
i
l
b
o
y
,
 ibid., 
p
p
.
 
1
8
5
 |
 90. 

（
註
二
三
）

E
.
 
W
.
 G
i
l
b
o
y
,
 ibid., 
p. 
2
2
1
.
 

（
註
二
四
）

Cf・
」

E
.
W
.
 G
i
l
b
o
y
,
 
ibid. 
`
 
p
.
 
2
2
1
.
 

ら
お
し
て
か
な
り
の
成
功
を
示
し
え
た
の
で
あ
り
、

イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

そ
れ
は
「
マ
ニ
ュ
」
再
生

そ
れ
は
「
十
八
世
紀
労
働
組
合
」
の
性
格
か

第

四

号

七

0

マ
ニ
ュ



イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

第

四

号

七

人
）
に
達
し
た
と
い
わ
れ
（
第
三
表
参
照
）
、

ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
の
地
域
経
済
は
著
し
く
木
綿
工
業
に
傾
斜
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、

綿
業

（
織
布
工
六
万
人
、

れ
る
が
、

（
第
二
表
参
照
）
。

こ
の
よ
う
な
綿
業
労
働
者
の
増
加
は
、

第
二
節

産

業

革

命

と

賃

労

働

た
と
え
ば
、

韮
業
革
命
期
に
お
け
る
機
械
制
大
工
業
の
賃
労
働
関
係
は
、
木
綿
工
業
、
な
か
ん
ず
く
紡
績
部
門
に
お
い
て
典
型
的
に
み
と
め
ら
れ
る
。

「
キ
イ
」
産
業
と
し
て
の
木
綿
工
業
の
地
位
が
、
産
業
革
命
期
の
さ
な
か
、
十
九
世
紀
最
初
の
十
年
の
う
ち
に
確
立
し
た
こ
と
に
示
さ
れ
る

（
註
一
）

よ
う
に
、
「
マ
ニ
ュ
」
展
開
の
帰
結
と
し
て
の
工
場
制
生
産
の
成
立
と
展
開
は
、
木
綿
工
業
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
進
ん
で
い
た
か
ら
で
あ

る
。
ま
さ
に
、
木
綿
工
業
の
歴
史
は
、
も
っ
と
も
明
確
な
形
で
、
産
業
革
命
の
あ
ら
ゆ
る
特
徴
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
が
故
に
、
「
産
業

（註―-）

革
命
の
縮
図
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

産
業
革
命
期
に
お
け
る
正
確
な
綿
業
労
働
者
統
計
は
存
在
し
な
い
が
、
一
七
八
七
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
全
体
で
一
六
・
ニ
万
人
に
し
か
す
ぎ

（註一―-）

な
か
っ
た
綿
業
労
働
者
数
は
、
一
八
三
一
年
ま
で
に
八
三
・
三
万
人
に
増
加
し
た
と
い
わ
れ
、
あ
る
い
は
ま
た
、

四
一
・
五
万
人
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

一
八
二
九
ー
三
一
年
に
は

こ
の
八
三
・
三
万
人
と
い
う
数
字
に
は
か
な
り
の
誇
張
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

綿
業
労
働
者
数
が
、
恐
慌
期
に
お
け
る
中
断
を
除
き
、
産
業
革
命
期
を
通
じ
て
顕
著
な
増
加
傾
向
を
示
し
た
の
は
事
実
で
あ
っ

た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
単
に
工
場
労
働
者
の
増
加
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
と
く
に
産
業
革
命
期
前
半
に
は
、
紡
績
部
門
に
お
け
る
エ

場
労
働
者
の
増
加
と
と
も
に
、
織
布
部
門
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
手
織
エ

h
a
n
d
,
 
l
o
o
m
 w
e
a
v
e
r
s
の
増
加
と
が
並
行
し
て
進
行
し
た
。

イ
ギ
lJ
ス
木
綿
工
業
の
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
ヘ
の
特
化
傾
向
の
発
展
と
と
も
に
生
じ
た
。

一
八
二
二
年
の
ボ
ル
ト
ン
に
お
け
る
労
働
者
数
九
万
人
の
う
ち
綿
業
労
働
者
は
少
く
と
も
七
万
人

（
そ
の
一
）

第
二
十
七
巻

紡
績
エ
一
万



ー
ル
紡
績
機
（
七
九
年
）
、

撼 2表

240 

225 

60 

カ
ー
ト
ラ
イ
ト
の
力
織
機
（
八
四
年
）
、

ロ
バ
ー
ツ
の
ミ
ュ
ー
ル
の
自
動
化
（
一
八
二
五
年
）

に
至
る
諸
発
明
か

ー
ク
ラ
イ
ト
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
・
フ
＞
ー
ム
（
七

0
年
特
許
）
に
は
じ
ま
り
、

線業労働者数の推移（紡績および織布）

紡 錘労働者数 1織 機織布工場 1手織工
(100万錘） (1,000人）I (1,000台）ぶ需凡 1c1.ooo人）

1819ー 21 1.0 110 255 10 I 
1829ー 31 10.0 140 305 50 I 
1844-46 19.5 190 282 150 I 

1859ー 61 30.4 248 400 203 I 
Cf.) Ellison, The Cotton Trade of Great Britain. pp. 66, 

68-9.) 

一
七
六

0
年
代
後
半
に

第 3表 ボルトンにおける労働者の

産業別構成 (1822年）

つ
、
課
題
を
果
し
た
い
。

織布工

漂白工、印刷工、

染色工、石工、坑夫｝

予備工程労働者

preparers. 紡績工｝

農業労働者

総数

（人）
60,000 

15,000 
（
そ
の
一
）

10,000 

5,000 

90,000 

資料） J. L. and B. Hammond, The Town 

Labourer, 1760ー 1832,p. 110. 

第
二
十
七
巻

い
え
る
大
幅
な
人
口
増
加
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ン
カ
ャ
ー
の
人
口
は
一
七
五

0
年

イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

八
二
0
年
一
0
五
・
ニ
万
人
へ
と
七0
年
間
に
一
―
-
•
五
四

（
註
四
）

倍
の
増
加
を
示
し
、
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
に
お
け
る
木
綿
工

業
を
中
心
と
す
る
労
働
需
要
の
大
き
さ
と
急
増
と
が
示

さ
れ
る
。

産
業
革
命
期
に
お
け
る
賃
労
働
需
要
の
増
加
傾
向
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
金
・
労
働
条
件
ほ
、
む
し
ろ
悪
化

し
た
。
本
節
の
基
本
的
な
課
題
は
こ
の
点
に
あ
る
。
い

ま
、
ラ
ン
カ
ャ
ー
木
綿
工
業
に
主
た
る
例
を
求
め
つ

綿
業
に
お
け
る
産
業
革
命
の
基
礎
を
な
し
た
主
要
な
技
術
上
の
発
明
は
、

お
け
る
〈
ー
グ
リ
ー
ヴ
ズ
の
ジ
ェ
―
-
1
紡
績
機
（
六
四
ー
六
七
年
発
明
、

七
0
年
特
許
）
お
よ
び
ア

ク
ロ
ム
プ
ト
ン
の
ミ
ュ

の
二
九
•
七
万
人
か
ら
一
八0
0
年
六
七
・
ニ
万
人
、

労
働
者
の
増
加
は
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
に
お
け
る
異
常
と
も

第

四

号

七



イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

ら
な
る
。
さ
ら
に
、

ワ
ッ
ト
の
蒸
気
機
関
（
一
七
六
九
年
特
許
）
の
木
綿
工
業
に
お
け
る
最
初
の
実
用
化
は
一
七
八
五
年
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
・

フ
レ
ー
ム
工
場
に
お
い
て
で
あ
っ
芦
03

、
こ
の
よ
う
に
紡
績
お
よ
び
織
布
の
両
部
門
に
お
け
る
重
要
な
発
明
は
十
八
世
紀
の
う
ち
に
は
じ
ま
っ

て
い
る
が
、
力
織
機
の
本
格
的
な
採
用
の
開
始
は
十
九
世
紀
十
年
代
の
後
半
に
お
い
て
で
あ
り
、
工
場
制
生
産
の
発
展
は
紡
績
部
門
が
先
行

紡
績
部
門
に
お
け
る
工
場
制
生
産
は
、
飛
抒
の
発
明
に
と
も
な
う
紡
糸
需
要
の
急
速
な
増
大
に
促
迫
さ
れ
て
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
・
フ
レ
ー
ム

に
よ
る
経
糸
お
よ
び
ジ
ェ
ニ
ー
に
よ
る
緯
糸
専
業
化
を
基
本
形
態
と
し
て
、
一
七
七

0
年
以
降
は
じ
ま
っ
た
。
こ
れ
に
少
し
遅
れ
て
、
一
七

八

0
ー
八
五
年
の
う
ち
に
細
糸
生
産
に
お
け
る
ミ
ュ
ー
ル
の
一
般
化
が
み
ら
れ
た
。
紡
績
部
門
は
そ
れ
ま
で
婦
人
・
児
童
に
よ
り
家
庭
内
で

営
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
れ
ら
の
新
た
な
労
働
手
段
の
出
現
は
生
産
関
係
の
質
的
な
変
化
を
意
味
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
に
よ
り
「
二
つ
の
産
業
革
命
」
と
い
う
わ
れ
た
よ
う
に
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
・
フ
レ
ー
ム
と
他
の
二
者
と
は

当
初
か
ら
工
場
制
生
産
に
も
と
ず
く
賃
労
働
関
係
の
成
立
を
指
摘
し
う
る
の
は
ウ
ォ
ー
タ
ー
・
フ
＞
ー
ム
に

存
立
形
態
を
著
し
く
異
に
し
、

よ
る
ア
ー
ク
ラ
イ
ト
工
場
の
み
で
あ
っ
た
。

第

四

号

七

ア
ー
ク
ラ
イ
ト
工
場
で
は
、
動
力
源
は
当
初
か
ら
馬
力
あ
る
い
は
水
力
で
あ
り
、

事
実
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
規
模
生
産
の
優
位
性
は
競
争
条
件
に
お
け
る
主
要
な
規
定
要
因
と
し
て
作
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

も
初
期
に
お
い
て
す
ら
、
い
く
つ
か
の
工
場
は
二
0
0
—
―
―1
0
0人
を
雇
用
し
て
い
た
と
も
い
わ
れ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ

に
お
け
る
工
場
数
は
一
七
八

0
年
二

0
工
場
、
九

0
年
一
五

0
工
場
に
達
し
、
十
八
批
紀
末
に
お
け
る
そ
の
急
増
傾
向
は
顕
著
な
も
の
が
あ

っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
主
要
な
労
働
力
基
盤
は
不
熟
練
男
女
、
未
成
年
お
よ
び
児
童
に
あ
り
、
熟
練
労
働
へ
の
依
存
度
は
他
二
者
に
比
し
て

（
註
六
）

格
段
に
低
か
っ
た
。

し
た
。

（
そ
の
一
）

第
二
十
七
巻

も
っ
と

原
則
と
し
て
流
れ
の
激
し
い
川
岸
に
立
地
し
た
と
い
う



第 4表 1811年イギリスにおける

紡錘数

ウォーター・フレーム

ミュー ）レ

ジ

A 
口

工 二

計

紡錘数

315,000 

4,600,000 

156,000 

5,071,000 

糸
、
緯
糸
の
双
方
に
適
し
、

他
方
、

資料） S. J. Chapman, ibid.,p. 58. 

ワ
ッ
ト
の
蒸
気
機
関
は
、

「
十
九
世
紀
初
葉
に
は
、

水
力
に
た
い
す
る
ワ
ッ
ト
の
蒸
気

マ
ル
グ
ス
に
よ
っ
て
、

「
石
炭
と
水
と
を
消
費
し
て
み
ず
か
ら
そ
の
動
力
を

ジ
ェ
ニ
ー
お
よ
び
ミ
ュ
ー
少
の
場
合
、

（
そ
の
一
）

第
二
十
七
巻

労
働
力
基
盤
は
主
と
し
て
熟
練
男
子
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
と
く
に
工
業
化
の
初
期
に

は
、
紡
機
運
転
に
必
要
な
＝
ネ
ル
ギ
ー
は
こ
れ
ら
熟
練
男
子
の
裸
手
労
働
に
依
存
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
熟
練
男
子
労
働
力

競
争
条
件
の
優
位
性
は
む
し
ろ
小
規
模
生
産
の
維
持
に
よ
り
確
保
さ
れ
た
。
し

の
確
保
と
い
う
こ
と
が
霊
要
な
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、

か
も
熟
練
男
子
へ
の
依
存
度
は
、
そ
の
出
現
が
も
っ
と
も
遅
れ
た
ミ
ュ
ー
ル
に
お
い
て
、
最
大
の
依
存
度
を
示
し
た
。

ミ
ュ
ー
ル
は
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
・
フ
レ
ー
ム
の
ロ
ー
ラ
ー
紡
績
原
理
と
ジ
ェ
ニ
ー
の
「
ス
ト
レ
ッ
チ
」
方
法
と
を
結
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
経

し
か
し
ミ
ュ
ー
ル
紡
績
の
場
合
に
お
い
て
も
、

大
規
模
生
産
へ
の
示
向
は
不
可
避
的
で
あ
り
、

一
七
八

O
I八
五
年
の
う
ち
に
ま
ず
細
糸
生
薩
分
野
へ
の
採
用
の
一
般
化
を
も
っ
て
ス
タ
ー
ト
を
開
始
し
た
。

紡
機
の
改
良
と
大
型
化
と
の
進
展
と
と
も

に
、
動
力
利
用
体
系
の
高
度
化
を
と
も
な
い
つ
つ
、
粗
糸
部
門
へ
と
そ
の
生
産
分
野
を
拡
げ
、
漸
次
、
ミ

ュ
ー
ル
紡
績
に
お
け
る
工
場
制
生
産
の
本
格
的
な
成
立
が
み
ら
れ
る
に
至
っ
そ
1
o
s

一
八
―
一
年
に
お
け
る

紡
錘
数
の
生
産
技
術
別
構
成
を
示
し
た
第
四
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
十
九
批
紀
初
葉
に
お
け
る
ミ
ュ
ー

ル
紡
績
の
王
倒
的
な
優
位
性
は
す
で
に
確
定
的
な
も
の
が
あ
っ
た
。

産
み
出
し
、
そ
の
力
が
全
く
人
間
の
統
御
に
服
し
…
…
生
産
を
田
園
に
分
散
さ
翌
な
い
で
都
市
に
集
中
す

る
こ
と
を
可
能
に
し
、
そ
の
技
術
的
応
用
に
お
い
て
普
遍
的
で
あ
り
、
そ
の
所
在
地
に
関
し
て
は
局
地
的

事
情
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
の
比
較
的
少
な
い
、
最
初
の
原
励
躙
二
と
規
定
さ
れ
た
よ
う
に
、
生
産
の
大
規

模
化
と
恒
常
化
を
確
保
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
の
手
段
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
綿
紡
で
ま
ず
最
初
に

実
用
化
さ
れ
た
ア
ー
ク
ラ
イ
ト
工
場
で
は
、

イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

第

四

号

七

四



第 5表 マンチェスターにおける

経営規模別主要工場数 (1833年）

イ
ギ
リ
ス
労
働
連
動
に
お
け
る
産
業
革
命

雇用労働者数
（一工場当り）

1,400人

500~900人

300~500人

100~300人

工場数

3 

8 

8 

17 

資料） S. J. Chapman, ibid., p. 58. 

註）織布部門を合んでいる工場がいくつかある。

ル
の
そ
れ
に
移
行
し
て
い
る
。

第

四

号

七

五

（
註
九
）

機
関
の
優
位
性
は
完
全
に
誘
示
さ
れ
、
水
力
工
場
は
建
設
さ
れ
る
の
を
や
め
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
そ
の
水
力
か
ら
蒸
気
力
工
場
へ
の
転
換
は
急
述
に
進
ん
だ
。
し
か
し
、
前
掲
第
四
表
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
・
フ
レ
ー
ム
に
た
い
す
る
ミ
ュ
ー
ル
の
優
位
は
す
で
に
明

ら
か
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
綿
紡
に
お
け
る
蒸
気
力
工
場
展
開
の
主
軸
は
ミ
ュ
ー
ル
の
そ
れ
に

よ
っ
て
果
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
で
は
、
最
初
の
蒸
気
力
紡
績
工
場
は
一
七
九
二
年

一
八
一
二
三
年
に
は
主
要
な
紡
績
工
場
は
ミ
ュ
ー

ア
ー
ク
ラ
イ
ト
工
場
と
し
て
建
設
さ
れ
て
い
る
が
、

（註

1
0
)

（
第
五
表
参
照
）
。

（
註
一
）
イ
ギ
リ
ス
の
綿
花
輸
入
量
は
、
一
七
六
四
年
の
三
、
八
七

0
千
ポ
ン
ド
か
ら
、
一
八
―
―
-
＝
一
年
に
は

―
―1
0
1―
-
‘
七
二
六
千
ポ
ン
ド
に
達
し
、
七
0
年
間
に
実
に
七
八
•
五
倍
の
増
加
を
示
し
て
い
る
(
C
f
.
,

B
a
i
n
e
s
,
 
H
i
s
t
o
r
y
 o
f
 C
o
t
t
o
n
 M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
,
 p
p
.
 1
0
9
,
 
1
1
.
)

。
な
お
、
綿
製
品
輸
出
は
一
八

1
0年
に
至
り
、
羊
毛
の
そ
れ
を
凌
鷺
す
る
に
至
っ
た
。

（
註
二
）
J
.
 

L
.
 
a
n
d
 B
.
 
H
a
m
m
o
n
d
,
 T
h
e
 S
k
i
l
l
e
d
 
L
a
b
o
u
r
e
r
,
 1
7
6
0
 ,
|
 18

3
2
,
 
p. 
4
7
.
 

（
註
三
）

Cf., J
.
 

L
.
 
a
n
d
 B• 

H
a
m
m
o
n
d
,
 ibid. 
"
S
k
i
l
l
e
d
 L
a
b
o
u
r
e
r
"
,
 
p. 
4
7
.
 

（
註
四
）
ト
イ
ン
ビ
ー
、
「
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
史
」
（
創
元
文
庫
版
）
三

0
頁
、
参
照
。

Cf.,
J
.
 

L
.
 
a
n
d
 

B• 

H
a
m
m
o
n
d
,
 ibid. 
"
T
o
w
n
 L
a
b
o
u
r
e
r
'
`
'
p
.
 4
.
 

（
註
五
）

Cf., 
S. 
J
.
 

C
h
a
p
m
a
n
,
 T
h
e
 L
a
n
c
a
s
h
i
r
e
 C
o
t
t
o
n
 I
n
d
u
s
t
r
y
,
 p
p
.
 2
7ー

2
9
,

5
3
 |
 61
,
 6
7
 |
 70
.
 
Cf., 
T
.
 
S. 
A
s
h
t
o
n
,
 T
h
e
 I
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 

R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
,
 1
7
6
0ー

1
8
3
0
,

p
p
.
 6
8
 |
 75
.
 

(
邦
訳
、
七
―
―

-l八
二
頁
、
参
照
）
。
産
業
革
命
期
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
木
綿
工
業
の
発
展
に
つ
い
て
は
、

中
川
敬
一
郎
、
「
イ
ギ
リ
ス
綿
業
に
お
け
る
工
場
制
度
の
成
立
」
経
済
学
詮
集
二

0
巻
四
、
五
号
、
参
照
。

（
註
六
）

Cf. ̀
 S. J
 

C
h
a
p
m
a
n
,
 ibid., 
p
p
.
 5
5
 |
 58
.
 

ア
ー
ク
ラ
イ
ト
は
、
一
七
八
二
年
に
五
千
人
以
上
を
雇
用
し
た
一
企
業
が
あ
っ
た
と
述
べ
、
他
に
、

彼
の
特
許
を
無
視
し
て
経
営
し
て
い
る
ウ
ォ
ー
タ
ー
・
フ
レ
ー
ム
工
場
で
合
計
一
二
万
人
を
屈
用
し
て
い
る
も
の
と
推
定
し
て
い
る

(
C
f
.
｀
 
J
.
 

L
.
 
a
n
d
 B
.
 

（
そ
の
一
）

第
二
十
七
巻



で
あ
っ
た
。

る
熟
練
労
働
力
か
ら
不
熟
練
へ
移
行
せ
し
め
る
と
と
も
に
、

イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

（
そ
の
一
）

H
a
m
m
o
n
d
,
 ibid. 
"
S
k
i
l
l
e
d
 
L
a
b
o
u
r
e
r
"
,
 
p
p
.
 5

6
 |
 57
.
)

。

（
註
七
）

Cf., 
S. J
.
 

C
h
a
p
m
a
n
 `
 

ibid•• 

p
p
.
 58

—

61, 

6
7
ー
6
9
.

（
註
八
）
マ
ル
ク
ス
、
「
資
本
論
」
岩
波
文
庫
版
、
三
分
冊
、
一
―
四
ー
一
五
頁
。

（
註
九
）

S. J
.
 

C
h
a
p
m
a
n
,
 ibid., 
p. 
5
7
.
 

（註一

0
)
Cf., 
S
.
 J
.
 

C
h
a
p
m
a
n
,
 ibid., 
p
p
.
 5

7
 |
 58

.
 

か
く
て
、
涵
業
革
命
期
綿
紡
部
門
に
お
け
る
工
場
制
生
蘇
の
主
要
な
形
態
は
、

ミ
ュ
ー
ル
工
場
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
産
業
革
命
に
も
と
ず
く
工
場
制
生
彦
の
成
立
は
、

ま
さ
に
、

「
婦
人
労
働
と
児
童
労
働
と
は
、
機

綿
紡
部
門
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
関

そ
の
労
働
力
基
盤
を
「
マ
ニ
ュ
」
段
階
に
お
け

婦
人
・
児
童
を
い
っ
そ
う
強
力
に
直
接
的
な
搾
取
体
制
の
な
か
に
包
摂
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
生
計
補
充
的
低
賃
金
の
利
用
体
制
の
強
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

係
は
産
業
革
命
期
前
半
の
ア
ー
ク
ラ
イ
ト
工
場
に
お
い
て
も
っ
と
も
典
型
的
に
み
ら
れ
た
。

（
註
一
ー
）

械
装
懺
の
資
本
主
義
的
使
用
の
最
初
の
言
葉
だ
っ
た
」
の
で
あ
り
、

あ
る
い
は
ま
た
、
「
産
業
革
命
の
第
一
の
局
面
に
お
け
る
児
童
の
大
規

全
二
二
）

模
な
雇
用
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
生
活
の
も
っ
と
も
重
要
な
社
会
的
特
徴
に
な
っ
た
。
」

し
た
が
っ
て
、
産
業
革
命
期
に
お
け
る
労
働
者
陪
級
の
賃
金
・
労
働
条
件
の
一
般
的
な
低
下
は
、
工
場
内
部
へ
の
児
童
労
働
の
大
規
模
な

導
入
を
起
動
力
と
し
て
展
開
し
た
。
こ
こ
で
、
「
初
期
」
ア
ー
ク
ラ
イ
ト
工
場
は
、
工
場
労
働
者
と
し
て
の
児
葦
の
心
理
的
・
技
術
的
「
初

期
性
」
を
克
服
す
る
う
え
に
決
定
的
な
役
割
を
演
じ
た
。
勿
論
ミ
ュ
ー
ル
工
場
に
お
い
て
も
、
工
場
労
働
力
と
し
て
の
婦
人
お
よ
び
児
童
の

ウ
ェ
イ
ト
は
、
「
マ
ニ
ュ
」
作
業
場
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
は
枢
め
て
高
く
、
基
軸
工
租
へ
の
彼
ら
の
導
入
が
大
幅
に
進
ん
だ
こ
と
が
示
さ
れ

る
の
で
あ
る
が
（
後
掲
第
八
表
参
照
）
、
ア
ー
ク
ラ
イ
ト
工
場
は
、
工
場
に
お
け
る
児
童
労
働
史
の
始
点
と
し
て
基
軸
的
な
位
置
を
占
め
る
も
の

十
八
批
紀
ア
ー
グ
ラ
イ
ト
工
場
お
よ
び
十
九
世
紀
前
半
の

第
二
十
七
巻

第
四
号

七
六



イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

た
の
で
あ
る
が
、
当
時
す
で
に
、

第
四
号

七
七

を
原
則
と
し
て
お
り
、

一
般
に
貨
幣
賃
金
を
支
給
さ
れ
て
い
な
い
。
た
ま
た
ま
工
場
外
に
居
住
し
た
場
合
に
は
、

（註

nm)

っ
て
一
ー
四
d

で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
工
場
に
お
け
る
「
奴
隷
労
働
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
が
、
労
働
条
件

も
奴
隷
労
働
の
名
に
恥
じ
ず
極
め
て
苛
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
労
働
時
間
は
一
般
に
一
五
時
間
に
達
し
た
と
い
わ
れ
、
発
明
者

の
ア
ー
ク
ラ
イ
ト
自
身
は
一

0
オ
以
下
の
児
童
を
雇
用
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
教
区
徒
弟
の
多
く
は
五
、
六
オ
の
時
か

（
註
一
邑

ら
こ
の
著
し
い
過
長
労
働
を
強
制
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
な
条
件
の
も
と
で
、
ア
ー
ク
ラ
イ
ト
工
場
に
お
け
る
賃
労
働
関
係
の
う
ん

教
区
徒
弟
の
ア
ー
ク
ラ
イ
ト
エ

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
児
童
労
働
に
た
い
す
る
搾
取
と
そ
の
工
場
労
働
者
と
し
て
の
陶
冶
の
過
程
ほ
、

場
に
お
け
る
そ
れ
を
軸
と
し
起
点
と
し
て
、
漸
次
、
搾
作
対
象
と
し
て
の
児
童
の
範
囲
と
量
と
が
拡
大
さ
れ
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
、

一
六
年
に
教
区
徒
弟
は
そ
の
出
身
教
区
か
ら
四

0
マ
イ
ル
以
上
離
れ
た
箇
所
に
就
労
さ
せ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
の
保
護
法
案
が
制
定
さ
れ

工
場
に
お
け
る
児
章
労
働
力
の
主
要
な
給
源
は
教
区
徒
弟
か
ら
工
場
周
辺
か
ら
の
通
勤
児
章
で
あ
る
、
い

ぬ
ん
を
言
い
え
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

（
そ
の
一
）

主
要
な
労
働
力
基
盤
は
被
救
憧
児
童
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

第
二
十
七
巻

一
八

週
賃
金
は
年
令
に
し
た
が

鷲
く
べ
き
こ
と
に
、
彼
ら
の
労
働
は
工
場
内
居
住
の
「
住
込
み
」
無
償
労
働

ア
ー
ク
ラ
イ
ト
工
場
は
、
そ
の
生
産
単
位
は
大
規
模
で
あ
り
、
流
れ
の
激
し
い
川
岸
に
立
地
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
地
条
件
規

定
の
特
質
と
あ
い
ま
っ
て
、
大
量
の
児
童
労
働
力
の
調
逹
を
と
く
に
重
要
な
課
題
と
し
て
資
本
に
課
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
徒
弟
児
童
」

ロ
ン
ド
ン
を
中
心
と
す
る
大
都
市
の
ワ
ー
ク
・
〈
ウ
ス
か
ら
の
被
救
憔
児
童

p
a
u
p
e
r
c
h
i
l
d
r
e
n
 

a
p
p
r
e
n
t
i
c
e
 
c
h
i
l
d
r
e
n
の
大
量
移
入
に
よ
っ
て
果
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
教
区
当
局
に
よ
り
、
救
慎
を
う
け
て
い
る
七
ー
ニ
―
オ
の
児
童
旱

お
よ
び
少
年
が
供
給
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
ニ
―
オ
に
至
る
ま
で
当
該
工
場
へ
の
拘
束
を
義
務
ず
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、

ピ
ー
ル
は
一
八

0
二
年
に
お
け
る
綿
工
場
の
教
区
徒
弟
数
を
二
万
人
と
推
定
し
て
い
が
．
d

．
ー
、
こ
の
よ
う
に
、
「
初
期
」

ア
ー
ク
ラ
イ
ト
工
場
の

た
と
え
ば

で
あ
る
、

い
わ
ゆ
る

こ
の
課
題
は
、



た
織
布
部
門
に
お
け
る
産
業
革
命
に
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、

（
そ
の
一
）

第
二
十
七
巻

「
自
由
労
働
児
童
」

f
r
e
e
'
l
a
b
o
u
r
c
h
i
l
d
l
e
n

に
移
行
し
て
い
た
。
綿
紡
工
場
に
お
け
る
蒸
気
機
関
使
用
の
発
展
と
十
九
祉
紀
初

（
註
一
六
）

葉
に
お
け
る
労
働
者
階
級
の
賃
金
・
労
働
条
件
の
悪
化
と
が
、
そ
れ
を
現
実
化
せ
し
め
た
。

蒸
気
機
関
の
使
用
は
紡
績
工
場
の
都
市
立
地
と
い
う
可
能
性
を
つ
く
り
出
し
、
そ
れ
を
躙
実
化
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
隣
か
ら
の

「
通
勤
」
児
童
へ
の
労
働
力
依
存
の
前
提
条
件
を
き
り
ひ
ら
く
も
の
で
あ
っ
た
。
後
に
み
る
よ
う
に
、
当
時
は
、
手
織
工
の
窮
乏
化
の
進
展

に
典
型
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
労
働
者
状
態
の
悪
化
が
急
速
に
進
み
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
労
働
者
子
弟
の
工
場
児
童
化
に
た

い
す
る
両
親
の
心
理
的
初
期
性
を
容
易
に
打
破
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
註
一
七
）

彼
ら
の
労
働
生
活
は
…
…
徒
弟
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
変
り
な
か
っ
た
。
」
と
こ
ろ
で
、

し
た
が
っ
て
、

紡
績
工
場
の

主

体

は

ミ

ュ

ー

ル

工

場

に

移

行

し

て

い

た

。

「

自

由

労

働

児

童

」

1
1

ミ
ュ
ー
ル
工
場
と
い
う
結
び
つ
き
が
成
立
す
る
の
で
あ

る
が
、
ミ
ュ
ー
ル
工
場
で
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
紡
績
工
は
熟
練
の
成
年
男
子
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
産
業
革
命
期
後
半
、
綿
紡
部

ミ
ュ
ー
ル
工
場
に
お
け
る
労
働
力
編
制
と
賃
金
・
労
働
条
件
を
考
察
す
る
な
か
で
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
課
題
を
果
す
前
に
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
に
お
け
る
賃
金
・
労
働
条
件
に
た
い
し
需
給
要
因
と
し
て
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し

（
註
―
-
）
マ
ル
ク
ス
、
「
資
本
論
」
岩
波
文
庫
版
、
三
分
冊
、
一
四
五
頁
。

（
註
―
―
-
)
J
.
 

L
.
 
a
n
d
 B. 
H
a
m
m
o
n
d
,
 ibid. 
"
T
o
w
n
 L
a
b
o
u
r
e
r
"
,
 
p. 
143. 

（註―――-）

Cf., J
.
 

L. 
a
n
d
 B
.
 
H
a
m
m
o
n
d
,
 i
b
i
d
・
:
 r
o
w
n
 L
a
b
o
u
r
e
r
"
,
 
pp. 
1
4
4
 |
 46, 
55. 

（
註
一
四
）

Cf., 
P
.
 
M
a
n
t
o
u
x
,
 T
h
e
 I
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
 
in 
t
h
e
 1
8
t
h
 C
e
n
t
u
r
y
,
 
p. 
436. 

（
註
一
五
）

Cf., J
.
 

L. 
a
n
d
 
B. 
H
a
m
m
o
n
d
,
 ibid. 
'`
T
o
w
n
 L
a
b
o
u
r
e
r
"
,
 
p
p
.
 
1
4
6
 |
 56. 
Cf., 
S
.
 J
.
 

C
h
a
p
m
a
n
,
 ibid., 
pp. 8
5ー

'91.

そ
の
他
]
‘

夜
間
労
働
、
与
え
ら
れ
た
衣
食
住
や
教
育
な
ど
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
み
て
も
、
ま
さ
に
慄
然
た
る
事
態
が
展
聞
し
て
い
る
。

門
に
お
け
る
児
童
労
働
は
、

わ
ゆ
る

イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

か
く
て
、

蛮
業
革
命
期
後
半
の
十
九
批
紀
に
は
、

「
児
童
が
ひ
と
た
び
賃
金
所
得
者
に
な
っ
た
時
に
は
、

第

四

号

七

八



イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

（
芦
竺
六
）

Cf., J
.
 

L. 
a
n
d
 B. 
H
a
m
m
o
n
d
,
 ibid. 
"
T
o
w
n
 L
a
b
o
u
r
e
r
"
,
 p
p
.
 
1
5
4
 |
 57
.
 

（
註
一
七
）
J
.
 

L. 
a
n
d
 B
.
 
H
a
m
m
?
n
d
,
 ibid. 
"
T
o
w
n
 L
a
b
o
u
r
e
r
"
,
 p. 
1
5
7
.
 

綿
紡
部
門
に
お
け
る
工
場
制
生
産
の
発
展
は
織
布
工
に
た
い
す
る
需
要
を
増
大
せ
し
め
た
の
で
あ
る
が
、

本
格
的
な
登
場
が
十
九
抑
紀

1
0年
代
末
に
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
事
実
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
産
業
革
命
期
前
半
に
は
、
そ
れ
は
も
っ
ば
ら

手
織
工
需
要
の
急
増
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
織
布
部
門
に
お
け
る
技
術
の
手
工
業
的
性
格
を
反
映
し
て
、
織
布
工
に

た
い
す
る
需
要
増
加
の
テ
ン
示
は
紡
績
工
の
そ
れ
に
比
し
て
は
る
か
に
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
八
二
二
年
に
お
け
る
ボ
ル

ト
ン
の
労
働
者
構
成
を
示
す
前
掲
第
一
二
表
に
つ
い
て
み
て
も
、
織
布
工
は
紡
績
部
門
約
一
万
人
に
た
い
し
六
万
人
に
も
逹
し
て
い
る
。

（
註
て
八
）

当
時
す
で
に
、
手
織
工
は
羊
毛
、
亜
麻
な
ど
他
の
繊
維
韮
業
か
ら
木
綿
工
業
へ
と
急
速
な
集
中
傾
向
を
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
膨
大
な
手

織
工
需
要
は
そ
れ
だ
け
で
充
足
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
手
織
工
の
確
保
は
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
綿
業
に
お
け
る
重
要
な

第
二
次
ニ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ュ
ア
に
よ
る
農
民
層
の
分
解
の
進
展
と
連
輸
手
段
の
発
達
と
を
基
礎
条
件

産
業
革
命
期
を
通
じ
て
、
「
ラ
ジ
カ
シ

労
働
力
の
移
入
政
策
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
さ
れ
て
い
っ
た
。

ャ
ー
お
よ
び
周
辺
諸
州
へ
の
人
口
の
大
き
な
流
れ
」
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

と
く
に
産
業
革
命
前
半
期
に
は
、
手
織
エ
と
し
て
定
着
せ
し
め
ら
れ
た
。
〈
モ
ン
ド
に
よ
れ
ば
、

に
よ
る
そ
の
再
生
蘇
の
他
に
、
第
一
に
、
イ
ギ
リ
ス
農
業
革
命
に
よ
っ
て
祈
出
さ
れ
た
農
民
の
賃
労
働
力
化
で
あ
り
、

（
註
一
九
）

ン
ド
の
過
剰
人
口
で
あ
り
、
最
後
に
除
隊
軍
人
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、

こ
れ
ら
の
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
ヘ
の
移
住
民
は
、

手
織
工
の
主
要
な
給
源
は
、
手
織
エ
子
弟

こ
の
よ
う
な
供
給
要
因
の
作
用
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
手
織
工
は
、
十
八
抵
紀
末
に
至
る
ま
で
全
体
と
し
て
不
足
傾
向
を
示
す
。

（註―

-O)

一
七
八
八
年
か
ら
一
八

01
―
一
年
に
至
る
期
間
ほ
手
織
工
の
黄
金
時
伐
で
あ
っ
た
（
ラ
ド
ク
lJ
ヅ
フ
）
。
た
と
え
ば
、
ジ
ョ
ン
・
キ
ン
ガ
ン
は
、

と
し
な
が
ら
、

課
題
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

（
そ
の
一
）

第
二
十
七
巻

第
四
号

七
九

ま
さ
に
、

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
力
織
機
の

第
二
に
は
ア
イ
ル
ラ



一
八
三
四
年
の
「
手
織
工
に
関
す
る
委
員
会
」
に
お
い
て
、
手
織
工
の
あ
る
も
の
は
一
七
九

0
年
に
は
年
間
一

0
0
ポ
ン
ド
ー
ー
出
謳
賃
金
に

（
註
ニ
一
）

換
算
す
れ
ば
約
四

0
r/2

ー
ー
を
稼
い
だ
、
と
証
言
し
て
い
る
。
か
く
て
、
手
織
工
は
、
前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、

泄
紀
末
に
至
る
ま
で
、
組
織
的
に
、

歴
史
の
皮
肉
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

一
方
で
は
、
手
織
工
需
要
の
逼
迫
を
最
大
限
に
利
用
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
す
で
に
発
明
さ
れ
て
い

た
力
織
機
の
導
入
を
排
除
し
つ
つ
、
高
賃
金
を
謳
歌
し
え
た
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
当
時
は
力
織
機
の
工
業
化
の
た
め
に
は
い
く
つ
か
の

難
点
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
機
械
の
導
入
に
た
い
す
る
敵
意
は
、
産
業
革
命
の
全
期
間
を
源
じ
て
、
手
織
工
の
あ
い
だ
で
も
っ
と
も
強
く

（
註
二
二
）

か
つ
非
妥
協
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
手
織
エ
賃
金
の
崩
落
が
力
織
機
の
導
入
を
ま
た
ず
し
て
は
じ
ま
っ
た
の
は
、

十
九
世
紀
に
至
り
恐
る
べ
き
速
度
で
本
格
化
す
る
の
で
あ
り
、
手
織
工
に
関
す
る
前
記
委
員
会
は
、

チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
手
織
工
は
労
働
の
性
格
に
し
た
が
っ
て
四
つ
の
類
型
に
分
け
ら
れ
る
の
で
あ
ん
沢

-i

、
手
織
工
賃
金
の
下
落

は
、
す
で
に
黄
金
時
代
の
一
七
九
一
一
一
年
頃
か
ら
、
フ
ア
ス
チ
ァ
ン
な
ど
の
熟
練
度
の
低
い
粗
布
織
工
を
中
心
と
し
て
は
じ
ま
っ
た
。
そ
れ
は

手
織
工
賃
金
が
一
八
一
五
年
ま
で
に
す

で
に
一
―-
O
I四
0
形
下
落
し
、
さ
ら
に
そ
れ
以
後
に
五0
ー
六
六
・
七
形
—
ー
特
に
一
八
一
六
、

二
九
年
に
は
鋭
く
下
落
し

（
註
二
四
）

た
—
|
＇
引
下
げ
ら
れ
、
十
九
冊
紀
一
―

-
0年
代
ま
で
に
全
体
と
し
て
実
に
六0
ー
八
0
％
も
下
落
し
た
と
報
告
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

工
組
織
は
、
後
節
に
ふ
れ
る
よ
う
に
、
大
量
の
過
剰
人
口
の
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
ヘ
の
流
入
に
際
し
、
そ
の
徒
弟
規
制
機
能
を
強
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
賃
金
を
維
持
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
ま
ず
は
団
結
禁
止
法
の
制
定
に
よ
っ
て
粉
砕
さ
れ
、
次
い
で
力
織
機
の
登

場
と
普
及
と
に
よ
っ
て
効
果
を
失
わ
し
め
ら
れ
る
。
手
織
工
は
、
力
織
機
と
の
斗
い
が
本
格
化
し
た
十
九
拙
紀
二

0
年
代
に
は
、
団
結
禁
止

法
の
廃
止
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
過
長
労
働
と
低
賃
金
の
強
化
に
よ
っ
て
対
抗
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
か
く
て
、

は
、
十
九
批
紀
一
―

-
0年
代
に
は
、
最
高
の
場
合
で
す
ら
一

O

S

、
最
悪
の
場
合
に
は
五
ー
六
S

へ
と
惨
落
し
に
口

5
-
1
J

い
ま
、
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
で

イ
ギ
リ
ス
労
働
連
動
に
お
け
る
産
業
革
命

（
そ
の
一
）

• 

七
ヽ

二
六
、

第
二
十
七
巻

手
織
工
の
週
賃
金

手
織

ま
さ
に

産
業
革
命
前
半
期
の
十
八

第

四

号

八

〇



イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

こ
こ
で
力
織
機
工
場
の
労
働
力
編
制
と
賃
金
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
こ
う
。
「
成
立
期
」
力
織
機
工
場
で
は
、
織
布
工
は
ほ
と
ん
ど
婦
人
で

あ
り
、
彼
女
ら
は
児
童
を
補
助
労
働
者
と
し
て
織
布
労
働
を
遂
行
し
た
の
で
あ
り
、
成
年
男
子
は
仕
上
工
に
し
か
み
ら
れ
な
か
つ

(5-咤
ぞ
の

後
、
織
布
工
は
男
女
双
方
を
含
む
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
男
子
が
女
子
織
エ
と
同
一
の
賃
金
・
労
働
条
件
を
承
認
し
た
限
り
に
お
い

て
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
織
布
エ
賃
金
は
当
初
か
ら
出
来
高
形
態
を
と
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
な
か
か
ら
一
八
一
―

-
0年
代
頃
に
は
地
城
的

な
「
出
来
高
賃
率
表
」
の
成
立
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
男
女
に
等
し
く
適
用
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
原

則
は
、
綿
織
部
門
で
は
、
男
女
同
一
の
標
準
賃
金
率
の
適
用
と
い
う
形
で
、
形
の
上
で
は
当
初
か
ら
確
立
し
て
い
這
吠
）
し
か
し
、
そ
れ
が
成

立
し
え
た
の
は
、
男
子
賃
金
の
下
落
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
女
子
賃
金
の
男
子
水
準
へ
の
引
上
げ
に
よ
っ
て
で
は
な
か
っ
た
。

第 6表 マンチェスターにおける

手織工賃金の推移（週間）

1810 

1815 

1819 

1824 

1832 

週賃金
s. d. 
16 3 

13 2 

9 6 

9 6 

9 0 

あ
る
。

資料） S. J. Chapman, ibid., p. 44. 

賃
金
水
準
が
も
っ
と
も
高
か
っ
た
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
に
お
け
る
手
織
エ
賃
金
の
推
移
を
示
す
第
六
表

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
児
童
賃
金
の
水
準
に
ま
で
転
落
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

し
か
も
、
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
手
織
工
賃
金
の
低
水
準
が
い
ち
早
く
成
立
期
織
布
工

場
に
移
入
さ
れ
た
点
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
力
織
機
工
の
最
初
の
争
議
は
一
八
一
八
年
に
ス
ト
ッ
ク

ポ
ー
ト
に
お
い
て
み
ら
れ
、
そ
れ
は
週
賃
金
の
一
五
S

か
ら
二

0
ui

へ
の
引
上
げ
を
要
求
す
る
も
の

で
あ
り
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
も
っ
て
斗
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
試
み
は
空
し
く
失
敗
に
終
っ
て
い

（
註
二
六
）

る
。
か
く
て
、
織
布
部
門
は
工
場
制
生
産
成
立
の
当
初
か
ら
低
賃
金
部
門
と
し
て
固
定
せ
し
め
ら
れ

る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
、
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
綿
業
に
お
け
る
労
働
連
動
の
中
核

は
、
産
業
革
命
期
の
う
ち
に
、
手
織
エ
か
ら
紡
績
工
の
そ
れ
へ
と
移
行
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で

（
そ
の
一
）

第
二
十
七
巻

第

四

号

八



イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

（
そ
の
一
）

第
二
十
七
巻

（
註
一
八
）

C
f
.
 ｀
 
S
.
 J
.
 

C
h
a
p
m
a
n
,
 ibid., 
p
p
.
 3
7
ー
3
9
.

（
註
一
九
）

Cf., J
.
 
L
.
 
a
n
d
 B
.
 
H
a
m
m
o
n
d
 `
 
ibid. 
"
T
o
w
n
 L
a
b
o
u
r
e
r
"
 `
 
p. 
1
3
.
 

（
註
二

0
)
ト
イ
ン
ビ
ー
、
「
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
史
」
―
ニ
ニ
ー
ニ
三
頁
、
参
照
。

C
f
.
｀
 
S. 
J
.
 

C
h
a
p
m
a
n
,
 ibid., 
p. 
3
8
.
 

H
a
m
m
o
n
d
,
 ibid. 
"
S
k
i
l
l
e
d
 
L
a
b
o
u
r
e
r
"
,
 
p
p
.
 5
7ー

5
8
.

（
註
ニ
―
)
Cf., 
S
.
 J
.
 
C
h
a
p
m
a
n
,
 ibid•• 

p. 
3
9
.
 

（
註
二
二
）

Cf., J
.
 

B
.
 
a
n
d
 B
.
 
H
a
m
m
o
n
d
 `
 
ibid. 
"
S
k
i
l
l
e
d
 
L
a
b
o
u
r
e
r
 ̀

"• 
p
p
,
 2
7
1
 |
 30
0
,
 
Cf., 
S. J
.
 

C
h
a
p
m
a
n
 `
 

ibid•• 

p
p
.
 7
5
 |
 78
.
 

（
註
―
―
―
―
-
）
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
は
次
の
よ
う
な
基
準
で
分
類
し
て
い
る
。
日
、
力
お
よ
び
熟
練
を
必
要
と
し
な
い
も
の
。
⇔
、
熟
練
の
み
を
必
要
と
す
る
も
の
。

同
、
力
の
み
を
必
要
と
す
る
も
の
。
祠
、
熟
練
お
よ
び
力
、
あ
る
い
は
異
常
な
熟
練
を
必
要
と
す
る
も
の

(Cf.,
S
.
 J
.
 

C
h
a
p
m
a
n
,
 ibid. 

｀
 
p. 
4
3
)

。

（
註
二
四
）

Cf., 
S
.
 J
.
 
C
h
a
p
m
a
n
,
 ibid., 
p
p
.
 4
3
 |
 44
.
 

（
註
二
五
）

Cf., 
S
.
 J
.
 

C
h
a
p
m
a
n
,
 ibid• 

,
 p. 

4
4
.
 

（註――士ハ）

Cf., J
.
 

B. a
n
d
 B. 
H
a
m
m
o
n
d
,
 i
b
i
d
.
'
・
S
k
i
l
l
e
d
 
L
a
b
o
u
r
e
r
'

｀
 
,
 
p
p
.
 9
5
ー
9
6
.

（
註
二
七
）

Cf., 
S
.
 J
.
 

C
h
a
p
m
a
n
,
 ibid. ｀
 
p. 
4
8
.
 

（
註
二
八
）

Cf., 
S
.
 
a
n
d
 B
.
 
W
e
b
b
 ̀

 
I
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
D
e
m
o
c
r
a
c
y
,
 p
p
.
 5
0
0
 |
 01
.
 

(
邦
訳
、
「
産
業
民
主
制
論
」
六

0
六
I
O七
頁
）
。
た
と
え
ば
、
オ
ー

ル
ダ
ム
で
は
、
一
一
人
の
主
要
業
者
が
一
八
三
四
年
に
会
合
し
て
共
通
の
賃
率
表

list

を
作
成
し
て
い
る

(Cf.,
S. J
.
 
C
h
a
p
m
a
n
,
 ibid., 
p
p
.
 2
6
2
 

|
 64
.
)

。

こ
れ
に
た
い
し
、
ミ
ュ
ー
ル
紡
績
に
お
い
て
は
、
紡
績
工
は
一
貫
し
て
熟
練
の
成
年
男
子
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

受
持
台
数
は
、
手
紡
績
段
階
に
お
け
る
一
人
一
台
か
ら
、
そ
の
工
場
制
生
産
へ
の
推
転
と
と
も
に
、

Cf., 
J
.
 

B
.
 
a
n
d
 
B
.
 

紡
績
工
の
紡
機

紡
機
の
改
良
を
反
映
し
て
一
人
二
台
に

高
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
紡
績
工
に
た
い
し
、
む
し
ろ
い
っ
そ
う
大
き
な
熟
練
度
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
四
号

八

ミ
ュ
ー
ル
の
自

動
化
の
完
成
は
彼
ら
の
熟
練
を
一
挙
に
喪
失
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
本
格
的
な
登
場
が
十
九
他
紀
五

0
年
代
以
降
と
い
う
事
実

（
註
二
九
）

に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
ミ
ュ
ー
ル
紡
績
工
に
お
け
る
熟
練
の
必
要
性
は
産
業
革
命
期
を
通
じ
て
失
わ
れ
な
か
っ
た
。



第 7表

イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

マンチェスター（周辺を含む）

における紡績工賃金の推移（週間）
----- --

- I細糸 1中糸 粗 糸 ＇1 平 均

I s. d. s. d. s. d. I s. d. 
1so6 32 6 ¥ (27 o) c21 o) I 24 2' 

1s10 42 6 36 o 24 o I 30 o 

1815 44 6 32 0 24 0 I 28 11 
I 1819 (44 6) I 32 0 24 0 1 28 11 

1824 C38 6) 32 o 24 o I 28 2 

1833 35 9 28 2 22 6 : 27 1 

1834 36 0 29 6 17 6 I 23 4 

1836 35 2 26 0 21 0 I 23 11 

1839 42 3 24 9 16 5 I 22 11 
I 

11841 31 7 24 7 18 11 i 22 0 
-- - --- . 

資料） S. J. Chapman, ibid, p. 75. 

第
四
号

八、

で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

J

こ
で
は
基
軸
工

あ
る
が
、
後
者
は
基
本
的
に
は
児
童
・
少
年
で
あ
り
、

場
合
に
よ
っ
て
は
婦
人

十

八

冊

紀

末

に

す

で

に

紡

績

工

組

織

が

地

城

的

な

規

模

で

成

立

し

ー

|

'

ス

ト

ッ

グ

示

ー

ト

（

九

五

年
）
お
よ
び
ォ
ー
ル
ダ
ム
（
九
六
年
）
ー
ー
、
そ
の
組
織
化
は
工
場
制
生
産
の
成
立
と
と
も
に
は
じ
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
、
紡
績
労
働
が
熟
練
成
年
男
子
の
職
業
と
し
て
確
立
し
、
最
下
部
組
織
と
し
て
「
シ
ョ
ッ
プ
・
ク
ラ
プ
」
を
も
ち
え
た
か
ら
で
あ
っ

合
1
1
1
0
)

た
。
し
た
が
っ
て
韮
業
革
命
期
に
お
け
る
労
働
運
動
の
中
核
が
手
織
エ
か
ら
紡
績
工
に
移
行
し
え
た
の
は
、
後
者
が
、
工
場
労
働
者
で
あ
る

と
と
も
に
、
熟
練
エ
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
周
辺
に
お
け
る
紡
績
工
賃
金
の
推
移
を
示
し
た

第
七
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
綿
業
賃
金
に
お
け
る
紡
績
工
賃
金
の
相
対
的
な

地
位
は
か
な
り
高
い
。
し
か
し
、
紡
績
工
賃
金
は
、
産
業
革
命
の
経
過
と
と
も

的

優

位

性

を

失

い

は

じ

め

る

。

こ

こ

に

紡

績

工

組

織

は

、

全

労

働

産
業
革
命
期
に
強
化
さ
れ
た
飢
餓
賃
金

者
要
求
を
代
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

搾
取
体
制
の
克
服
を
展
望
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、

う
の
犠
牲
転
稼
に
よ
り
、

律
背
反
的
な
運
動
形
態
を
と
る
。

（
そ
の
一
）

と
こ
ろ
で
、

一
人
に
た
い
し
不
熟
練
の
糸
継
工

p
i
e
c
e
r
s
二
人
か
ら
な
り
立
っ
て
い
た
の
で

第
二
十
七
巻

ミ
ュ
ー
ル
工
場
に
お
け
る
紡
績
部
門
の
労
働
力
編
制
は
紡
績
工

事
態
の
悪
化
を
回
避
し
よ
う
と
の
方
向
を
示
し
、

不
熟
練
へ
の
い
っ
そ

一
方
で
は
、

に
、
生
活
費
の
昂
騰
に
も
か
か
わ
ら
ず
徐
々
に
低
下
傾
向
を
示
し
、

そ
の
相
対

（
一
七
九
二
年
）
、

マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー



第
二
十
七
巻

（
そ
の
一
）

（
誌
―
1

1

)

程
に
お
げ
る
補
助
労
働
ぱ
児
童
お
よ
び
婦
人
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
児
童
労
働
に
つ
い
て
い
え
ば
、

工
で
あ
り
、
残
り
は
屑
綿
の
掃
除
あ
る
い
は
糸
巻
の
取
替
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、

さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
に
親
元
か
ら
の

「
通
勤
」
児
童
で
あ
り
、
た
と
え
ば
一
八
三
三
年
に
は
、
少
年
の
三
分
の
二
お
よ
び
少
女
の
三
分
の
一
が
成
年
男
子
労
働
者
（
主
と
し
て
紡

（
註
一
二
二
）

績
エ
）
に
雇
用
さ
れ
る
と
い
う
雇
用
形
態
を
と
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
児
童
労
働
の
悲
惨
を
彼
ら
に
免
れ
し
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

す
で
に
一
八

0
二
年
に
は
、
彼
ら
の
労
働
条
件
は
教
区
徒
弟
の
そ
れ
と
同
じ
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
も
っ
と
悪
か
っ
た
と
の
証
言
を
議
会

で
み
る
よ
う
な
事
態
が
生
じ
て
お
り
、
紡
績
工
場
に
お
け
る
児
童
労
働
の
悲
惨
は
十
九
抵
紀
初
葉
の
う
ち
に
地
元
の
労
働
者
子
弟
へ
と
拡

大
す
る
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
実
際
に
は
五
、
六
オ
の
時
か
ら
工
場
児
童
と
し
て
労
働
を
は
じ
め
、
そ
の
労
働
時
間
は
一
日
の

（註一―――
1
-

）

拘
束
時
間
一
四
、
五
時
間
の
う
ち
食
事
時
間
と
し
て
許
さ
れ
た
一
時
間
半
を
差
引
い
た
残
り
で
あ
っ
た
。
賃
金
は
一
般
的
に
成
年
男
子
の
六

分
の
一
乃
至
三
分
の
一
だ
っ
た
と
い
わ
れ
、
た
と
え
ば
一
八
一
八
年
オ
ー
ル
ダ
ム
の
事
例
で
は
、
糸
継
工
の
週
賃
金
は
紡
績
工
の
最
高
一
―

1
0

（
註
三
五
）

3

に
た
い
し
七
、
八
3

に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
。
児
童
賃
金
は
、
児
章
労
働
に
た
い
す
る
需
要
の
飛
躍
的
な
増
加
を
反
映
し
て
、

に
く
ら
べ
て
成
年
男
子
賃
金
と
の
格
差
を
わ
ず
か
に
縮
め
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
決
定
的
に
重
要
な
の
は
、

工
の
鞭
打
の
威
嚇
と
行
使
と
に
よ
り
労
働
を
強
制
さ
れ
、
工
場
労
働
者
と
し
て
の
陶
冶
を
う
け
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
工
場
に

お
け
る
児
童
労
働
の
強
制
的
な
奴
隷
労
働
と
し
て
の
本
質
は
失
わ
れ
て
い
な
い
。
綿
工
場
に
お
け
る
児
童
労
働
の
ウ
ェ
イ
ト
の
大
き
さ
は
、

一
八
才
以
下
の
児
童
お
よ
び
少
年
が
、
実
効
を
も
ち
え
た
最
初
の
工
場
法
で
あ
る
一
八
三
三
年
法
の
制
定
当
時
、

そ
れ
を
中
心
に
、
全
工
場
労
働
者
数
―

1
0
・
九
万
人
の
う
ち
実
に
四

0
・
ニ
％
に
逹
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
如
実
に
示
さ
れ
る
。

（き――
4

ハ）

一
八
才
以
下
総
数
の
五

0
形
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。

一
四
オ
以
下
の
児
童
の
割
合
は
、

当
時
、
婦
人
の
工
場
労
働
は
、
ミ
ュ
ー
ル
紡
績
の
場
合
に
は
主
と
し
て
椀
綿
な
ど
の
付
属
工
程
に
み
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、

イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

第
四
号

木
綿
工

し
か
も
、

ミ
ュ
ー
ル
紡
績
に
お
け
る

十
八
樅
紀

彼
ら
が
父
親
た
る
紡
績

全
児
章
の
四
分
の
三
が
糸
継

八
四



イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

（
そ
の
一
）

の
価
値
を
彼
の
全
家
族
の
上
に
分
割
す
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
機
械
装
置
は
、
そ
も
そ
も
の
初
め
か
ら
、
資
本
の
最
も
固
有
な
る
搾
取
領
域
で
あ
る
人
間
的
搾
取
材
料
を
拡
大
す
る
と
共
に
、

拡
大
」
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
婦
人
お
よ
び
児
童
の
低
賃
金
労
働
の
大
規
模
な
利
用
を
現
実
化
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
積
杵
と

し
て
、
成
年
男
子
賃
金
の
大
幅
な
下
落
を
現
実
化
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、

で
あ
り
、

婦
人
お
よ
び
年
少
者
の
労
働
に
大
幅
に
依
存
す
る
基
礎
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の

イ
ギ
リ
ス
木
綿
工
業
の
低
賃
金
産
業
と
し
て
の
刻
印
を
一
九
批
紀
末
に
至
る
ま
で
許
す
も
の
で
あ
っ
た
（
第
八
表
参
照
）
。

と
く
に
後
者
の
追
求
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
全
労
働
者
要
求
を
代
表
し
え
た
の
で
あ
る
が
、

一
方
で
は
、
不
熟
練
へ
の
犠
牲
転
稼
を
図
り
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
、
児
童
保
護
立
法
と
し
て
の
工
場
法
連

動
に
典
型
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
絶
え
ず
、
強
化
さ
れ
た
飢
餓
賃
金
搾
作
体
制
の
打
破
お
よ
び
児
童
労
働
の
悲
惨
の
除
去
と
を
精
力
的
に

追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
基
礎
条
件
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
し
か
も
、
産
業
革
命
期
に
お
け
る
紡
績
工
組
合
の
労
働
政
策
の
基
本
は

こ
れ
ら
は
次
節
以
降
の

課
題
に
属
す
る
。
こ
こ
で
は
、
最
後
に
、
こ
の
節
の
補
論
と
し
て
、
木
綿
工
業
と
並
ん
で
、

]
こ
に
、
紡
績
工
組
合
が
、

租
に
即
し
て
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

か
く
て
、

％
で
あ
り
、

木
綿
工
業
に
お
け
る
産
業
革
命
は
、
「
機
械
装
置
は
、

ご
八
才
以
下
の
そ
れ
を
含
め
ば
実
に
五0
•
1―
形
に
も
逹
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

い
て
行
わ
れ
た
あ
る
調
査
で
は
、
夫
が
工
場
労
働
者
で
あ
る
婦
人
労
働
者
は
、

（
註
三
八
）

、こ。

て
し

f

労
働
者
家
族
の
全
成
員
を
労
働
市
場
に
投
じ
て
、

一
八
一
二
三
年
の
前
記
資
料
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

第
二
十
七
巻

第
四
号

八
五

奎
業
革
命
期
に
お
け
る
児
童
の
賃
労
働
力
化
の

業
の
他
の
部
門
で
は
す
で
に
圧
倒
的
な
比
率
を
示
す
に
至
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

（註
l

＝七）

人
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

力
織
機
工
や
ス
ロ
ッ
ス
ル
紡
績
工
は
主
と
し
て
成
年
婦

一
八
才
以
上
の
婦
人
労
働
者
の
比
率
は
全
労
働
者
の
一
―
―
-
•
一

ま
た
、

ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
の
四
―
二
工
場
に
つ

成
年
男
子
の
労
働
力

す
な
わ
ち
、

綿
業
に
お
け
る
産
業
革
命
の
混
実
過

搾
取
度
を

1
0、
七
―
二
人
の
既
婚
婦
人
の
う
ち
五
、
三
一
四
人
を
占
め



第 8表 イギリス木綿工場労働者の性別・年令別

構成の推移 (1835-95年）

ー／一

男女13才以下 男
男18オ以子上 女13才以子上 ！1 木労総綿働工者数場またはハーフ 13-18子オ

・タイマーズ

1835 畠 畠 娼 嘉 I 218,0（人00） 

1838 4.7 16.6 24.9 53.8 259,500 

1847 5.8 11.8 27.1 55.3 316,400 

1850 4.6 11.2 28.7 55.5 331,000 

1856 6.5 10.3 27.4 55.8 379,300 

1862 8.8 9.1 26.4 55.7 451,600 

1867 10.4 8.6 26.0 55.0 401,100 

1870 9.6 8.5 26.0 55.9 450,100 

1874 14.0 8.0 24.1 53.9 479,600 

1878 12.8 7.2 25.3 54.7 483,000 

1885 9.9 7.9 26.4 55.8 504,100 

1890 9.1 8.2 26.9 55.8 528,800 

1895 5.8 7.9 27.6 58.7 538,900 

ィ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
産
業
革
命

（
そ
の
一
）

資料） S. J. Chapman, ibid., p. 112. 

第
二
十
七
巻

大
規
模
な
展
開
を
支
え
た
石
炭
産
業
に
お
け
る
児
童
労
働
に
ふ
れ
て

お
こ
う
。（

註
二
九
）

Cf., 
S. J
.
 

C
h
a
p
m
a
n
,
 ibid., 
p
p
.
 
6
8ー

7
0

（註――

10)
Cf., 
S. J
.
 

C
h
a
p
m
a
n
,
 ibid., 
p
p
.
 1
9
3
 1
 9
4
.
 

（
註
―
―
二
）
紡
績
工
は
糸
継
エ
か
ら
補
充
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ

る
徒
弟
規
制
に
も
と
ず
く
、
供
給
調
節
機
能
が
こ
＼
か
ら
展
開
す

る
基
礎
が
与
え
ら
れ
る

(Cf.,
S. 
J
.
 Chapman• 

ibid., 
p
p
.
 1
9
1
 

1
 92
,
 
2
5
6ー

6
1
.

C
f
.
 `
 
do., 
S
o
m
e
 P
o
l
i
c
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
t
t
o
n
 

S
p
i
n
n
e
r
s
'
T
r
a
d
e
 U
n
i
o
n
,
 
E
c
o
.
 
J
o
u
r
n
a
l
,
 
V
o
l
.
 
1
0
.
)
。
ミ

ュ
ー
ル
工
場
に
お
け
る
労
働
力
編
制
と
賃
金
、
労
働
条
件
に
つ
い

て
は
戸
塚
氏
の
詳
細
な
分
析
が
あ
る
。
戸
塚
秀
夫
、
「
イ
ギ
リ
ス
初

期
綿
工
場
労
働
者
の
形
成
と
展
開
」
社
会
政
策
学
会
年
報
、
六
集
、

一七

O
I八
六
頁
、
参
照
。

（
註
三
二
）

Cf., J
.
 

L. 
a
n
d
 
B• 

H
a
m
m
o
n
d
,
 ibid. 
"
T
o
w
n
 
L
a
 ,
 

b
o
u
r
e
r
"
,
 
p
p
.
 3
2ー

3
4
.

（
註
三
一
―
―
)
Cf., J
.
 

L. 
a
n
d
 B• 

Hammond• 

ibid. 
"
T
o
w
n
 L
a
 ,
 

b
o
u
r
e
r
"
,
 
p
p
.
 
161ー

7
1
.

（
註
三
四
）

Cf., 
P. Mantoux• 

ibid•• 

p. 
4
2
0
.
 

（註――一五）

Cf., S. J
.
 Chapman• 

ibid. 
"
T
h
e
 L
a
n
c
a
c
h
i
r
e
 C
o
'
 

t
t
o
n
 
I
n
d
u
s
t
r
y
"
,
 
p
p
.
 6
1ー
ー

6
2
.

（註―子一六）

Cf., 
J
.
 

L. 
a
n
d
 B
.
 Hammond• 

ibid. 
"
T
o
w
n
 L
a
 ,
 

第

四

号

八

六



イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
け
る
光
業
革
命

b
o
u
r
e
r
"
,
 p
.
 

2
3
.
 

（
註
三
七
）
戸
塚
秀
夫
、
「
前
掲
論
文
」
参
照
。

（
註
三
八
）
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る

（
註
三
九
）
マ
ル
ク
ス
、
「
資
本
論
」
三
分
冊
、
一

労
働
考
陥
級
の
状
態
」
大
月
版
選
集
、
補
巻
第
二
冊
、
二
二

四
六
頁
。（

そ
の
一
）

第
二
十
七
巻

第
四
号

五
頁
、
参
照
。

八
七

（未

完）




