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近
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Ⅱ
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前
世
紀
転
換
期
イ
ギ
リ
ス
の
女
性
福
祉
活
動
か
ら
社
会
進
出
を
考
え
る 

 

松　

浦　

京　

子

　

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
き
ょ
う
は
「
女
性
の
社
会
進
出
を
考
え
る
」

が
共
通
テ
ー
マ
で
す
が
、
簡
単
に
「
女
性
の
社
会
進
出
」
と
言
っ
て
も
、
先
ほ
ど

の
松
田
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
困
難
を
乗
り
越
え

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
視
点
を
少
し
変
え
て
み
た

お
話
し
を
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
も
う
少
し
具
体
的
に
言
え
ば
、
前
世
紀
転

換
期（
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
め
）に
、
イ
ギ
リ
ス
で
ニ
ュ
ー
ウ
ー
マ
ン
と
呼

ば
れ
る
女
性
た
ち
が
登
場
し
ま
し
た
。
こ
の
女
性
た
ち
が
、
私
の
考
え
る
「
女
性

の
社
会
進
出
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
あ
た
る
と
言
え
ま
す
。
そ
の
ニ
ュ
ー
ウ
ー
マ
ン
が

就
い
た
職
業
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
じ
つ
は
先
ほ
ど
松
田
先
生
が
挙
げ
て
く
だ

さ
っ
た
職
業
の
ほ
と
ん
ど
が
重
な
り
ま
す
が
、
ほ
か
に
も
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
一

つ
で
あ
る
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー（
保
健
師
）、
い
わ
ゆ
る
医
療
／
福
祉
職
を
採
り

上
げ
少
し
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
的
に
考
え
て
み
よ
う
と
言
う
わ
け
で
す
。

　

医
療
／
福
祉
職
は
、
お
そ
ら
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
ほ
と
ん
ど
そ
う
だ
と
思
い

ま
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
間
違
い
な
く
女
性
に
よ
る
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、

チ
ャ
リ
テ
ィ
活
動
に
そ
の
起
源
が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
ア
マ
チ
ュ
ア
、
ヴ
ォ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
だ
っ
た
も
の
が
公
職
に
な
り
、
専
門
職
と
し
て
確
立
し
て
い
っ
た

わ
け
で
、
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー（
保
健
師
）も
、
ま
さ
に
そ
れ
に
当
て
は
ま
る
も

の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
少
し
や
や
こ
し
い
こ
と
に
、
サ
ニ
タ
リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー

（
衛
生
監
督
官
。
非
常
に
強
い
権
限
を
持
っ
た
公
務
職
）と
微
妙
に
、
と
い
う
か
奇
妙
に

絡
み
合
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
当
時
の
ニ
ュ
ー
ウ
ー
マ
ン
の
あ
る
人
た

ち
が
、
公
衆
衛
生
公
務
職
と
し
て
、
本
来
異
な
る
二
つ
の
職
に
関
心
を
寄
せ
ま
し

た
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
、
そ
れ
が
ど
ん
な
結
果
に
終
わ
っ
た
の
か
に
目
を
向
け

る
こ
と
が
「
女
性
の
社
会
進
出
」
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
に
な
る
と
考
え
た
次
第
で

す
。

　

そ
れ
で
は
女
性
の
社
会
進
出
と
は
何
で
あ
る
か
を
改
め
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

“Lebensreform
”
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家
に
閉
じ
こ
も
っ
て
働
い
て
い
な
か
っ
た
女
性
が
、
外
に
出
て
い
っ
た
こ
と
で

し
ょ
う
か
？　

違
い
ま
す
ね
。
松
田
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
も
と
も
と

女
性
は
働
い
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
あ
え
て
社
会
進
出
、
そ
れ
も
い
ま
か
ら

百
年
前
の
女
性
に
と
っ
て
の
社
会
進
出
と
言
う
と
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ひ
と
つ
は
公
的
社
会（
政
治
、
経
済
、
社
会
面
）で
の
活
躍
が
社
会
進
出
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
政
治
は
、
ま
ず
は
参
政
権
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
し
、
経
済
も
、
い
わ
ゆ
る
基
幹
産
業
、
も
し
く
は
企
業
の
中
枢
で
働
く
よ
う
な

女
性
が
生
ま
れ
る
と
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
活
躍
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
進
出

な
の
で
は
な
い
か
と
。
い
や
い
や
、
そ
れ
で
は
中
途
半
端
な
定
義
に
過
ぎ
な
い
と

い
う
な
ら
、
私
は
次
の
よ
う
に
考
え
ま
し
た
。
た
し
か
に
女
性
は
、
働
い
て
き
て
、

社
会
の
な
か
で
応
分
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
女
性
の
存

在
が
認
め
ら
れ
な
い
分
野（
そ
の
職
に
就
い
て
は
な
ら
な
い
。
し
て
は
な
ら
な
い
）が

け
っ
こ
う
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
領
域
に
女
性
が
進
出
し
て
い
く
こ
と
が
、
本
当
の

意
味
で
の
社
会
進
出
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
。

　

た
と
え
ば
事
務
員
、
商
店
や
デ
パ
ー
ト
な
ど
の
販
売
員
は
、
い
ま
で
は
大
学
を

卒
業
し
た
女
性
た
ち
が
就
く
職
業
で
す
が
、
か
つ
て
は
女
性
の
存
在
が
認
め
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
領
域
で
す
。
そ
こ
に
女
性
の
事
務
員
、
女
性
の
販
売
員
が
登
場
し

ま
し
た
。
も
う
ひ
と
つ
の
職
業
は
公
務
員
で
す
。
そ
こ
に
女
性
が
進
出
し
て
い
っ

た
こ
と
は
、
社
会
進
出
と
言
え
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
は
、
公
衆

保
健
衛
生
分
野
の
公
務
職
で
あ
る
サ
ニ
タ
リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
と
ヘ
ル
ス
・

ヴ
ィ
ジ
タ
ー
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
中
流
階
級（
松

田
先
生
の
お
話
で
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
」）の
女
性
に
限
定
し
て
み
る
と
、
中
流
階

級
の
女
性
が
め
ざ
し
た
職
は
女
性
の
専
門
職（
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
）だ
っ
た
わ
け
で
、

そ
の
一
例
に
サ
ニ
タ
リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
と
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
が
あ
っ

た
の
で
す
。

　

さ
て
、
中
流
階
級
と
い
う
言
葉
を
出
し
ま
し
た
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
社
会（
階

級
）構
造
に
つ
い
て
少
し
お
話
を
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
は
、

階
級
社
会
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
て
、
い
ま
で
も
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
す
で
に
三
〇
年
以
上
も
前
の
私
の
経
験
に
な
り
ま
す
が
、
二
〇
世
紀
の
終
わ

り
頃
の
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
二
年
も
暮
ら
せ
ば
、
強
く
階
級
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
で
し
た
。
ま
し
て
や
百
年
余
り
前
の
前
世
紀
転
換
期
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
完
全

な
階
級
制
を
持
つ
社
会
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
階
級
構
造
を
大
き
く
分
け
る
と
、
上
流
階
級
、
中
流
階
級
、
労
働

者
階
級
と
な
り
ま
す
。
ニ
ュ
ー
ウ
ー
マ
ン
が
登
場
す
る
の
は
、
中
流
階
級
と
上
層

労
働
者
階
級
あ
た
り
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
こ
の
階
級
構
造
を
頭
に
入
れ
て

い
た
だ
い
て
、
中
流
階
級
は
一
九
世
紀
に
お
い
て
は
、
社
会
の
真
ん
中
辺
を
占
め

て
い
て
、「
世
界
の
工
場
」
と
呼
ば
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
的
繁
栄
を
自
分
た
ち

が
支
え
た
の
だ
と
い
う
意
識
を
持
つ
、
イ
ギ
リ
ス
の
中
核
的
な
階
級
で
あ
っ
た
、

と
い
う
認
識
を
お
願
い
し
ま
す
。
当
然
、
経
済
的
に
は
余
裕
の
あ
る
層
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
も
ご
記
憶
く
だ
さ
い
。

　

イ
ギ
リ
ス
は
一
八
〇
一
年
に
、
セ
ン
サ
ス（
国
勢
調
査
）を
世
界
で
最
初
に
始
め

て
い
ま
す
。
産
業
革
命
を
経
験
し
、
労
働
力
不
足
に
陥
っ
た
イ
ギ
リ
ス
が
、「
い
っ

た
い
イ
ギ
リ
ス
の
人
口
は
ど
れ
ぐ
ら
い
な
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
抱
き
、
国
民
の

悉
皆
調
査
を
し
て
、
人
口
動
態
を
正
確
に
把
握
し
た
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
国

勢
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
人
口
分
布
や
職
業
分
布
が
、
統
計
資
料
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と
し
て
細
か
な
か
た
ち
で
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
資
料
を
用
い
て
の
女
性
労
働
研

究
は
す
で
に
一
九
世
紀
末
に
は
着
手
さ
れ
て
お
り
、
以
降
も
い
く
つ
か
の
論
文
が

発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
こ
れ
ら
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
一
九
世

紀
半
ば
の
状
態
で
す
。

　

表
1
は
一
八
四
一
年
の
セ
ン
サ
ス
報
告
書
か
ら
女
性
が
多
く
就
い
て
い
る
職
業

を
抽
出
し
た
も
の
で
す
。
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
サ
ー
ヴ
ァ
ン
ト（
女
中
さ
ん
）は
圧

倒
的
に
女
性
の
職
業
で
す
。
そ
れ
以
外
に
は
、
綿
織
物
工
場
の
女
工
さ
ん
、
裁
縫

関
係（
衣
類
の
縫
製
）な
ど
が
あ
り
ま
す
。
お
も
し
ろ
い
の
は
洗
濯
業
で
す
。
洗
濯

業
も
、
産
業
革
命
が
起
こ
り
都
市
化
が
進
ん
だ
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
特
徴
的

な
女
性
職
と
言
え
ま
す
。
そ
し
て
、
す
で
に
一
九
世
紀
半
ば
に
し
て
「
自
分
の
職

業
と
い
え
ば
教
師
で
あ
る
」
と
、
国
勢
調
査
で
答
え
た
女
性
た
ち
が
多
い
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
で
も
、
こ
の
教
師
職
も
「
お
ば
さ
ん
学
校
」
と
呼
ば
れ
る
託
児
所

兼
初
歩
的
職
業
訓
練
所
の
先
生
が
多
く
を
占
め
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
職
業
は
、

中
流
階
級（
経
済
的
に
余
裕
の
あ
る
層
）が
就
い
て
い
る
職
業
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
表

2
の
五
〇
年
後
の
一
八
九
一
年
の

セ
ン
サ
ス
結
果
で
も
大
き
な
変
化

は
あ
り
ま
せ
ん
。
や
っ
ぱ
り
衣
類

縫
製
、
綿
織
物
工
場
、
洗
濯
業
、

学
校
の
先
生
が
多
い
で
す
。
少
し

違
う
の
は
、
女
中
さ
ん
は
減
っ
て

い
る
の
に
対
し
て
、
学
校
の
教
師

は
増
え
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。

　

こ
う
し
た
変
化
を
確
認
し
た
う

え
で
、
こ
こ
か
ら
何
を
見
た
い
か
。

イ
ギ
リ
ス
は
階
級
社
会
で
あ
る
と
、

最
初
に
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
の
階

級
社
会
に
お
い
て
、
結
局
、
女
性

は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
ま
す
。

表 1 　婦人の多い職業（1841年）

職　　　　業
男 女

20歳以上 20歳未満 20歳以上 20歳未満

Charwoman ― ― 19,029 316 
Cotton manufacture 91,842 44,833 82,083 62,131 
Dressmaker and milliner 436 127 84,064 22,174 
Factory worker （not specified） 5,631 3,665 7,556 5,626 
Laundry keeper, washer and mangler 532 51 49,001 1,705 
Lodging and boarding house keeper 1,313 5  8,882 50 
Nurse 60 7  12,654 534 
School master, mistress and assistant 21,482 902 30,688 1,715 
Seamstress and Seamster 110 29 23,720 4,452 
Domestic Servant 144,072 90,464 562,392 349,079 
Spinner （branch not specified） 2,627 657 7,127 2,569 
Straw-bonnet and hatmaker 351 30 7,709 2,476 
1841 Census, British Parliamentary Papers （以下 P.P. と約す），Population vol.5，pp.43-56 より抽出。
引用元：吉田恵子「産業革命期婦人労働の 2 類型」『明治大学短期大学紀要』23号、1978年、68頁。

表 2 　婦人の多い職業（1891年センサス）

職　　業 人　　数
婦人10,000人当り

1881 1891 増減

Domestic servant 1,386,167 1,231 1,209 －22
Milliner, dressmaker 415,961 358 363 ＋ 5
Cotton manufacture 332,784 303 290 －13
Washing and bathing service 185,246 177 162 －15
School-master, teacher 144,393 123 126 ＋ 3
Charwoman 104,808 92 92 ―
1891 Census, General Report, p.58: C. Collet. op. cit., p.10.
引用元：吉田恵子「19世紀末イギリスにおける新中間層の出現と婦人労働」『明

治大学短期大学紀要』24号、1978年、22頁。

アマチュア・ヴォランティアからプロフェッションへ
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ワ
ー
キ
ン
グ
・
ウ
ー
マ
ン
は
、
働
く
女
性
、
で
す
。
社
会
の
下
半
分
を
占
め
、
人

口
で
い
え
ば
八
割
近
く
を
占
め
る
労
働
者
階
級
に
属
す
る
女
性
で
す
。
そ
の
対
比

語
と
し
て
あ
る
の
が
ア
イ
ド
ル
・
ウ
ー
マ
ン
で
す
。

　

こ
の
「
ア
イ
ド
ル
」
は
、
偶
像
の
ア
イ
ド
ル
で
は
な
く
、「
暇
を
持
て
余
し
た

女
性
」
と
い
う
意
味
で
の
ア
イ
ド
ル
・
ウ
ー
マ
ン
で
す
。
自
ら
を
卑
下
し
て
、
も

し
く
は
人
び
と
か
ら
か
ら
か
わ
れ
て
呼
ば
れ
た
言
葉
で
す
。
中
流
階
級
の
女
性
を

表
す
言
葉
が
「
ア
イ
ド
ル
・
ウ
ー
マ
ン
」
と
い
う
わ
け
で
、
つ
ま
り
、
働
か
な
い

こ
と
に
意
味
を
見
い
だ
し
た
女
性
な
の
で
す
。
彼
女
た
ち
は
、
ま
ず
経
済
労
働
を

し
ま
せ
ん
。
家
庭
の
主
婦
で
す
。「
家
庭
の
天
使
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
も
、

家
庭
の
主
婦
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
家
事
や
育
児
に
は
サ
ー
ヴ
ァ
ン
ト
を
雇
い
、

直
接
タ
ッ
チ
す
る
こ
と
は
少
な
い
。
で
は
、
何
の
た
め
に
存
在
す
る
の
か
と
い
う

と
、
結
婚
し
て
子
ど
も
を
産
み
、
結
婚
相
手
の
男
性
の
経
済
力
を
世
間
に
見
せ
つ

け
る
こ
と
に
意
義
が
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
サ
ー
ヴ
ァ
ン
ト
の
雇
用
も
、
中
流

階
級
に
と
っ
て
は
自
分
た
ち
の
経
済
力
を
誇
示
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
ア
イ
ド
ル
・
ウ
ー
マ
ン
は
、
働
き
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
福

音
主
義
の
思
想
に
基
づ
き
、「
社
会
に
貢
献
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
で
、

ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
継
承
し
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
、
ヴ
ォ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
に
勤
し
み
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ワ
ー
キ
ン
グ
・
ウ
ー
マ
ン
は
、

労
働
者
階
級
と
し
て
、
彼
女
た
ち
の
労
働
が
ア
イ
ド
ル
・
ウ
ー
マ
ン
の
ア
イ
ド
ル

た
る
こ
と
を
支
え
て
い
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
一
八
九
一
年
時
点
で
の
女
性
の
多
い
職
業
は
、

構
造
的
に
は
五
〇
年
前
と
何
の
変
化
も
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し

た
。「
や
っ
ぱ
り
中
流
階
級
の
女
性
は
働
い
て
い
な
い
ん
だ
」
と
言
う
こ
と
に
な

る
わ
け
で
す
が
、
じ
つ
は
変
化
は

あ
り
ま
し
た
。
就
業
女
性
の
割
合

が
増
え
て
い
る
職
業
に
注
目
す
る

と
、
表
3
か
ら
分
る
よ
う
に
事
務

職
員
の
就
労
率
は
、
一
八
八
一
年

と
、
一
八
九
一
年
の
間
に
大
き
く

上
昇
し
、
公
務
職
や
電
信
電
話
局

な
ど
の
女
性
の
就
業
率
も
上
昇
し

て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
中
流
階
級
の
女
性
就

労
に
つ
い
て
研
究
し
た
ホ
ル
コ
ー

ム
は
、
表
4
の
よ
う
に
た
し
か
に
そ
の
辺
り
で
増
加
率
が
上
昇
し
て
い
た
こ
と
を

指
摘
し
て
い
ま
す
。
表
5
の
婦
人
事
務
職
員
数
の
推
移
を
見
て
も
、
一
九
世
紀
か

ら
二
〇
世
紀
に
変
わ
る
時
期
に
女
性
の
就
業
形
態
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
が
「
ニ
ュ
ー
ウ
ー
マ
ン
の
登
場
」
と
私
が
考
え
る
と
こ
ろ
で

す
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
公
立
小
学
校
の
教
員
の
記
念
写
真（
図
1
）を
見
る
と
、
こ
ん
な
感

じ
で
女
性
が
半
数
を
占
め
て
い
ま
す
。
そ
の
次
は
家
庭
科
を
教
え
る
女
性
教
師

（
図
2
）で
す
。
ロ
ン
ド
ン
の
中
央
郵
便
局
の
一
室
を
撮
っ
た
写
真（
図
3
）で
は
、

見
事
に
女
性
ば
か
り
で
、
隅
に
少
し
男
性
が
い
る
程
度
で
す
。
そ
の
次
は
女
性
ば

か
り
の
電
話
の
交
換
手
の
様
子（
図
4
）で
す
。
そ
の
次
は
、
デ
パ
ー
ト
の
通
信
販

売
部
門
で
注
文
書
を
整
理
し
て
い
る
女
性（
図
5
）で
す
。
当
時
の
ロ
ン
ド
ン
に
は

デ
パ
ー
ト
が
い
く
つ
も
で
き
て
い
ま
し
た
が
、
通
信
販
売
に
力
を
入
れ
て
い
ま
し

表 3  　婦人の増加率の高い職業 
（婦人10,000人当り）

職　　業 1881 1891

Commercial clerk 6.0 15.6 
Paper-box, bag maker 8.7 15.0 
Tabbacco manufacture 8.6 13.9 
Civil service 3.2 7.5 
Printing trade 2.2 3.9 
Telegraph and telepehone service 2.2 3.8 
C. Collet, op. cit., p.9.
引用元：吉田恵子「19世紀末イギリスにおける新中間層の出

現と婦人労働」『明治大学短期大学紀要』24号、
1978年、23頁。
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た
。
こ
の
写
真
で
は
男
女
が
一
緒
に
働
い
て
い
ま
す
が
、
じ
つ
は
そ
れ
ま
で
販
売

職
は
男
の
世
界
で
し
た
。
日
本
で
も
、
時
代
劇
を
見
る
と
、
越
後
屋
な
ど
大
店
の

店
頭
で
働
い
て
い
る
の
は
小
僧
・
丁
稚
・
手
代
・
番
頭
な
ど
、
す
べ
て
男
性
で
す
。

女
性
た
ち
は
、
そ
の
裏
で
家
事
仕
事
に
勤
し
む
女
中
し
か
い
ま
せ
ん
で
し
た
ね
。

女
性
が
販
売
の
現
場
に
出
て
く
る
の
は
、
日
本
で
も
イ
ギ
リ
ス
で
も
同
時
期
だ
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
、
前
世
紀
転
換
期
に
ニ
ュ
ー
ウ
ー
マ
ン
が
登
場
し
た
と
、

私
は
考
え
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、
そ
の
ニ
ュ
ー
ウ
ー
マ
ン
に
つ
い
て
、
二
つ
に
区

分
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
ひ
と
つ
は
新
中
間
層
の
女
性
で
す
。「
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
」
と
い
う
言

葉
は
、
皆
様
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
が
、
女
性
の
「
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
」
職
と

い
う
意
味
で
あ
え
て
「
ホ
ワ
イ
ト
・
ブ
ラ
ウ
ス
」
職
と
呼
び
ま
す
。
つ
ま
り
、
事

務
職
、
販
売
職
、
電
話
交
換
手
、
タ
イ
ピ
ス
ト
、
速
記
者
と
い
っ
た
職
が
成
長
し

て
き
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
と
は
違
う
就
業
形
態
を
持
つ
女
性
「
ニ
ュ
ー
ウ
ー
マ

ン
」
が
登
場
し
た
わ
け
で
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
中
流
階
級
女
性
の
就
労
増
加
で
す
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う

に
、
働
か
な
い
こ
と
に
意
味
の
あ
っ
た
女
性
た
ち
、
働
い
て
は
い
け
な
い
、
働
く

こ
と
に
よ
っ
て
品
位
と
階
級
を
失
う
と
さ
れ
た
女
性
た
ち
が
、
ど
ん
ど
ん
職
に
就

く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
彼
女
た
ち
も
ニ
ュ
ー
ウ
ー
マ
ン
の
ひ
と
つ
の
姿
で
す
。

彼
女
た
ち
は
、
あ
る
意
味
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
的
中
流
女
性
像
へ
の
明
ら
か
な
反

抗
と
し
て
働
き
始
め
た
と
も
言
え
ま
す
。
そ
し
て
、
も
う
一
方
で
は
、「
結
婚
が

す
べ
て
」
と
言
わ
れ
な
が
ら
結
婚
難
と
い
う
現
実
へ
の
対
応
で
も
あ
り
ま
し
た
。

な
か
な
か
結
婚
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
は
成
人
女
性
の
数
が
男

性
よ
り
も
か
な
り
上
回
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
自
立
・
自
活
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
女
性
た
ち
が
就
業
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
反
抗
し
、
あ
る
い
は
自
立
・
自
活
の
た
め
に
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
っ
た
と
は
い
え
、
そ
こ
は
や
は
り
中
流
階
級
で
す
。
ど
ん
な
職
に

就
い
て
も
よ
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
階
級
に
ふ
さ
わ
し
い
職
で
あ

る
こ
と
が
重
要
で
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
加
え
て
、「
ア
イ
ド
ル
・

ウ
ー
マ
ン
」
と
揶
揄
さ
れ
て
、「
世
の
役
に
立
た
な
い
」
と
さ
れ
て
い

た
女
性
た
ち
が
、「
い
や
、
違
う
。
自
分
た
ち
だ
っ
て
社
会
に
存
在
し

て
い
る
ん
だ
。
役
に
立
つ
ん
だ
。
有
意
な
存
在
な
の
だ
」
と
い
う
こ
と

を
証
明
し
た
い
と
い
う
思
い
も
、
と
て
も
強
く
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
社
会
的
に
有
用
・
有
意
で
あ
る
こ
と
も
大
き
な
目
標

と
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
職
、
す
な
わ
ち
、
女
性
の
専
門
職（
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
）を
創
り
出
し
た
い
、
確
立
し
た
い
と
考
え
る
。
そ
れ
が

表 4 　中流階級の職業従事者の増加率

年 増加率 婦人就業者一
般の増加率

全婦人就業者
に占める割合

1861 5.0 
1871 28.9 1.5 7.4 
1881 26.1 0.1 9.3 
1891 41.0 18.0 11.1 
1901 26.1 3.9 13.5 
1911 40.8 15.8 16.4 
L. Holcombe, Victorian Ladies at Work, Newton Abbott, 
1973, pp.214-5 より
引用元：吉田恵子「19世紀末イギリスにおける新中間層

の出現と婦人労働」『明治大学短期大学紀要』
24号、1978年、23頁。

表 5 　婦人事務職員数の推移

年 実数 全事務職員にお
ける婦人の割合 増加率

1861 279 0.3 
1871 1,446 1.1 418.3 
1881 6,420 2.7 344.0 
1891 18,947 5.1 195.2 
1901 57,736 11.1 204.7 
1911 124,843 18.1 116.2 
L. Holcombe, Victorian Ladies at Work, Newton Abbott, 
1973, p.210 より
引用元：吉田恵子「19世紀末イギリスにおける新中間層

の出現と婦人労働」『明治大学短期大学紀要』
24号、1978年、23頁。

アマチュア・ヴォランティアからプロフェッションへ
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前
世
紀
転
換
期
の
ニ
ュ
ー
ウ
ー
マ
ン

の
ひ
と
つ
の
姿
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ウ
ー

マ
ン
の
登
場
の
背
景
に
は
何
が
あ
る

で
し
ょ
う
か
。
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
社
会
が
大
き
く
変
化
し
た

か
ら
で
す
。
政
治
・
経
済
構
造
が
変

化
し
ま
す
。
公
教
育
制
度
が
で
き
て
、

公
立
の
学
校
が
次
々
と
で
き
ま
し
た
。

そ
の
変
化
の
背
景
に
何
が
あ
る
か
と

い
う
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
一
八

六
八
年
に
労
働
者
階
級
に
参
政
権
が
与
え
ら
れ
ま
す
。

参
政
権
を
与
え
る
に
あ
た
っ
て
、
労
働
者
に
ち
ゃ
ん

と
教
育
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
物
事
の
判
断

能
力
を
労
働
者
に
も
育
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
こ
と
が
、
お
そ
ら
く
公
教
育
制
度
の
背
景
に

あ
っ
た
だ
ろ
う
と
言
え
ま
す
。
労
働
者
も
政
治
に
参

加
で
き
る
、
い
わ
ゆ
る
大
衆
民
主
主
義
に
な
っ
て
、

労
働
者
階
級
も
含
め
て
広
く
国
民
に
は
教
育
が
必
要

で
あ
る
。
そ
れ
が
公
教
育
で
あ
り
、
国
家
の
責
任
に

お
け
る
教
育
で
す
。
そ
し
て
、
識
字
能
力
を
身
に
つ

け
た
労
働
者
階
級
の
女
性
の
職
業
選
択
の
幅
が
広

図 1  　A.M. Newth, Britain and the World 1789-
1901, Penguin Books, 1967, p. 177.

図 2  　Joan, Perkin, Victorian Woman, London, 
1993, Illustrations.

図 3  　George R., Sims, Living London, 3 vols., Cassel 
& Co.Ltd., 1902 （Rep. 1990, vol.2, p.189）.

図 4  　Joan, Perkin, Victorian Woman, London, 
1993, Illustrations.

図 5  　George R., Sims, Living London, 3 vols., Cassel 
& Co.Ltd., 1902 （Rep. 1990, vol.3, p.44）.
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が
っ
た
の
で
す
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
経
済
構
造
も
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
は
、「
世
界
の
工

場
」
で
あ
り
、
世
界
で
最
初
に
産
業
革
命
を
興
し
て
、
経
済
力
で
ト
ッ
プ
を
走
り

ま
し
た
が
、
気
が
つ
い
て
み
れ
ば
ド
イ
ツ
と
ア
メ
リ
カ
に
追
い
抜
か
れ
て
い
た
。

そ
れ
が
一
九
世
紀
末
の
イ
ギ
リ
ス
の
姿
で
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
で
簡
単
に
し
ぼ
む

イ
ギ
リ
ス
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
今
回
の
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
の

関
係
で
、「
ま
だ
沈
ん
で
な
い
」「
い
や
、
沈
ん
だ
」
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
見
方
が

出
て
い
ま
す
が（
笑
）、
い
ず
れ
に
せ
よ
一
九
世
紀
末
に
「
世
界
の
工
場
」
か
ら
は

転
落
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
ま
だ
ま
だ
イ
ギ
リ
ス
は
し
ぶ
と
く
生
き
残
り
、

「
世
界
の
銀
行
」
へ
と
変
わ
り
ま
す
。
シ
テ
ィ
に
は
、
世
界
中
の
銀
行
の
支
店
が

集
ま
り
、
金
融
の
中
心
で
す
。
そ
し
て
、
当
時
は
帝
国
主
義
の
時
代
で
、
世
界
中

に
海
外
投
資
が
行
わ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
海
外
投
資
の
資
金
が
集
ま
る
の
が
ロ

ン
ド
ン
の
シ
テ
ィ
で
し
た
。
だ
か
ら
、
金
融
部
門
が
大
き
く
膨
れ
上
が
り
、
そ
こ

で
タ
イ
プ
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
も
含
む
事
務
職
へ
の
需
要
が
高
ま
り
、
そ
こ
に
女
性
た

ち
が
進
出
し
た
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

帝
国
主
義
は
、
先
ほ
ど
の
松
田
先
生
の
お
話
と
も
関
わ
り
ま
す
が
、
国
家
間
の

競
争
で
あ
り
、
時
に
は
熱
い
戦
争
に
も
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
人
口
の
多
い

国
の
ほ
う
が
兵
士
の
数
も
多
い
。
ま
た
兵
士
と
し
て
活
躍
で
き
る
、
体
格
の
よ
い

頑
健
な
男
子
が
多
け
れ
ば
兵
士
の
数
に
困
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
、
イ
ギ
リ
ス
は

「
産
め
よ
、
増
や
せ
よ
」
と
い
う
政
策
を
採
り
ま
す
が
、
何
よ
り
も
ま
ず
兵
士
に

な
る
の
に
堪
え
う
る
よ
う
な
体
力
を
持
つ
子
ど
も
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
た
め
に
貧
し
い
労
働
者
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
福
祉
制
度

の
整
備
が
進
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
子
ど
も
た
ち
を
無
事
に
育
て
上
げ
る
た

め
に
活
動
す
る
公
務
職
が
、
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
で
あ
り
、
サ
ニ
タ
リ
ー
・
イ

ン
ス
ペ
ク
タ
ー
で
あ
り
、
そ
こ
に
中
流
階
級
の
女
性
た
ち
が
自
分
た
ち
の
専
門
職

を
夢
見
た
わ
け
で
す
。

　

中
流
階
級
の
女
性
た
ち
の
就
労
増
加
の
理
由
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
ま
し
た

が
、
そ
こ
に
は
経
済
的
に
自
立
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
理
由
以
外
に
も
、

私
は
や
は
り
、
一
九
世
紀
中
葉
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
で
展
開
し
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の

影
響
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、「
女
性
の
権
利
拡
張
」

「
女
性
の
地
位
向
上
」
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
を
し
ま
す
。
一
九
世
紀
の

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
男
女
平
等
を
求
め
る
運
動
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
中
流
階
級
の

女
性
た
ち
が
あ
る
種
の
運
動
を
起
こ
し
て
、
結
果
的
に
は
女
性
の
専
門
職
の
確
立

を
希
求
し
た
こ
と
が
特
徴
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
一
九
世
紀
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
中
流
階
級
の
女
性
に
よ
る
、
中
流
階

級
の
女
性
の
た
め
の
運
動
と
い
え
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
当
然
、
経
済
的
自
立

を
獲
得
す
る
た
め
で
あ
り
、
も
っ
と
い
え
ば
領
域
の
分
離
＝
社
会
的
疎
外
か
ら
の

解
放
で
し
た
。
私
は
こ
こ
で
は
、
女
性
が
存
在
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

領
域
に
出
て
い
く
こ
と
を
社
会
進
出
と
考
え
る
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
が
、
ま
さ

に
そ
れ
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
な
の
で
す
。
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
中
流
階
級
以
上
の
社

会
規
範
と
し
て
「
領
域
の
分
離
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
日
本

で
い
え
ば
性
別
役
割
分
担
に
近
い
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
男
た
ち
は
公
領

域
、
女
性
た
ち
は
私
領
域
に
い
る
べ
き
だ
」
と
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
女
性
が
就
い

て
は
な
ら
な
い
職
、
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
領
域
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
大
学
教
育
は
、
男
の
教
育
で
す
。
医
者
や
法
律
関
係
、
さ
ら
に
い
え

ば
官
職
は
す
べ
て
男
た
ち
の
も
の
で
あ
り
、
女
性
は
そ
こ
に
就
く
こ
と
が
で
き
ま
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せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
が
領
域
の
分
離
で
す
。「
私
的
な
世
界
で
の
み
存
在
せ
よ
」

と
言
わ
れ
る
と
、
そ
れ
は
「
社
会
的
疎
外
」
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
疎
外
か

ら
解
放
さ
れ
た
い
と
い
う
の
が
一
九
世
紀
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
本
質
で
あ
る
、
と
私

は
考
え
て
い
ま
す
。

　

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
が
も
う
一
度
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

二
〇
世
紀
後
半
に
な
っ
て
か
ら
で
、
一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
七
〇
年
代
に
「
ウ
ー

マ
ン
リ
ブ
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。「
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」「
現
代

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
の
特
徴
は
さ
す
が
に
「
疎
外

か
ら
の
解
放
」
で
は
な
く
、「
女
性
の
存
在
は
従
属
も
し
く
は
抑
圧
の
状
態
に
あ

る
。
そ
こ
か
ら
の
解
放
を
求
め
る
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
真
の
意
味
で
の
男
女

平
等
を
求
め
る
の
が
二
〇
世
紀
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
で
し
ょ
う
が
、
一
九
世
紀
は
ま

だ
そ
こ
ま
で
は
行
っ
て
な
く
て
、「
少
な
く
と
も
女
性
が
行
け
な
い
領
域
は
な
く

し
た
い
」
と
い
う
運
動
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

具
体
的
な
獲
得
領
域
と
し
て
は
、
ひ
と
つ
は
法
的
権
利
で
す
。
そ
れ
ま
で
女
性

た
ち
は
、
親
権
も
な
け
れ
ば
、
離
婚
の
権
利
も
な
く
、
財
産
権
さ
え
既
婚
女
性
に

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
女
性
が
持
参
金
を
持
っ
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
働
い
た

と
し
て
も
、
そ
の
お
金
は
す
べ
て
夫
の
も
の
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
書
類
に
サ
イ

ン
す
る
契
約
権
も
あ
り
ま
せ
ん
。
訴
訟
権
が
な
く
、
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
の
で
き

な
い
の
で
、
民
事
裁
判
の
当
事
者
に
も
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
さ

ま
ざ
ま
に
疎
外
さ
れ
て
い
た
権
利
を
獲
得
す
る
運
動
で
あ
り
、
中
等
教
育
も
ま
と

も
な
も
の
は
な
い
か
ら
獲
得
し
た
い
と
女
子
教
育
改
革
に
取
り
組
み
ま
す
。
そ
し

て
、
そ
の
先
に
あ
る
の
が
専
門
職
で
す
。
ち
ゃ
ん
と
し
た
中
・
高
等
教
育
を
受
け

て
、
大
学
教
育
を
受
け
て
、
学
位
を
取
っ
て
、
専
門
職
に
就
き
、
最
終
的
に
は
参

政
権
の
獲
得
と
い
う
か
た
ち
に
な
り
ま
す
。

　

一
九
世
紀
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
簡
単
に
図
式
化
す
る
と
以
上
の
よ
う
に
な
る
か
な

と
思
い
ま
す
が
、
い
く
つ
も
の
女
性
雑
誌
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
出
て
、
こ
う
し
た

こ
と
を
宣
伝
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
雑
誌
で
け
っ
こ
う
推
奨
さ
れ
て
い
た
の
が
、
じ

つ
は
社
会
活
動
で
あ
り
、「
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ー
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
ー
に
参
加
し
て
、

チ
ャ
リ
テ
ィ
を
頑
張
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
入
っ
て
は
い
け
な
い

領
域
が
あ
っ
て
、
そ
こ
へ
入
ろ
う
と
い
う
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
で
す
が
、
そ
こ
ま
で
過

激
に
な
れ
な
い
け
れ
ど
、
家
に
閉
じ
こ
も
っ
て
、
く
す
ぶ
っ
て
い
る
の
は
イ
ヤ
な

女
性
た
ち
、
社
会
に
ち
ゃ
ん
と
貢
献
し
た
い
女
性
た
ち
、
彼
女
た
ち
に
ふ
さ
わ
し

い
の
が
チ
ャ
リ
テ
ィ
、
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー（
一
人
で
す
る
の
が
大
変
だ
っ
た
ら
ヴ
ォ

ラ
ン
タ
リ
ー
の
組
織
）だ
と
い
う
こ
と
で
、「
そ
こ
に
参
加
し
、
自
ら
の
で
き
る
こ

と
を
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
宣
伝
が
非
常
に
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
流
れ
の
中
か
ら
出
て
く
る
の
が
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
、
も
し
く
は

そ
れ
と
大
き
く
重
な
る
か
た
ち
で
存
在
し
た
サ
ニ
タ
リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
と

い
う
職
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
一
八
五
八
年
に
創
刊
さ
れ
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
雑
誌

『
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
ウ
ー
マ
ン
ズ
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
の
翌
年
の
号
に
、「
衛
生

改
革
に
お
い
て
女
性
が
な
す
べ
き
仕
事
の
詳
細
に
つ
い
て
」
と
い
う
記
事
が
掲
載

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
記
事
で
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
雑
誌
が
注
目
し
た
、
女
性
の

な
す
べ
き
こ
と
、
社
会
に
貢
献
で
き
る
こ
と
と
し
て
、「
女
性
は
衛
生
改
革
に
貢

献
す
べ
き
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
後
継
誌
『
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
ウ
ー
マ
ン
ズ
・
レ
ヴ
ュ
ー
』
は
、

一
八
六
六
年
か
ら
一
九
一
〇
年
ま
で
刊
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
、

ど
ん
な
職
業
に
中
流
階
級
の
女
性
が
就
く
こ
と
が
で
き
た
か
を
い
ち
い
ち
紹
介
し
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て
い
き
ま
す
。「
こ
の
職
に
就
い
た
人
、
い
ま
す
よ
。
み
ん
な
、
頑
張
り
ま
し
ょ

う
」
と
い
う
感
じ
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
こ
ん
な
記
事
が
一
八
九
四
年
一
月
号

に
載
り
ま
し
た
。「
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
区
の
セ
ン
ト
・
メ
リ
ー
教
区
で
、
二
人
の
レ

デ
ィ
ー
が
サ
ニ
タ
リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
に
任
命
さ
れ
た
。
こ
れ
は
工
場
法
な

ら
び
に
公
衆
衛
生
法
に
基
づ
く
任
命
で
あ
る
。
報
酬
は
年
六
〇
ポ
ン
ド
で
あ
る
。

二
人
と
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
ー
で
訓
練
を
受
け
、
デ
ィ
プ

ロ
マ
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
内
容
で
す
。「
こ
ん
な
公
務
職
も
あ
る
ん
だ
よ
。

こ
れ
か
ら
も
続
き
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
感
じ
で
す
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
人
た
ち
が

注
目
す
る
公
務
職
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
実
際
、
公
衆
衛
生
保
健
職
は
、
女
性
た
ち

に
と
っ
て
関
心
の
あ
る
領
域
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

当
時
の
本
を
紹
介
す
る
と
、
た
と
え
ば
中
流
階
級
女
性
向
け
の
専
門
職
ガ
イ
ド

『
七
専
門
職
の
女
性
：
ウ
ィ
メ
ン
・
ワ
ー
カ
ー
ズ
・
イ
ン
・
セ
ブ
ン
・
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
ズ
』（
一
九
一
四
年
）は
、
教
育
職
、
医
療
職
、
看
護
師
・
助
産
師
、

地
方
公
務
員
、
国
家
公
務
員
、
事
務
職
、
女
優
と
い
う
七
つ
の
専
門
職
を
紹
介
し

て
い
ま
す（
表
6
参
照
）。
ち
な
み
に
、
女
優
が
専
門
職
の
リ
ス
ト
に
上
が
っ
て
い

ま
す
が
、
舞
台
俳
優
は
現
在
も
大
学
を
出
て
就
く
の
が
当
然
と
さ
れ
る
専
門
職
で

す
。

　

教
育
関
係
は
、
大
学
教
員
か
ら

始
ま
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
教
職
が

あ
り
ま
す
。
専
門
職
の
代
表
格
で

あ
る
医
療
関
係
も
、
内
科
医
、
外

科
医
、
歯
科
医
が
あ
り
ま
す
。
看

護
師
・
助
産
師
は
、
当
時
、
女
性

の
専
門
職
と
し
て
確
立
し
つ
つ

あ
っ
た
職
業
で
は
あ
る
の
で
す
が
、

多
様
な
職
種
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
国
家
公
務
員
で
は

な
く
地
方
公
務
員
と
し
て
「
こ
ん

な
職
が
あ
り
ま
す
よ
」
と
わ
ざ
わ

ざ
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
が
サ
ニ
タ

表 6

Ｉ　教育専門職
　 1 大学教員　 2 中等（女）学校教員　 3 小学校教員
　 4 障害児教育教師　 5 体育教育教師　 6 家庭科教育教師

Ⅱ　医療専門職（含む歯科医）
　 1 内科医、外科医　 2 歯科医

Ⅲ　看護師、助産師（含むマッサージ専門職）
　 1 一般病院看護師　 2 プライベート・ナース　 3 救貧施療院看護師
　 4 隔離病院看護師　 5 地区巡回訪問看護師
　 6 学校看護師、査察看護師　 7 植民地における看護師
　 8 陸海軍病院看護師　 9 刑務所看護師
　10助産師（医師以外の女性専門職としての）　11マッサージ専門職

Ⅳ　地方公務職 衛生監督官、ヘルス・ヴィジター（保健師）

Ｖ　公務職
　 1 上級公務員　 2 一般公務員

Ⅵ　事務職、秘書

Ⅶ　女優
Edith J. Morley (ed.), Women Workers in Seven Professions: A Survey of Their Economic 
Conditions and Prospects, London, 1914 より作成。

表 7 　最新センサス報告に基づく専門職 7 領域における女性従
事者（1911年 イングランド＆ウェールズ）

合計 未婚 既婚 寡婦

Ⅰ　教育専門職 187,283 174,480 11,798 4,005 
Ⅱ　医療専門職 477 382 76 19 
Ⅲ　看護師助産師 83,662 55,288 11,867 16,507 
Ⅳ　地方公務員＆救貧委 19,437 14,439 2,514 2,484 
Ⅴ　国家公務員 31,538 25,843 3,410 2,285 
Ⅵ　事務職 117,057 114,429 1,733 895 
Ⅶ　女優 9,171 5,259 3,540 372 
Edith J. Morley (ed.) Women Workers in Seven Professions: A Survey of Their 
Economic Conditions and Prospects, London, 1914, Appendix II より引用。
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リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー（
衛
生
監
督
官
）と
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー（
保
健
師
）で
す
。

そ
れ
か
ら
公
務
員（
上
級
公
務
員
、
一
般
公
務
員
）、
事
務
職
と
続
い
て
、
最
後
に
女

優
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
以
上
七
つ
の
専
門
職
に
ど
れ
ぐ
ら
い
の
女
性
が
従
事

し
て
い
た
か
を
、
表
7
の
一
九
一
一
年
の
セ
ン
サ
ス
報
告
で
見
る
と
、
三
番
目
に

多
い
の
が
看
護
師
・
助
産
師
で
す
。
国
家
公
務
員
の
数
も
け
っ
こ
う
多
い
と
言
え

ま
す
。
で
も
、
そ
れ
な
り
に
多
い
も
の
が
地
方
公
務
員
・
救
貧
委
員
会（
選
挙
で
選

ば
れ
る
公
務
職
）で
、
こ
れ
に
は
一
九
、四
三
七
人
が
従
事
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に

サ
ニ
タ
リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
と
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
は
い
く
つ

も
あ
っ
て
、
当
時
の
出
版
物
の
挿
し
絵（
図
6
、
7
）を
見
る
と
、
縫
製
の
仕
事
場

に
出
向
い
て
、
衛
生
環
境
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
女
性
の
サ
ニ
タ
リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク

タ
ー
や
、
ロ
ン
ド
ン
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
の
男
性
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
が

出
て
き
ま
す
。
後
者
は
簡
易
宿
泊
所
に
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
が
や
っ
て
来
た
図
で
、

私
生
活
の
場
に
ず
か
ず
か
と
入
り
込
ん
で
き
た
イ
ヤ
な
男
で
す（
笑
）。
お
ま
け
に

傘
を
後
ろ
手
に
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
圧
力
を
か
け
て
い
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
は
、
公
権
力
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
法
律
に

よ
っ
て
一
定
の
権
限
を
認
め
ら
れ
て
、
ず
か
ず
か
と
個
人
の
空
間
に
入
り
込
む
権

限
を
持
っ
て
い
る
公
務
職
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
九
世
紀
末
以
降
、
そ
の

職
に
女
性
も
登
用
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
登
用
部
門
と
し
て
、
サ
ニ
タ

リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
と
、
そ
れ
と
交
替
し
て
し
ま
う
よ
う
な
か
た
ち
で
登
場

し
た
も
の
と
し
て
保
健
師
と
い
う
職
が
存
在
し
ま
す
。
こ
こ
に
注
目
し
て
、
あ
ま

り
時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

図 6  　George R., Sims, Living London, 3 vols., Cassel & 
Co.Ltd., 1902 （Rep. 1990, vol.1, p.52）.

図 7  　George R., Sims, Living London, 3 
vols., Cassel & Co.Ltd., 1902 （Rep. 
1990, vol.2, p.256）.
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イ
ギ
リ
ス
は
、
世
界
で
最
初
に
産
業
革
命
を
経
験
し
、
急
激
な
都
市
化
を
経
験

し
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
ひ
ど
い
衛
生
環
境
を
経
験
し
ま
す
。
そ
れ
は
伝
染
病
の
大
流

行
で
あ
り
、
ま
た
、
大
量
の
乳
幼
児
死
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
九

世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
公
衆
衛
生
も
し
く
は
公
衆
保
健
衛
生
と
言
わ
れ
る
行
政
施

策
が
展
開
し
ま
し
た
。
そ
の
な
か
か
ら
地
方
公
務
職
と
し
て
の
サ
ニ
タ
リ
ー
・
イ

ン
ス
ペ
ク
タ
ー
が
現
れ
ま
す
。

　

一
方
で
、
こ
の
問
題
で
あ
る
大
変
な
状
況
に
対
し
て
、「
女
性
は
社
会
に
貢
献

し
ろ
。
チ
ャ
リ
テ
ィ
に
頑
張
れ
」
と
い
う
わ
け
で
、
女
性
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
・
ヴ
ォ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
大
活
躍
し
ま
す
。
こ
の
伝
統
の
な
か
か
ら
現
れ
て
き
た
の
が

ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー（
保
健
師
）と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

イ
ギ
リ
ス
で
本
格
的
な
公
衆
衛
生
が
展
開
し
始
め
る
の
は
一
八
四
〇
年
代
、
エ

ド
ウ
ィ
ン
・
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
と
い
う
人
物
の
貢
献
に
よ
る
も
の
で
す
。
議
会
に

調
査
委
員
会
を
つ
く
っ
て
、
大
都
市
ロ
ン
ド
ン
の
衛
生
調
査
を
徹
底
的
に
行
い
ま

し
た
。
そ
し
て
、「
こ
ん
な
状
況
が
あ
る
ん
だ
。
ど
う
だ
」
と
問
い
か
け
た
わ
け

で
す
。「
衛
生
改
革
が
必
要
だ
」
と
呼
び
か
け
、
そ
の
た
め
の
法
整
備
を
求
め
ま

し
た
が
、
そ
れ
は
す
ぐ
に
は
成
就
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
、
法
整
備
は
す
ぐ
に

は
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
一
八
四
〇
年
代
か
ら
各
地
で
地
域
の
ヴ
ォ
ラ
ン
タ

リ
ー
組
織
が
衛
生
改
善
の
た
め
の
活
動
を
始
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
流
れ

の
な
か
で
、
公
的
に
は
四
〇
年
代
末
以
降
、
次
々
と
い
ろ
い
ろ
な
法
律
が
で
き
て

い
き
ま
す
。

　

こ
こ
で
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
地
方
公
共
団
体
に
公
衆
衛
生
担
当
官

と
し
て
医
者
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
保
健
医
官

（
Ｍ
Ｏ
Ｈ
）の
も
と
で
査
察
業
務
・
調
査
業
務
を
担
い
、
そ
し
て
公
衆
衛
生
法
を
執

行
す
る
権
限
を
持
つ
者
と
し
て
、
最
初
は
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
・
ニ
ュ
ー
サ
ン
ス

（
迷
惑
物
除
去
に
つ
い
て
の
査
察
官
）で
し
た
が
、
後
に
サ
ニ
タ
リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク

タ
ー
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
登
場
し
ま
す
。
こ
の
時
点
で
は
男
性
職
で
す
。
ま
ず
は

ロ
ン
ド
ン
で
、
そ
し
て
全
国
的
に
七
〇
年
代
に
、
こ
れ
ら
の
職
が
公
衆
衛
生
の
た

め
の
職
と
し
て
確
立
し
て
い
き
ま
す
。

　

一
方
で
は
、「
法
整
備
が
進
ま
な
い
な
ら
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
衛
生
改
善

に
貢
献
し
よ
う
」
と
い
う
動
き
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
一
八
五
二
年
に
は
、
マ

ン
チ
ェ
ス
タ
ー
で
労
働
者
階
級
宅
へ
の
悉
皆
訪
問
調
査
と
衛
生
知
識
の
普
及
活
動

が
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
は
、
大
都
市
で
商
業
都
市
で
す
が
、

巨
大
な
貧
困
地
区
が
あ
り
、
そ
の
地
区
か
ら
は
毎
年
の
よ
う
に
非
常
に
深
刻
な
伝

染
病
が
発
生
し
、
大
量
死
が
発
生
し
て
い
ま
し
た
。
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
は
「
そ
れ

を
防
ぐ
に
は
衛
生
改
革
が
必
要
だ
」
と
指
摘
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
う
い
う
地

域
の
状
況
調
査
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
、
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
が
、
す
べ
て

自
分
た
ち
の
お
金
で
悉
皆
調
査
を
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
衛
生
状
態
が
悪
い
の

は
知
識
が
な
い
か
ら
だ
。
ま
ず
は
知
識
を
普
及
し
よ
う
」
と
い
う
活
動
が
最
初
は

男
性
の
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
た
ち
の
運
動
と
し
て
始
ま
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
一
八
五
七
年
に
は
ロ
ン
ド
ン
で
女
性
た
ち
が
労
働
者
階
級
家
庭
へ
の

衛
生
知
識
の
普
及
を
め
ざ
し
て
婦
人
衛
生
協
会（
Ｌ
Ｓ
Ａ: Ladies' Sanitary 

A
ssociation

）を
つ
く
り
ま
す
。
こ
の
協
会
の
支
部
と
し
て
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
に
、

後
に
婦
人
保
健
協
会
：
レ
デ
ィ
ス
・
ヘ
ル
ス
・
ソ
サ
エ
テ
ィ（
Ｌ
Ｈ
Ｓ
）と
呼
ば
れ

る
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ー
組
織
が
で
き
ま
す
。

　

簡
単
に
で
す
が
、
婦
人
衛
生
協
会（
Ｌ
Ｓ
Ａ
）に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。
こ
の

協
会
は
、
ロ
ン
ド
ン
に
拠
点
を
置
き
ま
す
が
、
衛
生
知
識
、
家
政
、
育
児
に
関
わ

アマチュア・ヴォランティアからプロフェッションへ
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る
小
冊
子
の
発
行
を
大
き
な
活
動
と
し
ま
し
た
。
結
成
か
ら
二
五
年
後
の
一
八
八

二
年
ま
で
の
小
冊
子
の
発
行
部
数
は
一
、五
〇
〇
万
部
で
す
。
こ
の
冊
子
は
、
労

働
者
の
家
を
訪
問
し
て
配
布
す
る
こ
と
を
目
的
に
つ
く
り
ま
し
た
。
値
段
は
一
部

一
ペ
ニ
ー
ぐ
ら
い
で
す
が
、
基
本
的
に
は
無
料
で
配
り
ま
す
。
こ
の
組
織
は
自
ら

配
っ
た
り
は
し
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
す
で
に
当
時
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
、
労
働
者

の
家
を
訪
ね
て
い
っ
て
必
要
な
も
の
を
提
供
し
た
り
、
禁
酒
を
勧
め
る
お
説
教
を

し
た
り
、
病
人
を
看
護
し
た
り
す
る
ヴ
ィ
ジ
テ
ィ
ン
グ
活
動
が
、
ヴ
ォ
ラ
ン
タ

リ
ー
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
と
し
て
非
常
に
大
き
く
展
開
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の

組
織
が
訪
問
す
る
な
ら
小
冊
子
を
持
っ
て
行
こ
う
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
協
会
は
、「
最
も
衛
生
知
識
を
必
要
と
し
て
い
る
労
働
者
階
級
こ
そ

が
、
従
来
か
ら
あ
る
方
法
で
誰
よ
り
も
教
え
が
た
い
人
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
に
そ

れ
を
教
え
な
い
と
衛
生
改
革
は
進
ま
な
い
。
だ
か
ら
、
知
識
を
集
め
た
小
冊
子
を

つ
く
っ
た
。
で
も
、
小
冊
子
を
持
っ
て
い
っ
て
置
く
だ
け
で
は
だ
め
だ
。
貧
困
層
、

と
り
わ
け
女
性
た
ち
に
は
衛
生
に
関
す
る
小
冊
子
を
配
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
、

口
頭
で
実
際
に
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
訪
問
し
た
人
が
個
人
的
影

響
力
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
考
え
方
を
掲
げ
ま
し
た
。
こ
れ
が
、

ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー（
保
健
師
）活
動
の
原
点
で
し
た
。
婦
人
衛
生
協
会
は
そ
れ

を
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
考
え
、
小
冊
子
を
つ
く
っ
た
わ
け
で

す
。
小
冊
子
の
一
覧
表
を
見
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
項
目
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
ま
り

英
語
が
や
さ
し
く
な
い
の
で
、
こ
ん
な
冊
子
を
置
い
て
い
か
れ
て
も
労
働
者
は
絶

対
に
読
め
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
冊
子
を
持
っ
て
い
っ
て
、

書
い
て
あ
る
こ
と
を
口
頭
で
説
明
し
て
あ
げ
よ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
た
と
え
ば

子
ど
も
の
洗
髪
の
仕
方
が
書
い
て
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
実
践
し
て
み
せ
る
。

そ
う
い
う
訪
問
者
を
必
要
と
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
協
会
の
主
張
で
あ
り
、
そ

れ
を
実
践
し
た
の
が
協
会
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
支
部（
先
述
の
Ｌ
Ｈ
Ｓ
）で
す
。
実

際
に
労
働
者
の
家
に
訪
ね
て
い
っ
て
、
子
ど
も
の
髪
の
毛
を
洗
う
と
い
う
の
は
、

私
的
な
空
間
に
ず
か
ず
か
と
入
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、「
労
働
者
宅

を
訪
問
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
じ
労
働
者
の
、
そ
れ
も
同
じ
地
域
に
住
ん
で
い
る

人
の
中
か
ら
活
動
し
て
も
ら
え
ば
い
い
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
で
、
専
従
訪
問
員

（
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ウ
ー
マ
ン
と
呼
ば
れ
る
）の
女
性
を
雇
用
し
、
ち
ゃ
ん
と
初
歩
的
な

訓
練
を
し
て
、
訪
ね
て
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
そ
の
際
に
は
、
中
流
階
級
の
女
性
た
ち
が
監
督
し
、
労
働
者
階
級
の

女
性
に
訪
問
員
と
し
て
活
動
し
て
も
ら
う
と
い
う
か
た
ち
で
し
た
。「
マ
ン
チ
ェ

ス
タ
ー
の
セ
ン
ト
・
カ
ザ
リ
ン
区
で
は
、
レ
デ
ィ
監
督
と
し
て
ミ
ス
・
ハ
ワ
ー
ス

が
い
て
、
そ
の
も
と
に
男
性
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
も
い
る
が
、
実
際
に
訪
問
す
る
ミ
ッ

シ
ョ
ン
・
ウ
ー
マ
ン
と
し
て
は
ミ
ス
・
レ
ス
タ
ー
が
い
る
」
と
い
う
報
告
書
が
出

て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ー
と
し
て
の
活
動
が
進
む
な
か
で
、
先
に
触
れ

た
と
お
り
、
保
健
医
官（
Ｍ
Ｏ
Ｈ
）の
下
で
働
く
公
衆
衛
生
公
務
職
と
し
て
サ
ニ
タ

リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
が
登
場
し
ま
し
た
。
環
境
上
の
衛
生
欠
陥
の
有
無
に
つ

い
て
査
察
し
、
告
発
も
す
る
と
い
う
強
い
権
限
を
持
つ
職
で
最
初
そ
れ
は
男
の
世

界
で
し
た
が
、
そ
こ
に
女
性
が
入
り
込
む
可
能
性
が
出
て
き
た
の
で
す
。

　

一
八
七
〇
年
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
グ
ラ
ス
ゴ
ー
と
い
う
造
船
の
街
が
、
ア
シ

ス
タ
ン
ト
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
と
し
て
女
性
を
四
人
雇
用
し
ま
し
た
。
サ
ニ
タ

リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
で
は
あ
り
ま
す
が
、
女
性
が
雇
用
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
は
大
き
な
ニ
ュ
ー
ス
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
受
け
て
す
ぐ
に
、
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「
大
学
的
高
等
教
育
を
女
性
に
」
と
い
う
運
動
を
進
め
て
い
る
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
婦

人
教
育
カ
ウ
ン
シ
ル
が
、「
衛
生
は
女
性
の
分
野
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
で
、

衛
生
学
の
教
育
に
着
手
し
ま
す
。
学
位
・
資
格
に
基
づ
く
女
性
衛
生
専
門
職
へ
の

挑
戦
が
こ
こ
に
始
ま
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
一
八
七
一
年
に
は
、
先
に
触
れ
た
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
区
の
サ
ニ
タ
リ
ー
・

イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
が
訓
練
を
受
け
た
と
こ
ろ
と
し
て
名
が
出
て
き
た
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
ヘ
ル
ス
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
ー
が
設
立
さ
れ
ま
す
。
設
立
者
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ブ

ラ
ッ
ク
ウ
ェ
ル
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
女
性
初
の
医
師
で
す
が
、
医
師
資
格
を
取
っ
た

の
は
イ
ギ
リ
ス
で
は
な
く
ア
メ
リ
カ
で
す
。
渡
米
し
、
ア
メ
リ
カ
で
医
者
に
な
っ

て
、
イ
ギ
リ
ス
に
戻
っ
て
き
て
、「
私
に
続
け
」
と
全
国
行
脚
を
し
ま
し
た
。
そ

こ
か
ら
本
当
の
意
味
で
の
イ
ギ
リ
ス
初
の
女
医
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の

ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ェ
ル
は
医
者
だ
け
で
な
く
公
衆
衛
生
関
連
の
女
性
の
専
門
職
を
育
て

た
い
と
思
っ
て
、
中
流
階
級
女
性
の
た
め
の
教
育
機
関
を
立
ち
上
げ
た
と
い
う
わ

け
な
の
で
す
。

　

さ
て
、
そ
の
二
〇
年
後
の
一
八
九
〇
年
に
大
き
く
時
代
が
動
き
ま
す
。
マ
ン

チ
ェ
ス
タ
ー
市
と
Ｌ
Ｈ
Ｓ（
労
働
者
の
女
性
か
ら
優
秀
者
を
選
ん
で
専
従
訪
問
員
と
し
て

雇
用
し
、
衛
生
知
識
の
普
及
に
携
わ
っ
て
い
た
協
会
）が
提
携
し
て
、「
協
会
の
ミ
ッ

シ
ョ
ン
・
ウ
ー
マ
ン
の
給
与
は
負
担
す
る
か
ら
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
市
の
保
健
医

官
の
指
示
の
も
と
に
働
く
よ
う
に
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ヘ
ル
ス
・

ヴ
ィ
ジ
タ
ー（
保
健
師
）の
公
職
化
へ
の
第
一
歩
で
す
。

　

そ
の
一
年
後
の
一
八
九
一
年
に
は
、
女
性
サ
ニ
タ
リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
の

任
用
が
法
律
に
よ
っ
て
可
能
に
な
り
ま
す
。
法
律
が
変
わ
っ
た
の
で
す
。
フ
ロ
ー

レ
ン
ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
は
「
近
代
看
護
の
母
」
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
そ
の
従

甥
に
当
た
る
人
で
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
の
州
知
事
が
、
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
支

援
を
受
け
て
一
八
九
二
年
に
、
ノ
ー
ス
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
・
テ
ク
ニ
カ
ル
カ

レ
ッ
ジ
で
女
性
向
け
の
衛
生
教
育
を
行
い
、
サ
ニ
タ
リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
や

ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
を
養
成
す
る
課
程
を
つ
く
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
学
校
教

育
、
そ
れ
も
高
等
教
育
を
通
し
て
、
公
衆
衛
生
の
専
門
家
で
あ
る
女
性
を
つ
く
ろ

う
と
い
う
動
き
が
起
こ
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
現
実
に
法
律
の
改
正
を
受
け
て
、
た
と
え
ば
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
で
は

初
の
法
定
女
性
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
が
採
用
さ
れ
、
ロ
ン
ド
ン
で
は
先
ほ
ど
紹
介
し

た
よ
う
に
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
区
で
採
用
さ
れ
ま
す
。
一
九
〇
二
年
に
な
る
と
、
サ
ニ

タ
リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
は
ロ
ン
ド
ン
を
除
く
全
国
で
四
五
人
、
ロ
ン
ド
ン
で

は
十
数
人
が
い
て
、
女
性
の
公
衆
衛
生
分
野
の
公
務
職
が
ち
ゃ
ん
と
生
ま
れ
た
の

だ
と
思
え
て
き
ま
す
。

　

サ
ニ
タ
リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
の
で
、
女
性
サ

ニ
タ
リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
協
会（
女
性
公
衆
衛
生
行
政
官
の
組
合
の
よ
う
な
も
の
）

が
一
八
九
六
年
に
結
成
さ
れ
ま
す
が
、
一
九
一
五
年
に
は
〝
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
〟

の
後
に
〝
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
〟
が
追
加
さ
れ
、
二
〇
世
紀
後
半
の
一
九
六
二

年
に
な
る
と
、
こ
の
組
織
の
名
称
は
女
性
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
協
会
へ
と
変
わ

り
ま
す
。
サ
ニ
タ
リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
と
い
う
名
前
は
消
え
て
し
ま
っ
た
の

で
す
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

　

一
八
九
九
年
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
市
で
公
務
職
と
し
て
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
が

採
用
さ
れ
ま
す
。
公
衆
衛
生
公
務
職
に
そ
れ
ま
で
の
サ
ニ
タ
リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク

タ
ー
と
は
違
う
職
名
が
登
場
し
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
ロ
ン
ド
ン
で
も
「
ヘ
ル

ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
を
雇
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
」
と
い
う
命
令
が
出
て
い
ま
す
し
、
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実
際
に
一
九
〇
五
年
以
降
、
採
用
が
続
き
ま
し
た
。

　

一
九
〇
三
年
一
月
号
の
『
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
ウ
ー
マ
ン
ズ
・
レ
ヴ
ュ
ー
』
誌
に

は
、「
ウ
ォ
ン
ズ
ワ
ー
ス
市
で
女
性
サ
ニ
タ
リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
を
採
用
し

た
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
。
年
俸
は
一
〇
〇
ポ
ン
ド
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

「
ダ
ン
デ
ィ
市
で
女
性
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
を
任
用
し
た
。
年
俸
は
六
五
ポ
ン

ド
で
あ
る
。
た
だ
し
、
二
人
と
も
サ
ニ
タ
リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
の
資
格
証
明

書
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
記
事
が
、
続
け
て
出
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
何
を
意
味

す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
後
、
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
の
ほ
う
が
ど
ん
ど
ん
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
任
用
資
格
に
つ
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、
公
衆
保
健
衛
生
に
お
い
て
サ
ニ
タ
リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
よ

り
も
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
の
ほ
う
が
重
要
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
世
の
中
の
認
識

が
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
た
と
え
ば
議
会
に
い
ろ
い
ろ
な
委
員
会
が
つ

く
ら
れ
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
が
抱
え
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
話
合
う
場
で
「
ヘ
ル

表 8

バーミンガムのヘルス・ヴィジティング業務

⑴　MOH が指示した地域での家庭訪問
⑵　消毒剤の配布
⑶　悪臭、新鮮な空気の欠如、あらゆる種類の汚れから生じる害悪へ

の注意の喚起
⑷　母親に対して、子供の食事と衣服に関する助言をし、子供を規則

正しく通学させるよう奨励すること
⑸　（訪問宅に）病人がいた場合、助言と援助によって病人をなぐさめ

る手助けをすること
⑹　清潔、節約、節酒の重要性の奨励
⑺　以下の点の留意（調査）、報告
　　 1 ．住居の全般的衛生状況
　　 2 ．全般的生活方法
　　 3 ．乳幼児の授乳法と衣服状態
　　 4 ．疾病が見られる時、
　　　　⒜疾病の質
　　　　　（伝染性の場合には感染時期と感染経路を調査）
　　　　⒝医師による診療の有無
　　　　⒞予防措置の程度
R.E. Gardner, “The Work of a Health Visitor”, Journal of Sanitary Institute, 21, 1900, 174-5
より作成。

表 9

女性衛生監督官の業務

Ａ群　衛生査察業務
⑴　工場査察（女性に対して公衆衛生法規定の衛生環境の有無）
⑵　ランドリー、女性雇用仕事場、家内労働者対象の工場法・公

衆衛生法順守指導
⑶　下宿、寄宿舎等の査察
⑷　貧困地区での住居悉皆査察
⑸　女性用公衆便所の査察
⑹　法定伝染病、非法定伝染病、結核に関する業務および査察
⑺　食品薬品法に基づくサンプル抽出

Ｂ群　ヘルス・ヴィジティング業務　（表10）参照
Ｃ群　地方における衛生査察官業務
　　⑴　1902年助産師法規定にもとづく業務（助産師の監督）
　　⑵　商店営業時間法・店員保護（椅子の提供）法下の商店査察
(Mrs) F.J. Greenwood, ‘section IV, Women as Sanitary Inspectors and Health Visitors’, in 
Edith Morley (ed.), Women Workers in Seven Professions, 1914, 225-6 より作成。
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ス
・
ヴ
ィ
ジ
テ
ィ
ン
グ
が
重
要
だ
」
と
論
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
テ
ィ
ン
グ
の
業
務
内
容
は
、
表
8
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
公

務
職
と
し
て
の
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
を
最
初
に
雇
っ
た
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
市
に
お

い
て
は
、
婦
人
衛
生
協
会
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
支
部（
Ｌ
Ｈ
Ｓ
）が
や
っ
て
い
た
よ

う
な
衛
生
教
育
、
清
潔
の
す
す
め
で
す
。
同
時
に
、
子
ど
も
に
関
わ
る
こ
と
に
重

点
を
置
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
帝
国
主
義
の
風
潮

の
な
か
で
、
乳
幼
児
死
亡
率
に
関
心
が
集
ま
っ
た
か
ら
で
す
。

　

一
方
、
サ
ニ
タ
リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
の
仕
事
は
、
公
衆
衛
生
法
に
照
ら
し

て
、
規
定
違
反
の
衛
生
上
の
欠
陥
が
な
い
か
を
調
べ
た
り
、
伝
染
病
発
生
地
を
調

査
し
た
り
と
、
い
ろ
い
ろ
な
査
察
を
、
大
き
な
権
限
を
持
っ
て
実
施
し
て
い
ま
す

（
表
9
参
照
）。

　

公
衆
衛
生
行
政
が
展
開
し
、
こ
の
職
に
女
性
の
登
用
の
可
能
性
が
出
て
く
る
な

か
で
、
そ
こ
で
の
専
門
職
の
確
立
を
求
め
て
女
性
た
ち
は
、
た
と
え
ば
デ
ィ
プ
ロ

マ
を
取
り
、
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
の
資
格
証
明
書
を
取
り
衛
生
欠
陥
の
査
察
に
従
事

し
て
い
た
の
で
す
が
、
時
代
が
変
わ
り
ま
す
。
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
テ
ィ
ン
グ
は
、

家
庭
訪
問
を
し
、
そ
こ
で
労
働
者
家
庭
の
女
性
た
ち
に
衛
生
教
育
を
施
す
と
い
う

活
動
で
し
た
が
、「
そ
っ
ち
の
ほ
う
が
重
要
だ
。
母
親
に
直
接
会
っ
て
、
子
育
て

の
仕
方
、
た
と
え
ば
赤
ち
ゃ
ん
へ
の
授
乳
の
仕
方
な
ど
を
教
え
ら
れ
る
」
と
い
う

声
が
強
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
の
た
め
、『
七
専
門
職
の
女
性
』
の
記
事
が
明
ら
か

に
し
て
い
る
よ
う
に（
表
10
参
照
）イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
の
女
性
が
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ

テ
ィ
ン
グ
業
務
も
す
る
事
例
が
増
え
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
は
、
権
限
を
持
っ
て
い
ま
す
。
男
の
イ
ン
ス
ペ
ク

タ
ー
が
傘
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
、
高
圧
的
な
立
場
で
、
強
制
力
を
持
っ
て
い
る

存
在
で
す
か
ら
、「
そ
れ
で
は
、
家
庭
を
訪
問
し
て
、
必
要
な
情
報
を
伝
え
る
と

き
に
う
ま
く
い
か
な
い
。
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
と
い
う
名
前
で
や
る
ほ
う
が
い
い
ん
だ
」

と
い
う
考
え
が
出
て
き
ま
し
た
。
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
の
公
務
職
化
の
理
由
と

し
て
語
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
公
衆
衛
生
の
専
門
職
の
確
立
を
め
ざ
し
た
女
性
た
ち
の
側
か
ら
見
れ

ば
、「
公
衆
衛
生
の
女
性
公
務
職
に
二
種
類
の
も
の
が
で
き
て
、
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
方
は
査
察
権
限

表10

衛生監督官のヘルス・ヴィジティング業務一覧

⑴　乳児のもとを訪問し、母親に授乳やその他一般の育児法について
助言を行なうこと（1907年、出生届け出法）

⑵　妊婦に対して、出産前の母体状況が子供に与える影響についてや
自身の健康管理法について助言すること

⑶　ミルク保管所や育児相談所との連携
⑷　家庭における一般的清潔の奨励、および公衆保健衛生法に基づい

て改善されうる衛生上の欠陥の発見
⑸　一歳未満の乳児の死亡調査
⑹　マザーズ・ミーティングでの講演
⑺　担当地域におけるヴォランティアの保健活動家の組織化とその活

動の調整
(Mrs) F.J. Greenwood, ‘section IV, Women as Sanitary Inspectors and Health Visitors’, in 
Edith Morley (ed.), Women Workers in Seven Professions, 1914, 225-6 より作成。

アマチュア・ヴォランティアからプロフェッションへ

29



を
持
ち
、
法
定
の
正
式
な
職
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
人
た
ち
は
「
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ

ジ
テ
ィ
ン
グ
の
業
務
も
や
れ
ま
す
。
や
っ
て
い
ま
す
」
と
主
張
し
ま
す
。
一
方
、

ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
は
、
査
察
権
限
が
な
く
、
こ
の
時
点
で
は
非
法
定
職
で
す
。

業
務
内
容
は
、
強
制
や
告
発
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
助
言
・
指
導
す
る
こ
と
で

す
。
そ
れ
を
根
拠
に
先
ほ
ど
の
一
〇
〇
ポ
ン
ド
と
六
五
ポ
ン
ド
と
い
う
差
が
出
ま

す
。
で
も
、
持
っ
て
い
る
資
格
は
同
じ
で
す
。
サ
ニ
タ
リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー

に
な
ろ
う
と
思
っ
て
、
学
校
に
行
っ
て
、
デ
ィ
プ
ロ
マ
を
取
り
、
資
格
証
明
書
を

取
っ
た
け
れ
ど
も
、
採
用
は
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
と
し
て
で
あ
る
と
い
う
時
代

で
し
た
。

　

ま
た
、
男
性
の
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
か
ら
は
、
こ
こ
ぞ
と
ば
か
り
に
「
女
性
の
サ

ニ
タ
リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
は
要
ら
な
い
。
女
性
は
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
テ
ィ
ン

グ
を
や
っ
て
い
れ
ば
い
い
ん
だ
」
と
い
う
よ
う
な
意
見
が
出
て
き
ま
す
。
雑
誌
上

で
大
変
な
論
争
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

結
局
、
サ
ニ
タ
リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
と
い
う
女
性
公
務
職
の
位
置
は
、
な

く
な
り
は
し
ま
せ
ん
が
採
用
は
少
く
な
り
ま
す
。
代
わ
っ
て
時
代
は
、
出
生
届
に

よ
っ
て
、
新
生
児
に
関
す
る
情
報
を
正
式
に
地
方
公
共
団
体（
地
方
の
衛
生
当
局
）

が
取
得
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
情
報
を
も
と
に
し
て
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
た

家
に
は
す
ぐ
に
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
が
飛
ん
で
行
っ
て
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
の

状
況
を
見
て
、
必
要
な
衛
生
知
識
を
与
え
、
そ
れ
以
降
の
子
育
て
を
監
督
す
る
と

い
う
方
向
に
進
み
ま
す
。
一
九
一
八
年
の
時
点
で
、
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
は
一

気
に
増
え
て
、
三
、〇
〇
〇
名
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
と
し
て
の
女
性
公
務
職
は
定
着
し
ま
し

た
。

　

こ
こ
ま
で
の
話
の
な
か
に
看
護
師
と
の
関
わ
り
が
ま
っ
た
く
出
て
こ
な
か
っ
た

こ
と
を
、
不
思
議
に
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
日
本
で
は
、
保
助
看
法
が
第
二
次

大
戦
後
に
で
き
て
、
保
健
師
・
助
産
師
・
看
護
師
が
一
つ
の
法
律
で
統
括
さ
れ
て

い
ま
す
。
実
際
、
看
護
師
資
格
を
取
っ
た
人
が
、
そ
れ
に
加
え
て
助
産
師
や
保
健

師
の
資
格
を
取
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
こ
こ
ま
で

は
ま
っ
た
く
別
個
に
、
看
護
師
は
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
以
来
の
近
代
看
護
の
道
を
進

み
、
一
方
は
公
衆
衛
生
の
分
野
で
の
発
展
の
道
を
来
た
の
で
す
。
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ

ジ
タ
ー
に
し
て
も
、
サ
ニ
タ
リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
に
し
て
も
、
か
な
り
早
い

時
点
か
ら
女
性
た
ち
が
自
分
た
ち
の
専
門
職
と
し
て
こ
れ
を
確
立
さ
せ
た
い
と
思

い
、
高
等
教
育
機
関
で
衛
生
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
設
け
、
そ
こ
が
デ
ィ
プ
ロ
マ

を
出
し
、
試
験
を
経
て
資
格
証
明
を
出
す
と
い
う
方
法
で
専
門
職
と
し
て
の
地
位

を
確
立
し
よ
う
と
努
め
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
途
中
ま
で
は
、
た
と
え
ば
教

育
院（
日
本
で
い
え
ば
文
科
省
に
あ
た
る
と
こ
ろ
）が
教
育
課
程
の
シ
ラ
バ
ス
を
規
定

し
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
二
〇
世
紀
に
入
る
あ
た
り
か
ら
、
看
護
師
登
録
者
は
六
カ
月
の
養
成

課
程
を
経
れ
ば
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
大
学
の
女
子
学
寮
内
で
二
年
間
の
課
程
を
経
て
、
Ｒ
Ｓ
Ｉ（
資
格
認
定
団
体
）

の
試
験
を
受
け
て
証
明
書
を
取
っ
て
と
い
う
、
大
学
教
育
を
通
し
て
の
公
衆
衛
生

公
務
職
と
い
う
道
と
は
別
の
ル
ー
ト
が
出
て
き
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
時
代
が
進
み
、
最
終
的
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
国

民
健
康
保
険
制
度
が
発
足
し
、
こ
の
時
点
で
明
ら
か
に
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
は

看
護
師
職
と
な
り
ま
す
。
一
九
世
紀
半
ば
以
降
、
培
わ
れ
て
い
た
ア
マ
チ
ュ
ア

ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
女
性
の
活
動
や
、
専
門
職
を
め
ざ
す
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
流
れ
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を
く
む
運
動
は
、
完
全
な
か
た
ち
で
は
実
を
結
ば
な
か
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
は
た
し
か
に
職
と
し
て
確
立
を
し
ま
す
。
ア
マ
チ
ュ
ア

ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
公
職
化
し
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
サ
ニ
タ

リ
ー
・
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
に
比
べ
れ
ば
低
位
職
で
す
。
そ
し
て
、
あ
る
意
味
、
女

性
の
職
に
特
化
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
前
世
紀
転
換
期
に
お
い
て
は
ま
だ
専
門
職

化
は
な
ら
ず
、
看
護
師
職
と
一
体
化
す
る
こ
と
で
よ
う
や
く
専
門
職
化
で
き
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。「
ア
マ
チ
ュ
ア
・
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
か
ら
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン

へ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
最
初
に
つ
け
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
前
世
紀
転
換
期

に
そ
れ
が
成
功
し
た
の
か
ど
う
か
、
判
断
が
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、「
社
会
進
出
」
を
「
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
分
野
に
進
出
す
る
こ

と
」
と
考
え
る
と
し
て
話
を
始
め
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
点
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

公
衆
衛
生
公
務
職
に
女
性
は
進
出
は
し
た
が
、
男
性
と
同
一
分
野
へ
の
進
出
は
、

十
分
に
は
進
ま
な
か
っ
た
と
言
え
、
こ
れ
も
難
し
い
で
す
。
た
だ
し
、「
社
会
進

出
」・「
専
門
職
化
」
に
つ
い
て
は
、
な
ん
と
も
微
妙
な
判
断
と
な
り
ま
し
た
が
、

ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
が
こ
れ
以
降
、
非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
き
ま

す
。
そ
こ
に
注
目
す
る
こ
と
も
、
女
性
史
研
究
に
お
い
て
重
要
だ
ろ
う
と
考
え
て

い
ま
す
。
最
後
は
駆
け
足
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
で
私
の
話
を
終
わ
ら
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）
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