
や
「
耕
作
の

荒
廃
」
が
問
題
に
な
る
側
面
も
み
ら
れ
た
（『
大
日

本
農
会
報
』
一

八
二

四
年
四
月
号
な
ど
参
照

）。

（三）
し
か
し
な
が
ら
、

農
家
の

減
少
は
表

四
－

一

九
の

と
お
り
、

大
戦
後
と
く
に

著
し
く
な
り
、

と
く
に

零
細
な
自
作
農
家
の

減
少
が
大
規
模
に
み
ら
れ
た
の

で

あ
る
。

こ

う
し
た
五

〇
ア

ー

ル

未
満
な
ど
の

零
細
農
家
が
あ
る
程
度
整
理
さ
れ
た
あ
と
、

比
較
的
規
模
の

大
き
い

農
家
で

は
、

大
戦
中
か
ら
需
要
が
増
加
し
た
野
菜
・

果
実
・

畜

産
な
ど
の

新
し
い

商
品
生
産
が
拡
大
し
て

い
っ

た
の

だ
ろ
う
。

二

　
重
工

業
の

労
働
市
場

大
戦
前
後
の

雇
用

増
大
と
そ
の

反
動

一

九
〇
七
（
明
治
四
十
）
年
の

恐
慌
以
来
沈
滞
し
て
い

た
重
工
業
も
、

第
一

次
大
戦
の

勃
発
に

よ
っ

て
一

挙
に

活
況

を

呈

し

た
。

横
須
賀
海
軍
工

廠
を
は
じ
め
と
し
て
、

横
浜
船
渠
・

浦
賀
船
渠
な
ど
の

民
営
大
工

場
も
、

生
産
量
と
職
工

数
が
急
激
に

増
大
し
た
。

ま
た
こ
の

時
期
に

は
、

浅
野
造
船
所
・

日
本
鋼
管
・

日

東
製
鋼
・

富
士
製
鋼
・

内
田
造
船
所
な
ど
の

民
間
大
企
業
の

創
設
が
相
次
ぎ
、

京
浜
工

業
地
帯
と
し
て
の

発
展
の

基
礎
を
固
め
た
。

と
く
に

海
岸
に

臨
む
若
尾
新
田
全
域
に

工
場
を
建
設
し
た
日
本
鋼
管
は
、

臨
海
工
業
地
帯
を
形

成
す
る

契
機
と
な
っ

た
。

こ

う
し
た
第
一

次
大
戦
の

勃
発
を
契
機
と
し
た
重
工
業
の

発
展
が
、

い

か
に

急
激
な
も
の

で

あ
っ

た
か
は
、

表
四
－

二

〇

か
ら
も
う
か
が
う
こ

と
が
で

き
る
。

神
奈
川
県
下
の

工

場
数
は
、

一

九
一

二

年
か
ら
第
一

次
大
戦
が
終
結
し
た
一

七
年
の

六
年
間
に

六
・

九
倍
、

同

じ
く
職
工

数
で
三
・

二

倍
に

増
加
し
て
い

る
。

他
方
、

機
械
器
具
工

場
は
、

工
場
数
で

六
・

五

倍
、

職
工

数
で

四
・

八
倍
に

増
加
し
て
お
り
、

そ
の

な
か
で

と
く
に

大
工
場
に
お
け
る
職
工
の

増
加
が
き
わ
め
て

急
激
で

あ
っ

た
。

こ
の

こ

と
は
、

主
要
企
業
の

職
工

数
の

推
移
を
み
れ
ば
よ
り
明
確
に

な
る
。

表
四
－

二
一

に

よ
れ
ば
、

第
一

次
大
戦
が
終
わ
っ

た
一

九
一

八
年
に
は
、

浦
賀
船
渠
・

横
浜
船
渠
・

浅
野
造
船
所
は
、

い

ず
れ
も
職
工

数
が

四
〇
〇
〇
人
を
上
回
っ

て

お
り
、

創
業
間
も
な
い

日

本
鋼
管
も
そ
の

職
工

数
が
三

〇
〇
〇
人
を
こ

え
て
い

た
の

で
あ
る
。
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だ
が
、

こ

う
し
た
第
一

次
大
戦
に

よ
る
活
況
も
、

大
戦
の

終
結
と
と
も
に

終
息
し
、

一

九
二

〇
年
に
は
反
動
恐
慌
に

お
ち
い
っ

た
。

翌
二
一

年
に

は
、

「
ワ

シ

ン

ト
ン

軍
縮
条
約
」
に

も
と
づ

く
八
・

八
艦
隊
計
画
の

削
減
や
、

欧
米
先
進
工

業
国
の

世
界
市
場
へ

の

復
帰
な
ど
に

よ
っ

て

不
況
が
長

期
化
し
、

大
戦
中
に

簇
生
し
た
弱
小
経
営
の

整
理
が
進
展
し
て
い
っ

た
。

表
四
－

二

〇
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

一

九
一

七
年
か
ら
二

三

年
の

間

に
、

神
奈
川
県
下
の

工
場
数
と
職
工

数
は
大
幅
に

減
少
し
て
お
り
、

機
械
・

器
具
工
場
の

工

場
数
と
職
工

数
も
ほ

ぼ

半
減
し
た
。

横
須
賀
海
軍
工

廠
や
前
述
し
た
民
間
大
企
業
も
、

こ

の

間
の

生
産
縮
小
に
よ
っ

て

職
工
数
の

減
少

を
み
て

お
り
、

創
業
後
急
速
に

職
工

数
を
増
加
さ
せ
た
日

本
鋼
管
も
、

一

九
一

八
年
を
ピ

ー
ク
に

二
一

年
に
は
職

工

数
が
一

七
八
二

人
に

ま
で

減
少
し
た
。

こ

う
し
た
職
工

数
の

減
少
は
、

た
び
た
び
職
工
の

大
量
解
雇
を
ひ
き
起

こ

し
、

の

ち
に
み
る
よ
う
な
労
働
争
議
を
多
発
さ
せ
た
の

で

あ
る
。

ま
ず
、

明
治
後
期
の

重
工
業
の

労
使
関
係
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
職
工
の

移
動
の

状
況
か
ら
み
て
い

く
と
、

明
治
末
期
か
ら
大
正
初
頭
に
か
け
て

職
工
の

移
動
は
か
な
り
沈
静
化
し
て
い

た
。

と
い

う
の

は
、

一

九
〇
七
（
明
治
四
十
）
年

以
降
の

不
況
に

よ
っ

て

労
働
市
場
が
収
縮
し
た
こ

と
と
共
済
組
合
を
中
核
と
し

た
企
業
内
福
利
施
設
が
導
入
さ
れ
て

「
経
営
家
族
主
義
」
的
な
労
務
管
理
が
浸

透
し
て

き
た
こ

と
の

反
映
だ
っ

た
。

し
か
し
、

こ

う
し
た
職
工
の

移
動
の

沈
静

化
と
勤
続
の

長
期
化
が
み
ら
れ
た
こ

と
は
事
実
で

あ
る
が
、

そ
れ
と
同
時
に
、

「
渡
り
職
工
」
も
根
強
く
残
存
し
て
お
り
、

経
営
家
族
主
義
も
重
工

業
大
経
営

の

労
使
関
係
を
律
す
る
新
た
な
秩
序
と
し
て

強
固
に

定
着
す
る
ま
で
に
は
、

な

表4－20　重化学工業における工場数と職工数の推移

注　『神奈川県統計書』より作成

表4－21　主要企業の職工数推移

注　1912年は『神奈川県統計書』，1918年は『日本近世
造船史』，日本鋼管については『日本鋼管30年史』よ
り作成。
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お
相
当
の

時
間
が
必
要
だ
っ

た
。

こ

う
し
た
な
か
で
、

第
一

次
大
戦
を
契
機
と
し
た
重
工
業
の

飛
躍
的
な
発
展
は
、

労
働
力
需
要
の

著
し
い

増
大
を

も
た
ら
し
、

重
工
業
の

企
業
間
で

熟
練
職
工
の

は
げ
し
い

争
奪
戦
が
演
じ
ら
れ
、

再
び
労
働
市
場
は
流
動
化
し
て

い
っ

た
。

実
際
、

第
一

次
大
戦
中

の
一

九
一

七
年
に

創
設
さ
れ
た
浅
野
造
船
所
で

は
、

創
業
を
開
始
し
た
年
の

九
月
に

は
月
間
職
工

増
加
数
が
マ

イ
ナ
ス

と
な
り
、

十
月
に

は
職
工

在

籍
数
が
減
少
に

転
じ
て

お
り
、

「
運
搬
工
や
雑
工
や
未
熟
練
工
の

み
多
く
て
、

全
工

場
の

調
整
を
得
る
迄
に

は
約
一

ケ
年
を
要
し
た

」（
浅
野
造
船
所

『
我
社
の

生
立
』
二

三
ペ

ー
ジ

）
と
い

わ
れ
て
い

る
。

さ
ら
に
、

「
当
時
の

鶴
見
・

子
安
地
域
は
漁
村
で

あ
っ

て
、

阪
神
地
方
か
ら
の

移
住
職
工
の

住
宅

も
極
度
に

不
足
を
来
し
、

土
着
民
た
ち
は
か
か
る
移
住
者
を
か
な
ら
ず
し
も

歓
迎
し
な
か
っ

た
。

そ
こ

で
、

『
独
身
者
合
宿
所
』
や
『
職
工
長
屋
』

を
建
て
て
、

そ
の

屋
賃
の

支
払
を
保
証
し
た
」（『
横
浜
市
史
』
第
五
巻
上

六
六
二
ペ

ー
ジ

）
の

で
あ
る
。

こ

う
し
て
、

重
工

業
の

大
経
営
で

は
、

再
び
熟
練
職
工
の

定
着
対
策
に

苦
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

そ
の

な
か
で

実
施
さ
れ
た
い

く
つ

か

の

対
策
を
み
る
と
、

ま
ず
明
治
末
期
に

実
施
さ
れ
、

そ
の

後
形
骸
化
し
て

い

た
職
工
の

争
奪
・

移
動
防
止
協
定
の

復
活
と
拡
大
が
あ
る
。

た
と
え
ば

横
須
賀
海
軍
工

廠
で

は
、

一

九
一

七
年
に

「
誘
引
其
ノ

他
不
自
然
ニ

起
ル

職
工
ノ

移
動
ニ

対
ス

ル

予
防
」
の

た
め
に
、

相
互
に

在
職
中
の

職
工
の

引
抜
き
を
慎
し
む
こ

と
、

依
願
退
職
の

者
に

つ

い

て

も

退
職
後
六
か
月
以
内
は

採
用
し
な
い

こ

と
な
ど
を
取
り
決
め
た
協
定
を
、

三

菱
長
崎
造
船

所
・

川
崎
造
船
所
・

大
阪
鉄
工

所
・

石
川
島
造
船
所
・

神
戸
製
鋼
所
な
ど
一

五
の

大
経
営
と
締
結
し
て

い

る
（『
横
須
賀
海
軍
工
廠
史
』
第
五
巻

五
〇

七
－
八
ペ

ー
ジ

）。

こ

う
し
た
協
定
に

加
え
て
、

勤
続
奨
励
の

た
め
の

付
加
的
給
付
が
実
施
さ
れ
た
。

勤
続
賞
与
と
中
元
・

年
末
賞
与
が

そ

れ

だ
っ

た
。

前
者
の

勤
続
賞
与
は
、

一

定
年
限
以
上
の

勤
続
者
に

対
し
て

給
付
さ
れ
、

海
軍
工

廠
で
は
一

九
一

八
年
に

毎
月
日

給
の

三

日

分
以
内
を
加
給
す

る
こ

と
と
し
た
。

同
じ
よ
う
な
勤
続
賞
与
が
、

横
浜
船
渠
で

も
実
施
さ
れ
て
い

た
。

他
方
、

中
元
・

年
末
賞
与
は
、

一

九
一

八
年
に

海
軍
工

廠
で

期

末
賞
与
が
支
給
さ
れ
た
の

を
は
じ
め
、

横
浜
船
渠
な
ど
の

民
間
企
業
で

も
同
種
の

賞
与
が
設
け
ら
れ
た
。

し
か
も
、

こ

れ
ら
の

賞
与
は

多
く
の

場

合
、

勤
続
期
間
が
出
勤
状
況
な
ど
と
と
も
に

重
要
な
支
給
基
準
と
な
っ

て
い

た
の

で

あ
る
。

し
か
し
、

こ

う
し
た
定
着
対
策
も
、

協
定
締
結
企
業
の
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範
囲
が
狭
か
っ

た
こ

と
や
職
工

の

賃
金
上
昇
が
顕
著
だ
っ

た
た
め
に
、

職
工
の

移
動
を
ほ
と
ん
ど
沈
静
化
す
る
こ

と
が
で

き
な
か
っ

た
。

そ
の

た
め

に

職
工
の

移
動
が
低
下
し
た
の

は
、

一

九
二

〇
年
の

反
動
恐
慌
以
降
で

あ
っ

た
。

二

〇
年
以
降
の

不
況
過
程
で
は
、

職
工
の

大
量
解
雇
な
ど
に

よ
っ

て

職
工

数
が
著
し
く
減
少
し
、

労
働
市
場
は
著
し
く
弛
緩
し
て

い

た
。

こ

う
し
た
状
況
の

も
と
で
、

労
働
者
の

定
着
と
企
業
帰
属
意
識
の

強
化
を
は

か
ろ
う
と
し
た
一

連
の

施
策
が
重
工

業
の

大
経
営
を
中
心
と
し
て

導
入
さ
れ
は
じ
め
た
た
め
、

職
工
の

移
動
は
著
し
く
減
少
し
て
い
っ

た

の

で

あ

る
。

そ
こ

で
、

次
に

こ

う
し
た
一

連
の

施
策
を
み
る
こ

と
に

し
よ
う
。

共
済
組
合
の

設
立
と

企
業
別
熟
練
の

形
成

ま
ず
第
一

に
、

日

露
戦
争
後
、

共
済
組
合
を
中
核
と
し
た
生
活
扶
助
施
設
が
企
業
内
福
利
施
設
と
し
て

登
場
し
た
こ

と
で

あ
る
。

た
と
え
ば
、

海
軍
工

廠
で
は
一

九
〇
七
年
に

職
工

共
済
組
合
、

一

二

年
に

共
済
組
合
が
設
立
さ
れ
た
。

ま
た
浦
賀

船
渠
で
は
、

一

六
年
に

共
済
会
、

横
浜
船
渠
で

も
同
じ
こ

ろ
に

共
済
組
合
を
そ
れ
ぞ
れ
設
立
し
て
い

る
。

そ

し
て
、

注
目
す
べ

き
こ

と
に
、

こ

れ
ら

の

あ
る
種
の

給
付
に

つ

い

て

は
、

加
入
年
数
に
よ
っ

て

給
付
額
が
差
別
さ
れ
て

い

た
の

で

あ
る
。

し
か
も
海
軍
工

廠
な
ど
の

例
で
は
、

加
入
年
数
の

短
い

者
の

場
合
、

自
己
都
合
に

よ
る
組
合
脱
退
の

際
は
脱
退
給
付
を
支
給
し
な
い
、

と
い

う
ケ
ー
ス

も
あ
っ

た
。

こ

れ
ら
の

こ

と
は
、

職
工
の

長
期

勤
続
化
を
促
進
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

た
こ

と
を
意
味
し
て

い

る
。

つ

ぎ
に
、

第
一

次
大
戦
の

勃
発
と
と
も
に

職
工
の

は
げ
し
い

移
動
に

悩
ん
だ
大
経
営
は
、

熟
練
職
工
の

養
成
に

対
す
る
関
心
が
非
常
に

高
ま
り
、

従
来
の

実
業
補
習
学
校
な
ど
に

実
技
以
外
の

教
育
を
委
託
す
る
委
託
教
育
方
式
に

代
わ
っ

て
、

企
業
内
養
成
施
設
に

よ
る
教
育
が
お
こ

な
わ
れ
る
よ

う
に

な
っ

た
。

重
工

業
大
経
営
が
、

自
ら
養
成
施
設
を
設
け
、

就
業
時
間
内
に

年
少
労
働
者
の

技
能
教
育
を
お
こ

な
う
よ
う
に

な
っ

た
の

は
、

そ
の

ほ
か
に
、

こ

の

時
期
に
お
け
る
生
産
技
術
の

発
展
が
労
働
者
に

個
別
企
業
型
の

熟
練
を
要
求
す
る
よ
う
に

な
っ

た
か
ら
で

も
あ
っ

た
。

日

露
戦
争
以
降
、

先
進
的
な
大
経
営
で

み
ら
れ
た
職
種
の

細
分
化
が
、

こ
の

時
期
に

は
一

般
化
す
る
と
と
も
に

他
方
で

よ
り
い
っ

そ

う
深
化
し
た

の

で

あ
る
。

つ

ま
り
、

こ

の

時
期
の

重
工

業
大
経
営
に

お
け
る
生
産
技
術
の

発
展
は
、

た
ん
に

手
工

的
熟
練
を
分
解
し
た
ば
か
り
で

な
く
、

経
営
内
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分
業
の

特
殊
な
発
展
を
よ
り
い
っ

そ
う
進
め
た
の

で

あ
る
。

そ

し
て
、

こ

う
し
た
生
産
技
術
の

変
化
は
、

労
働
者
に

よ
り
知
的
な
熟
練
を
要
請
し
た

た
め
、

見
習
職
工
の

採
用
資
格
を
高
等
小
学
校
卒
業
者
に

引
き
上
げ
る
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
た
。

海
軍
工

廠
で

も
、

一

九
二
一

年
、

「
海
軍
工

務
規
則
」

を
改
正
し
、

見
習
職
工
は
原
則
と
し
て

高
等
小
学
校
卒
業
者
か
ら
採
用
す
る
こ

と
に

な
っ

た
の

で

あ
る
。

第
一

次
大
戦
期
に
お
け
る
こ

う
し
た
職
種
の

細
分
化
の

進
展
を
具
体
的
に
み
る
と
、

造
船
業
に
お
け
る
先
進
的
大
経
営
の

船
体
部
門
で
は
、

造
船

工
は
す
で
に

日
露
戦
争
の

こ

ろ
か
ら
い

く
つ

か
の

職
種
に

分
化
し
て
い

た
が
、

第
一

次
大
戦
期
に

は
こ

う
し
た
分
化
が
大
工

場
で
一

般
化
す
る
と
と

も
に
、

大
戦
後
の

不
況
過
程
で
の

合
理
化
に

よ
っ

て
、

新
た
に

鉄
木
工
か
ら
現
図
工
・

取
付
工

な
ど
の

職
種
が
分
化
し
て
い
っ

た
。

一

九
二
一

年
当

時
の

浦
賀
船
渠
の

船
体
部
門
で
は
、

鉄
木
工
・

穴
明
工
・

鉸
鋲
工
・

塡
隙
工

な
ど
の

ほ
か
に
、

現
図
工
・

鉄
工

な
ど
の

分
化
が
み
ら
れ
る
（『
浦
賀
船

渠
六
十
年
史
』
一

七
三
ペ

ー
ジ

）。
ま
た
海
軍
工

廠
で

は
、

一

九
一

八
年
に

写
真
工
・

計
器
工
・

実
験
工

な
ど
の

職
種
が
新
設
さ
れ
て

お
り
、

知
的
熟
練

を
必
要
と
す
る
新
し
い

職
種
が
出
現
し
て

き
た
こ

と
を
示
し
て
い

る
。

こ

う
し
た
職
種
の

細
分
化
・

専
門
化
の

進
展
は
、

そ
れ
を
基
礎
と
し
た
分
業
組
織
の

編
成
方
法
に
、

個
別
企
業
ご
と
で

か
な
り
の

差
異
を
発
生
さ

せ
た
。

こ

う
し
た
個
別
企
業
的
な
技
術
体
系
と
分
業
組
織
に

適
合
し
た
技
能
を
養
成
す
る
に
は
、

外
部
の

教
育
機
関
よ
り
も
企
業
内
養
成
施
設
の

方

が
、

は
る
か
に

適
合
的
で

あ
っ

た
。

し
か
し
、

職
種
の

細
分
化
・

専
門
化
の

進
展
に

よ
っ

て

熟
練
の

手
工

的
性
格
が
分
解
さ
れ
個
別
企
業
的
な
性
格

を
持
つ

よ
う
に

な
っ

た
と
は
い

え
、

依
然
と
し
て

手
工

的
熟
練
を
残
存
さ
せ
て
い

た
職
種
も
か
な
り
あ
り
、

そ
れ
ら
の

職
種
で
は
熟
練
の

社
会
的
通

用
性
が
高
い

た
め
に

移
動
率
も
か
な
り
高
く
、

職
種
別
の

流
動
的
な
労
働
市
場
を
残
存
さ
せ
て
い

た
。

大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
頭
に

か
け
て

造
船
業

大
経
営
労
働
者
の

職
種
別
移
動
率
を
調
べ

た
調
査
に

よ
れ
ば
、

表
四
－

二

二

の

よ
う
に

造
船
部
門
の

鍛
工
、

撓
鉄
工
、

鋲
打
工
、

木
工
、

鉄
木
工
、

艤
装
部
門
の

建
具
工
な
ど
は
か
な
り
高
い

移
動
率
を
示
し
て
い

る
。

こ
の

よ
う
に
、

一

部
の

職
種
で

個
別
企
業
内
的
な
性
格
が
強
ま
っ

て

き
た
と
は

い

え
、

依
然
と
し
て

手
工

的
性
格
を
残
存
さ
せ
た
移
動
性
の

高
い

職
種
も
数
多
く
残
存
し
て
い

た
た
め
、

労
働
者
の

個
別
企
業
へ

の

定
着
性
と
帰
属
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意
識
を
高
め
る
た
め
に
、

技
能
の

企
業
内
養
成
施
設
以
外
に

も
い

く
つ

か
の

方
策
が
実
施
さ

れ
た
。

ま
ず
、

第
一

次
大
戦
中
に

勤
続
奨
励
的
な
意
味
を
も
っ

た
勤
続
賞
与
や
中
元
・

年
末

賞
与
は
大
戦
後
も
維
持
さ
れ
る
と
と
も
に
、

大
戦
後
の

反
動
恐
慌
に
よ
る
人
員
整
理
の

実
施

に

際
し
て
、

退
職
事
由
と
勤
続
年
数
に

応
じ
て

支
給
額
を
異
に

す
る
退
職（
解
職
）
手
当
制
度

が
新
た
に

導
入
さ
れ
た
。

浦
賀
船
渠
や
横
浜
船
渠
で
は
、

共
済
組
合
に

よ
る
脱
退
手
当
の

支

給
に

加
え
て

新
た
に

退
職（
解
職

）
手
当
を
支
給
す
る
制
度
が
登
場
し
て
い

る
。

こ

れ
ら
の

制

度
は
、

支
給
率
が
勤
続
年
数
に

応
じ
て

上
昇
し
、

自
己
都
合
退
職
に

対
し
て
は
支
給
さ
れ
な

か
っ

た
り
、

支
給
さ
れ
て

も
大
幅
に

減
額
さ
れ
た
た
め
、

労
働
者
の

長
期
勤
続
化
を
促
進
す

る
役
割
を
果
た
し
た
の

で

あ
る
。

こ

う
し
て

第
一

次
大
戦
後
の

重
工

業
大
経
営
に
お
い

て

は
、

個
別
企
業
的
性
格
の

強
い

職

種
を
中
心
と
し
て
、

高
等
小
学
校
を
終
え
た
年
少
労
働
者
が
企
業
内
養
成
施
設
に

お
い

て
三

－
五

年
程
度
の

技
能
養
成
を
受
け
た
あ
と
、

順
次
経
験
を
積
み
な
が
ら
グ
レ

イ
ド
の

高
い

職

務
に

つ

い

て
い

く
と
い

う
企
業
内
昇
進
に

よ
る
労
働
力
の

編
成
体
制
が
形
成
さ
れ
は
じ
め
た

の

で

あ
る
。

そ
れ
に

と
も
な
っ

て
、

経
営
側
の

雇
用
管
理
体
制
も
整
備
さ
れ
て
い
っ

た
。

ま

ず
、

海
軍
工

廠
で

は
、

一

九
一

三

年
に

見
習
職
工
の

募
集
は
毎
年
四
月
に

お
こ

な
う
こ

と
が

定
め
ら
れ
て
い

た
が
、

二

五

年
に

は
、

従
来
満
十
二

歳
以
上
二

十
五

歳
未
満
で

あ
っ

た
見
習

職
工
の

採
用
年
齢
を
、

高
等
小
学
校
卒
業
者
の

年
齢
に

あ
わ
せ
て

十
四
歳
以
上
十
七
歳
未
満

表4－22　職種別移動率（1925年）

注　中央職業紹介事務局『職業別労働事情（3）機械工業』91ページ。ただし移動率＝（雇入数＋解
雇数）÷年間平均職工数。
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に

限
定
し
て
い

る
。

ま
た
、

熟
練
職
工
の

移
動
が
低
下
し
た
第
一

次
大
戦
後
に
は
、

熟
練
職
工
を
定
期
職
工
と
し
て

雇
用
す
る
制
度
に

代
わ
っ

て
、

職
工
一

般
を
期
限
の

定
め
な
き
常
用
工
と
し
て

雇
用
す
る
制
度
が
一

般
化
し
て

い
っ

た
。

海
軍
工

廠
で

は
一

九
一

〇
年
に

定
期
職
工

制
を
事
実
上
廃

止
し
て

い

る
が
、

民
間
大
企
業
で

も
第
一

次
大
戦
後
に

は
定
期
職
工

制
を
廃
止
し
て
い

る
。

こ

う
し
た
常
用
工

制
度
が
確
立
す
る
に
つ

れ
て
、

企
業

内
昇
進
制
度
か
ら
排
除
さ
れ
た
臨
時
工
・

社
外
工

制
度
が
形
成
さ
れ
て
い
っ

た
。

こ

う
し
た
臨
時
工
・

社
外
工
は
、

生
産
変
動
に

と
も
な
っ

て

起
こ

る
雇
用
変
動
の

主
た
る
調
節
弁
と
し
て
の

役
割
を
担
わ
さ
れ
た
の

で

あ
る
。

こ

う
し
て
、

い

わ
ゆ
る
終
身
雇
用
と
労
働
市
場
の

二

重
構
造
が
形
成
さ

れ
た
の

だ
っ

た
。

日
本
的
労
務
管

理
体
制
の

形
成

こ

の

よ
う
に
、

第
一

次
大
戦
後
の

重
工

業
大
経
営
に

お
い

て

は
、

労
働
者
の

個
別
企
業
へ

の

定
着
化
と
内
部
昇
進
化
が
著
し
く

強
ま
っ

た
た
め
、

経
営
側
の

生
産
過
程
に

対
す
る
管
理
体
制
も
著
し
く
強
化
さ
れ
た
。

ま
ず
、

一

九
二
一

年
以
降
、

労
働
組
合

の

団
体
交
渉
権
を
拒
否
し
た
経
営
は
、

そ
の

代
替
機
関
と
し
て

労
使
協
調
的
な
工

場
委
員
会
を
導
入
し
、

労
働
条
件
を
そ
の

付
議
事
項
と
す
る
こ

と

に
よ
っ

て
、

労
働
者
の

苦
情
処
理
を
お
こ

な
い
、

労
働
組
合
の

機
能
を
無
力
化
さ
せ
る
こ

と
に

成
功
し
た
。

こ

う
し
た
工

場
委
員
会
体
制
の

成
立
と

慢
性
的
不
況
下
の

労
働
市
場
、

さ
ら
に

生
産
技
術
の

発
展
に

よ
る

熟
練
の

客
観
化
な
ど
を
背
景
と
し
て
、

経
営
側
の

職
場
管
理
機
構
は
著
し
く
強
化

さ
れ
た
の

で
あ
る
。

た
と
え
ば
海
軍
工

廠
で

は
、

一

九
一

九
年
に

各
職
場
に

工

事
主
任
・

計
画
主
任
な
ど
の

新
し
い

末
端
管
理
者
層
が
配
置
さ
れ
る
と
と
も
に
、

企
画

工
・

記
録
工

な
ど
の

生
産
管
理
を
補
佐
す
る
間
接
工
が
設
け
ら
れ
た
。

そ

し
て
、

こ

う
し
た
職
場
管
理
者
層
に
よ
る
労
働
条
件
決
定
へ

の

関
与
が
強

ま
る
と
と
も
に
、

労
働
条
件
に

関
す
る
経
営
機
能
が
専
門
的
な
管
理
部
門
に

集
中
さ
れ
て
い
っ

た
。

こ

う
し
た
経
過
の

な
か
で

最
も
重
要
な
機
能
を

担
っ

た
の

が
労
務
担
当
部
門
で

あ
っ

た
。

浦
賀
船
渠
で

は
一

九
一

九
年
に

職
工

係
が
設
置
さ
れ
、

二

三

年
に
は
職
工

課
と
し
て

拡
充
さ
れ
て
い

る
。

同
じ
よ
う
に

海
軍
工
廠
で

は
二

三

年
に
は
総
務
部
、

浦
賀
船
渠
で

も
同
年
に

職
工

課
が
そ

れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
た
。

こ

う
し
た
労
務
部
門
の

重
要
な
機
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能
は
、

採
用
・

配
置
・

解
雇
・

労
働
条
件
に

関
す
る
管
理
の

集
中
化
で

あ
っ

た
。

と
り
わ
け
、

初
任
給
・

昇
給
管
理
の

画
一

化
は
、

企
業
内
昇
進
制

が
成
立
し
つ

つ

あ
っ

た
当
時
に

お
い

て

は
、

労
務
部
門
の

重
要
な
機
能
で

あ
っ

た
。

海
軍
工

廠
に

お
い

て

も
、

一

九
二

三

年
総
務
部
を
通
じ
て

労
務

管
理
の

集
中
化
を
は
か
っ

た
際
、

総
務
部
に

課
さ
れ
た
職
能
は
、

全
体
的
見
地
か
ら
「
職
工
及
雇
員
傭
人
ノ

維
持
並
増
減
給
ニ

関
ス

ル

」
画
一

的
管

理
を
お
こ

な
う
こ

と
で

あ
っ

た
。

こ

う
し
て
、

日

本
型
終
身
雇
用
に

対
応
す
る
日

本
的
な
生
産
・

労
務
管
理
が
整
序
さ
れ
て

い
っ

た
の

で

あ
る
。

定
期
昇
給
制
度
と

賃
金
・

労
働
時
間

第
一

次
大
戦
後
、

依
然
と
し
て

移
動
の

多
い

職
種
を
残
し
な
が
ら
も
、

基
幹
的
な
職
種
分
野
に

お
い

て

企
業
内
昇
進
制
が
形

成
さ
れ
て

く
る
に

対
応
し
て
、

賃
金
管
理
に
お
い

て

も
定
期
昇
給
制
度
が
導
入
さ
れ
は
じ
め
た
。

横
須
賀
海
軍
工

廠
で

は
、

す
で

に
一

八
九
三
（
明
治
二

十
六

）
年
に

「
職
工

増
減
給
内
規
」
に
よ
っ

て
、

年
四
回
の

増
給
詮
衡
を
お
こ

な
う
方
式
が
定
め
ら
れ
て

い

た
が
、

反
動

恐
慌
が
勃
発
し
た
一

九
二

〇（
大
正
九

）
年
に
は
、

昇
給
詮
衡
を
年
二

回
に

減
ら
す
と
い

う
改
変
が
お
こ

な
わ
れ
た
。

こ

う
し
た
定
期
昇
給
制
は
、

第

一

次
大
戦
後
、

重
工

業
大
経
営
に

広
く
普
及
し
て
い
っ

た
が
、

浅
野
造
船
所
の

よ
う
に
、

成
文
化
さ
れ
た
昇
給
規
則
を
も
た
な
か
っ

た
と
こ

ろ
も
あ

っ

た
。

し
か
し
な
が
ら
、

第
一

次
大
戦
後
に

成
立
し
た
定
期
昇
給
制
は
、

昇
給
決
定
の

基
準
が
き
わ
め
て

曖
昧
で

あ
り
、

勤
続
年
数
序
列
に

よ
っ

て

技
能
序
列
を
十
分
に

包
摂
す
る
こ

と
が
で

き
な
か
っ

た
。

す
な
わ
ち
、

当
時
の

生
産
管
理
体
制
は
、

生
産
過
程
の

管
理
を
強
化
し
た
と
は
い

え
、

ま

だ
作
業
内
容
の

細
部
ま
で

確
定
し
把
握
し
た
う
え
で

管
理
し
て

い

た
わ
け
で

は
な
く
、

し
か
も
手
工

的
な
熟
練
を
残
し
た
職
種
も
か
な
り
存
在
し
て

い

た
た
め
、

昇
給
の

基
準
も
き
わ
め
て

抽
象
的
で

多
分
に

職
場
管
理
者
の

主
観
的
判
断
に

依
拠
し
て

お
り
、

中
途
採
用
者
と
い

え
ど
も
技
能
に

応
じ

た
格
付
け
を
な
し
う
る
余
地
が
あ
っ

た
。

実
際
、

横
須
賀
海
軍
工

廠
で

も
、

昇
給
対
象
者
は
「
其
ノ

技
能
及
勤
怠
ヲ

考
査

」
し
て

決
定
す
る

と

い

う
、

き
わ
め
て

抽
象
的
か
つ

曖
昧
な
基
準
し
か
定
め
ら
れ
て
い

な
か
っ

た
。

ま
た
、

既
経
験
者
を
採
用
す
る
場
合
も
、

「
初
メ

テ
職
工

ヲ

傭
入
ル

ル

ニ

当
リ
仮
ニ

賃
銭
ノ

等
級
ヲ

定
メ
タ
ル

ト
キ
ハ

爾
後
一

回
ニ

限
リ
…
…
相
当
ノ

増
給
ヲ

為
ス

コ

ト
ヲ

得
」
と
し
て

お
り
、

勤
続
年
数
を
無
視
し
て

技

能
に

応
じ
た
格
付
け
を
な
し
う
る
余
地
を
与
え
て

い

た
（
海
軍
艦
政
本
部
「
海
軍
工

務
規
則
」
一

九
二
一

年
）。
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こ
の

よ
う
に

定
期
昇
給
制
が
成
立
し
つ

つ

あ
っ

た
第
一

次
大
戦
後
の

職
工
の

賃
金
水
準
を
み
る
と
、

大
戦
前
と
比
較
す
れ
ば
大
幅
な
上
昇
が
み
ら

れ
た
が
、

社
会
的
に

み
る
と
依
然
と
し
て

低
水
準
に

あ
っ

た
。

浅
野
造
船
所
の

職
工
の

平
均
賃
金
（
日

給

）
は
一

九
二
一

年
に
一

円
八
〇
銭
で

あ
っ

た
が
、

そ
の

時
の

日
雇
人
夫
の

日

給
は
二

円
五

〇
〜
六
〇
銭
で

あ
っ

た
。

ま
た
横
須
賀
海
軍
工

廠
の

職
工
の

平
均
賃
金（
日

給
）
は
一

九
二

五

年
に
二

円
で

あ
っ

た
が
、

横
須
賀
市
の

日

雇
人
夫
の

日

給
は
二

三

年
に

す
で

に
二

円
五

〇
銭
で

あ
っ

た
。

職
工
の

こ

う
し
た
状
況
は
、

一

九
二
一

年
に

浅
野

造
船
所
で

実
施
さ
れ
た

「
職
工

生
計
費
調
査
」
の

結
果
に

も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て

お
り
、

「
本
調
査
に

依
れ
ば
、

平
均
日

給
一

円
八
十
銭
以
下
の

各
世

帯
に

於
て

は
、

皆
収
支
相
償
は
ざ
る
生
計
を
営
み
、

僅
か
に

家
族
内
職
為
に

よ
る
支
払
繰
延
に
よ
る
か

」
し
て

赤
字
を
補
塡
し
て
い

る
と
記
さ
れ
て

い

る
（『
浅
野
造
船
所
建
設
記
録
』
二

四
七
ペ

ー
ジ

）。

さ
ら
に

労
働
時
間
に
つ

い

て

み
る
と
、

一

九
一

九
年
初
頭
に

開
か
れ
た
国
際
労
働
会
議
に
お
い

て

八
時
間
労
働
制
が
一

般
原
則
と
し
て

採
択
さ
れ

た
こ

と
を
背
景
と
し
て
、

わ
が
国
で

も
八
時
間
制
あ
る
い

は
九
時
間
制
を
と
る
経
営
が
多
数
あ
ら
わ
れ
た
。

神
奈
川
県
下
の

重
工
業
大
経
営
に
お
い

て

も
、

一

九
年
に

浦
賀
船
渠
と
浅
野
造
船
所
が
一

〇
時
間
制
か
ら
八
時
間
制
に

移
行
し
て
い

る
。

し
か
し
、

不
況
と
労
働
争
議
が
発
生
し
た
二
一

年

に
は
、

所
定
内
労
働
時
間
を
一

時
間
延
長
し
九
時
間
制
を
復
活
し
て
い

る
。

し
た
が
っ

て
、

第
一

次
大
戦
後
に
お
い

て

も
、

も
ち
ろ
ん
明
治
期
よ
り

も
改
善
さ
れ
た
と
は
い

え
、

長
時
間
低
賃
金
労
働
が
支
配
的
で

あ
っ

た
の

で

あ
る
。

注（1）
　
こ

う
し
た
労
働
市
場
を
は
じ
め
労
使
関
係
や
労
務
管
理
の

形
成
に
つ

い

て
は
、

兵
藤
釗
『
日

本
に

お
け
る
労
資
関
係
の

展
開
』
第
二
・

三

章
、

そ
れ
を
批
判

的
展
開
し
た
、

中
西
洋
『
日

本
に
お
け
る
「
社
会
政
策
」
・

「
労
働
問
題
」
研
究
』
補
論2

、

そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て

概
説
し
た
、

小
林
謙
一

「
日
本
的
労
務
管
理
の

形
成
」、

森
川
英
正
ほ
か
編
『
日

本
経
営
史
を
学
ぶ

』2

、

参
照
。
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三
　
繊
維
工

業
の

労
働
市
場

女
工
の

比
重
低
下
と

繊
維
工

業
の

動

向

明
治
末
か
ら
大
正
期
を
通
し
て

重
化
学
工
業
が
著
し
く
発
展
す
る
の

に
つ

れ
て
、

女
子
職
工
数
が
男
子
職
工

数
を
上
回
っ

て
い

た
状
態
は
逆
転
さ
れ

た
。

す
な
わ
ち
、

一

九
一

五（
大
正
四

）
年
に

男
子
職
工

数
が
女
子
職
工

数
を
凌
駕
し
、

大
戦
ブ
ー
ム

の
一

九
年
に

は
男
子
職
工
比
率
が
六
八
・

一

㌫
、

二

〇
年
に

は
六
七
・

九
㌫
に

ま
で

高
ま
っ

た
。

こ

の

こ

と
は
、

女
工
比
率
の

高
い

綿
糸
・

絹
糸
紡
績
や
織
物
の
工

場
の

比
重
が
相
対
的
に

小
さ
く
な
っ

た
こ

と
に

よ
る
。

染
織
工
場
は
、

震
災
の

年
や
特
殊
な
年
を
別
と
す
れ
ば
、

絶
対
数
は
着
実
に

増
大

し
て

い

る
が
、

全
工

場
に

占
め
る
割
合
は
二

〇
㌫
程
度
に

低
下
し
た
。

そ
れ
は
表
四
－

二

三
の

と
お

り
で

あ
る
が
、

染
織
工

場
の

職
工
数
も
ほ
ぼ

同
様
の

傾
向
を
示
し
、

全
職
工

数
に

占
め
る
割
合
は
、

五

〇
㌫
以
上
か
ら
三

〇
㌫
程
度
に

縮
小
し
た
。

な
お
、

一

工

場
当
た
り
の

職
工

数
は
染
織
工

場
の

場

合
、

一

九
一

二

年
七
四
人
、

一

九
年
六
五

人
、

二
一

年
四
五

人
と
段
々

に

少
な
く
な
っ

て
い

る
。

こ

れ
は
、

大
戦
ブ
ー
ム

を
契
機
に

小
工
場
の

新
規
参
入
が
多
か
っ

た
た
め
で

あ
ろ
う
。

も
っ

と
も
、

重

化
学
工

業
も
含
め
た
全
工
場
の

場
合
、

一

工

場
当
た
り
の

職
工

数
は
、

同
時
期
に

八
三

人
、

六
六

人
、

二

五

人
と
染
織
工
場
以
上
に

規
模
が
小
さ
く
な
っ

て
い

る
の

で
、

中
小
工

場
の

創
設
が
全
体
と

し
て

多
か
っ

た
こ

と
を
示
し
て

い

る
。

と
は
い

え
、

紡
織
業
に

お
い

て

も
、

川
崎
・

横
浜
な
ど
に

大

表4－23　染織工場数・職工数の推移

注　『神奈川県統計書』より作成
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工

場
が
設
立
さ
れ
た
の

も
確
か
で

あ
る
。

一

九
一

四
年

の

富
士
ガ
ス

紡
の

川
崎
工

場
、

一

七
年
の

日

本
人
絹
、

一

八
年
の

東
洋
紡
績
横
浜
工

場
・

横
浜
撚
糸
織
物
工

場

・

池
畑
メ
リ
ヤ
ス

工

場
、

一

九
年
の

東
洋
麻
糸
紡
績
横

浜
工

場
・

宮
川
メ
リ
ヤ

ス

工
場
な
ど
の

新
設
が
相
次
い

だ
。

そ
れ
ら
の

う
ち
、

少
数
で

あ
る
が
、

最
も
規
模
の

大
き
な
綿
糸
と
絹
糸
の

紡
績
工

場
に
つ

い

て

は
、

『
県

統
計
書
』
に

や
や
詳
し
い

記
載
が
あ
る
。

そ
れ
は
表
四

－

二

四
・

二

五
の

と
お
り
で

あ
る
が
、

そ

れ

に

よ

れ

ば
、

綿
糸
紡
績
工

場
の

場
合
、

大
戦
後
の

不
況
や
震
災

に

も
か
か
わ
ら
ず
職
工

数
を
着
実
に

増
大
さ
せ
、

一

工

場
当
た
り
職
工

数
も
一

九
一

五

年
の
一

二

六
七
人
か
ら

二

三

年
の

二

二

二

五
人
へ

と
、

著
し
く
大
規
模
に

な
っ

て

お
り
、

職
工
一

人
当
た
り
の

使
用
馬
力
数
も
、

同
じ
時
期
に

〇
・

七
馬
力
か
ら
ほ
ぼ
一

馬

力
へ

と
増
大
し
た
の

だ
か
ら
、

生
産
性
も
著
し
く
上
昇
し
た
だ
ろ
う
。

そ
れ
に

た
い

し
て
、

絹
糸
紡
績
工

場
の

方
は
一

工

場
で

三

〇
〇
〇
人
以
上
、

大
戦
ブ
ー
ム

の
一

九
年
に

は
六
〇
〇
〇
人
以
上
の

職
工
を
雇
用
す
る
巨
大
な
も
の

が
存
在
し
た
。

し
か
し
、

こ

の

絹
糸
工

場
の

場
合
は
大
戦
後
の

不

況
期
と
震
災
時
に
は
著
し
く
縮
小
し
て

し
ま
っ

た
の

で

あ
る
。

表4－24　綿糸紡績工場・職工数の推移

注　『神奈川県統計書』より作成

表4－25　絹糸紡績工場・職工数の推移

注　『神奈川県統計書』より作成
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低

賃

金

と

長
時
間
労
働

こ

う
し
た
紡
績

大
工

場
で

は
、

明
治
後
期
と
同

様
に
、

十
二

歳

か
ら
二

十
歳
代

前
半
の

若
年
女

子
労
働
者
が
、

低
賃
金
の

も
と

で

長
時
間
の

労

働
に
従
事
し
て

い

た
。

『
県
統

計
書
』
に
よ
れ

ば
、

一

日
の

就

業
時
間
は
二

二

な
い

し
二

四
時

図4－1　繊維工場の1日当たり賃銭

注　『神奈川県統計書』より作成

©神奈川県立公文書館



間
と
記
さ
れ
て

い

る
。

こ

の

時
期
で

は
昼
夜
二

交
代
制
が
と
ら
れ
て
い

た
か
ら
、

一

人
一

日
の

労
働
時

間
は
一

一

時
間
か
ら
一

二

時
間
に
の

ぼ
っ

た
で

あ
ろ
う
。

ま
た
賃
金
水
準
に
つ

い

て

み
れ
ば
、

図
四
－

一

の

と
お
り
男
女
職
工
と
も
大
戦
中
の

好
況
期
に

か
な
り
上
昇
し
て

い

る
。

し
か
し
、

女
工

は

お

ろ

か
、

男
子
職
工
に

し
て

も
、

の

ち
に

示
す
他
の

職
業
の

賃
金
水
準
に

比
べ

て

か
な
り
低
い

水
準
に
と
ど

ま
っ

て

い

た
。

後
述
す
る
よ
う
に
、

一

九
一

八
年
ご
ろ
の

職
工

の

生
活
費
（
酒
、

煙
草
、

娯
楽
費
を
除
く
）

は
、

二

人
家
族
で
一

日
八
八
銭
、

五
人
家
族
で
一

円
三

〇
銭
程
度
で

あ
っ

た
か
ら
、

男
子
職
工
に
つ

い

て

も
余
裕
の

な
い

生
活
状
態
が
想
像
さ
れ
る
。

な
お
、

一

九
一

七
年
の

『
県
統
計
書
』
衛
生
統
計
に

よ

れ
ば
、

寄
宿
女
工
と
通
勤
女
工
あ
わ
せ
た
合
計
の

う
ち
、

寄
宿
女
工
の

割
合
は
、

紡
績
工

場
で

は
八
五
㌫
、

製
糸
工

場
で

は
九
五

㌫
で

あ
っ

た

か

ら
、

大
部
分
の

女
工
が
劣
悪
な
寄
宿
制
度
の

拘
束
下
に
あ
っ

た
と
い

え
る
。

こ

の

よ
う
に
、

紡
績
工

場
労
働
者
が
引
き
続
き
明
治
後
期
と
同
様
の

劣

悪
な
労
働
・

生
活
条
件
下
に

あ
っ

た
の

は
、

「
工

場
法
」
が
明
治
末
に

成
立
し
た
と
は
い

え
、

そ
の

実
施
が
こ
の

時
期
に

な
っ

て

も

引
き
延
ば
さ
れ

て

い

た
こ

と
に

も
よ
る
。

こ
の

よ
う
な
都
会
の

大
紡
績
工

場
と
は
別
に
、

農
村
部
に

多
く
の

製
糸
工

場
が
存
在
し
た
の

は
大
正
期
に

入
っ

て

も
変
わ
り
な
い
。

表
四
－

二

六

の

よ
う
に
、

こ

う
し
た
器
械
に
よ
る
製
糸
工

場
は
県
内
に

大
正
期
を
通
し
て

四
十
数
工
場
程
度
存
在
し
た
が
、

そ
の

平
均
的
な
規
模
は
一

工

場
当
た

り
の

職
工
数
約
五

〇
人
（
一

九
一

二

年
）、

釜
数
七
二

（
一

九
一

七
年
）
程
度
の

も
の

で

あ
っ

た
。

こ

う
し
た
製
糸
工

場
の
一

つ

で

あ
る
横
浜
市
の

光
塩

社
に
つ

い

て

は
、

「
製
糸
工

女
規
則
」
が
残
っ

て
い

る
が
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
、

就
業
時
間
は
冬
期
は
「
午
前
五
時
ヨ

リ
午
後
六
時
マ

テ

」
の
一

二

時

間
、

夏
期
は
「
午
前
四
時
ヨ

リ
午
後
七
時
マ

テ

」
の
一

五
時
間
に

も
及
ん
で

い

た
。

そ
の

間
二

〇
分
の

食
事
時
間
と
夏
期
に

は
一

〇
分
な
い

し
二

〇

分
の

休
憩
時
間
が
与
え
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い

の

で

あ
る
。

も
っ

と
も
、

休
日
は
毎
日

曜
日

と
定
め
ら
れ
て
い

た
。

ま
た
「
接
近
地
ノ

者
ハ

通
勤
ス

ル

表4－26　製糸場・戸数と釜数の

推移

注　『神奈川県統計書』より作成。
（　）内は釜数を示す。
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モ

妨
ケ
ナ
シ

」
と
さ
れ
た
が
、

「
製
糸
工

女
ハ

総
シ

テ

寄
宿
セ

シ

ム

ル

モ

ノ

ト
ス

」
と
さ
れ
、

外
出
は
き
び
し
く
制
限
さ
れ
て

い

る
の

も
他
の

工
場

と
同
様
で

あ
る
。

年
季
は
、

十
二

歳
以
上
二

十
歳
ま
で

と
定
め
ら
れ
、

そ
の

前
に

退
職
す
る
場
合
は
違
約
金
を
と
ら
れ
て
い

た
の

で

あ
る
。

賃
金
は
表
四
－

二

七
の

よ
う
な
、

等
級
と
繰
糸
の

質
お
よ
び
量
に

よ
っ

て

決
定
さ
れ
た
。

等
級
は
毎
日
の

小
試
験
、

毎
月
の

中
試
験
、

年
二

回
の

大
試
験
に

よ
っ

て

決
定
さ
れ
た
。

そ
の

う
ち
小
試
験
は
、

糸
の

光
沢
良
否
、

テ
ト
ロ

均
否
、

糸
量
多
少
、

糸
目
、

纇
節
多
少
、

切
断
多
少
、

勤
惰
な

ど
に
つ

い

て
そ
れ
ぞ
れ
毎
日

テ
ス

ト

さ
れ
、

そ
の

結
果
が
点
数
で

記
録
さ
れ
た
。

こ

の

小
試
験
を
合
算
し
て

中
試
験
と
な
る
が
、

そ
の

点
数
の

高
さ

に
よ
っ

て

等
級
付
け
さ
れ
た
わ
け
で

あ
る
。

こ

こ

に
、

典
型
的
な
等
級
賃
金
制
の

採
用
を
み
る
こ

と
が
で

き
る
。

平
均
と
の

関
係
で

等
級
を
決
め
る

と
い

う
等
級
賃
金
制
は
、

マ

ニ

ュ

フ

ァ

ク
チ
ュ

ア

段
階
の

製
糸
業
に
お
い

て

必
然
化
し
た
賃
金
算
定
方
式
だ
っ

た
が
、

わ
が
国
だ
け
に
み
ら
れ
る
制

度
で

あ
り
、

明
治
中
ご
ろ
か
ら
諏
訪
地
方
の

製
糸
工
場
で

普
及
し
、

全
国
に

広
ま
り
、

大
正
期
に

な
っ

て

確
立
さ
れ
た
の

で

あ
る
。

こ
の

制
度
に

よ

っ

て
、

（一）
平
均
成
績
を
得
た
者
に

対
す
る
標
準
日
給
額
を
定
め
る
こ

と
に

よ
り
、

経
営
者
は
あ
ら
か

じ
め
大
体
の

賃
金
支
払
総
額
を
決
定
し
う
る
。

（二）
平
均
か
ら
の

成
績
の

偏
差
に

対
し
て

賃
金
格
差
を

つ

け
る
こ

と
に
よ
り
、

女
工

間
の

競
争
を
激
化
さ
せ
、

作
業
能
率
を
引
き
上
げ
る
こ

と
が
で

き
、

（三）

賃
金
格
差
を
女
工
の

能
力
差
に

直
結
し
て

宣
伝
し
、

高
賃
金
女
工
を
お
と
り
に

使
っ

て
、

低
賃
金
水

準
の

ま
ま
で

女
工

募
集
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
っ

た
の
で

あ
る
（
石
井
寛
治
『
日

本
蚕
糸
業
史
分
析
』
二

九
一

－
三
一

五
ペ

ー
ジ

参
照

）。
ま
た
同
「
工

女
規
則
」
に
よ
れ
ば
、

デ
ニ

ー
ル
、

光
沢
お

よ

び

糸
目

に
つ

い

て

は
、

賞
罰
制
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、

こ

の

賞
罰
制
が
さ
き
の

等
級
賃
金
制
の

機
能
を
補
強

し
て
い

た
の

で

あ
る
。

な
お
、

こ

の

賞
金
・

罰
金
制
に
つ

い

て

は
、

諏
訪
製
糸
家
笠
原

家
の

例
で

は
、

罰
金
総
額
の

方
が
賞
金
総
額
よ
り
は
る
か
に

多
く
、

ま
た
工

女
に

精
神
的
負
担
を
与
え
た
こ

と

表4－27　製糸女工の等級・製糸質量

別日給表 （銭・厘）
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が
指
摘
さ
れ
て

い

る
が
（
滝
沢
秀
樹
『
繭
と
生
糸
の

近
代
史
』）、

光
塩
社
の

場
合
に

も
こ

の

よ
う
に

機

能
し
な
か
っ

た
と
は
断
言
で

き
な
い

だ
ろ
う
。

麻
真
田
工

場
の

発

展

と

衰

退

つ

ぎ
に
、

や
は
り
女
子
労
働
者
の

ウ
エ

イ
ト
が
大
き
い

麻
真
田
工

業
に
つ

い

て

み
よ
う
。

麻
真
田
と
い

う
の

は
、

マ

ニ

ラ

麻
の

織
維
を
機
械
で

編
ん
で
、

平
べ

っ

た

く
真
田
ひ

も
の

よ
う
に

仕
上
げ
た
も
の

で
、

多
く
婦
人
帽
の

材
料
に

利
用
さ
れ
た
。

こ

の

ひ
も
を
製
織
す
る
の

が
麻
真
田
工

業
で
あ
り
、

輸
出
産
業
と
し
て

成
長
し
て
い

た
。

海
外
で

は

そ
れ
を
き
れ
い

に

縫
い

合
わ
せ
、

高
級
婦
人
帽
に

仕
立
て

た
が
、

そ
れ
が
欧
米
で

非
常
に

流
行
し

た
の

で

あ
る
。

神
奈
川
県
で

は
、

一

九
一

〇
（
明
治
四
十
三

）
年
に

製
紐
機
を
用
い

た
近
代
的
工

場

が
設
立
さ
れ
て

以
来
、

も
っ

ぱ
ら
横
浜
を
中
心
に

短
期
間
で

急
速
に

発
展
し
、

一

九
一

六
（
大
正

五

）
年
ご

ろ
に

生
産
・

輸
出
と
も
ピ

ー
ク
を
記
録
し
た
。

輸
出
さ
れ
た
横
浜
産
の

麻
真
田
は
品
質
も
良
好
で
、

し
か
も
価
格
が
安
い

の

で
、

海
外
か

ら
引
っ

張
り
だ
こ

と
な
り
、

に

わ
か
に

ブ
ー
ム

を
呼
ん
だ
の

で

あ
る
。

こ

う
し
た

麻
真
田
工

場
は
す
べ

て

電
力
を
使
用
す
る
近
代
的
工

場
で

あ
り
、

一

九
一

五

年
に

は
二
一

一

工

場
を
数
え
、

大
き
い

工
場
で

は
製
紐
機

が
一

〇
〇
台
ぐ
ら
い

に

も
及
ん
で
い

た
。

表
四
－

二

八
の

と
お
り
職
工

数
は
、

大
正
は
じ
め
に

男
女
あ
わ
せ
て

五

〇
〇
〇
人
ほ
ど
に

達
し
た
が
、

そ

の

九
割
以
上
が
女
工
で

あ
っ

た
。

そ
し
て
一

工

場
当
た
り
平
均
二

〇
数
人
の

職
工
を
雇
用
し
、

大
き
な
工

場
で

は
立
派
な
寄
宿
舎
を
も
っ

て

い

た
。

製
糸
や
綿
糸
の

工

場
な
ど
と
比
べ

て
、

寄
宿
女
工
の

割
合
が
少
な
い

の

は
こ

の

工

業
の

特
徴
で

あ
り
、

『
県
統
計
書
』
の

衛
生
統
計
に

よ
れ
ば
、

一

九
一

七
年
の

寄
宿
女
工

の

割
合
は
一

二

㌫
に

と
ど
ま
っ

て
い

た
。

し
か
も
、

麻
真
田
工

業
の

女
工
の

賃
金
水
準
は
比
較
的
高
く
、

作
業
も
清
潔
で

あ

っ

た
の

で
、

製
糸
女
工
や
紡
績
女
工

な
ど
は
そ
れ
に

あ
こ

が
れ
、

か
な
り
の

労
働
力
移
動
が
お
こ

な
わ
れ
た
ほ
ど
だ
っ

た
。

こ

の

よ
う
に
、

麻
真
田

表4－28　麻真田工場・職工数の推移

注　『神奈川県統計書』より作成
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工
業
は
大
正
期
に

お
い

て

女
子
に

有
利
な
雇
用
機
会
を
提
供
し
た
の

で

あ
る
が
、

や
が
て
、

第
一

次
大
戦
後
の

不
況
、

関
東
大
震
災
、

昭
和
恐
慌
と

重
な
る
打
撃
を
こ

う
む
る
な
か
で
、

麻
真
田
生
産
は
衰
退
し
、

そ
の

意
義
を
失
っ

て

い
っ

た
の

で

あ
る
。

四
　
酒
造
業
の

労
働
市
場

酒
造
業
の

発
達
と

出
稼
ぎ

労

働
者

明
治
期
に
つ

い

て

も
み
て

き
た
と
お
り
、

神
奈
川
県
の

労
働
市
場
は
そ
れ
だ
け
で

完
結
し
て
い

た
の

で

は
な
く
他
府
県
と
強

い

結
び
つ

き
を
も
っ

て

形
成
さ
れ
、

な
か
に
は
他
府
県
の

労
働
者
に

ほ
ぼ
全
面
的
に

依
存
す
る
産
業
も
あ
っ

た
。

た

と

え

ば
、

日
本
酒
の

酒
造
業
が
そ
れ
で

あ
る
。

酒
造
業
に
お
い

て

は
生
産
活
動
が
冬
期
に

限
ら
れ
て
い

た
こ

と
か
ら
、

農
村
出
稼
ぎ
労
働
者
へ

の

依
存
が

伝
統
的
・

慣
習
的
に

形
成
さ
れ
て

き
て

お
り
、

ま
た
、

水
田
単
作
地
帯
・

山
村
積
雪
地
帯
で

は
手
近
に

就
業
機
会
が
な
い

た
め
農
閑
出
稼
ぎ
が
定
型

化
し
て

お
り
、

両
者
は
相
互
依
存
関
係
を
も
っ

て
い

た
。

そ
れ
は
丹
波
杜
氏
・

越
後
杜
氏
・

南
部
杜
氏
な
ど
と
し
て

名
高
い

と
こ

ろ
で

あ
る
。

こ

う

し
た
農
民
労
働
に

依
存
し
た
こ

と
に

も
と
づ

い

て
、

酒
造
業
に
お
い

て

は
古
い

独
特
な
労
使
関
係
が
形
成
さ
れ
て

き
た
が
、

そ
れ
も
こ

の

段
階
に

な

る
と
一

定
の

変
様
＝

近
代
化
を
遂
げ
た
が
、

以
下
で

は
そ
う
し
た
点
も
含
め
て
、

酒
造
業
の

労
働
市
場
と
労
働
者
状
態
の

特
質
に
つ

い

て

み
て

お
こ

う
。神

奈
川
県
に
お
け
る
酒
造
は
、

量
的
に

は
大
し
た
規
模
を
も
た
な
か
っ

た
が
、

幕
末
以
前
古
く
か
ら
中
・

足
柄
上
・

足
柄
下
・

愛
甲
・

高
座
の

各

郡
な
ど
県
北
部
と
中
部
に

お
い

て

地
酒
生
産
と
し
て

定
着
し
て
い

た
。

と
く
に

明
治
期
に

な
る
と
、

小
作
米
に

依
拠
す
る
地
主
経
営
型
の

酒
造
業
と

し
て
い
っ

そ
う
発
展
し
た
。

大
正
期
に

な
る
と
表
四
－

二

九
の

よ
う
に
一

〇
〇
戸
ほ
ど
の

酒
造
家
が
存
在
し
て
い

た
。

そ
こ

で

雇
用
さ
れ
る
労
働
者

数
は
一

〇
〇
〇
人
に

満
た
な
い

が
、

一

工

場
当
た
り
六
－
一

〇
人
の

労
働
者
が
雇
用
さ
れ
て
い

た
。

こ

の

う
ち
、

酒
の

び
ん
詰
め
や
レ

ッ

テ
ル

貼
り

©神奈川県立公文書館



や
出
荷
な
ど
の

単
純
労
働
は
地
元
の

農
家
主
婦
な
ど
の

余
剰
労
働
力
に

よ
っ

て

担
わ
れ
た
が
、

基
幹
的
な

酒
造
り
工

程
は
、

杜
氏
に

率
い

ら
れ
た
地
縁
・

血
縁
的
な
チ
ー
ム

＝

職
能
組
織
化
さ
れ
た
労
務
者
集
団
に

よ
っ

て

担
わ
れ
た
。

こ

の

チ
ー
ム

は
、

杜
氏
を
頂
点
に
、

三

役（
頭
・

麹
屋
・

酛
屋
）、

舟
頭
、

釜
屋
、

精

米
、

下
働
き（
雑
役
）
な
ど
の

職
務
に

よ
っ

て

構
成
さ
れ
て

お
り
、

一

チ
ー
ム

は
七
－
八
人
で

編

成
さ

れ

た
。

こ

れ
ら
の

職
務
は
賃
金
序
列
を
示
す
と
と
も
に

身
分
的
序
列
も
示
し
て
い

た
が
、

実
際
の
一

人
一

人

の

仕
事
内
容
に

は
職
務
間
に

代
替
性
が
あ
っ

た
。

た
と
え
ば
、

麹
屋
は
麹
を
つ

く
る
責
任
者
で

あ
る
が
、

麹
造
り
の

仕
事
が
終
わ
れ
ば
他
の

仕
事
も
手
伝
っ

た
の

で

あ
る
。

下
働
き
か
ら
順
次
に

各
職
階
を
経
て

杜

氏
に

昇
格
し
て
い

く
わ
け
で

あ
る
が
、

そ
れ
ま
で
一

四
－
一

五

年
を
要
し
た
と
い

う
。

杜
氏
は
、

酒
造
り

に

全
責
任
を
負
う
ば
か
り
で

な
く
、

こ

う
し
た
チ
ー
ム

作
り
、

労
務
管
理
に

も
責
任
を
負
っ

た

の

で

あ

る
。

そ
の

た
め
、

酒
造
り
に

失
敗
し
、

自
殺
ま
で
し
た
杜
氏
も
あ
っ

た
と
い

う
（
愛
甲
郡
愛
川
町
大
矢
孝
氏
談
）。

な
お
、

大
正
も
後
期
に

な
る
と
男
子
労
働
者
の

ウ
エ

イ
ト
が
減
り
、

女
子
の

比
重
が
増
加
し
て
い

る
が
、

こ

れ
は
こ

の

時
期
に

電
力
が
使
用
さ
れ

る
よ
う
に

な
り
、

と
く
に
び
ん
詰
め
段
階
の

輸
送
が
容
易
に

な
っ

た
た
め
に

女
子
労
働
者
が
よ
り
多
く
就
業
す
る
よ
う
に

な
っ

た
の

だ
ろ
う
。

さ
ら

に
一

九
二
一

－
二

三

年
に

従
業
員
が
減
少
し
た
の

は
、

不
況
の

影
響
で

あ
ろ
う
が
、

こ

の

階
段
か
ら
精
米
を
請
負
い

に

出
す
こ

と
が
多
く
な
っ

た
こ

と
も
反
映
し
て

い

る
だ
ろ
う
。

ま
た
、

酒
し
ぼ
り
に

関
し
て
は
天
び
ん
棹
締
め
か
ら
ね
じ
締
め
へ

、

釜
屋
の

仕
事
も
燃
料
が
薪
か
ら
石
炭
へ

と
変
わ

っ

た
の

で
、

仕
事
が
軽
労
働
化
し
た
こ

と
も
つ

け
加
え
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

神
奈
川
県
に

お
け
る
杜
氏
の

出
身
地
は
、

新
潟
県
が
多
く
、

そ
れ
を
愛
甲
郡
愛
川
町
大
矢
酒
造
な
ど
で

は
埼
玉
県
川
越
市
に

存
在
し
た
田
中
卯
吉

な
る
「
口

入
れ
屋
」
を
通
し
て

調
達
し
て

い

た
。

『
埼
玉
史
談
』
に
は
、

こ

う
し
た
口

入
れ
屋
と
い

う
親
分
の

元
締
め
で
あ
ろ
う
「
関
東
唯
一

の

酒

表4－29　酒造業と従業員数の推移
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造
杜
氏
周
施
養
成
業

」
酒
井
家
に
つ

い

て
の

記
事
が
載
っ

て

い

る
。

同
家
は
、

宝
暦
以
来
酒
造
従
業
員
紹
介
を
業
と
し
て

き
た
家
柄
で
、

「
労
働
者

と
資
本
家
の

仲
立
ち
、

公
平
な
る
立
場
を
以
て

労
資
の

協
調
を
天
職
と
し

」
て

き
た
と
い

う
。

そ
し
て

「
責
任
は
頗
る
重
大
で
、

失
業
救
済
、

争
議

調
停
、

病
傷
、

死
亡
、

墓
の

世
話
よ
り
傭
主
へ

の

損
害
賠
償
、

其
他
人
事
百
般
の

事
情
に

責
任
を
尽
し
専
ら
思
想
善
導
に

」
努
め
た
の

で

あ
る
。

し

か
し
、

こ

う
し
た
周
旋
業
も
、

昭
和
に

な
っ

て

公
的
な
職
業
紹
介
機
関
が
充
実
す
る
に
つ

れ
て
、

そ
の

役
割
を
終
了
す
る
こ

と
に

な
る
。

酒
造
労
働
者
の

賃
金
は
、

口

入
れ
屋
と
酒
造
家
と
の

間
で

取
り
決
め
ら
れ
、

明
治
期
に

つ

い

て
は
、

か
な
り
の

地
域
間
格
差
が
存
在
し
た
が
、

大
正
期
に
な
る
と
関
東
酒
造
組
合

連
合
会
に

よ
っ

て
上
の

資
料（
写
真
）
の

よ
う
な
標
準
給
料
が
定
め
ら
れ
た
。

と
は
い

え
標

準
給
料
が
定
め
ら
れ
た
の

は
頭
役
以
下
の

者
で

あ
っ

て
、

杜
氏
に
つ

い

て
は
ま
だ
取
り
決

め
ら
れ
て
い

な
か
っ

た
。

も
ち
ろ
ん
頭
役
以
下
の

標
準
賃
金
に

し
て

も
、

そ
れ
は
あ
く
ま

で

標
準
賃
金
を
決
め
た
に

過
ぎ
な
か
っ

た
の

で
、

企
業
間
あ
る
い

は
地
域
間
で

賃
金
格
差

は
残
っ

た
で

あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、

こ

う
い

う
協
定
の

も
と
で
、

少
な
く
と
も
頭
役

以
下
に
つ

い

て
は
賃
金
だ
け
で

な
く
、

そ
れ
に

対
応
す
る
仕
事
の

標
準
化
も
あ
る
程
度
進

ん
だ
の

だ
ろ
う
。

先
述
の

大
矢
酒
造
の

場
合
、

杜
氏
の

月
給
は
一

九
二

二

年
ご
ろ
六
〇
円

ほ
ど
で

あ
っ

た
と
い

う
か
ら
、

杜
氏
は
か
な
り
の

高
給
を
え
て
い

た
こ

と
に

な
る
。

そ
れ

は
杜
氏
が
前
述
の

よ
う
に

生
産
管
理
か
ら
労
務
管
理
ま
で

幅
広
い

責
任
を
負
っ

て
い

た
こ

と
に

よ
る
の

だ
ろ
う
。

な
お
、

酒
造
労
働
者
の

賃
金
は
、

い

ち
お
う
月
給
制
で

は
あ
っ

た

大正11年酒造雇人給料標準表 大矢孝氏蔵
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が
、

正
月
と
仕
事
が
終
了
す
る
春
の

二

回
に

分
け
て

支
払
わ
れ
て
い

た
よ
う
で

あ
る
。

雇

人

規
定
と

労
働
者
の

性
格

関
東
酒
造
組
合
連
合
会
は
、

一

九
二

二

年
に

前
述
の

「
雇
人
給
料
標
準
表
」
と
同
時

に
、

「
酒
造
雇
人
規
定
」
を
取
り
決
め
た
。

そ
れ
は
上
の

資
料
（
写
真
）
の

と
お
り
だ

っ

た
が
、

雇
人
の

引
抜
き
を
禁
止
し
た
り
、

あ
る
い

は
ま
た
賃
上
げ
の

要
求
と
か
ス

ト
ラ

イ
キ
の

企
て
な

ど
、

経
営
者
側
に

圧
迫
を
加
え
る
労
働
者
の

雇
入
れ
を
禁
止
し
た
業
者
間
の

取
決
め
で

あ
っ

た
。

さ
ら
に

ま
た
、

よ
り
よ
い

労
働
条
件
を
求
め
て

渡
り
歩
く
頭
・

麹
屋
・

酛
屋
な
ど
の

熟
練
職
人
の

移
動
を
防
止
し

よ
う
と
す
る

も
の

で

あ
っ

た
。

お
そ
ら
く
こ

の

よ
う
な
規
定
に

よ
っ

て
、

酒
造
家
側
の

労
働
者
に

対
す
る

地
位
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
の

で

あ
ろ
う
。

し
た
が
っ

て
、

さ
き
の

「
雇
人
給
料
標
準
表
」
も
こ

う
し
た

雇
人
規
定
と
と
も
に

理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

そ
の

反
面
、

こ

う
し
た
労
使
関
係
上
の

規
定
や

賃
金
協
定
が
必
要
だ
っ

た
こ

と
か
ら
逆
に

考
え
る
と
、

酒
造
労
働
者
の

移
動
は
と
き
に

は
か

な

り

激
し

く
、

企
業
間
競
争
に

も
と
づ

く
賃
金
変
動
も
か
な
り
激
し
か
っ

た
の

だ
ろ
う
。

杜
氏
の

賃
金
は
一

九
二

二

年
に

お
い

て

月
給
六
〇
円
ほ
ど
だ
か
ら
、

一

日

当
た
り
に

換
算
す
れ
ば
三

円
に

は
る
か
に

満
た
な
い

数
字

と
な
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
酒
造
労
働
者
の

場
合
、

住
込
み
で

賄
付
き
だ
っ

た
と
は
い

え
、

こ

の

時
期
の

そ

の

他
の

職
人
の

賃
銭
水
準
に

比
べ

る
と
か
な
り
低
か
っ

た
、

と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

酒造雇人規定 大矢孝氏蔵
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五
　
労
働
者
状
態
と
労
働
運
動

物

価

と

賃

金

の

変

動

明
治
末
以
来
の

慢
性
不
況
か
ら
や
っ

と
脱
出
し
第
一

次
大
戦
勃
発
後
の

ブ
ー
ム

を
迎
え
る
と
、

そ
れ
ま
で

鎮
静
化
し
て
い

た
物
価

が
い
っ

せ
い

に
上
昇
し
は
じ
め
た
。

食
料
品
の

卸
売
物
価
を
み
る
と
、

と
く
に
一

九
一

八
－
一

九
年
の

上
昇
に
は
金
融
緩
和
や
凶

作
の

影
響
も
加
わ
っ

て
い

た
の

で
あ
り
、

小
売
物
価
の

上
昇
は
著
し
か
っ

た
。

こ

う
い

う
状
況
の

な
か
で

米
騒
動
が
発
生
し
、

賃
上
げ
を
要
求
す
る

労
働
争
議
が
多
発
し
た
の

で
あ
る
。

大
戦
が
終
了
し
た
反
動
恐
慌
が
発
生
す
る
と
物
価
も
下
落
し
た
が
、

今
度
は
賃
下
げ
や
人
員
整
理
が
強
行
さ
れ

る
こ

と
に

な
り
、

労
働
者
生
活
は
動
揺
し
続
け
た
の

で

あ
る
。

横
浜
船
渠
で

は
一

九
一

九（
大
正
八

）
年
九
〇
〇
人
、

二
一

年
に
は
二

五
〇
〇
人
に

も

上
る
解
雇
が
お
こ

な
わ
れ
た
の

を
は
じ
め
、

浦
賀
船
渠
や
浅
野
造
船
所
な
ど
で

も
大
量
の

人
員
整
理
が
強
行
さ
れ
、

そ
れ
ら
に

反
対
す
る
争
議
が
激

発
し
た
の

だ
っ

た
。

そ
の

た
め
、

失
業
者
の

救
済
が
社
会
的
な
問
題
と
な
り
、

公
共
的
な
帰
農
政
策
や
職
業
紹
介
政
策
も
実
施
さ
れ
た
の

で

あ
る
。

他
方
、

職
人
や
職
工

な
ど
の

賃
金
も
き
わ
め
て

大
き
く
変
動
し
た
。

一

九
一

五（
大
正
四

）
年
ま
で

は
停
滞
し
て
い

た
が
、

そ
れ
以
後
二
一

年
に
か

け
て

著
し
い

上
昇
を
示
し
た
。

繊
維
工

業
に
つ

い

て
は
す
で
に
図
四
－

一

で
み
た
が
、

そ
の

他
の

職
種
に
つ

い

て

み
る
と
図
四
－

二

の

と
お
り
で

あ

る
。

こ

の

よ
う
に

大
戦
中
の

賃
金
上
昇
は
物
価
上
昇
を
上
回
り
、

大
戦
後
の

下
落
は
物
価
の

そ
れ
よ
り
小
さ
か
っ

た
か
ら
、

実
質
賃
金
の

動
向
と
す

れ
ば
大
正
期
全
体
と
し
て

上
昇
し
た
こ

と
は
疑
い

え
な
い
。

し
か
し
短
期
的
に
一

九
一

八
－
一

九
年
に

限
定
す
れ
ば
、

物
価
上
昇
の

方
が
は
る
か
に

急
激
で

あ
り
、

名
目
的
な
賃
金
上
昇
は
そ
れ
に

追
い
つ

か
ず
、

そ
の

た
め
に

も
、

米
騒
動
が
発
生
し
た
の

で

あ
る
。

し
か
も
こ

の

段
階
に

な
る
と
、

明
治
前
期
か
ら
の

顕
著
な
国
内
米
生
産
の

増
大
、

明
治
末
以
来
の

外
米
の

輸
入
量
増
大
に

よ
っ

て
、

山
間
部
な
ど
一

部
の

地
域
を
除
き
、

農
民
を
含

め
た
ほ
と
ん
ど
の

庶
民
が
三

度
三

度
米
を
食
べ

る
と
い

う
「
近
代
日

本
食

」
の

慣
行
が
確
立
し
た
事
実
に

も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
だ
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