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｢

家
族
の

棟
能
分
化
+

と

婦
人
労
働
者

大

石

恵

子

Ⅰ

(

1
)

別

稿
で

私
ほ

､

一

八

四

四

年
工

場
法
の

擬
人

規
制
が

､

何
よ

り
も

､

家

族
の

秩
序
維
持
を

そ
の

目

的
と

す
る

こ

と
を

､

エ

場
法
獲
得
運
動
を

担
っ

た

人
々

の

要
求

､

意
図
に

照
ら

し
て

考
察
を

行
っ

た
｡

し
か

し

そ

れ

だ

け

で

は
､

こ

の

法
律
を

必
然
な

ら

し
め

た

客
観
的
基
盤
ほ

明
ら
か

と

は

な

ら

な
い

こ

と

も
､

同

時
に

指
摘
し

て

お

い

た
｡

(

2
)

と
こ

ろ

で
､

初
期
工

場
法
に

つ

い

て

は
､

ハ

ブ

テ

ン

ス
､

ハ

リ
ス

ン
､

(

3
)

■

(

4
)

ト
ー

マ

ス

､

ウ
ォ

ー

ド

ら
に

よ
っ

て

す

ぐ
れ

た

研
究
が

行
わ
れ

て

き

た

が
､

そ
の

い

ず
れ

に

お
い

て

も
､

対
象
と

な
っ

た

労
働
者
の

社
会
的
状
態
に

つ

い

て

の

分
析
に

は
､

あ

ま

り

重

点
が

置
か

れ

て

い

な
い

｡

そ
の

中
で

､

ス

メ

ル

サ
ー

が
､

｢

家
族
の

機
能

臥
他

+

と
い

う
観
点
か

ら
､

エ

場
法

を

分

析
し
て

い

る

の

は

注
目
さ

れ

る
｡

彼
に

よ

れ

ば
､

エ

場
法
は

､

当
時
の

技

術
的
変
化
に

よ
っ

て

も

た

ら

さ

れ
た

家
族
の

機
能
分
化
を

促
進
さ

せ
､

或

(

¢
)

い

は

補
足
す
る

も
の

で

あ
っ

た
｡

ス

メ

ル

サ

ー

は
､

児
童

､

年
少
者
に

対

す
る

エ

場
法
を

中
心
に

扱
っ

て

い

る

が
､

家
族
の

問
題
と

密
接
な

関
連
を

も
つ

帝
人
の

労
働
問
題
に

対
し
て

も
､

こ

の

方
法
は

､

有
効
な

分
析
視
角

を

提
供
し

う
る

と

考
え

ら

れ
る

｡

本
稿
は

､

こ

の

家
族
の

機
能
分
化
と
い

乃3

う
方

法
に

よ

り
､

イ

ギ

リ
ス

初
期
工

場
法
に

お

け

る

婦
人
規
制
を

寵
明
し

よ

う
と

す
る

も

の

で

あ

る
｡

そ

の

際
､

ま

ず
境
域
の

発
明
に

よ

る

家
族
の

機
能
分
化
の

過
程
を

､

次

に

そ

の

機
能
分
化
と
エ

易
法
と
の

関
連
を

､

と
い

う
順
序
で

考
察
を

進
め

て
い

く
｡

(

1
)

拙
稿

｢

一

八
四

四

年
工

場
法
に

お

け
る

蘇

人

規

制
+

『

一

橋
論

叢
』

第
六

七

巻
第

一

号
｡

(

2
)

甲

｢
･

H

已
｡

F

F
岬

紆

A
･

試

買
】

汝
○

ロ
.

ゝ

き
h

き
づ

阜

勺

莞
旨
弓

卜

鵡
計

訂
､

訂
ぎ

旨
d

e

仁
こ

｢
q
ロ
d

O

n
.

【

¢

N

P

(

3
)

芦

W
･

T
F
O

m
P

S
-

ヨ
Q

向

学
甘

勺

邑
Q

づ

ト

色
気
へ

邑
冨

.

E
s

s
O

メ

一

芸
∞

.

(

4
)

ナ

T
･

W
P

阜

ヨ
b

勺

邑
Q

弓

竃
Q

e

害
Q

邑

h

巴
?
一

宏
b

､

｢
O

n
a
O

ロ
ー

ー
l (

岩
N

.

(

5
)

芦
J
･

∽

ヨ
0
-

∽

e

コ

り
0

已

已

n

訂
竜

也

訂

"

訂

ヽ
達

軋
琶

已
3 .

已

知

等
已
邑
叫

Q

ざ

L
O

日

仏
O
コ

ー

一

っ

山

戸

ス

メ

ル

サ

ー

は

○

迄
0

岩

已
-

監
-

○
ロ

○
叫

t

訂

訂
m

i

-

y

皿

膏
宍

t

宅
e

と
い

う

表

現
を

し

て

い

る

が
､

本

稿

で

展
開
さ

れ
る

意
味

内

容
か

ら

み
て

､

｢

家
族
の

機

能
分

化
+

と

い

う

言

葉
が

適

切
と

思
わ

れ

る

の

で

以

後
こ

の

表

現
を

使
う

｡

(

6
)

H

E
F

.

ワ

N

か

h
.

ⅠI

｢

織
布
エ

の

仕
事
場
は

田

舎
の

小

屋
で

あ

り
､

坐
り

続
け
の

労
働
に

飽

き

る

と
､

彼
ほ

小

さ
な

庭
に

出
て

鋤
や

鍬
を
ふ

る

う
｡

横
糸
と

な

る

原
綿

ヽ
〕

ー

.

舟

三

l

■

1



〆
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､

( 1 17) 研 究 ノ ー ト

は

年
少
の

子

供
が

洗
浄
し

､

母

親
の

助
け
の

も

と

に

年
長
の

婚
頂

が

挽
き

､

紡
ぐ

｡

そ
の

糸
を

､

息
子
と

共
に

父
親
で

あ
る

織

布
工

が

織
る

｡

+

こ

れ

が
､

後
に

し
ば

し
ば
ロ

マ

ン

テ
イ

ク

な

追

憶
の

対

象
と

な
っ

た

産
業
革
命

以

前
の

､

典
型
的
な

紙
業
家
族
で

あ

る
｡

こ

こ

で

は

家
族
が

一

つ

の

強
固

な

生

産
単
位
を

な

し
､

幼
児
を

除
く

家
族
全
員
が

､

生
産
労
働
に

携
わ
っ

て

い

る
｡

父

親
は

織
布
工

で

あ

る

と

同
時
に

職
長
と

し
て

の

役
割
も

兼
ね

､

全
工

程
に

お

け

る

最
終
的
監
督
を

､

更
に

ほ

子
弟
の

教
育

､

職
業
訓
練
を

も

行
う

｡

母

親
は

紡

琴

そ
の

他
準
備
工

程
に

責
任
を

も
つ

｡

彼
女
は

個

人
と

し
て

の

貸
金
を

得
る

も
の

で

は

な
か
っ

た

と

は
い

ぇ
､

家
族
の

一

員

と

し
て

､

白
身
を

養
う
に

足
る

だ

け
の

生

産
労
働
を

行
っ

て

い

た

と
い

わ

(

8
)

れ

る
｡

こ

の

よ

う
な

家
族
の

形
態
は

､

機
能
分
化
と
い

う
点
よ

り

み

れ

ば
､

全

く
の

未
分
化
状
態
を

示

す
も

の

で

あ

る
｡

す

な

わ

ち
､

家
庭
が

消
費
機
能

ば

か

り

で

な

く
､

生

産
､

教
育
機
能
な

ど
､

人
間
の

生

酒
に

と
っ

て

必

要

な

機
能
の

ほ

と

ん

ど

を

も
つ

と
い

う
家
庭
白
身
の

機
能
の

未
分
化
と

､

家

族
の

そ

れ

ぞ
れ
の

構
成
員
が

､

こ

れ

ら

す
べ

て

の

機
能
を

一

部
ず
つ

受
け

(

g
)

も
つ

と
い

う
二

重
の

意
味
で

の

未
分
化
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

､

あ

ら

ゆ

る

活
動
の

単
位
と

し

て

の

家
族
を

､

機
能
分
化
と
い

う
形
で

分
解
さ

せ

た

の

が
､

産
業
革
命
に

よ

る

機
械
の

発
明

､

エ

場
制
度
の

出
現
だ
っ

た

の

で

あ

る
｡

か

か

る

分
化
の

過
程
を

､

こ

こ

で

は

山
一

七

七

〇
-

一

七

九
〇
年

｡

肋
二

七

九
〇
-

二

八
二

〇
年

｡

矧

二

八
二

〇
年
以

後
の

三

段
階
に

分
け
て

考
察
し

て

み

よ

う
｡

山
一

七

七

〇
～

一

七

九
〇
年

｡

こ

の

段
階
で

は
､

労
働
を

家

内
制

度

の

中
に

お
い

て

再
編
成
し
た

に

す
ぎ

な
い

ジ

ェ

ニ

ー
､

､

､

､

エ

ー

ル

と
､

労

働
者
を
工

場
へ

と

引
き

出
し

た

ウ
ォ

ー

タ
ー
･

フ

レ

イ
ム

と
い

う
二

つ

の

系
列
で

の

紡
績
機
の

発
明
が

あ
っ

た
｡

ま

ず
ジ

ェ

ニ

ー

及
び

初
期
の

小

型
ミ

ュ

ー

ル

で

あ

る

が
､

こ

れ

は
一

人

で

動
か

せ

る

紡
錘
の

数
を

多
く

し

た
の

み

で
､

生

産
量
を

増
加
さ

せ

は

し

た

が
､

産
業
組
織
ま
で

を

変
え

る

も

の

で

は

な
か
っ

た
｡

労
働
は

依
然
と

し
て

小

屋
で

行
わ

れ
て

お

り
､

従
っ

て
､

家
族
の

機
能
ほ

も

ち

論
の

こ

と
､

家
庭
の

機
能
も

未
分
化
の

ま

ま
で

あ
っ

た

と
い

っ

て

よ
い

｡

だ

が
､

当
初
か

ら
エ

場
制
度
と

し
て

出
発
し

た

ア

ー

ク

ラ

イ
ト

工

瘍
と

な
る

と

事
情
は

異
な
っ

て

く
る

｡

ま

ず
家
庭
と

職
場
と
が

完
全
に

分
離
さ

れ
､

こ

こ

に

家
庭
は

も

は

や

経
済
的
機
能
を

果
せ

な
い

と
い

う
家
庭
の

機

能
分
化
が

生
じ

る
｡

と

同
時
に

､

職
場
へ

出
る

者
は

経
済
的
機
能
の

み

を

担
当
す

る

と
い

う
家
族
の

機
能
分
化
の

基
本
的
な

前
提
が

据
え

ら

れ
た

こ

と

に

な

る
｡

だ
が

､

こ

れ

に

よ
っ

て

す

ぐ
に

家
族
が

分
解
し

､

機
能
分
化

が

生

じ

た

と

す
る

の

は

誤
り

で

あ

ろ

う
｡

次
の

よ

う
な

事
情
を

考
慮
に

入

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

第
一

に
､

ア

ー

ク

ラ
イ

ト

エ

場
で

必

要
と

さ

れ

た

の

は
､

年
少
者

､

児
童
な

ど

の

不

熟
練

労
働
で

あ
っ

て
､

従
っ

て

彼
ら

だ

け
に

軽
済
的

機
能
が

分
化
す
る

と
い

う
こ

と
は

あ

り
え

な

か

っ

た
｡

第

二

に
､

同
工

場
は

水
力
を

求
め

て

山
間
部
に

作
ら

れ

労
働
力
の

調

達
が

む

ず
か

し

く
､

そ

の

克
服
の

た

め
に

､

伝
統
的
な

家
族
の

絆
を

維
持
す
る

多

く
の

方
策
が

､

工

湯

酢
で

と

ら

れ
て

い

た
｡

そ
の

三
が

家
族
ぐ
る

み

雇

用
と
い

う
方
法
で

あ

る
｡

こ

こ

で

は
､

家
族
の

構
成
員
が

同
一

の

職
場
で

働
く

機
会
が

開
か

れ

て

お

り
､

父
親
の

子
弟
に

対

す
る

監
督
も

可
能
と

な

っ

て

い

た
｡

婦
人
の

ピ

タ

カ

一

首
e

こ
つ

い

て

い

え

ば
､

次
の

よ

う
な

方
策
も

抑
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と

ら
れ

て

い

た
｡

｢

一

般
的
に

､

婦
人

は

家
族
収
入

を

補
足
す
る

た

め
に

､

時
々

働
く
の

み
で

あ
る

｡

‥

疲
女

達
ほ
エ

場
の

規
律
に

は

従
わ

な
い

｡

都

合
の

い

い

時
に

来
た

り

帰
っ

た

り

と
い

う
の

が

習
慣
で

あ
る

し
､

望
め

ば

(

1 1
)

家
で

仕
事
を

行
う
こ

と

も

許
さ
れ

て

い

る
｡

+

エ

菜
化
の

初
期
の

段

階
に

ぉ

い

て
､

雇
用
主
は

､

労
働
時
間
に

縛
ら
れ

る

の

赤

坂
う
｢

気
ま

ぐ
れ

な

労
働
者
+

に

つ

い

て
､

多
く
の

不

満
を

表
明
し
て

い

る
｡

こ

れ

ほ
､

エ

場

制
度
に

特
徴
的
な

作
業
規
律
が

､

ま

だ

労
働
者
を

完
全
に

は

包
摂
し
き

れ

て

い

な
い

こ

と

を

示
す
も
の

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

よ

う
な

状
態
に

あ
っ

て
､

婦
人
も

ま
た

､

家
事
と

経
済
的
役
割
と

を

兼
ね

る

こ

と

が

可
能
と

な
っ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

以
上

よ

り

考
え

合
わ
せ

て
､

こ

の

段
階
で

は
､

豪
族
の

横
能
分

化
は

､

ま

だ

行
わ

れ
て

い

な
か

っ

た

と

み

る
ぺ

き

で

あ

ろ

う
｡

r 2 1

二

七

九
〇
～

一

八
二

〇
年

｡

一

七

九
〇
年
代
に

な

る

と
､

蒸
気
機

関
と

結
び

つ

い

た

大
型
の

､
､

､

エ

ー

ル

工

場
が

興
隆
し

て

く
る

｡

こ

こ

で

は
､

ア

ー

ク

ラ

イ

ト
工

場
に

お

い

て

家
族
の

機
能
分
化
を

阻
止

し
て

い

た

二

つ

の

要
因
は

消
滅
す

る
｡

す

な

わ

ち
､

､

､

､

エ

ー

ル

エ

場
で

は
､

そ

の

基
幹
エ

た

る

紡
績
工

に

は

熟
練
労
働
者
を

必

要
と

し

て

い

た
｡

彼
ら
は

､

週

平
均

二

五

主
五
シ

リ

ン

グ

を

得
て

い

る
｡

｡

れ
は

､

当
時
]

㌦

臥
家
族
の

食
料

費
と

し
て

必

要
だ
っ

た

の

が
一

二

～
一

八
シ

リ
ン

グ

で

あ

る

こ

と

を

考
え

る

な

ら
ば

､

そ

の

上

層
の

者
は

､

妻
や

児
童
を

働
き

に

出
さ

ず
と

も
､

な

ん
と

か

暮
ら

し

て

い

け

た

額
で

あ
る

｡

こ

こ

に
､

経
済
的
機
能
が

父
親
の

み
に

分
化
し

た

家
庭
の

出
現
の

可
能
性
が

作
ら

れ

た
の

で

あ

る
｡

し

か

し
､

｡

れ

ら

熟
練

諺
工

場
労
働
者
に

占
め

る

割
合
は

､

わ

ず
か

二

五

%

程
度

で

し
か

な
か

っ

た

こ

と

も

忘
れ

て

は

な

ら

な
い

｡

次
に

そ
の

立

地

条
件
で

あ

る

が
､

も

ほ

や

水
力
を

必

要
と
し

な

く

な
っ

朔

た

蒸

気
力
工

場
は

､

労
働
力
の

豊
富
な

都
会
に

建
て

ら

れ
､

こ

こ

で

ほ

家

族
ぐ
る

み

雇
用
と
い

う
方

法
を
と

ら

な

く

と

も
､

労
働
力
は

獲
得
で

き

る

よ

う
に

な
っ

た
｡

ま
た

こ

の

段
階
に

な

る

と

作
業
規
律
の

強
化
も

目
立
ち

､

雇
用
主
ほ

体

罰
､

罰
金

､

新
し
い

エ

ー

ト
ス

を

作
る

試
み

な

ど
､

あ

ら

ゆ

(

旭
)

る

方
法
を

用
い

て

労
働
者
の

規
則
性
を

確
保
し

ょ

う
と

し

て

い

た
｡

例
え

ば
､

工

場
の

門
､

更
に

は

作
業
部
屋
に

ま
で

鍵
を

設
け

､

一

､

二

分
で

も

(

16
)

遅
れ

た

者
は

閉
め

出
す
と
い

っ

た

厳
し

さ

で

あ
っ

た
｡

こ

の

よ

う
な

規
律

の

も

と

で

は
､

婦
人

は

も
は

や
､

家
事
の

片
手
間
に

仕
事
を

行
う
こ

と

が

不

可
能
と

な
っ

て

い

っ

た

の

で

あ

る
｡

し

か

し
､

な

お
こ

の

時
期
に

も
､

家
族
の

絆
は

エ

場
内
に

持
込
ま

れ

て

い

た
｡

つ

ま

り
､

紡
蔚
エ

が
､

そ
の

補
助
労
働
者
た

る

糸

繋
工

を

雇
う
と

(

17
)

い

う
間
接
雇
用
が

､

広
範
に

拡
が

っ

て

い

た

と
い

う
こ

と
で

あ
る

｡

紡
績

工

は

妻
や

子
供
を

雇
い

､

こ

の

限
り
に

お
い

て

は
､

父

親
た

る

紡
蔚
工

は
､

そ

の

子

弟
に

対

す

る

教
育

､

訓
練
を

工

場
内
で

行
う
こ

と

が

で

き

た
｡

こ

れ

が
､

児
童
労
働
に

対
し

て

は
､

一

種
の

保
護
装
置
の

役
割
を

果
し

て

い

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

段
階
で

は
､

家
族
の

機
能
分
化
は

､

ま

だ

過
渡
的
段
階
に

あ
っ

た

と
い

え
る

の

で

あ

る
｡

仰
一

八
二

〇
年
以

後
｡

こ

の

時
期
に

な

る

と
､

前
段
階
に

お

け

る

児

童
労
働
へ

の

保

護
装
置
が

､

次
第
に

失
わ

れ

は

じ

め
る

こ

と

に

注
目
し

て

お

き

た
い

｡

技
術
変
化
に

伴
い

､

一

人
の

紡
績
エ

が

必

要
と

す

る

補
助
労

(

18
)

働
者
の

数
の

増
加
が

み

ら

れ

る

よ

う
に

な

り
､

血

縁
関
係
に

な
い

者
を

も

糸

繋
エ

と

し
て

雇
わ

ざ

る

を

得
な
い

状
態
が

生

じ

て

き

た
の

で

あ
る

｡

加

ヽ
+

ご

声

-

丁
さ
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え

て
､

貸
金
が

着
実
に

増
加
し

て

い

く

紡
績
工

の

子
弟
は

､

次
第
に

工

場

か

ら

姿
を

消
し

､

〓
ぺ

窮
乏
度
を

深
め
つ

つ

あ
る

手
織
工

が
､

そ
の

子

弟
､

妻
を
工

場
に

送
る

よ

う
に

な

り
､

こ

こ

か

ら
も

､

紡
績
工

と

補
助
労

働
者
の

血

縁
関
係
は

く

ず
れ
て

い

っ

た
の

で

あ
る

｡

紡
績
工

は

も

は

や
､

工

場
内
に

お
い

て

そ
の

子
弟
を

教
育
し

､

或
い

は

保
護
す
る

と
い

う
機
能

を

果
し

え
な

く

な
っ

た
｡

彼
ほ

も
っ

ぱ

ら

経
済
的
機
能
の

み

を

果
た

し
､

そ
の

他
の

非
経
済
的
機
能
は

､

家
庭
に

お
い

て

妻
に

任
さ

れ
る

と
い

う
家

族
の

機
能
分
化
が

､

こ

土

に

生

じ

た
の

で

あ

る
｡

だ

が
､

こ

の

機
能
分
化
に

は
､

次
の

間
題
点
が

あ
っ

た
｡

第
一

に
､

こ

れ

に

よ
っ

て

児
童

､

年
少
者
が

血

縁
関
係
に

よ
る

保
護
な

し

に

工

場
に

萱

易
し

だ

し

た
こ

と

で

あ
る

｡

工

湯
内
に

お

け

る

児
童
へ

の

虐
待

､

苛
酷
な

労
働
条
件
は

､

当
時
社
会

問
題
と

し
て

多
く
の

注
目
を

あ
び

て

い

た

が
､

れ

㌍
㍑
㍍
鮎

純
増
耶
酢
蛸
悶
附

悶

㌍
報

保
護
者
の

も

と
で

行
わ

れ
て

い

る

限
り
に

お

い

て

ほ
､

弊
害
も

緩
和
さ
れ

て

い

た
｡

児
童
の

労
働
問
題
は

､

工

場
内
に

お

け
る

血

縁
関
係
が

絶
た

れ

た

時
に

､

は

じ

め

て

深
刻
な
も

の

と

な

る

の

で

あ
る

｡

第
二

に
､

非
経
済
的
役
割
が

婦
人
に

課
せ

ら

れ

た
に

も

か

か

わ

ら

ず
､

経
済
的
理

由
に

よ

り
､

多
く
の

常
人
が

工

場
へ

出
ざ

る

を

え

な
か
っ

た

と

い

う
こ

と
で

あ

る
｡

エ

場
監
督
官
ホ

ー

ナ
ー

J
･

冒
⊇
e

l

は

｢

四
五

〇

人
を

雇
っ

て

い

る

あ

る

工

場
主
に

よ

れ

ば
､

週
平
均
二

〇
シ

リ
ン

グ

を

稼

ぐ

人

は
二

〇
人
に

も

満
た

な
い

｡

一

家
族
の

中
で

数
人
が

雇
わ

れ
て

い

る

場
合
は

か

な

り
の

議
が
で

き

る

が
､

稼
ぎ

手
が

一

人
の

場
合
に

は
､

生

活
は

非
常
に

困

窮
す

る
+

と

璧
口

し
て

い

る
｡

こ

の

例
ほ

､

か

な

り

極
端

な
も

の

で

あ

る

と

し

て

も
､

高
賃
金
を

得
る

人
の

剖
合
が

減
少
し

て

き

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る
｡

家
庭
の

管
理

機
能
を

担
当
し

な

が

ら
､

か

か

る

事

情
に

よ

り
工

場
へ

出
ざ

る

を

え

な
い

と

い

う
矛
盾

､

こ

れ

が

当
時
の

婦
人

の

労
働
問
題
と
い

わ

れ

る

多
く
の

も
の

を

生

ん
だ

と

考
え

ら
れ

る

の

で

あ

る
｡

工

場
法
は

､

こ

の

二

つ

の

問
題
に

対

処
す

る

も
の

と

し

て

萱
湯
し

た

と

考
え

ら
れ

よ

う
｡

(

7
)

A
･

与
e

-

C
Q

誉
達

竃
§

や
･

､

首
ぎ

Q

見

守

星

空
邑
声

J
O

n

d
O
n

.

-

00

宗
-

く
○
-

･

Ⅰ
-

p
･

-

∞

か
･

(

8
)

婦

人
の

生

産
労
働
は

､

産
業
革
命
を

も
っ

て

始
ま

る

と
い

う

説

が

あ

る

が
､

こ

れ

は

誤
り

で

あ

ろ

う
｡

(
H

･

勺

旨

旨
b
e

旨
･

司
｡

悪
手

司
Q

基

3

§
乱

旨
b

ヽ
達

丸
ま
h

替
計

已

知
墨
Q
～

邑
訂
竜

一

讃
Q

-
一

宏
Q

､

J
O

ロ

き
n

.

-

巴
○

も
.

ご

A
.

C
-

胃
打

-

司
Q

蔓
貞
ト

音

阜

司
Q

喜
壱

訂

誉
h

等

邑
悪
さ

旨

n

邑
ま

学
J
O

n

告
戸

-

苫
や

､

p

p
･

-

-

1
-

ご

(

9
)

こ

こ

で

は

便
宜

的
に

､

前
者
を

｢

家
庭
の

横
能
分

化
+

と
よ

び
､

後
者
を

｢

豪
族
の

機
能

分

化
+

と
よ

ぷ
｡

こ

の

分

化
の

過

袈

は
､

前

者
に

つ

い

て

は
､

家
庭
と

職
湯
の

分

離
､

後
者
に

つ

い

て

ほ
､

教

育

棟
能
の

父

親
か

ら
の

分

離
と
い

う
点
に

代

表
さ

せ

て

考

察
す
る

｡

(

1 0
)

芦
】

●

∽

m
e
-

s

e

♪

｡

ワ

C

ぎ
ゃ

ー

巴
･

(

1 1
)

H

b

戸
や
ワ
ー

00

h

-
か
い

句
･

C
〇
一
-

宮
→

訂

勺
串

S

苺

哲
｡

慧
-

卓

旦

賢

司
Q

鼓
凛

C

訂
…

訂

誉
n

邑
Q

蕃

ヽ

已

邑
づ
h

記
恥

-

-

巴
♪

己
P

ロ

旨
e
s
t

e

♪

-

宗
一

､

ワ

ー

㌣

(

1 2
)

S
.

冒
-
-

寛
d

∵
■

句

邑
｡
【

y

9
邑
嘗
ロ
e

5
.

t

F
O

-

｡

ぎ

賢
邑

声
0

く
○
-

き
6

･

ロ

∵

向
旨

莞
§
訂

担
帆

h

き
づ

L

碧
e

訂
芦

冒
d

冨
ユ
¢

田
･

宅
〇
･

指
q

J
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ー

か
.

勺
p
一

N

竺

-
N

空
U

.

(

1 3
)

句
･

C
｡
-

-

訂
J

｡

ワ

C

チ

宅
.

芸
.

已
一

(

1 4
)

I

J

芦
.

ワ

旨
.

(

15
)

S
･

勺
｡

亡

弓
d

-

｡

ワ

C

F
.

勺
.

謀
P

(

1 6
)

I

b

芦
.

p
t

N

箪

(

1 7
)

､

､

､

ユ

ー

ル

紡
唐
工

程
に

お

い

て

は
､

年
少

者
､

児
童
の

う

ち

九

剖
近

く
が

紡
績
エ

に

よ
っ

て

雇

わ

れ

て

い

る
｡

(

戸

塚
秀

夫

『

イ
ギ

リ

ス

エ

易

法

成

立

史
論
』

､

一

九

六
六

年
､

一

六

七

頁
｡

)

(

1 8
)

】

八
一

九

年
に

あ

る

紡
爵
エ

は

二

人
の

糸

繋
エ

を

使
っ

て

い

た

が
､

一

八
三

二

年
に

な

る

と
､

一

人
の

紡

唐
エ

に

三

人

が

必

要

と

な

り
､

更
に

翌

年
に

は

四

人

と
い

う

報
告
が

な

さ

れ

て

い

る
｡

(

芦
J

.

S

m
e

訂
J

｡

p
･

C
i

t
･

-

ワ

一

等

-
ヱ

(

1 9
)

戸

塚
､

前
掲
書

､

一

八
一

-
三

頁
｡

芦
-

･

S

ヨ
已

罵
､

○

ワ

き
､

や

N

冒

-
¢

こ
･

J
･

陣

中

H
a

m
m
O

阜
り

訂

→
Q

警
卜

乳
Q

串

卓

N

邑
i

ヨ
勺

ロ
ー

｢
○

邑
｡

ク

ー

ご
㍗

ワ

山

P

(

2 0
)

知

骨
き
e
ご

恩
一
途

与

邑
Q

岩

見
勺

邑
C

学
e

邑
①

d

ロ
e
c

O

m
け

胃

ヒ
､

-

竺
-

,

ワ

N

り
ー

ⅠlI

工

場
法
を

要
求
す

る

労
働
者
の

本
楯
的
な

運
動
は

､

や
っ

と
一

八
三

〇

年
代
に

な
っ

て
､

紙
業
労
働
者
を

中
心

と
し

て

始
め

ら

れ

た
｡

こ

れ
ほ

､

こ

の

運
動
が

､

既
に

み

た

よ

う
な

家
族
の

機
能
分
化
に

よ
っ

て

引
き

起
さ

れ

た

労
働

問
題
に

対

応
す

る

も
の

で

あ
る
こ

と

を

示

し

て

い

る
｡

ス

メ

ル

サ
ー

は
､

こ

れ

に

よ
っ

て
､

m

労
働
者
の

健
康
は

以

前
の

方
が

は

る

か

に

劣

警
あ
っ

た

の

に
､

何
故
運
動
は

三

〇
年
代
に

起
っ

た

の

か
｡

品
工

御

湯
に

お

け
る

健
康
状
態
は

､

他
の

産
業
と

比
べ

て

悪
く
な
い

し
､

多
く
の

場
合
良
好
で

す

ら
あ

る
｡

何
故
他
の

産
業
で

は
､

こ

れ

と

同
じ

関
心

が

生

ま

れ

な
か

っ

た

の

か
､

と
い

う
二

つ

の

疑
問
が

明
ら

か

に

な

る

と

し
て

い

る
｡

す

な
わ

ち
､

機

能
分
化
が

明
白
な

形
を

と

る

の

は
､

既
述
の

よ

う
に

一

八
二

〇
年
以

後
で

あ

り
､

こ

れ

が

真
先
に

起
っ

た

の

が

綿
業
に

お
い

て

で

あ
っ

た

か

ら
で

あ
る

｡

児
童
の

状
態
は

､

農
業
や

手
織
工

の

場
合
乃

方

が

悪
か

っ

た
か

も

し

れ

な
い

が
､

し
か

し
､

よ

り

分
化
し

て

い

辞
社
会

構
造
が

､

児
童
に

対

す

る

保
護
を

保
っ

て

い

た

と
い

う
わ

け
で

あ

る
｡

擬
人

に

関
し

て

い

う
な

ら
ば

､

こ

れ

ら
の

産
業
分
野
に

お
い

て

は
､

綿

工

場
の

よ

う
な

労
働
時
間
に

関
す
る

厳
し
い

規
律
が

な

く
､

こ

れ
が

機
能

分
化
に

よ
っ

て

引
き

起
さ

れ

る

矛
盾
を

出
現
せ

し

め

な
か

っ

た

か

ら
で

あ

(

出
)

る
｡

従
っ

て
､

原
人
に

つ

い

て

も
､

ス

メ

ル

サ
ー

の

見
解
ほ

あ

て

は

ま

る

と
い

え

よ

う
｡

一

八
三

〇
年
代
に

お

け

る
一

〇
時
間
運
動
の

特
徴
の
一

つ

と

し

て
､

年

少
者

､

児
童
の

区

別
な

し
に

一

線

二

〇
時
間
の

要
求
を

行
っ

た

こ

と
､

教
へ

㌶
)

育
条
項
に

は

ほ

と

ん

ど

関
心
を

も
っ

て

い

な
か

っ

た

こ

と

が

あ

げ

ら

れ

る
｡

｡

れ
に

は
､

壷
の

規
制
に

よ
っ

て

全
労
働

諺
労
働
時
間
を

も
､

妄

的
に

制
限
し

よ

う
と
の

意
図
が

こ

め

ら
れ

て

い

る
｡

成
人

､

児
童
を

同
一

の

労
働
時
間
に

す
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

伝
統
的
な

労
働
関
係

､

す
な

わ

ち

工

場
内
に

お

け
る

親
子
の

絆
を

維
持
し

ょ

う
と

す
る

も

の

で

あ

り
､

こ

の

絆
が

保
た

れ

る

限
り
に

お

い

て

は
､

特
別
の

教
育
の

必

要
も

感
じ
て

い

な

か
っ

た

の

で

あ

る
｡

従
っ

て
､

こ

の

運

動
は

旧
い

家
族
関
係
の

維
持
を

志

向

し

て

い

る

と
い

っ

て

よ

く
､

こ

れ
が

､

こ

の

段
階
に

お
い

て
､

一

〇
時

ヽ
｢

こ

戸

､

ユ
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間
運
動
が

後
向
き
の

姿
勢
を

も
つ

と
い

わ

れ

る
一

つ

の

理

由
と

も

な
っ

て

い

る
｡

だ

が
､

実
際
に

で

き

た
一

八
三

三

年
工

場
法
は

､

児
童
の

労
働
時
間
を

週

四

八

時
間
に

､

年
少
者
の

そ

れ
を

六

九
時
間
に

規
制
し

､

こ

れ

は

労
働

者
の

意
図
と

は

ま

さ
に

逆
に

､

横
能
分
化
を

促
進
さ
せ

る

効
果
を

も

つ

も

の

で

あ
っ

た
｡

労
働

時
間
を

制
限
さ

れ

た

児
童
は
工

場
か

ら

解
雇
さ

れ

る

こ

と
が

多
く

､

彼
ら

は

家
庭
に

戻
る
か

､

或
い

は

規
制
の

行
わ

れ

て

い

な

い

他
の

産
業
分
野
に

沈
澱
し

て

い

っ

た
｡

い

ず
れ
の

場
合
に

お

い

て

も
､

エ

場
内
に

お

け

る

血

縁
関

係
は

全
く

絶
た

れ

る
｡

ま

た

解
雇
さ

れ

な
い

に

し
て

も
､

成
人

､

児
童
が

共
に

働
く

時
間
は

以

前
よ

り

も

ほ
る

か

に

短

縮

さ
れ

､

父

親
は

､

も

は

や

児
童
の

教
育
を

果
せ

な

く

な

る
｡

同
工

場
法
に

も

ら
れ

た

教
育
条
項
は

､

教

育
の

機
能
が

､

父
親
か

ら

完
全
に

分
化
し

た

(

劫
)

こ

と

を

示
し

て

い

る
の

で

あ

る
｡

エ

湯
内
に

持
込
ま

れ

て

い

た

非
経
済
的
機
能
が

エ

場
か

ら

分
離
し

て

く

る

に

つ

れ
､

こ

れ

ら

を

効
果
的
に

機
能
さ
せ

る

に

は
､

よ

り

多
く
の

時
間

と
エ

ネ
ル

ギ

ー

と

が

工

場
外
に

､

つ

ま

り

家
庭
と

か

学
校
と
か

に

向
け

ら

れ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

こ

と

が

認
識
さ

れ
て

く

る
｡

こ

れ
に

よ
っ

て

家
庭

の

重

要
性
が

､

同

時
に

､

家
庭
管
理

を

果
す
ぺ

き

婦
人
の

役
割
が

注
目
さ

れ
る

よ

う
に

な
っ

た
の

で

あ

る
｡

し

か

も
一

八

三

三

年
工

場
法
は

､

保
護

を

課
せ

ら

れ

た

児
童
の

解
雇
1
そ
の

代
替
と

し

て

の

麻
人
の

雇
用

､

と
い

(

28
)

う
形
で

婦
人

労
働
者
を

増
加
さ
せ

る

も
の

で

も

あ
っ

た
｡

こ

の

よ

う
に

､

一

八

三

三

年
工

場
法
は

､

家
族
の

機
能
分
化
を

促
進
さ

せ

た

が
､

四

〇
年
代
に

お

け

る
一

〇
時
間
運
動
は

､

こ

の
一

八
三

三

年
工

場
法
の

影
響
を

反
映
し

て

い

る
｡

児
童
の

教
育
条
項
に

対

し
て

も

関
心

を

も

ち

は

じ

め
､

ま

た

婦
人
の

労
働
時
間
規
制
と
い

う
新
し
い

目
標
を

掲
げ

た

の

で

あ

る
｡

機
能
分
化
と
い

う
事
態
に

対
し
て

､

も

ほ

や

過
去
を

取
り

戻
そ

う
と

す
る

の

で

は

な

く
､

積
極
的
に

適
応
し
て

い

こ

う
と
の

動
き

が

こ

こ

に

み

ら

れ

る
の

で

あ
る

｡

帝
人
の

労
働
時
間
に

対

す
る

関
心

は
､

番
人
の

健
康
へ

の

配
慮

､

競
争

者
と

し

て

の

婦
人
労
働
者
へ

の

恐
れ

な

ど

も

含
ん
で

い

た

で

あ

ろ

う
が

､

何
よ

り

も
､

家
族
の

機
能
分
化
に

よ
っ

て

非
経
済
的
役
割
を

割
り

当
て

ら

れ

た

婦
人
が

､

工

場
労
働
者
と

し

て

長
時
間
家
を

離
れ

な

け
れ

ば

な

ら

な

い

と
い

う
矛
盾

､

そ
こ

か

ら

生
じ

た

家

庭
の

混
乱
と
い

う
問
題
か

ら

生

じ

(

野
)

て

い

る

の

で

あ

る
｡

し
か

も
､

そ

の

婦
人
労
働
者
の

数
は

､

年
々

増
加
し

て

い

る
｡

エ

場
法
に

よ

る

粛
人
の

労
働
時
間
規
制
は

､

か

か

る

家

庭
の

混

(

%
)

乱
を

是
正

す
べ

き

手
段
と

し
て

登
場
し

た

と

考
え

ら
れ

る

の

で

あ

る
｡

麻
人
の

労
働
時
間
を

一

二

時
間
に

規
制
し

た
一

八

四

四

年
工

湯
法
は

､

以
上

の

よ

う
な

状
況
の

中
で

成
立

し

た
｡

同
法
は

､

児
童
に

対

し

て

は
ハ

ー

フ
･

タ
イ
ム

制
度
を

導
入

す
る

こ

と

に

よ
っ

て

そ
の

労
働
時
間
を

一

層

短
く

し
､

ま

た

違
反
度
よ

り

困
難
に

す

る

た

め
の

条
項
を

設
け
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

児
竜
と

成
人
と
の

分
離
を

､

ほ

ぼ

完
成
す
る

こ

と

に

な
っ

た
｡

婦
人
に

と
っ

て

は
､

よ

り

多
く
の

時
間
を

工

湯
外
で

､

家
庭
を

作
り

､

子
供
を

養
育
す

る
エ

ネ
ル

ギ
ー

に

さ

く
こ

と

が

可
能
と
な
っ

た
｡

当

初
､

規
制
反

周
抑
理

由
と

さ

れ

て

い

た

賃
金
の

減
少

､

婦
人
の

解
雇
と
い

っ

た

事
態
も

な

く
､

労
働
時
間
が

短
縮
さ

れ

た
こ

と
で

､

ま

す
ま

す

多
く

の

希

(

討
)

人
が

工

場
へ

と

出
る

よ

う
に

な
っ

た
｡

こ

れ

と
､

機
能
分
化
が

一

層
促
進

さ
れ

た

こ

と

と

あ
い

ま
っ

て
､

一

二

時
間
の

労
働
時
間
は

､

ま

だ

長
す

ぎ

一
.

▲

る

と
い

う
こ

と

が

よ

り

意
識
さ

れ

る

こ

と

と

な
っ

た
｡

も

は

や
一

〇
時
間

お
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法
は

必

然
の

も
の

と

な
っ

て

い

た
の

で

あ
る

｡

(

2 1
)

芦

ナ

S
-

ゴ

示
-

岩
r

-

O

p
.

C

声
-

ワ

N

諾
.

(

2 2
)

一

八

四
三

年
の

児
童

雇

用

委
員
会
の

報
告
に

よ
っ

て

も
､

未

規

制
の

産

業

部
門
の

方
が

､

労
働
条
件
は

ほ

る

か

に

悪
い

こ

と
が

指
摘

さ

れ

て

い

る
｡

労
働
時
間
は

一

二

時
間

以

下

と
い

う
の

は

少
な

く
､

一

三

～
一

五

時
間

､

更
に

は
一

六

-
一

八

時

間

と

続
く
こ

と

す
ら

珍

し

く

な
い

｡

だ

が

次
の

よ

う
な

証

言
に

注

目

し
て

お

き

た

い

｡

｢

通

常
労
働
時
間
は

朝
六

時
半
か

ら

夜
八

時
迄
で

あ

る
｡

し

か

し

時
間
に

つ

い

て

ほ

何
の

規
制
も

な
い

の

で
､

こ

の

範
囲
内

で

あ

れ

ば
､

彼
ら

は

自

分
の

好
む

時
に

仕

事
を

す

る

こ

と

が

可

能
で

あ

る
｡

月

曜

日

に

は

半

数
以

上

が

来

な

い

｡

+

(

C

已
～

学
芸

､

匂

ゎ
3

尽
訂
ヾ

芸

芸
～

n
Q

言
↑

菩
叫

訟
叫

Q

声

h

昌
Q

±

軋

知

尽
0

ミ
ー

一

望
い

ー

p

p
.

旨
-
監
.

)

(

2 3
)

芦

W
･

T
F
O

m

監
-

O
p
.

2 .

t
.

.

p
.

u

声

(

2 4
)

甲

｢

H

已
c

F

旨
品

紆

A
･

試
P

邑
∽

○

ロ
.

〇

ワ

○

旨
こ

p
.

ム

声

(

2 5
)

芦
】

･

∽

ヨ
e

-

s

胃
.

〇

ワ

0

チ
p

.

N

等
.

(

2 6
)

W
･

句
･

岩
内

転
､

ヨ
ヘ

き
3.
§

司
葛
敦

凛

葛
Q

蓋
Q

声

J
O

邑
○

ヨ
.

-

¢

N

¢
.

p
.

ヨ
.

(

2 7
)

当

時

は
､

婦
人
の

低

賃
金
に

つ

い

て

は
､

ほ

と

ん

ど

触
れ

ら

れ

る

こ

と
が

な
か

っ

た
｡

む

し

ろ

高
賃
金

は
､

家

庭
か

ら

麻
人
を

引

き

出
す

と

し
て

反
対

す

る

声
が

強
い

｡

(

n

ぎ
叫

学
芸

､

h

内
喜
怒
毒
さ

芸
≠

〔
Q

書
芸
打
払
Q

声

h
一

長
官
空

き

芸
訂

づ

知
尽
Q

ミ
､

吋
P

ユ
ー

こ
巴
♪

勺
.

山

ご

こ

の

事
突
か

ら

も
､

人
々

の

関

心

が

家

庭
の

問

題
に

あ
っ

た

と
い

う

こ

と
が

で

き
よ

う
｡

(

28
)

研

究

史
に

お

け

る

｢

エ

場
法
の

帝
人

規
制
へ

の

根
拠
+

に

つ

い

て

は
､

拙

稿

前

端

論
文

､

一

〇
五

頁
参
照

｡

家
庭

と

の

関

連
■で
言

及

朗
'

J

し
た

も
の

は
､

ほ

と

ん

ど

な
い

｡

(

2 9
)

W
･

句
･

ヴ

訂
串
｡

ワ

邑
汀

･

.

p
･

宗
‥

知

尽
Q

喜

色

誉
ヽ

莞
甘
b

首
b

阜

勺
莞
訂

学
e

ロ

d
e

d

呂
p

y

-

P

-

窒
γ

p
.

-

P

(

3 0
)

こ

こ

か

ら
エ

場
法
は

舟
人
を

労
働
者

と

し
て

確
立

す
る

も
の

で

あ
っ

た

と
い

う

評
価
が

生

じ
て

く
る

の

で

あ

ろ

う
｡

(
H

.

勺
F

臣
訂
良
.

〇

ワ

0

芦
-

p
-

ご
ヰ
‥

甲

J
.

H

已
已
已
ロ
の

､

司
Q

蓋

芸

札

遣

ら

う
q

計
3
や

ヽ

き
叫

ミ
払

l ぅ

F

r
O

n
a

O

戸

-

芝
h

.

p
.

N

O

ニ

ー

Yl

以
上

､

ス

メ

ル

サ
ー

の

機
能
分
化
と
い

う
観
点
を

､

婦
人
労
働
者
に

ま

で

展
開
さ
せ

､

初
期
工

場
法
に

お

け

る

寮
人
規
制
の

必

然
性
に

つ

い

て

考

察
を

行
っ

た
｡

も

ち

論
､

こ

の

視
点
だ

け
で

､

エ

場
法
が

説
明
し

き

れ
る

と

は

考
え

ら

れ

な
い

｡

工

場
法
が

資
本
主
義
社
会
に

お

け

る

労
働
者
へ

の

施

策
で

あ

る

以
上

､

経
済
的
な

要
請
と
い

う
観
点
を

抜
き
に

し
て

は

考
え

ら

れ

な
い

こ

と

で

あ

ろ

う
｡

し
か

し
､

従
来
と

も

す

れ
ば

､

経
済
の

合
理

性
の

み

を

重

視
し

て

説
明
さ

れ

て

い

た

エ

湯
法
に

対
し
て

､

社
会
の

最
も

具
体
的
な

単
位
で

あ

る

家
族
の

構
造
的
変
化
と
い

う
､

労
働
者
の

社
会
的

状
態
の

分
析
を

加
え

た
の

は
､

ス

メ

ル

サ

ー

の
一

つ

の

功
揖
と

し

て

注
目

さ

れ

る
ぺ

き

で

あ

ろ

う
｡

ま
た

次
の

点
も

評
価
し
て

お

き

た
い

｡

家

族
の

機
能
分
化
が

､

産
業
革
命
の

過
程
の

中
か

ら

生

じ
た

と
い

う
こ

と

を

明
ら

か

に

す
る
こ

と
に

よ

り
､

｢

夫
が

妻
を

扶
養
し

､

妻
は

そ
の

代

償
と

し

て

(

3 1
)

家
事
を

担
当
す
る
+

と
い

う
よ

う
な

､

明

確
な

分
業
を

前
撞
と

し
た

概
念

は
､

し

ば

し
ば

考
え
ら

れ

て

い

る

よ

う
に

､

決
し

て

太
古
か

ら
の

も

の

で

;

戸

｢さ



ノ

..

J

▲

†
′

1

.

舌

r

-

｡
､

.

γ

二

叫

･

は

な

く
､

む

し

ろ

産
業
革
命
以

後
の

も

の

で

あ

る

と
い

う
考
え

に

根
拠
を

与
え

た
こ

と

で

あ
る

｡

ピ

ン

チ

ベ

ブ

タ

が
､

産
業
革
命
の

婦
人
に

と
っ

て

の

意
義
と

し

て
､

家
庭
を

作
り

､

子
供
を

育
て

る

こ

と
に

､

婦
人
が

そ
の

エ

ネ
ル

ギ

ー

を

捧
げ
る

こ

と

が

可
能
と

な

り
､

ま

た
そ

の

役
割
の

社
会
的

(

3 2

)

重
要
性
が

認
め

ら

れ

た
こ

と

を

あ

げ
て

い

る
の

も
､

ス

メ

ル

サ

ー

と

同
じ

意
味
に

お
い

て

な
の

で

あ
る

｡

だ

が

同
時
に

､

こ

の

機
能
分
化
と

い

う
方

法
が

､

家
内
労
働
を

ど

う
と

ら
え

る

か

が

問
題
と

な

ろ

う
｡

特
に

一

九

世
紀
末
に

な

る

と
､

｢

苦
汗
産

業
+

に

対

す
る

保
護
法
が

問
題
と

な
っ

て

く
る

が
､

こ

れ

を

ど
の

よ

う
に

説
明
す
る

の

か
､

こ

れ
が

残
さ

れ

た

今
後
の

課
題
と

な
る

で

あ
ろ

う
｡

(

3 1
)

S
.

A

邑

ど
ロ

y
､

葛
○

芸

芸
､

h

勺
訂
b

こ
逮

～

さ
叫

5
～

ゼ

§
軋

玩
Q

S
♪

｢
○

ロ
a

O

戸

-

巴
N

.

p
一

課
.

(

3 2
)

H
･

勺
i

n

旨
b
e

c

打
-

○

ワ

C

チ
ワ

旨
γ

(

一

九

七
一

･

十
一

･

十
五
)

(

一

橋
大
学

大

学

院

博
士

課

袈
)

(1 2 3) 研 究 ノ ー ト

淵




