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ィ
ギ
リ
ス
職
能
別
組
合
の
生
成
過
程
.(

そ
の
一

:

—

産
業
革
命
前
夜
に
お
け
る
労
働
者
階
級
め

組
織
形
態
に
つ
い
て
.

(

毛
織
物
業
労
働
者)

——

飯

田

鼎

一
，
は
し
が
き

ニ
、
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
赁
労
働
史
の
問
題

三
、
い
わ
ゆ
る「

ク
ラ
フ
ト」

の
意
義

四
、
ク
ラ
フ
ト
.
ギ
ル
ド
に
お
け
る
矛
盾
と
階
層
分
解

五
、

ク
デ
フ
卜
.

ュ
ニ
オ
ン
の
基
礎
と
最
初
の
団
結•

■1

般
.に
、
産
業
資
本
の
段
階
に
お
い
て
は
職
能
別
組
合
.

(craft union).

の
形
態
が
支
配
的
.で
あ
り
、
資
本
主
義
が
、.
十
九
世
紀
末
、
い
わ
ゆ
る 

独
占
段
階
に
入
る
と

.

と
も
.に
、
労
働
者
階
級
の
組
織
的
運
動
め
な
か
に
あ
る
種
の
変
化
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
、
不
熟
練
労
働
者
な
い
し
半
熟
練
労 

働
者
を
中
心
と
す
る
一
般
労
働
組
合(general union)

が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
産
業
別
組
合(industrial 

union)

へ
と
两
編
成
さ 

れ
て
い
く
の
が
、
労
働
組
合
運
動
，の
ー
般
的
法
則
的
な
発
展
で
あ
る
と
い
わ
れ
疋
い
る
ぐ
，

独
占
資
本
主
義
段
階
，に
至
つ
て
は
じ
め
：て
■あ
ら
わ
れ
、■
そ
れ
に
固
有
众
社
会
経
済
的
お
ょ
び
政
治
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
諸
要
因
が
、
産
業
別
組
合 

ィ
ギ
リ
ス
職
能
別
組
合
の
生
成
過
程(

そ
の
一) 
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の
発
展
を
必
然
的
な
.ら
し
め
て
い
•る
こ
と
は
い
•う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
あ
.く
.、ま
で
も
一
般
的
法
則
と
し
て
作
用
す
る
に
と
ど
ま
る 

や
で
あ
っ
て
、
産
業
資
本
主
義
段
階
=
ク
^
フ
ト
；
.
.ユ
-
オ
ン
、'
独
占
資
本
主
義
段
隞
=
ゼ
ネ
ラ
ル
：

ユ
ニ
オ
ン
4

ィ
シ

ダ
ス
ト
リ
ア
ル
•
ユ
ニ 

オ
ン
と
い
う
公
式
が
、
そ
の
ま
.ま
、
'い
.つ
い
.か
な
る
場
合
に
も
貫
徹
す
.る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

.た
と
：え
ば
、：
.わ
が
国
の
場
合
を
み
る
に
、•明
治
三
〇
年
代
に
そ
の
生
誕
を
み
た
ク
ラ
フ
ト
.
ユ
二
才
シ
は
、
は
げ
.し
い
弾
圧
と
そ
の
後
の
運
動 

の
崩
壊
過
程
の
な
か
で
、.
次
第
に
企
業
内
砠
合
へ
の
傾
斜
を
強
く
し
、
と
く
に
第
こ
次
世
界
大
戦
後
の
労
|1
組
合
運
動
は
、
圧
倒
的
な
企
業
内
組 

織
と
し
て
発
展
し
、
今
日
に
至
っ
.て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
組
合
運
動
に
お
け
る
日
本
的
特
殊
性
と
い
わ
れ
る
現
象
が
、
何
故
に
わ
が
国
の
み 

に
固
有
な
も
の
と
な
っ
た
の
か
。
労
働
組
合
運
動
の
発
展
は
、
わ
が
国
の
特
殊
な
事
情
の
制
約
を
う
け
な
が
ら
も
、
そ
の
法
則
性
は
貫
徹
す
る
と 

v>
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
',
こ
の
点
は
た
だ
、
わ
が
国
の
資
本
主
義
の
発
展
の
特
異
性
を
論
ず
る
こ
と
だ
け
で
は
解
明
し
え
な
い 

問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
西
ョ
ー
ロ
ッ
パ
、
と
く
に
ィ
ギ
リ
ス
の
労
猶
組
合
運
動
を
、
ひ
た
す
ら
典
型
的
な
も
の
と
し
て
把
握 

し
、
そ
れ
を
た
だ
所
与
の
モ
デ
ル
と
し
て
う
け
い
れ
る
と
い
う
消
極
的
，な
態
度
の
た
め
に
、
そ
れ
自
体
の
な
か
に
ひ
そ
む
特
異
性
を
追
求
す
る
こ 

と
な
く
、
ひ
た
す
ら
こ
れ
を
理
想
化
す
る
と
い
う
弊
害
を
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
科
学
的
な
態
度
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ
が 

_
の
労
働
組
合
の
特
異
性
を
明
ら
か
に
す
る
以
上
に
、
ィ
ギ
1
ス
.を
も
含
め
た
西
欧
の
労
働
組
合
運
動
の
特
異
性
を
も
、
歴
史
的•

理
論
的
に
明 

ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
こ
そ
は
じ
め
て
わ
れ
わ
れ
は
、
普
遍
性
と
は
何
か
、
特
異
性
と
は
何
か
、
そ
の
両
者
は
：
労
働
組
合
運

動
の
場
合
に
ど
の
よ
う
に
絡
み
あ
い
、
ど
の
よ
う
な
関
係
を
保
っ
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

..

* 

-
 
•

(

1)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、A. 

L.-Morton and Tate: 

T
he British 

Labour' 
Movement, 

177011920, 

a 

history, 

London 

(Lawrence 

and 

wishart)，
1956, p

.
1
2
9
f
f
.

な
お
と
の
問
題
に
.つ
■い
て
ば
、
社
会
政
策
学
会
年
報
第
十
二
集「

経
済
成
長
と
賃
金」

(

お
茶
の
水
書
房
、

一
九
六
四
年)

の 

第
二
部「

独
占
形
成
期
に
お
け
る
労
働
組
合」

が
参
考
に
な
る
。

(

2)

飯
塚
浩
ニ
教
授
は
、
つ
ぎ
の
よ
な
こ
と
を
の
べ
て
お
ら
れ
る
。「

わ
が
親
愛
な
る
同
胞
の
間
に
、
物
ご
と
の
よ
し
あ
し
を
は
か
る
の
に
、
妙
に
西
洋
を 

規
準
に
し
た
が
る
癖
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
〃
あ
ち
ら
で
は
"
を
た
い
へ
ん
せ
ら
か
ち
に
も
ち
出
す
。
し
か
も
聴
く
方
も
聴
か
せ
る
方
も
実
態
を
よ
く
知
ら
な

い
こ
と
を
い
い
こ
と
に
し
て
、
ず
い
ぶ
ん
ご
都
合
主
義
的
な
理
想
化
を
や
っ
：て
い
る
。
：
西
洋
人
が
敬
け
ん
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
♦た
づ
た
り
、
戦
時
中
の
英
国
に
食 

糧
の
買
い
出
し
や
農
家
の
売
り
惜
し
み
が
な
か
っ
た
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
：の
国
に
は
犯
#
が
少
な
か
っ
た
り
、
す
で
に
中
世
封
建
時
代
か
ら
男
性
が
女
性
を 

尊
重
し
た
り
、
：
：
：
ご
本
尊
が
き
た
ら
、
ご
じ
ょ
う
だ
ん
で
し
ょ
う
と
い
っ
た
よ
う
な
西
洋
の
過
去
•
現
在
が
で
き
あ
が
る
。
そ
う
み
て
い
た
だ
け
れ
ば
か
た 

じ
け
な
い
、
と
当
人
が
い
い
そ
う
な
〃
他
山
の
石
"
で
か
る」

(「

日
本
の
精
神
的
風
土
1_
岩
波
文
庫)

。

.

ニ

'.
:

■ 

'

:

'

労
働
組
合
運
動
の
歴
史
を
研
究
す
る
者
は
、
誰
し
も
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
に
注
目
す
る
で
あ
ろ 

う
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
労
働
者
階
級
の
組
織
の
面
で
も
、
画
期
的
な
事
*#
で
あ
：っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
繊
維
産
業
、
と 

り
わ
け
綿
エ
業
が
そ
の
主
軸
を
な
し
た
.も
の
で
あ
り
、
.近
代
的
な
機
械
制
エ
場
の
確
立
は
、，
綿
エ
業
が
ら
毛
織
物
業
べ
、
さ
ら
に
機
械
お
よ
び
金 

属
工
業
へ
と
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
産
業
革
命
期
の
労
働
組
合
を
考
察
す
る
場
合
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
に
注 

目
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
労
働
組
合
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
産
業
的
発
展
の
特
異
性——

生
產
方
法
、
原
料
お
よ
び
労
働
力
構
成
も
し
く 

は
立
地
条
件
I

な
ど
に
制
約
さ
れ
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
径
路
を
迎
っ
て
発
生
し
た
こ
と
で
あ
る
。
.

ゥ
ュ
ッ
、ブ
夫
妻
を
は
じ
め
と
す
る
古
典
的
な
：研
究
に
よ
れ
ば
、
初
期
労
働
組
合
.組
織
は
、
印
刷
工
、，
帽
子
製
造
エ
、
仕
立
エ
、
織
工
な
ど
の
各 

種
の
職
人
の
間
に
、：
労
働
組
合
.の
先
.阪
的
形
態
と
も
い
う
べ
き
職
業
ク
ラ
ブ
が
発
生
し
た
こ
と
で
あ
り
、
綿
業
労
働
者
や
炭
坑
労
働
者
の
場
合
、
 

組
食
の
出
現
は
比
較
的
お
く
れ
た
と
い
わ
れ
ハ
る
？
し
か
し
な
が
ら
、
.労
働
組
合
の
発
生
は
、
い
：う
ま
で
も
な
く
資
本
と
賃
労
働
と
の
対
立
を
前
提 

と
し
て
お
り
、
賃
労
働
の
形
成
お
よ
び
蓄
積
の
過
程
'お
よ
び
そ
の
.特
殊
性
が
、
'労
働
組
合
の
発
生
史
的
意
義
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘 

れ
て
は
な
ら
な
い
。
：そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
賃
労
働
_
係
の
追
求
を
、
そ
こ
で
の
産
業
発
展
の
過
程
に
即
し
.て
考
え
る
こ
と 

に
^
よ
う
0

' 

/ 

-

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、.
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
は
、
い
か
に
し
て
そ
の
階
級
的
形
成
を
み
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
も
っ
と
も
困
難
な
社
会
経
済 

イ
ギ
リ
ス
：職
能
別
組
合
の
生
成
過
裎(

そ
の
.一)

：

：. 

L m

 

(

三
四1)
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ァ 

V:. 

,
四

(

一.

1.1

四
ニ)

史
上
の
問
題
に
.直
面
す
'る
と
き
、、
わ
れ
わ
れ
は
誰
し
も
マ
ル
ク
ス
.の

「

資
本
論」

、
_
一
一
十
日
胄

「

い

わ

ゆ

る本
源
的
蓄
積」

の

な

か

の

，叙

i

想
い
う
か
べ
る
で
あ
ろ
う
。
 

.

,
 

. 

'
 

'

「

資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
基
礎
を
創
出
し
た
変
革
の
序
曲
は
、
'十
五
世
紀
の
最
後
の
三
分
の
一
期
お
よ
び
十
六
世
紀
：の
最
初
の
数
十
年
間 

に
お
き
た
。
サ
ー
‘
ジ
エ
ー
ム
ズ
.
ス
チ
ユ
ア
ー
ト
が
適
切
に
い
づ
て
い
る
よ
う
に
、『

至
る
と
こ
ろ
で
徒
ら
に
家
や
屋
敷
を
^
た
し
て
ハ
た
* 

,

封
建
家
臣
団
の
解
体
に
よ
っ
て
、

一
団
の
無
保
護
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
が
労
働
市
場
に
投
げ
出
さ
れ
た
。
そ
れ
自
身
ブ
ル
ジ
ョ
ア

的

発

展

の

一

産
 

#
だ
っ
た
王
権
は
.そ
の
絶
対
的
主
権
の
追
求
に
お
い
て
、
こ
の
家
^-
団
の
解
体
を
強
行
的
に
促
進
し
た
と
は
い
え
、
決
し
て
唯
ー
の
原
因
で 

は
な
か
っ
た
む
し
ろ
玉
権
お
よ
び
議
会
に
も
っ
と
も
頑
強
.に
対
抗
し
つ
つ
、
大
封
建
領
主
が
、
.彼
自
身
と
同
様
.に
、
農
民
も
同
じ
封
建
的
権 

利
を
有
し
.て
い
た
土
地
か
ら
、
.暴
力
的
に
駆
逐
す
.る
こ
と
に
よ
っ
て
、
.ま
た
農
民
の
共
同
地
を
横
領
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
比
較
に
な
ら
な
、
ま 

ど
大
き
.な
プ
ロ
レ
タ
リ
アー

卜
を
つ
く
り
出
し
た
の
で
あ
%)」

0

'
1
な
わ
ち
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
形
成
は
、
十
六
世
紀
に
お
け
る
羊
毛
工
業
の
発
展
-

―

フ
ラ
ン
ド
ル
の
羊
毛
エ
場
エ
業(

マ
ニ
ュ
7

ア
ク
チ 

ュ
ア)

の
勃
興
と
そ
れ
に
対
応
す
る
羊
毛
価
格
に
刺
戟
を
う
け
た
大
領
主
の
土
地
収
奪
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
'で
あ
り
、
そ
£

さ
ら
に
宗 

教
改
革
と
そ
れ
に
伴
う
教
会
所
領
の
大
規
模
な
盗
掠
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
恐
し
い
原
動
力
を
与
え
ら
.れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
さ

ら

に

尨

大

な

貧
 

民
が
生
み
出
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
よ
う
な
貧
民
が
ど
う
な
っ
た
か
と
い
え
ば
、

マ
ル
ク
ス
よ
、
つ
ぎ
の
よ 

う
な
有
名
な
一
節
に
よ
っ
て
解
答
を
与
え
て
い
る
。

「

か
く
し
て
暴
力
的
に
土
地
を
収
奪
さ
れ
、

放
逐
さ
れ
、.

浮
浪
人
に
さ
れ
た
農
村
民
は
、
奇
怪
凶
暴
な
法
律
に
よ
っ
て
鞭
打
た
れ
烙
印
さ 

れ
、
拷
問
さ
れ
て
、
賃
金
労
働
の
制
度
に
必
要
な
訓
練
を
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
の
極
に
は
、
労
働
諸
条
件
が
資
本
と
し
て
現
わ
吖
、
他 

方
の
極
に
は
！

111/

刀
の
労
働
力
以
外
に
は
売
る
ベ
き
も
の
を
も
た
な
い
人
間
が
現
わ
れ
る
だ
け
で
は
、
十
分
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
人
間
が
自
 ̂

的
に
自
分
を
売
る
ょ
ぅ
に
強
制
.さ
れ
る
だ
け
で
も
十
分
で
は
な
ぃ
。
資
本
主
義
的
生
産
の
進
行
す
る
に
従
っ
、て
、
教
育
、
伝
統
'
習
慣
に
よ
つ

■:
て
こ
の
生
産
様
式
の
諸
要
求
を
、
自
明
的
な
自
然
法
則
.と
し
て
認
め
る
勞
働
者
階
®'
が
発
達
し
て
く
る
'。-成
熟
し
た
資
本
主
義
生
産
過
程
の
耝 

へ
織
は
、-
一
切
の
抵
抗
を
挫
き
、
相
対
的
過
剰
人
口
の
不
断
の
生
産
.は
、
労
働
需
給
の
法
則
を
、
し
だ
が
っ
て
.ま
た
労
働
賃
金
を
、
資
本
の
価
値 

増
殖
慾
に
適
合
す
る
軌
道
内
に
保
ち
、
経
済
的
諸
関
係
の
無
言
の
強
制
は
、
労
働
者
に
た
.い

す

る

資

本

の

支

配

を

確

証

す

^
^
。

い
わ
ゆ
る
資
本
の
本
源
的
蓄
積
の
秘
密
を
、
賃
労
働
の
蓄
積
の
な
か
に
見
出
し
た
の
は
、
マ
ル
ク
ス
の
偉
大
な
功
績
で
あ
っ
た
。
し
か
し
マ
ル 

ク
ス
に
よ
れ
ば
.、
封
建
的
家
臣
団
の
解
体
に
よ
り
、
ま
た
発
作
的
暴
力
的
な
土
地
収
奪
に
よ
っ
て
放
逐
さ
れ
た
人
々
、
'
 
こ
の
無
保
護
な
プ
ロ
レ
タ 

リ
ァ
ー
ト
は
、
そ
れ
が
生
み
出
さ
れ
た
の
と
同
じ
速
さ
で
は
、.
勃
興
し
つ
つ
あ
る
エ
場
制
手
工
業
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
.そ
の 

.た
'め
に
こ
う
し
た
貧
民
た
ち
は
、
群
を
な
し
て
乞
食
と
な
り
、
盗
賊
と
な
り
、
浮
浪
人
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
十
五
世
紀
お
よ
び
十
六 

世
紀
全
体
を
通
じ
て
、
西

ョ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
血
の
立
法
が
み
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
'■と
い
う
結
論
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
こ
で
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
浮
浪
人
は
、
直
接
に
無
媒
介
的
に
貲
労
働
者
と
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
は
、
何
ら
か
の 

產
業
的
発
展
の
な
か
で
、
労
働
者
の
地
位
を
し
め
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
.る
が
、
こ
の
場
合
、

マ
ル
ク
ス
は
、
た
だ
つ
ぎ
の
よ
う
に 

の
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
0

「

十
四
世
紀
の
後
半
に
発
生
し
た
賃
金
労
働
者
の
階
級
は
、：
当
時
及
び
次
の
世
紀
に
は
、
極
め
て
小
さ
な
人
民
構
成
部
分
を
な
し
て
い
た
'に 

'す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
部
分
ぱ
、
農
村
に
お
け
る
'独
立
農
民
経
営
と
都
市
の
同
職
組
合
組
織
に
，と
っ
て
、
強
く
そ
の
地
位
を
保
護
さ
れ
て
い 

る
。
農
村
で
も
都
市
で
も
、
雇
主
と
労
働
者
と
は
社
会
的
に
接
近
し
て
い
た
。
資
本
へ
の
労
働
の
従
属
は
形
式
的
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
す
な
わ 

ち
、
生
産
様
式
そ
の
も
の
は
、
未
だ
何
ら
特
殊
的
に
資
本
主
義
的
性
格
を
も
っ
.て
い
な
か
っ
た
。
資
本
の
可
変
的
要
素
は
不
変
的
要
素
を
は
る 

.か
に
凌
い
で
い
た
。
し
た
が
，っ
て
賃
労
働
に
対
す
る
需
要
は
.、-:
資
本
の
蓄
積
が
進
む
毎
に
急
速
に
增
大
し
た
が
、
賃
金
労
働
者
の
供
給
は
た
だ 

緩
慢
に
し
か
こ
れ
を
追
わ
な
か
っ
た
。
：
国
民
的
生
産
物
の
一
大
部
分
が
、
後
に
は
資
本
の
蓄
積
基
金
に
転
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
当
時
は
な 

お
.労
働
者
の
消
費
基
本
に
入
っ
た
の
で」

0

ィ
ギ
リ
ス
職
能
別
組
合
の
生
成
過
程(

そ
のJ

) 

五

(

三
四
三

)



，
.
以

上

の

マ

ル

，ダ

：ス
か
ら
の

.引
用
が
示
す
と
こ
ろ
は
、
'賃
労
働
の
創
出
過
程
に
か
ん
す
る
分
析
で
あ
る
が
：
ナ
四
世
紀
以
来
、
十
八
世
紀
末
ま
で

. 

ぐ
.
.

.

の
五
世
紀
に
な
ん
な
ん
■.と
.す
る
長
い
期
間
に
、
こ
れ
ら
の
無
産
階
級
の
運
命
が
具
体
的
に
ど
う
な
..っ；た
の
が
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る 

と
は
い
え
な
い

の

で

は
な
か
ち
う
か
.。'、い
.わ
ゆ
る
残
虐
立
法
を
中
核
と
す
る「

労
働
者
の
搾
取
を
目
指
す
も
の
で
、
.‘そ
の
進
行
中
も
常
に
労
働
者

(

9) 

.

'
に
対
し
て
敵
対
的
だ
っ
た
賃
金
労
働
に
関
す
る
立
法」

の
開
始
と
も
い
う
べ
き
一
三
四
九
年
の
エ
ド
ヮ
ー
ド
三
世
の
.労
働
者
法
以
来
、
追
い
払
わ 

れ
ノ
追
.い
散
ら
さ
：れ
た
浮
浪
人
.の
悲
惨
な
生
活
に
つ
い
て
は
、
.ま
さ
し
く「

資
本
論」

.の
生
き
生
き
と
し
た
叙
述
が
こ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
め
で 

あ
る
が
、
こ
れ
と
て
も

、
こ
の
当
時
.の
浮
浪
人
が
果
し
て
ど
.の
.よ
う
に
し
て
諸
工
業
に
：吸
収
さ
れ
て
い
っ
，た
か
を
明
ら
か
に
.す
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
も
何
よ
り
も
問
題
な
こ
と
は
、
こ
の
時
期
.に
お
け
る
賃
労
働
の
性
格
で
あ
る
。
十
四
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
の
間
1

マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の 

三
世
紀
間
を
賃
労
働
の
陶
冶
と
鍛
錬
の
時
期
と
し
て
い
る一

-

と
い
え
ば
、
'封
建
制
の
末
期
、
つ
ま
り
絶
対
主
義
の
形
成
期
な
ら
び
に
爛
熟
期
を 

ふ
く
む
も
の
で
あ
っ
て
、

カ
ゥ
ッ
キ
ー
の
表
現
を
か
り
る
な
ら
ば
、
.ま
さ
に
封
建
制
と
資
本
制
と
が
必
死
に
な
っ
て
闘
っ
て
い
た
時
期
で
あ
っ 

た
0
こ
の
と
き
に
、

マ
ル
ク
ス
の
い
う
賃
労
働
と
は
.一
体
，
何
を
意
味
し
た
で
あ
ろ
う
か
。：
す
で
に
十
四
世
紀
に
お
い
て
賃
労
働
が
創
出
さ
れ
た
.
 

と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
，の
資
本
の
性
格
は
何
か
。.
彼
は
、
十
四
世
紀
の
後
半
に
、
領
主
の
土
地
管
理
人
と
し
て
の
ベ
ー
リ
フ

.か
ら
転
身
し
た
半
借
地
農
業
者(

メ
テ
ィ
5

が
、
十
五
世
紀
の
最
後
の
三
分
の
一
期
に
は
じ
ま
：り 

.ほ
と
.ん
ど
十
六
世
紀
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
農

、2)

業
革
命
の
過
程
の
な
か
で『

資
本
家
借
地
農
業
者
&=
,
.と
し
て
成
長
す
る
径
路
を
指
摘
し
て
い
る
一
方
、
産
業
資
本
家
の
形
成
は
、

「

多
く
の
貧
弱 

な
同
職
組
合
親
方
及
び
更
に
多
く
の
独
立
小
生
産
者
が
、
あ
る
い
は
、
賃
金
労
働
者
さ
え
が
、
小
資
本
と
な
り
、
そ
し
て
賃
金
労
働
搾
取
の
漸
次

(

3 

ノ

的
拡
大
と
そ
れ
に
対
応
す
る
蓄
積
と
に
よ
っ
て
、
資
本
家
ら
し
い
資
本
家
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い」

と
し
て
、
そ
の
多
様
な
発
生
径
路
を
示 

唆
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
.こ
の
時
代
、
す
な
わ
ち
十
四
世
期
か
ら
十
六
世
紀
の
時
期
に
、

マ
ル
ク
ス
の
い
う
よ
う
に
、

'

「

資
本
対
賃
労
働」

の
間
係
が 

存
在
し
え
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
資
本
制
的
な
賃
労
働
一
般
の
範
疇
.に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
に
.は
、
.多

大

.の

疑

問

を

の

こ

す

も

~
ぷ 
p

,!r
b

-

A

:多.
.
.
1

5I-
I

W

-K
,
.
.

の

と

い

わ

な

け

れ

ば

な

^
'
な

い

。
な
ぜ
な
ら
ば
領
主
の
農
業
経
営
に
お
け
る
危
機
的
な
労
働
力
不
足
が
深
刻
化
し
た
の
は
ま
さ
し
ぐ
こ
の
時
期
に 

あ
た
り
、
賃
労
働
は
そ
の
当
時
、
こ
う
し
た
領
主
的
農
業
経
営
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
直
ち
に
い
わ
ゆ
る
工
業
労
働
力
と
し
て
充
用
さ
れ 

た
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
十
六
世
紀
商
業
資
本
段
階
に
お
け
る
商
人
資
本
支
配
の
も
と
に
お
け
る
賃
労
働
と
、
工
場
制
工
業 

の
支
配
的
と
な
っ
た
産
業
資
本
の
段
階
に
お
け
る
賃
労
働
と
の
間
に
根
本
的
な
差
異
が
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
'な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
の
.

「

資
本
論」

•
に
お
け
る
賃
労
働
の
分
析
は
、
十
四
、
十
五
お
よ
び
十
六
世
紀
に
つ
い
て
は
や
や
克
明
で
あ
る
が
、
十
七 

お
よ
び
十
八
世
紀
に
つ
い
て
'の
叙
述
は
き
わ
め
て
不
完
全
で
あ
り
、

む
し
ろ
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
方
が
あ
た
っ
て
い
る
。

い
き
な 

り
、「

産
業
革
命
の
時
期=

機
械
お
よ
び
大
工
業」

_
に
飛
躍
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

マ
ル
ク
ス
が
、
何
故
に
敗
え 

て
こ
の
よ
う
な
分
析
と
叙
述
'の
方
法
を
と
っ
た
の
か
と
い
.え
ば
、
そ
こ
に
-は
い
く
.つ
か
の
理
由
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
ひ
と
'つ
に
は
、
ポ
ー
ル
.
マ 

ン
.
ト

ゥ

も

指

摘

し

て

い

る

よ

う

に
、
資
料
の
不
足
か
ら「

農
村
か
ら
在
来
の
生
活
資
料
の
一
部
も
し
く
は
全
部
を
失
っ
た
無
数
の
労
働
者
に
と

っ 

て
、
工
業
だ
け
が
ひ
と
つ
の
行
き
先
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
求
職
人
の
移
動
を
追
求
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
い
ま
ひ
と 

.
つ
は
、

マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、

資
本
の
本
源
的
蓄
積
の
過
程
の
分
析
と
い
う
視
角
か
ら
み
た
場
合
、
十
七
世
紀
お
よ
び
十
八
世
紀
よ
り
も
む
し
ろ 

十〗

ハ
世
紀
が.は
る
か
に
決
定
的
な
意
義
を
も
っ
て
：い
る
と
考
え
た
こ
と
に
よ
ブ
て
い
る
の
で
.は
な
か
ろ
う
か
。
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U)

十
六
世
紀
を
き
わ
だ
っ
て
い
る
特
色
は
、
封
建
主
義
が
、
勃
興
し
て
き
た
資
本
主
義
に
た
い
し
て
、
死
に
も
の
狂
い
に
な
っ
て
闘
か
っ
た
こ
.と
で
あ
る
。
 

十
六
世
紀
と
い
ぅ
時
代
は
、
封
建
主
義
と
資
本
主
義
.，
こ
の
両
者
の
性
格
を
あ
わ
せ
も
ち
、
そ
の
ふし
ぎ
な
混
合
を
み
せ
て
い
る
。(Karl 

I

t

.
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東
京
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書
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一
九
五
七
年
、
六
頁
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K
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前

掲

雪
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八
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14)

：
こ
の
点
に
.つ
い
て
は
、
岡
田
与
好「

ィ
ギ
リ
ス
初
期
労
働
立
法
の
歴
史
的
展
開」

(

お
茶
の
水
書
房
を
参
照
。
'

15) 

Paul M
a
n
t
o
u
x
;

 

T
h
e

 Industrial Revolution in the 

wighteenth C
e
n
t
m
y
,

 

1
9
5
5
.

徳

増•

井

上
•
遠

藤

訳「

産
業
革
命」

(

萊
洋
搔
済
新
報
社)

'
一
九
六
四
年
、
二
三
六
頁
。

.

.
す
で
に
指
摘
し
た
.よ
う
に
、

マ
ル
ク
ス
の
賃
労
働
分
析
の
視
角
は
、
イ
ギ
リ
ス
絶
対
主
義
成
熟
期
か
ら
十
七
世
紀
の
市
民
革
命
ま
で
の
大
胆
に 

し
て
克
明
、な
記
述
を
通
じ
て
、
イ
ギ
リ
ス
産
業
資
本
の
創
生
期
の
秘
密
を
衝
き
、
.こ

れ
を
暴
歡
し
て
い
る
点
で
は
き
.わ
め
て
説
得
的
で
あ
る
が
、
 

こ
の
時
期
の
賃
労
働
が
、
そ
の
ま
ま
産
業
革
命
期
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
産
業
資
本
の
確
立
の
た
め
.の
.必
要
•な
前
提
と
し
て
の
賃
労
働
に
、
無
媒 

介
的
に
つ
な
が
る
よ
う
な
叙
述
の
仕
方
は
問
題
で
.あ
り
、す
で
に
イ
ギ
リ
ス
実
証
史
学
の
研
究
成
果
か
ら
し
て
も
正
し
く
な
..い
と
：い
わ
れ
て
k
ジ

。
 

こ
の
場
合
、

産
業
革
命
以
前
の
賃
労
働
の
存
在
形
態
を
問
題
に
す
る
以
上
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
産
業
、
も
っ
と
よ
り
狭
く
い
え
ば
繼
觀
と
の
関
速 

が

当

然

に

|£
梗
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
^
,の
で
あ
.っ
'て
、
そ
う
い
う
問
題
意
識
か
ら
出
発
す
る
な
ら
ば
、

マ
ル
ク
ス
の
描
く
よ
う
な「

農
付
か 

ら
の
貧
民
の
流
離」

が
行
わ
れ
て
.い
た
ま
さ
に
そ
の
と
き
に
、
都
市
に
お
い
.て
は
ど
の
よ
う
な
形
で
、
産
業
組
織
の
発
展
お
よ
び
展
開
が
み
ら
れ

た
の
か
が
研
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
囲
.い
込
み
に
よ
っ
：て
農
村
か
ら
追
い
出
.さ
れ
た
貧
民
た
ち
が
、
最
終
的
に
そ
の
安
住
の 

地
を
求
め
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
都
巿
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
そ

'0
場
合
、.
都
市
の
手
工
業
職
人
の
組
織
と
し
て
の
ギ
ル
ド
は
、
ど
う
い
う
状 

態
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
流
入
し
て
く
る
貧
民
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
当
時
の
産
業
組
織
に
あ
た
え
た
か
、
こ
の
よ
う
な
点
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
十
八
世
紀
産
業
革
命
開
始
期
に
お
け
る
賃
労
働
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
 

ぐ

も
と
よ
り
筆
者
は
こ
こ
で
、
封
建
的
諸
制
度
の
解
体
も
し
く
は
農
業
革
命
の
結
果
生
じ
た
尨
大
な
貧
民
群
が
、
ど
の
よ
う
な
径
路
を
迪
っ
て
近 

代
的
プ
ロ
レ

タ
リ
ァ
ー
ト

と
し
て
陶
冶
.さ
れ
、
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
、
も
っ
と
も

困
難
な
問
題
を
克
明
に
追
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
で 

は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
ず
る
.こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
ィ
ギ
リ
ス
労
働
組
合
の
先
駆
的
形
態
と
も
い
う
べ
き
職
人
組
合
の
発 

生
の
歴
史
を
迪
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
過
程
で
自
然
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
ク
ラ
フ
ト
と

い
う
も
の
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思 

う

。
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、

「

資
本
の
本
源
的
蓄
積」

の
時
期
で
あ
っ
た
が
、

同
時
に
世
界
史
上
か
ら 

み
れ
ば
、
そ
れ
は
地
理
上
の
発
見
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。
地
理
上
の
発
見
，は
、
経
済
史
上
、
西
欧
諸
国
の
商
業
活
動
_
体
に
、
さ
ら
に
そ
の
基
柢 

た
る
経
済
生
活
.一
般
に
深
刻
な
革
命
的
影
響
を
与
え
る
こ
と
と

な
っ
'た)」

。

こ
れ
を
よ
り
具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
、

西
ョ
！ 

ロ
ッ
パ
の
産
業
組
織 

上
、
中
世
的
な
ク

ラ

フ

ッ

• 
メ
ン
が
、
市
場
の
拡
大
、
資
本
の
ま
す
ま
す
増
大
す
る
利
用
、

お
よ
び
こ
れ
ら
の
新
し
い
諸
条
件
と
必
然
的
に
相
関 

関
係
に
あ
る
実
業
的
な
領
域
の
発
展
の
前
に
後
退
し
て
い
っ
た
過
程
に
関
連
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で

わ
れ
わ
れ
は
、
ク
ラ
フ
ッ
• . 
メ
ン
を
、
単
純 

.

.に
手
工
業
職
人
、
あ
る
い
は
エ
!£
■と
い
う
よ
う
に
考
え
る
け
れ
ど
も
、
わ
が
国
に
.お
い
て
、
こ
の
ク
ラ
フ
ト
と

い
う
概
念
に
ぴ
っ
た
り
す
る
言
葉 

.

を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
，
ぐ
れ
て
西
欧
的
な
資
本
制
社
会
に
特
有
.な
現
象
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

で
は
こ
の
ク
ラ
フ
ト
な
る
概
念
を
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
資
本
主
義
の
発
展
に
と
も
な
L

分
業 

ィ
ギ
リ
ス
職
能
別
組
合
の
生
成
過
程
.(

そ
の
一) 

九

(

三
四
七)



ガ
進
展
す
る
な
か
で
、
ク
ラ
フ
'
k.の
概
念
も
さ
ま
ざ
ま
な
変
貌
を
と
吃

グ
デ
フ
ト
な
る
も
の
が
、
各

露

者

.に
と
•っ
て
固
有
の
霞
的
意
味
を 

.も
ち
は
じ
め
る
の
で
あ
る
け
れ
：ど
’

' い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
す
で
に
中
世
の
.
.ク
ラ
.フ
ト

•
ギ
；f

る
，
中
世
の
都
市
に
お
い
て
は
非
常
に
多
く
ク
ラ
フ
ツ
：
• メ
ン
、
す
な
わ
ち
織
工
、
仕
立
エ
、
靴
エ
、
肉
屋
、
パ
‘ン
屋
、
大
工
、
石
工
等
々
の
集

"同
が
、
生
活
を
.見
出
す
こ
と
が
可
能
で
：t

、
各
ク
1フ
フ
ト
は
''
*
村
の
各
世
帯
が
、
み
ず
か
ら
の
露
を
も
っ
て
し
て
は
、
非
常
に
不
完
全
に
し

ヵ
滿
た
す
と
と
：の
で
き
な
か
っ
た
欲
望
に
応
ず
る
た
め
に
役
立
っ
て
い(

た)

。
ク
ラ
フ
ツ
.
マ
ン
が
都
市
に
生
活
し
て
い
た
と
V

妻

は

、
農
村

共
同
体s

a
g
e

 

S

I

I
の
時
期
の
残
存
物
と
し
て
の
家
庭
生
産
が
、
手
工
業
に
と
っ
て
代
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

中
世
の
手
工
業
職
人
は
、
い
.わ
ば
工
業
と
い
う
勉
女
地
を
き
り
ひ
ら
く
の
に
従
事
し
て
'い
た
先
駆
者
で
.あ
る

と

い
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
中
世
の
末
期
に
な
る
と
、
廳

資

本

I

s

と
も
な
い
、
崖
者
と
翼
者
と
の
間
に
商
人
が
介
在
し
、
商
人
が
生
産
を
支
配
す
る

よ
う
に
な
る
手
工
業
職
人
が
、
直
接
消
費
者
の
た
め
に
生
産
を
営
む
形
態
を
手
工
業
制
度(handicraft system)

と
よ
ぶ
と
す
れ
商
人
の

こ
の
両
者
の
ら
に
介
在
す
る
形
態
裏
内
工
業
制
度
と
よ
ぶ
こ
と
'が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
家
内
工
業
制
度
の
出
現
は
、
あj

j

力
も
手
工
業
制
度
が
、
農
村
の
、
都
市
•に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
り
大
き
な
経
済
単
位
へ
の
雷

と

い

う

一

段

階

で

あ

っ

^

。
.
こ

の

よ

う

な

豪

に
お
し
て
十
五
世
紀
以
来
、m

丨
ロ
ツ
.パ
各
地
域
の
商
業
中
心
地
の
ク
ラ
フ
ツ
•：

マ
シ
の
団
依
は

、

商
人
の
手
を
.通
じ
て
遠
隔
の
地
に
商
品
の

た
め
の
販
売
市
場
を
見3d.

し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
？
'手
工
業
製
の
社
佘
的
具
体
化
と
し
て
の
ク
ラ
7
ト
‘
ギ
ル
ド
が
、
囊
と
解
体
へ
の
途
を

歩
み
つ
づ
け
た
の
も
、
こ
う
し
た
商
業
資
本
の
制
覇
の
過
程
を
通
じ
て
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
過
程
羞
じ
て
、
階
層
分
解
も
お
し
す
す
め 

ら
れ
て
い
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

'こ
の
ク
ラ
フ
ト
•
ギ
ル
ド
と
労
働
組
合
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
.、
前
者
が
後
者
の
先
行
者
で
あ
り
、
後
者
が
そ
の
遺
産
と
伝
統
の
継
承
者
で
あ 

る
と
す
る
ト
ィ
ツ
新
歴
史
学
派
の
麗
ル
丨
ド
ゥ
ィ
ヒ
•
ョ
.ハ
ン
•.プ
レ
ン
タ
丨
ノ 

(
L
u
j
o
B
r
l
n
o
)

と
労
働
組
合
運
動
研
究
の
先
駆
者
ゥh 

ツ
グ
夫
妻(

s
i
l
a
n
d
B
e
l
e

 

W

I
と
の
間
に
論
争
が
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
.い
る
？
結
論
的
^
-は
、
ク

ラ

フ

ト

.
ユ
こ
オ
ン
は
.

ク

ラ

フ

ト
•

ギ
ル
ド
の
中
世
に
お
け
る
役
割
を
そ
の
ま
ま
う
け
つ
ぐ
の
で
は
な
ぐ
、
.-
-む
し
6 '
そ
の
分
解
の
過
程
に
お
い
て
発
生
し
な
け
れ
ば
な
ら 

. 

(

7) 

.

な
^
づ
た
職
人
組
合
が
"
後
の
労
働
組
合
の
維
承
者
で
あ
る
こ
と
が
定
説
'と
な
っ
.て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
労
働
組
合
運
動
は
、
明
ら
か
に
資

/
本
と
賃
労
働
の
対
立
が
明
白
な
も
の
と
な
っ
た
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
支
配
的
处
現
象
と
な
っ
た
も
め
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま 

'

で
も
な
い
が
、
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
産
業
の
発
展
か
ら
み
た
場
合
、
労
働
組
合
の
発
生
の
.径
路
ば
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
'て

、

た

と

え

ば

、

非
，常
に 

古
い
歴
史
を
も
つ
毛
織
業
と
"
主
と
し
て
産
業
革
命
以
後
、
資
本
主
義
的
経
営
の
基
軸
と
な
っ
允
綿
業
と
で
は
、
産
業
構
造
や
歴
史
的
な
諸
条
件 

.の
相
遠
か
ら
、
近
代
的
労
働
者
階
級
の
形
式
%'
い
ぢ
じ
る
し
：.い
差
異
が
.み
ら
れ
、
そ
れ
は
と
り
わ
け
産
業
革
命
期
に
お
い
て
も
っ
と
も
対
照
的
に 

•

あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
. 

： 

.，

.
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
.，わ
ら
ず
、
.
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
組
合(

も
ち
ろ
ん
、
イ
ギ
リ
ス
だ
け
で
な
く
、
ョ
ー
P
ッ
パ
全
体
に
共
通
し
て
い
る
ご
と
で
あ
る
が) 

が
、
ク
ラ
フ
ト
,
ユ
ニ
オ
ン
の
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
、
わ
が
国
の
よ
う
に
企
業
別
組
織
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
き
、

:

ク
ラ
フ
ト•

ギ
ル
ド
の
消
滅
と
と
も
に
、
本
来
消
え
て
な
く
な
る
べ
き
こ
の
ク
ラ
フ
ト
がV

何
故
に
現
在
に
ま
で
生
き
長
ら
え
残
存
し
て
い
る
か 

と
い
う
こ
と
に
注
目
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
秘
密
を
明
ら
か
.に

す

る

こ

と

，
な

く

し

て

.は
、
西
ョ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
何
故
に
横
断
組
合
が 

牢
固
と
し
て
稂
を
は
り
、
.わ
が
国
に
.お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
条
件
が
..欠
け
て
い
る
の
か
、
そ
.の
本
質
的
な
理
由
を
不
明
確
な
ま
ま
に
放
置
す
る
と 

と
.に
.な
る
.で
知
ろ
う
0

.. 

• 

:

.

い
ま
：、
ク
ラ
フ
ト
と
い
5
概
念
を
、r

般
的
な
訳
語
に
従
っ
.て
技
能
%
し
ぐ
は
技
巧
と
い
.う
意
味
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
■.は
手
の
熟
練
を 

基
礎
.と
す
る
家
内
，エ
業
労
働
を
中
核
と
す
る
産
業
構
造
を
想
像
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
れ
は
や
が
て
、
'

マ
ル
ク
ス
の
い
わ
ゆ
る「

機
械 

装
置
と
大
工
業」

の
シ
ユ
ッ
ル
ム
.
ゥ
'ン
ト
ふ
ド
ラ
シ
ク
の
前
に
，
自
然
に
，消
«
の
運
命
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
.と
が
，で
き
な
.い
と
考
え
る
0
が
普
通
で 

.

あ
る
。.
し
か
し
そ
の
後
の
資
本
主
義
の
発
展
は
、
こ
.ゐ
よ
う
.女
歴
史
に
た
い
す
.る
公
武
的
な
解
釈
が
必
ず
-;
^
も

-1
£
し
く
な
い
こ
.と
を
実
証
し
た
。

:

十
九
世
紀
末
、

.

資

本

主

霖

普

段

階

.

至
っ
：

「

て
$

;

な
が
' 

.ダ
ラ
.ア
ト
合
基
礎

と

.
す

る家
内
手
工
業
制
度
が

.
、
.
ロ
ゾ
ド
シ

の

.
イf

ス

ト
♦
エ
，ン

イ
ギ
*»
;

不
遽
別
祖
合
€>
*
也
成
過
程

(

そ
の
'

)

 

- 

* 

\
 

'

ニ
 

U

 

二
四
プ)



,
ト
を
は
.'じ
め
各
地
に
残
存
し
ス
タ
ッ
フ
ォ
ド
シ
ァ
—*
帯

の

ブ

ラ

、
ッ

ク
' 
力
：

X
—

リ

ー

に

は

、

こ

の

よ

う

な

ぃ

わ

'ゆ
る
小H

業
経
営
が
大
工
業
の 

'■
'■組

織
と
併
存
しV

い
る
'こ
と
を
示
し
た
。;,
し
て
み
れ
ば
、

い
わ
ゆ
る
ク
ラ
’フ
ト
な
る
も
.の
が
、
* M
澉
に
近
代
的
な
労
働
組
合
の
甚
礎
と
な
っ
た 

か

そ

の

理in.
は

.と
り
も
な
お
さ
ず
、
ク
ラ
フ
ト
•
ギ
ル
ド
の
解
体
後
.の
職
人
組
合
に
.よ
っ
で
、
そ
の
後
の
小
親
方
な
、V.し
日
雇

職

人

に

よ

っ 

て
、
：そ
し
て
さ
ち
に
：近
代
的
な
貴
労
働
者
階
級
に
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
る
：こ
と
：が
.妥
当
で
あ
ろ
う
。

そ
.れ
は
、
資
本
主
義
の
発
展
と
い
う
も
の 

力
：
そ
の
す
さ
ま
じ
い
ば
か
り
の
技
術
的
変
革
を
絶
対
的
な
条
件
と
し
な
が
ら
、
し
か
も
な
お
旧
来
の
も

の

、

歴
史
的
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の 

，
を
、
根
底
か
ら
一
掃
す
る
と
い
う
方
向
を
と
ら
ず
に
、
む
し
ろ
生
産
技
術
上
の
問
題
と
し
て
、
た
え
ず
手
の
熟
練
に
依
拠
せ
ざ
る
を
え
な
い
部
門 

を
致
す
と
厉
.

に
資
本
の
侦
の
要
,
と
し
て
む
し
ろ
お
く
れ
た
生
産
様
式
の
温
存
、
そ
の
下
請
化
を
お
し
す
す
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
低
賃 

金
政
策
の
維
持
の
た
め
に
利
用
し
よ
.う
と
す
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
十
九
.世
紀
中
期
に
い
ち
じ
る
し
い
発
展
を
み
た
全 

国
的
^
含
罗
摇
合
に
は
一
方
に
お
し
て
少
数
の
褻
練
労
働
力
の
担
い
手
と
し
て
の
労
働
貴
族
的
労
働
者
と
、
他
方
ノ
こ
れ
に
間
接
的
に
1!
 ̂

さ
れ
る
非
常
に
多
く
の
不
熟
練
な
い
し
半
熟
練
労
働
者
へ
め
分
解
と
い
う
ク
ラ
フ
ト
を
め
ぐ
る
大
き
な
矛
盾
が
胚
眙
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ 

が
や
が
て
大
き
な
問
題
と
な
り
、
塵

別

組
合
へ
と
発
展
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
麗
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
別
の
機
会
に
ふ
れ
る
こ
と
と
し
て
、
 

.ク
ラ
フ
ト
が
、
す
く
な
く
と
も
産
業
革
命
の
前
夜
の
段
階
に
お
い
.て
、

労
働
組
合
の
基
本
的
契
機
で
あ
っ
た
こ
と
は
.、
手
：の
熟
練
を
主
要
な
生
産 

技
術
の
基
礎
と
し

て
.い
た
以
上
.、
- t
r

し

ろ
当
然
で
あ
っ
' て
、
労
働
組
合
は
実
に
数
世
紀
に
わ
た
-:
^

長
い
産
業
的
発
展
の
過
程
で
、

こ
の
ク
ラ
フ
ト 

と
い
う
も
の
の
分
解
と
変
貌
と
を
通
じ
て
生
成
し
た
.も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

-
:

と
こ
'ろ
で
こ
の
よ
う
な
ク
ラ
フ
ト

は
、
初
期
資
本
主
義
の
段
階
以
来
、
ど
の
よ
う
な
変
遷
：を
と
げ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ク
ラ
フ
ト

と
い
う 

も
の
が
、
手
の
熟
練
お
よ
び
技
能
を
基
礎
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
き
わ
め
て
狭
い
職
種
を
意
味
す
る
以
上
、
㈠

近
似
的
な
ク
ラ
フ
ト
が
結
合
し
た 

り

.あ
る
Vは

！！

ひ
と
つ
の
ク
ラ
フ
ト
内
部
で
の
階
層
分
化
が
お
こ
ら
た
り
、
あ
る
い
は
ま
た
：

0

商
人
資
本
が
、
す
で
に
経
済
的
支
配
を
確
立
し 

て
V
た
手
工
業
組
織
を
吸
収
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
当
然
起
り
う
る
の
で
あ
つ
て
、
た
と
え
ば
、
相
互
の
経
済
上
の
砍
存
の
状
態
を
有
利
レ」

- 

発
展
-せ
し
め
よ
う
と
し
た
例
と
し
て
、
ジ
ョ
ー
ジ
.
ア
ン
ゥ
ィ
ン
は
、

1
三
七
八
年
の
ロ
ン
ド
ツ
の
皮
革
ク
ラ
フ
ト
の
結
合
を
あ
げ
て
い
&
。
し

か
し
よ
り
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
㈠

よ
り
も
㈡

お
よ
び
㈢

の
場
合
で
あ
.っ
て
、
た
と
え
.ば
す
で
に
一
三
ニ
七
年
に
、

ロ
ン
ド
ン
の
馬
.

具
屋
は
、

指
物
師
、
.塗
装
エ
お
よ
び
四
輪
車
製
造
エ
と
の
間
に
、

ロ
ン
ド
ン
の
街
頭
に
お
い
て
流
血
の
激
突
を
ひ
き
お
こ
し
た
と
い
わ
れ
る
。

; -
こ
れ
ば
、
あ
と
の
方
の
工
匠
た
ち
が
、
.馬
具
製
造
の
異
な
っ
た
部
門
に
雇
わ
れ
て
い
た
が
、
馬
具
屋
が
、
彼
ら
自
身
の
職
業
に
麗
あ
る
い
か
な

.

る
商
品
も
、
彼
ら
同
士
の
間
に
売
る
以
外
に
、
ロ
ン
ド
ン
市
の
自
由
民
そ
の
他
に
売
っ
て
は
な
ら
な
い
と
.誓
わ
せ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
っ
た
と
い

わ
れ
る
。
こ
の
場
合
は
す
で
に
、
指
物
師
'
塗
装
エ
お
よ
び
四
輪
車
製
造
エ
は
馬
具
屋y

従
属
し
て
お
り
、
馬
具
屋
は
、
取
引
力
の
点
で
他
の
ク

.

.ラ
フ
ト
の
グ
ル
ー
プ
よ
り
す
ぐ
れ
、

雇
主
と
し
て
の
優
越
し
た
地
位
を
し
め
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

だ
.が
い
ま
ひ
と
つ
興
味
深

.
 

-

.い
例
は
、
ロ
ン
ド
シ
.お
よ
び
パ
リ
の
刃
物
業
に
み
ら
れ
る
。

. 

- 

•

パ
リ
に
お
い
て
は
、
.ナ
ィ
フ
の
製
造
は
㈠

刃
を
つ
け
る
刀
锻
冶
、
㈡

柄
を
つ
け
る
刃
物
師
、
㈢

鞘
を
供
給
す
る
鞘
師
、
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て 

い
た
が
、
完
成
品
の
販
売
を
直
接
に
行
い
、
そ
の
商
品
の
品
質
に
つ
'い
て
の
評
価
を
一
身
に
う
け
た
の
は
刃
物
師
で
あ
っ
て
、
刃
物
師
は
、
他
の

(

1
 

ノ

.
ク
ラ
.フ
ト
に
た
い
し
て
優
越
し
て
お
り
、
.
一
方
に
お
い
て
販
売
業
者=

：

商
人
と
し
て
、
他
方
に
お
い
て
雇
主
と
.し
て
振
舞
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ

の
当
時
、
刀
鍛
冶
は
、
ロ
ン
ド
ン
市
長
に
た
い
し
、
田
舎
の
刀
鍛
冶
が
、
自
分
の
商
標
に
似
た
刀
を
刃
物
師
に
売
り
つ
け
る
習
慣
が
で
き
て
い
る

.:こ
と
を
訴
え
、
そ
の
職
業
上
の
利
益
の
法
的
な
保
護
を
求
め
て
い
る
が
、
結
局
、
刃
物
師
が
こ
の
よ
う
な
田
舎
の
刀
锻
冶
の
製
品
を
買
い
入
れ
な

い
こ
と
、
刀
锻
冶
も
、
：そ
れ
ぞ
れ
の
ク
ラ
フ
ト
の
ニ
人
の
親
方
の
共
同
の
助
言
が
な
け
れ
ば
、
刀
の
価
格
を
ひ
き
あ
げ
な
い
と
い
う
約
束
が
と
り

き
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
て
も
い
く
つ
か
の
ク
ラ
フ
ト
の
な
か
で
、
刃
物
師
の
そ
れ
が
童
要
な
地
位
を
し
め
、
そ
の
た
め
に
刃
物
師
が
雇
.

.
' 

(

12)

-

主
の
.よ
う
な
址
.位
を
し
め
て
い
た
.こ
.と
が
わ
か
る
0

:

... 

•
 

,

:
:.

し
か
し
な
が
ら
、.
何
と
い
っ
て
も
ク
ラ
フ
ト
の
変
遷
に
つ
い
て
古
い
歴
史
を
も
つ
も
の
は
繊
維
産
業
め
ク
ラ
フ
ト
で
あ
り
、
と
く
に
毛
織
物
業 

謂

'

,.
'
.パ

.の
製
.造
に
従
事
し
て
い
た
ん
々
は
、'
金
属
細
工
労
働
者
や
皮
革
エ
よ
り
も
は
る
か
に
卓
越
し
た
地
位
を
し
め
た
点
か
ら
み
.で
も
、
こ
れ
を
観
察
す

..
へ
：
'
:

'
:'
:

:

一：三

.
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:■'
る
こ
と
ほ
是
非
必
要
で
あ
る
：

.

, :
■
:
. 

ノ

■
 
.
 

-
 

•
 

V

.ぐ

.

.

.

. 

•
 

：

.

>
1
> 

モ 

i 
リ
ス
•
ト
ッ
プ
も 

+ 
A 

i 

J
 

0 
0
7 
B
-
 

 ̂

 ̂

y 
 ̂

0 

 ̂

 ̂

 ̂
 ̂

 ̂

 ̂

u 

X
'
 

-
 

0 

i
 

.
う

に

の

.ベ

て
い
る
。
■「

し
か
し
な
が
ら
、
十
六
世
紀
と
か
十
七
世
紀
と
か
.に
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
丨
ト
が
.人
口
の
主
な
部
分
を
な
しy

い
た
と
考
え
る
の
は
.、

あ
や 

ま
り
で
あ
ろ
う
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
の
数
は
あ
い
か
わ
ら
ず
少
く
、
そ
の
移
動
で
き
る
範
囲
.は
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
。
と
い
.う
の
は
、

所
領
地
や
わ
り
あ
い
大 

.

き
，

>

-3

丨
マ
ン
の
農
場
が
、
労
働
を
も
と
め
て
も
え
ら
れ
な
く
な
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
立
案
さ
れ
た
法
律
上
の
.諸
制
限
が
あ
0
た
し
、
ま
た
.賃
仕
事
を
大
部 

'
ノノ o

き
う
け
.た
の
は
た
と
え3i.Q

ひ
た
、
ほ
ど
で
、
い
つ
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
土
地
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
ま
だ
土
地
に
愛
着
を
も
っ
て

た
ひ
と
び
と
で
あ
っ
た
か
ら
'で
あ
る(Maurice Dobb;.Studies in the Development ofoapitalism, 

1
9
46.

京
大
近
代
史
研
究
会
訳「

資
本
主
義
発 

展
の
研
究」

n (

岩
波
現
代
叢
書)
十
三
頁)

。
な
お
、
岡
田
'与
.好
、
前
掲
書
参
照
。

.

,

;

(

2)

:-
大
塚
久
雄「

近
代
欧
州
経
済
史
序
説」

(

上
巻)

日
本
評
論
社
、

一
九
四
七
年
、
三—

四
頁
。

(

s)

.
 

G
e
l

 u
n
_
.
;

 

Industrial Organization in the Sixteenth and Seventeenth Century,, with a n
e
w

 introduction 

by 

T. 

S. 

Ashton 

1963, 

London, p. 

3. 

•

(

4)

，w
.

 

J. Ashley; 

A
n

 

■
 Introduction to .English Economic History and The

o
r
y

 Jpt. 

3U

 

p. 

9
9.

....

(

5)

，
あ
る
い
は
こ
れ
をCommission S

y
s
t
e
m

あ
る
い
はVerlag S

y
s
t
e
m

と
も
よ
ぶ
。

.
(

6) 

Ashley; 

Economic Historyvpt. n, pp.s, 42, 
2
2
P

.

(

7)

こ
れ
に
つ
い
て
は 

s
,
a
n
d

 B. 

w
e
b
b
;

ffi
s
t
o
r
y

 ,of Trad 
の u

n
i
o
n
i
s
m
'
s
^
^

 

•

8)
「

作
業
道
具
と
と
も
に
、
そ
れ
を
敗
う
手
練
も
労
働
考
か
ら
機
械
に
移
る
。
道
具
の
仕
事
能
力
が
，人
間
労
働
力
の
人
的
制
限
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
.そ
れ
と 

と
も
に
、
i

手
工
業
に
お
け
る
分
業
が
基
づ
.く
と
こ
ろ
の
技
術
的
薩
が
廃
棄
さ
れ
る
。，：：し
.た
が
っ
.
\
エ
擊
土
業
を
特
徴
づ
け
る
特
殊
化
さ
れ
た
労
働 

.
'者
の
等
級
俄
に
代
っ
て
自
®

^
な
.

H

場
に
お
-> 

て
は
機
械
装
置
の
助
手
.の
遂
行
す
べ
き
労
働
の
均
等
化
ま
た
は
水
平
化Q

傾
向
が
現
わ
'
、

さ
れ
た
剖
/刀
労
働
者
の
差
異
に
代
っ
て
年
齢
及
び
性
の
自
歡
的
差
異
が
主
要
な
も
の
と
な
.っ
て
あ
ら
わ
れ
る」

(Marx/Engels, Werke, B
d
.
2
T
D
a
s

 

'

K
a
p
f

 

S
H
S
. 442

•
邦
訳「

資
本
論」

第
5

莖
ー|

分
冊
、
岩
波
文
庫
版
、

一
八
九
頁)

。
(

9) 

U
n
w
i
n
;

 

I
n
d
l
&
l

 Organization, 

1904, 

p
,
19.

(

10) 

U
n
w
i
n
;

 

ibid., 

pp. 

22-23. 

,

11) 

U
n
w
i
n
;

 

ibid., p. 

25.

12)

 

U
n
w
i
n
;

 

ibid., -D. 

26. 

• 

■-

■

>

■

..

. 

四

. 

- 

■ 

:

 

V
 

- 

;

,T
r

.
 

.

.

.

.

,

 

.
 

, 

- 

■
 

■
 

.
 

'
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.
 

V'

:

ジ
ョ
ー
ジ
•
ア
ン
ゥ
ィ
ン
に
よ
れ
ば
、
十
二
世
紀
に
は
す
で
に
、
.服
地
市
場
の
中
心
と
し
て
の
都
市
は
、
毛
織
物
業
の
中
心
地
と
な
り
は
じ
め

て
い
た
と
い
わ
れ%

)
。

だ
が
製
造
業
の
過
程
も
次
第
に
特
殊
化
さ
れ
、
.そ
れ
ぞ
れ
の
過
程
が
熟
練
労
働
者
の
個
別
の
集
団
に
よ
っ
て
専
門
に
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
こ
に
織
工
?eaver)、

縮
絨
エ(

M
I
e
r
)
、

け
ば
立
て
土 

(burler)、

剪
毛
エ(

s
h
e
a
r
m
a
n
)

お
よ
び
染
色
エ(dyer)

な

:
.-
■
ど
の
い
く
つ
か
の
ク
ラ
フ
ト
が
生
成
し
た
，。
い
う
ま
で
も
な
く
、
織

工

が

:-
の
，な
か
で
特
権
的
な
地
位
を
し
め
て
い
.た
の
は
織
布
業
が
織
物
業
に

お
.い
て
し
め
？)
.中
枢
的
な
役
割
に
よ
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、'
一
三
〇
〇
年
に
定
め
ら
れ
た
条
令
に
よ
っ
て
、
こ
の
職
業
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
す

::
ベ
て
の
人
々
に
た
い
し
て
七
年
間
の
徒
弟
期
間
を
強
制
し
、
：
ロ
ン
ド
ン
市
長
の
監
督
の
..も
と
で
、：彼
ら
の
.ク
ラ
フ
ト
に
か
ん
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
題

.(

2)

に
つ
い
.て
、
正
規
の
裁
判
権
t
付
与
さ
れ
て
い
た
の
も
、
.こ
の
職
種
の
.重
要
性
の
証
左
で
あ
？
た
と
い
.わ
れ
る
。/

た
が
こ
こ
で
も
、
商
人
資
本
の

■

優
越
の
も
と
で
各
ク
ラ
フ
ト
の
間
に
次
第
に
利
害
の
対
立
が
明
ら
か
に
な
り
は
じ
め
た
。.
た
と
え
ぜL

三
三
五
年
、
織
工
た
ち
ば
、
織
物
商
が
、

他
の
ク
ラ
フ
ト
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
資
格
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
に
、
織
物
製
造
に
従
事
し
：て
い
.る
こ
と
を
、
ロ
ン
ド
ン
市
長
お
よ
、び
市
参

(

3) 

(

4)

,

.

_
会
に
訴
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
対
立
の
相
様
は
次
第
にI

般
的
に
な
'り
つ
つ
あ
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
商
人
資

,
本
家
と
し
て
の
、
さ
ら
に
雇
主
と
し
て
の
機
能
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
ひ
と
つ
の
ク
ラ
フ
ト
の
親
方
の
、
あ
る
い
は
密
接
に
結
ば
れ
た
い
く
つ
か

の
ク
ラ
フ
ト
の
親
方
の
、
他
の
ク
ラ
フ
ト
の
親
方
に
た
い
す
る
抗
争
が
は
げ
し
く 

■な
：っ
て
い
っ
た
の
.で
あ
る
。.
こ
の
よ
う
な
推
移
.の

な

か

で

特

微

.

.
的
な
現
象
は
、
織
工
が
ク
ラ
フ
ト
の
な
か
で
優
越
し
た
地
位
を
し
め
る
よ
.う
に
な
り
、
と
く
に
そ
の
な
か
の
富
裕
な
人
々
が
商
人
に
転
化
し
、
や

. 

(

5) 

.

、

が
.て
商
人
資
本
家
.が
、
こ
の
産
業
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
を
完
全
に
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。.
と
は
い
え
、
そ
の
他
の
ク
ラ
フ
ト
が
、

■
織
工
の
な
か
で
の
富
裕
な
商
人
，の
支
配
に
、
直
ち
に
そ
の
ま
ま
服
従
し
て
い
た
と
'考
え
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
フ
ラ
ン
.ス
に
お
い
て
ば
、■
十
三
.

世
紀
に
縮
絨
エ
や
織
工
の
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
た
染
色
エ
の
間
か
ら
独
立
.の

気

連

が

.昂
ま
り
、づ
い
に
国
王
が
、办
と
つ
の
工
場
内
で
の
ニ
つ
の
‘

■

:'
イ
ギ
リ
ス
職
能
別
組
合
の
生
成
過
程
.(
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：の 
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三
：
五.四)

.ク
ラ
，フ

ト

の

結

合

を

禁

11
:
:
:
す

る

が

、
他

の

ク
.ラ
.フ
ト
の.メ

ン

バ

ー

の

仕

事

の

：う

け

.わ
た
じ
に
は
干
渉
し
な
.い
と
い
う
よ
ゲ
な
こ
と
が
行
わ
れ
¥ 

こ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
、
ィ
ギ
リ
ス
に
.お
い
て
よ
り
も
、

3 

1 ロ
ッ
パ
大
陸
の
方
が
‘、：
封
建
制
度
が
古
典
的
に
発
達
し
：
そ
の
体
制
に
固
有
な
工
業 

組
織
と
し
て
の
ギ
ル
ド
の
矛
盾
も
、
も
っ
と
も
典
型
的
な
形
で
現
わ
れ
た
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
 

b

の
.当
時
、.
徒
弟
制
度
の
強
調
に
よ
っ
て
、
ひ
と
り
の
若
者
は
、
一
一
つ
の
ク
ラ
フ
ト
の
親
方
に
な
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

彼
が
親
方
の
息
子
で
あ
る
場
合
犯
は
、自
分
が
父
親
か
ら
う
け
つ
い
だ
ク
ラ
フ
ト
と
、新
た
に
徒
弟
生
活
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
；̂
^
し
た
ク 

ラ
，フ
ト
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
わ
れ
、
•そ
の
結
果
、
彼
は
一
一
つ
の
ク
ラ
フ
ト
の
親
方
た
る
資
格
を
え
た
の
で
あ(

M
。
し
か
し
こ
れ
は 

」

多
く
の
弊
害
を
生
み
出
し
、
各
ク
ラ
フ
ト
は
他
の
ク
ラ
フ
ト
の
メ
ソ
バ
ー
の
息
子
を
徒
弟
と
し
て
う
け
る
か
ど
う
か
と
い
う

問
題
が
お
こ
り
、
诘 

局
、

一
三
七
八
年
の
織
物
業
の
場
合
、「

ひ
と
り
以
上
の
徒
弟
を
採
用
ず
る
こ
と」

を
禁
止
す
る
条
令
が
制
定
さ
れ
た
と
.い
わ
れ(

^

こ
の
よ
う
な
ク
ラ
フ
ト
内
部
の
矛
盾
、
と
り
わ
け
繊
維
産
業
内
部
の
独
占
化
の
傾
向
は
、イ
タ
リ

ー

、
ス

イ

ス

、
、

ラ
イ
ン
河
畔
、
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び 

.フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
地
方
、プ
ロ
イ
セ
ン
お
よ
び
シ
ュ
レ
ジ
ア
な
ど
に
も
一
般
的
に
み
ら
れ
た
傾
向
で
あ
っ
て
、ひ
と
つ
も
し
く
は
.そ
れ
以
上
の
ク
ラ
フ 

ト
の
親
方
が
、
取
引
機
能
を
独
占
化
し
.た
他
の
ク
ラ
フ
ト
の
親
方
=
商
人
資
本
家
に
対
す
る
従
属
が
深
ま
10
'て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
さ
き 

に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、大
陸
に
お
い
て
は
、
封
建
制
度
が
も
っ
と
も
古
典
的
な
形
で
発
展
し
た
た
め
に
、
そ
の
矛
盾
も
ま
た
、き
わ
だ
っ
て
あ
ら 

わ
れ
た
の
で
あ
り
、
中
世
的
な
生
産
組
織
が
、
多
く
の
詩
人
や
小
説
家
の
描
く
よ
う
な
芸
術
性
そ
の
も
の
と
い
う
の
で
は
な
く
、そ
の
背
後
に
は
、
 

激
烈
な
利
害
の
対
立
が
渦
ま
き
、

一
見
平
和
で
あ
る
か
に
み
え
る
共
同
体
と
し
て
の
ギ
ル
ド
、
メ
デ
ィ
ー
ヴ
ァ
リ
ズ
ム
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
そ 

の
制
度
の
内
部
に
は
、
腐
敗
と
汚
辱
が
み
ち
み
ち
て
い
た
の
で
あ
り
、
急
速
な
分
解
過
程
を
歩
み
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き(

M
。

こ
の
よ
う
に
し
て
や
が
て
織
工
の
な
か
の
富
裕
な
分
子
が
、
い
わ
ゆ
る
織
元
に
転
化
し
、
縮
，紙
エ
や
け
ば
立
て
エ
お
よ
び
染
色
エ
な
ど
が
織
工 

の
組
織
に
従
厲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
ク
ラ
フ
ト
に
た
い
す
る
優
越
を
獲
得
す
る
と
こ
ろ
の
ク
.ラ
フ
ト
の
合
同
の
結
成
に
進
む
，の
で
あ
る
。
 

■わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、

マ
ル
ク
ス
が
、「

資
本
論」

第
兰
卷
第
四
編
商
人
資
本
、
第
ニ
〇
章
商
人
資
本
に
か
ん
す
る
歴
史
的
考
察
の
な
か
で
の
、べ

.

!

 

i

,

^

i

て
い
る
か
の
有
名
な一

節
を
想
い
う
か
べ
る
で
あ
ろ
う
。
 

.，
，

,

「

封
建
的
生
産
様
式
か
ら
の
移
行
は
、
二
重
に
行
わ
れ
る
。
生
産
者
は
農
業
的
自
然
環
境
と
同
職
組
合
的
に
拘
束
さ
れ
た
手
工
業
と
対
立
し 

'
て
、
商
人
お
よ
び
資
本
家
と
な
る
。

こ
れ
が
現
実
に
革
，命
的
道
で
あ
る
。

あ
る
い
は
ま
た
商
人
が
直
接
に
生
産
を
支
配
す
る
。

後
の
方
の
道 

.は
、
い
か
に
歴
史
的
に
は
移
行
と
し
て
作
用
す
る
と
し
て
も——

た
と
え
ば
、
•十
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
織
物
業
の
よ
う
に
、
彼
は
、独
立
し
た 

ま
ま
の
織
物
業
者
を
，|5
|
己
の
統
制
下
に
お
き
、
彼
ら
に
そ
の
羊
毛
を
売
っ
て
彼
ら
の
織
物
を
買
い
と
る
-—

そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
古
い
生
産 

様
式
を
変
革
す
る
に
至
り
得
ず
、
.む
し
ろ
こ
れ
を
保
存
し
て
、
自
己
の
前
提
と
し
て
維
持
す
る
。

た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
絹
工
業
、
イ
ギ
リ 

:

ス
.の
メ
リ
，ヤ
ス
及
び
レ
I

ス
ェ
業
に
お
け
る
製
造
業
者
は
：、
.今
世
紀
の
中
頃
に
至
る
ま
で
な
お
大
部
分

は
た
ん
に
名
因

上
の
製
造
業
者
だ
っ
た 

.に
す
ぎ
ず
、
現
実
に
は
織
物
業
者
に
は
、
そ
の
旧
来
の
分
散
的
な
仕
方
で
作
業
を
続
け
さ
せ
、.自
分
は
織
物
業
者
が
事
実
上
、..彼
の
た
め
に
労 

働
す
る
商
人
と
し
て
の
支
配
だ
け
を
行
う
と
い
う
た
ん
な
る
商
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
，や
り
方
は
ど
こ
.で
も
現
実
の
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
進 

路
を
虹
止
し
、
そ
し
て
そ
.の
生
.産
様
式
の
発
展
と
と
も
に
没
落
す
る
。
：
そ
れ
は
、
生
産
様
式
を
変
舉
す
る
こ
と
な
し
に
、
.
た
だ
直
接
生
產
者
の 

.状
態
を
悪
化
各
せ
る
だ
け
で
、
彼
ら
を
直
接
に
.資
本
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
も
の
よ
り
も
、
更
に
劣
惡
な
諸
条
件
の
も
と
に
あ
る
た
ん
な 

.，
る

賃
金
労
働
者
及
び
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
転
化
し
、
そ
し
て
旧
来
の
生
産
様
式
の
鉴
礎
の
上
で
彼
ら
の
剰
余
労
働
を
取
得
す(§

。」

'一

こ

と

に

の

ベ

ら

れ

て

.い

る

よ

う

に

、

.

「

■

業

者

が.、.
事
実
上
、
彼
办
た
め
に
労
働
す
る
商
人
と
.し
て
の
1支
配
だ
け
を
行
う
と
い
う
た
ん
な
る 

商
人」

と
b

う
舉
命
的
で
な
い
途
こ
そ
、
筆
者
が
.主
と
し
て
ア
ン
ゥ
ィ
ン
の
叙
述
■を
か
り
て
.分
.析
し
て
：き
，た
都
市
に
お
け
る
ク

ラ

フ

ト

•
ギ
ル
ド 

の
崩
壞
過
程
に
妥
当
す
る
の
で
あ
っ
.て
、
ひ
と
；り
織
物
業
の
み
.で
な
く
、
商
人
資
本
に
よ
る
独
占
的
な
生
産
者
支
配
は
、
十
五
世
紀
か
ら
十
七
世 

紀
：に
か
.け
て
、'
あ
ら
ゆ
る
ク
ラ
ブ
卜
に
避
け
が
た
い
現
象
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
十
七
世
紀
イ
ギ
.リ
ス
の
グ
ロ
ー
ス
タ
ー
に
お
い
て 

は
、
.：金

細

工

人

、.は
ん
だ
師
、
'針
金
製
造H

、
，

銅
細
工
師
、
け
ば
立
て
機
製
造
ェ
、
.ピ
.ン
製
造H

お
よ
び
鉛
管
ェ
が
合
同
し
て
,
金
属
ェ
力
ン
パ 

.ニ
ー
が
結
成
さ
れ
.た
ど
.い
わ
れ
る
1̂
、
：い
ヶ
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
：で
も
商
人
資
本
の
力
が
こ
れ
を
支
配
し
て
い
た
0
:
■■
.

:

:

-.
イ
ギ
リ
ス
體
別
組
合
：の
生
成
過
程
：
.；

(

そ

の
—*)

. V' 

,
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'
し

か

.1
>
な
が
ら
、
何
•と
い
.
.っ：，て
%'
-
商
入
資
本
の
優
越
が
も
へ
づ
と
も
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
、
近
似
的
な
ク
ラ
フ
ト
の
結
合
が
、
そ
の
支
配
の
も
と

-
-
,

-
. 

.

-■
-

'
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、
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パ
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.

y.

な
さ
れ
た
の
は
織
物
業
で
あ
り
.、
：そ
の
団
体
と
し
て
の
リ
ヴ
ア
リ
‘
力N

。

ハ：
一'一
ー(Livery c

o
m
p
a
n
y
)

で
あ
っ
た
。.
そ
れ
は
ま
さ
し
く
商
人
に 

よ
：る
生
産
者
支
配
の
独
占
的
機
構
で
あ
り
、
リ
ヴ
ア
リ
‘
カ
シ
パ
—
丨
を
含
め
て
十
ニ
の
カ
ソ
パ
.
-
.
1
1
が
十
六
世
紀
に
は
存
在
し
て
い
た
と
い
わ 

れ
る
？
.し

か

も

最

初

か

ら

そ

の

メ

ン

バ

ー

の

過

半

数

は

:'
貿

易

業

者

お

よ

び

商

人

か

ら

成

っ

て

い

た

。

新
し
い
^
^
力
の
担
い
手
た
る
人
々
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
マ
ル
ク
ス
が
い
み
じ
く
も

指
摘
し
た
よ
う
に
、

.「

ど
.こ
ま
で
も
瑰
実
.の
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
進
路
を
阻
止
し
、
.
.生
産
様

-
 

-

式
を
変
^
す
る
こ
と
な
し
に
、
た
だ
直
接
生
産
者
の
状
態
を
悪
化
さ
せ
-？
)」

商
人
と
し
て
の
資
本
に
よ
っ
て
友
配
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
ギ
ル
ド
制 

度
の
末
期
的
様
相
が
み
ら
れ
た
。

.

し

：

'

,

独
占
商
人
の
生
産
者
支
配
の
機
関
と
し
て
の
十
六
の
リ
ヴ
ア
リ
‘
*カ
ン
パ
.二
ー
の
矛
盾
は

，

金
細
工
®
 (Gcldlit

tc's c
o
m
p
a
n
y
)

.、

小

間

物

商

人
カ
ン
パ 

ニ ー

 

(Haberdashers，
c
o
m
p
a
n
y
)
、

毛
皮
商
人
カ
ン
パ 

ニ
ー(skinners c

o
m
p
a
n
y
)

、
服
地
製
造
エ
組
合(clothworkers、

c
o
m
p
a
n
y
}、

.
 

•
 

'
 

•
-

'
 

-. 

.
 

’
 

興
服
商
力
ン
パ
一一
1

0
^

^:
も

c
o
m
p
a
n
y
)

お
よ

び
縮
練
エ
カ
ン
パ
ニ
ー

(p&ers* c
o
m
p
a
n
y
)

、
ry
-
毛
エ
力
ン
パ
一
一
1

0

0

3

1
^

'■

な
ど
に
も
、
ニ
.ュ
ア
ン
ス
に
多
少
の
ち
が
い
は
あ
っ
た
け
れ
'ど
も
、
蔽
い
が
た
く
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
て
い
た
。
カ
ン
.。ハ> 1

丨
の
記
録
は
.、
産
業
上

の
利
益
と
商
人
と
の
利
益
と
の
間
に
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
闘
争
に
つ
い
て
の
生
々
し
い
記
録
を
示
，し
て
く
れ
る
が
、
.こ
.の
よ
う
な
傾
向
は
、
ィ
ギ
リ

ス
の
み
な
ら
ず
、
.ョ
ー
ロ
ッ
。ハ：大
陸
に
お
い
て
も
か
な
り
ー
：般
的
に
な
り
つ
：.つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
.し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
原
因
が
相
重
な
り
、
早
く
も
十
四
世
紀
の
中
頃
か
ら
、
西
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
あ
ら
ゆ
る
工
業
地
帯
に
は
、，
生
涯

. 

(

4)

を
通
じ
て
職
人
た
る
以
外
に
何
の
見
込
み
も
な
く
な
づ
た
ー
団
の
労
働
者
が
発
生
し
た
.の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
彼
ら
の
間
に
は
し
ば

. 

.

.
■ 

.

し
ば
職
人
組
合
が
恒
常
的
に
存
在
す
る
，よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
ィ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
、
コ
ベ
ン
ト
リ
ー
、

ブ
リ
ス
ト
，ル
、
ヱ
ク
ゼ
タ
I
、

匕
ア
フ
オ

ー
ド
、

才
ク
ク
ス
フ
オー

ド
、
々
ィ
ス
べ
ッ
ク

'
■ク
ロ 

I
ス
タ
丨
、
プ
リ
マ
ウ
ス
、
チ
ェ
ス
タ
ー
な
ど

(

5)

の
各
地
に
存
在
し
た
と
い
わ
れ
る
。

：'
■

:

.
■し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
時
点
は
ま
だ
商
人
資
本
の
段
階
.で
あ
り
V

一職
人
組
'合
の
.組
織
自
体
も
親
方
ギ
ル
ド
の
支
配
の
も
と
に
あ
っ
た
の
で
あ

• 

. 

• 

•

り
、
日
雇
職
人—

小
親
方
的
な
過
渡
的
様
相
を
お
び
て
い
た
。
職
人
は
.、
自
分
た
ち
の
利
益
を
守
る
た
め
に
団
結
し
な
が
ら
、
同
時
に
親
方
の
組
. 

合
と
し
て
の
カ
ン
パ 

一
一I

に
公
然
と
真
向
か
ら
対
立
す
る
の
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
ョ
ー
マ
ン
.(y

e
o
m
a
n)

ない
しパ
チエ
ラー
と称
せ

 

ら
れ
る
独
自
の
組
織
を
雇
主
に
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
'た
.の
で
あ
っ
て
1
職
人
の
こ
の
独
立
へ
の
要
求
を
あ
る
程
度
満
た
す
こ
と
に
.よ
っ
て
、
雇
主 

と
し
て
：の
親
方
、
つ
ま
り
商
人
資
本
家
は
彼
ら
の
抵
抗
を
や
わ
ら
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
.そ
の
意
味
で
は
こ
の
ョ
ー
マ
ン
の
組
織
は
、

一
方 

に
お
け
る
独
立
の
組
織
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
、
カ
ン
パ
-一
ー
へ
の
従
属
の
形
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

：

.

'
だ
が
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
ョ
ー
マ
ン
の
組
織
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
か
と
い
う
点
で
ニ
つ
の
対
照
的
な
見
解
を
見
出
す
こ
と
.が
で
き
る
。
ゥ

ィ
リ
ァ
ム
V
ァ
シ
ュ
レー

に
よ
れ
ば
、
ョ
ー
マ
ン
の
組
織
は
、
ま
す
ま
す
リ
ヴ
'ァ
リ
•
力
ン
。ハ
ニ
丨
の
支
配
の
も
と
に
お
ち
い
.っ
た
け
れ
ど
も
、

し
か
し
そ
れ
は
十
七
世
紀
の
終
り
ま
で
存
続
し
、
や
が
て
そ
.の
分
解
の
過
程
が
ら
労
働
組
合
が
生
ま
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
ゥ
rc
ッ
ブ
夫
.妻

は
、
こ
の
よ
う
な
ョ
ー
マ
ン
の
組
織
は
、
十
六
世
紀
の
初
頭
に
な
お
、
職
人
だ
け
か
ら
成
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
富
裕
な
親
方

や
商
人
の
よ
う
な
階
層
が
含
ま
れ
て
い
た
と
こ
ろ
.か
ら
、

そ
れ
を
も
っ
て
到
底
、
.労
働
組
合
運
動
の
先
駆
者
と
は
な
し
が
た
い
と
い
う
の
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
両
者
の
見
解
は
、
歴
史
的
な
ひ
と
つ
の
側
面
を
強
調
し
た
に
と
.ど
ま
っ
て
い
る
。
労
働
組
合
の
発
生
の
径
路
は
、
こ
の
両
者
を

包
括
し
て
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
、
そ
し
て
さ
ら
に
十
八
世
紀
べ
の
產
業
的
耠
展
の
な
か
で
の
、
,階
層
分
解
の
よ
り
ー
層
の
進
化
の
な
か
に
求

め
^
れ
る
べ
き
で
は
な
れ
ろ
う
か
。

. 

•
 

.

す
で
に
指
摘
し
た
.よ
う
に
、
カ
ン
パ
ニー

に
お
け
る
商
人
資
本
の
勢
力
の
増
大
は
、
急
速
な
勢
い
で
ク
ラ
フ
ッ
•
マ
ン
の
地
位
を
低
下
さ
せ
、

:
小
親
方
と
し
て
の
ク
.ラ
フ
ッ
‘
マ
ン
の
没
落
を
招
い
允
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
小
親
方
層
の
職
人
た
ち
に
た
い
す
る
支
配

'が
'
次
第
に
ゆ
ら
い
で
い
く
こ
と
を
意
味
し
た
'_の
で
あ
る
。
こ
れ
を
職
人
の
侧
か
ら
い
え
ば
、
彼
ら
0
地
位
の
向
上
を
意
味
し
、
.ま
た
事
実
、
上

、9) 

： 

i
 

.昇
の
機
会
に
さ
え
恵
ま
れ
て
い
た

こ

と
も
珍
し
.く
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、•-
彼
ら
は
い
ま
や
親
方
に
た
い
し

て
独
立
を
要
求
し
、
彼
ら
の
家
庭
の

ィ
ギ
リ
ス
職
能
別
組
合
の
虫
成
過
程(

そ
の 

一) 

• 

一
九(

三
五
七)



.

一/員
と
し
て
の
家
族
的
従
属
の
.立
場
か
ら
、
.：結

婚

し

て.
 
一#

を

構

え

、
，み
ず
か
：ら

小

親

方

と

し

て

自

立

し

て

.い

ぐ

と

い

う

事

実

さ

え

み

ら

れ

た

の

• • 

. 

.

で
あ
る
。
こ
の
.，よ
う
な
現
象
の
も
っ
と
.%:
萌
芽
的
な
%-
の
ば
、
.す
で
に
ー
_.
ー5

〇
年
、
ロ
ン
ド
ン
の
織
物
の
け
ば
だ
て
親
方
と
そ
の
職
人
た
ち
の

.

.

.

. 

.
ン

間
に
み
ら
れ
た
と
い
わ
れ
るが
、
ひ
と
ヴ
毛
織
物
業
の
一
み
で
な
く
、•他
の
多
く
の
.職
種
に
も
み
ら
れ
た0
.た
と
：え

ば
、
' 
ー
ぺ
三
九
六
年
、

ロ
ン
ド
ン 

:

の
馬
具
製
造
業
に
お
け
る
親
方
と
職
人
の
対
立
の
如
き
%'
そ
の
：例
と
い
え
よ1§
0
.:
. 

■ 

•
 

.

ハ1)
George 

unwinr.Industrial o
r
g
a

-s.zation in. the 

16th a
nd 

17th Century, 

1963, 

London, 

p. 

2
7
'

(

2) 

Unwin;, ibid., 

p. 

30.

•
 

(

3) 

U
n
w
i
n
;

 

ibid., 

p- 30’ 

r
 

'
 

,

.

.

.

.

.

.

.

 

-
 

-
-
'.
 

.

(

4) 

w
.

 C
u
n
n
i
n
g
h
a
m
; 

T
h
e

 G
r
o
w
t
h

 of English Industry and C
o
m
m
e
r
c
e

 

1903, 

i, 

p. 

189. 

'
 

、

(

5) 

u
n
w
i
n
r

 ibid., 

p. 

32. 

.
 

,

X
6) ' 

U
n
w
i
n
;

 

ibid., 

p.-3
.

3
.

.

(

7) 

U
n
w
i
n
;

 

ibid., 

p. 

34.

?) 

U
n
w
i
n
;

 

ibid., p. 

3
5
\

 

•
.

(

9
>
.
モ
ー
リ
マ
ス
ス
•タ
. K
”

-'
7
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
.る
。

「

ギ
ル
ド
へ
の
加
入
の
条
件
を
厳
重
に
し
、
親
方
と
しV

独
立
す
る
た
め
に
入
会
金
と
負
担
金
を 

強
要
し
.「

親
方
资
格
作
品」

に
む
つ
か
し
い
条
件
を
つ
け
た
の
で
、
財
産
を
も
た
.な
い
ひ
と
が
職
人
階
級
よ
り
上
へ
と
昇
進
す
る
道
が
ま
っ
た
く
と
ざ
さ
れ 

て
し
ま
う
結
果
に
な
っ
た…

：
.
0独
占
と
い
う
も
の
は
排
他
性
と
い
う
意
味
が
は
い
っ
て
い
る
.か
ら
、
そ
^!
と
表
^
;を
な
し
て
、
保
護
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
の 

■
.
競
争
を
.つ
ね
に
は
げ
し
く
し
、
そ
の
結
果
、
そ
の
経
済
状
態
を
圧
迫
す
る
。
.だ
か
ら
、
ギ
ル
ド
独
占
の
体
制
は
、
お
し
ま
い
に
は
資
本
主
義
産
業
に
た
い
す
る 

障
害
物
と
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
当
時
に
は
、
境
遇
上
、
雇
い
主
の
意
志
に
や
む
な
く
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
ひ
.と
び
と
の
階
級
を
ば
ふ
や
す
と
い
5-
機
能
を
、
 

し
ら
ず
し
ら
ず
の
う
ち
に
は
た
し
た
。
ギ
ル
ド
体
制
が
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
り
、
農
村
工
業
の
成
長
と
商
人
製
造
業
者
の
発
達
と
の
た
め
に
、.
ギ
ル
ド
体
制
に 

:

.ぬ
け
道
が
で
き
た
ど
き
で
す
ら
、
昇
進
の
道
は
、
最
下
層
の
ひ
と
び
と
に
は
ほ
と
ん
ど
拡
げ
ら
れ
は
し
な
：か
っ
た
。
手
工
業
者
の
数
が
ふ
え
て
く
る
と
、
か
れ 

ら
は
独
立
を
う
し
な
い
、
半
プ
口
レ
タ
リ
ァ
ー
卜
の
状
態
に
な
り
、
.運
転
資
本
を
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、.
資
本
家
に
従
厲
し
、
し
だ
い
に
負
債
で
し 

ば
ら
れ
た
。
ど
こ
で
で
も
坐
産
に
た
い
す
る
資
本
の
支
配
カ
が
増
大
し
た
た
め
に
、
徒
弟
の
数
は
ふ
え
た
が
、
そ
れ
は
、
た
と
え
以
前
に
は
出
世
し
よ
う
と
■い

，
う
野
心
を
い
だ
い
て
い
た
に
し
て
も
、
.い
ま
で
は
一
生
涯
、
賃
金
嘴
働
者
に
甘
ん
じ
な
忖
れ
过
な
ら
な
い
ひ
と
び
と
の
数
を
ふ
や
す
こ
と
に
な
っ
た
だ
け
で
あ 

つ
た
。-
}

(

ド
ッ
ブ
、
前
描
邦
訳
、
十
二
頁
。)

(

10) 

Marx/Engels, 

werke,, Bd. 

2
5
.

邦
訳「

資
本
論」

..第
三
卷
第
二
分
冊
；
岩
波
文
庫
版
、
,ニ
〇
七
貝
。
-

(

11)

：
.
 Unwin;' 

ibid., 

p. 

38. 

、

.

12)

C1
Pギ
s-
^

s

'̂C
J
p
.
t
l
^
.
.ア
ン
ゥ
ィ
ン
は
、
.つ
ぎ
の
よ
う
に
こ
の
間
の
事
情
を
説
明
し
.て
い
る
。「

商
人
に
よ
る
金
細
エ
師
カ
ン
パ
ニ
ー
に
た
い
す
る 

支
配
と
職
工(

artmcers)

の
こ
れ
に
た
い
す
る
完
全
な
従
属
ば
、
手
土
業
0
1§
&
<

这̂
に
.そ
の
源
を
発
し
、
も
し
く
は
手
工
業
的
要
素
を
ふ
く
ん
だ
と
こ 

ろ
の
、
十
二
の
大
カ
ン
パ
ニー

の
そ
れ
ぞ
れ
に
ひ
と
し
く
竝
行
的
に
み
ら
れ
る
と
こ
.ろ
で
あ
る
。：
小
間
物
商
カ
ン
パ
ニ
ー
は
、
こ
の
後
の
方
に
属
し
て
い
た
の 

で
あ
っ
て
、
一
五
〇
〇
年
に
、
'帽
子
製
造
業
者
お
よ
、び
そ
の
商
人
の
組
織
を
吸
収
し
た
の
ち
、
.小
間
物
商
人
組
合(

M
l
h
a
n
t

 Haberdashers)

と
名
の
っ
た 

.の
で
あ
る
。
前
者
は
、
金
細
工
師
に
加
え
て
、
洋
服
商(merchant taylor)、

毛
皮
商
人
お
よ
び
織
布
ェ
セ
あ
っ
た…

…

。
毛
皮
商
人
の
カ
ン
パ-1

丨
は
、
 

ず
っ
と
以
前
に
、
商
人
お
よ
び
属
主
の
階
級
の
手
に
お
ち
た
。
そ
し
て
ェ
リ
ザ
ベ
ス
の
治
世
に
は
、
毛
皮
：を
は
ぐ
工
匠(the 

^
は
、
彼
ら 

の
利
益
が
、
全
く
代
弁
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
、
別
個
の
特
許
状
を
国
王
に
請
願
し
た(Livery Companies 

Commission, 

ii, 

p,388, 

cited 
in 

unwinwIndustrial Organization, p. 44)

13)

.
イ
ン
ナ
マ
•
シ
ュ
デ
ル
ネ
ッ
グ
は
’
'
 

.一三
七
八
年
、

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
場
合
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
印
象
的
に
の
べ
て
い
る
。.
-1
'
し
ば
し
ば
武
器
製
造 

職
人(Waffenilandwerker)

、
す
な
わ
ち
、
ブ
リ
キ
エ
、
甲
冑
師
、
か
ぶ
と
鍛
冶H

等
が
、
ひ
と
つ
の
ッ
ン
フ
ト
に
合
同
を
す
る
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
 

し
か
し
そ
れ
は
、
非
常
に
強
力
な
、
は
っ
%
り
と
し
た
職
業
的
権
能
を
も
っ
て
い
た
の
だ
が(aber mit streng geschiedener G

e
w
e
r
b
e
b
e
f
u
g
n
s
。

原
料

.

.の
眾
い
入
れ
の
場
合
に
お
け
る
ッ
ン
ラ
ト
の
組
合
員
の
先
買
権
と
い
う
も
の
も
ま
た
I

必
耍
以
上
に
ひ
と
.つ
<0
-
職
種
の
職
入
が
そ
の
原
料
を
獲
得
す
る
の
だ 

が_
-

強
い
者
に
有
利
に
出
来
て
い
た
ッ
ン
フ
ト
の
菡
本
的
原
則
に
よ
っ
て
、

逆
に
弱
者
の
業
務
上
の
抑
圧
と
い
う
順
序
に
従
う
の
で
あ
る」

へ̂

 ̂

H
I
O
W
. 

von I
n
ama—stemegg; 

Deutsche, wirtschaftsgeschich

s-in .den letzten Jahrhunderten: des. Mittelalters, 

Leipzig;. 
lco
o
l
'
B
d
'
I
I
i
,

Nweiter 

T
e
p
s
. 

m
)：

u)

こ
れ
に
つ
い
て
は
わ
れ
わ
れ
は
、E. 

Lipson; 

T
h
e

 Economic Histbry of wngland, vol..L 

(Middle Age).，
1
9
2
9
.

の
な
か
の「

ク
ラ
フ
ト
.
.
 

ギ
ル
ド」

、.
と
く
にp. 

343.

以
下
に
く
わ
し
い
叙
述
を
み
る
.こ
と
：が
で
き
る
。

(

15) 

U
n
w
i
n
;

 .Industri

p-r. Organization, 

p.. 50... 
■.ま
..た
ア
.ダ
.ユ■レー

は
、
.つ
'ぎ
の
よ
う
に
の
，ベ
..て
い
る
.。
ー
他
の
.証
拠
は
、：
ロ
.ン
ド
ン
..に
お
い
て
、
ず
づ
と

.以
前
か
ら
注
意
さ
れ
て
い
た
.初
期
の
例
の
ほ
か
に
、
同
じ
よ
5
な
団
体
が
、：

十
五
世
紀
お
よ
び
十
六
世
紀
に
お
い
て
、：少
な
く
と
も
八
つ
の
他
の
主
な
ロ
ン
ド 

ゾ
'
•
カ
ン
パ
..ユ
ー
に
存
在
し
て
い
.た
こ
と
.を
証
明
し
て
い
.る…

…

。
'
 

.ロ.ン
ド
ン
以
外
に
.は
、.
.す
で
に
注
意
し
た
キ
ク
‘ゼ
タ
ー
を
除
'.いて
：

_

—

今
や
ブ
.リ
ス
ト 

ル
、
.n

ヴ
H
yト
リ
：

—

、..

.

オ
ッ
ク
ス
フ
オ
ー
ド
の
：三
.都
市
に
、:
と
の
よ
：う
な
団
体
の
明
瞭
な
存
在
の
証
拠
を
示
し
て
い
る
。

オ
.■ッ
ク
ス
ラ
オー

ド
に
お
い
て 

は
、
：靴
製
造
業
に
日
雇
職
人
.の
団
体
を
発
見
す
る
.の
：で
.あ
る
が
、.：そ
：の
親
方
が
特
：に
例
外
的
：に
富
裕
で
：あ
0
た
職
業
で
は
.な
か
0
た」

'(w. J. Ashley, E
C
?

'.'nondc History, v
o
l
.

«
.
.
.野
村
兼
太
郎
訳
.

「

英
国
経
済
史
及
び
：学
説」

、
岩
波
_
店
ノ
ー
.九
三
-
年 ̂

ニ
八
.五
頁)

。

/

:
イ
ギ
リ
.ス
職
能
別
祖
合
の
生
成
過
程
：

(

そ
の1

)
，

：
:
: 

ニ一.
(

三
五
九)

.



(

16

>

?さ
ら
に
ァ
'シ
：ュ
レ
,:
i
:は
つ
:#
の
よ
：う
にQ

ベ
^
い

务

「

ョ
ー
.メ
ン
比
立
職
人」

と
呼
ば
れ
て
い 

た
裁
縫
エ
の
あ
る
雇
人
と
白
雇
と
が
?
.

「

彼
ら
の
目
上
.の
者
や
そ
の
.職
業
.：の
.親
方
の
'意
志
に
反
.し
.
.て
、
市
中
に
^
 ̂

居
住
し」

、
ま
た
そ 

こ
で
種
々
な
L
会
合
を
催
し
た
と
.い
：う
こ
と
が
の
ベ
.ら
れ
た
0

彼
ら
.は
.
'
‘
最
近
国
王
の
：'臣
民
、
'.
.
-殊
に
.
.

「

そ
の
.職
業
の
親
方
の
1
入
を
う
ち
た
た
.き
、
虐
待
し 

た
。
そ
の
±
、
.彼
ら
.は
、

平
和
の
妨
害
者
を
市
の
警
吏
の
手
が
ら
救
お
う
と
し
て
.每
日
努
力
し
た
。
そ
の
組
合
の
親
方
と
監
督
と
は
強
情
な
職
人
を
従
順
に
す 

る
こ
と
は
で
き
，な
い
こ
と
を
ヴ
べ
た
了
そ
こ
で
市
長
は
、
そ
の
職
人
：の
代
表
者
を
数
名
召
喚
し
’
彼』

に
あ
る
き
び
し
い
訓
成
を
あ
た
え
た
。
彼
ら
は
そ
の
侮

:
年
の
会
合
に
お
.い
て
、
.特
別
の
衣
服
す
が
わ
ち
辑
合
制
服
を
着
用
し
て
，は
な
ら
ず
、
な
'お
ま
た
、
彼
ら
は
、
実
條
い
か
.な
る
会
合
を
も
催
す
こ
，と
を
全
く
禁
じ 

ら
れ
た
の
で
あ
る」

A
s
h
l
e
y
;

 
ibid.

邦
訳
ニ
八
.五
丨
ニ
八
六
頁)

。
な
.お
".一

三
八一

年
の
農
民
一
揆
の
こ
れ
ら
の
日

雇
職
人
に
た
い
す
る
影
響
に
つ
い
て
、
 

ブ
シ
ュ
レ
ー
は
、r

一
 

三
八」

年
の
百
姓
一
揆
は
、
' 
お
そ
ら
く
都
会
の
日

雇
職
入
の
.な
か
に
も
、
地
方
の
隸
農
の
な
か
の
，.動
揺
に
似
た
動
揺
を
生
じ
た
で
あ
ろ 

う
。
こ
の
頃
に
は
、
彼
ら
は
す
で
に
多
数
の
団
体
を
つ
く
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
甚
光
し
く
读
躏
さ
れ
た
り
、
又
は
甚
だ
し
く
酷
使
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
は
な
か 

っ
た
ら
し
い
が
、
し
が
し
依
然
と
.し
.て
'
.親
-^
に
は
.決
し
て
な
れ
そ
う
に
も
な
い
と
.い
：う
こ
と
.を
自
覚
し
、
も
し
も
彼
ら
の
物
質
的
地
位
が
改
善
さ
れ
る
ぺ
き 

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
日
屜
職
人
と
し
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.こ
と
に
気
づ
き
、
そ
U
て
今
や
こ
の
よ
う
な
改
善
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
自
身 

の
力
に
依
存
す
る
と
い
う
新
し
い
観
念
を
も
っ
て
活
動
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
協
同
的
行
動
，
示
威
運
動
、
仕
事
に
た
い
す
る
合
同
の
拒
絶
、
す
な
わ 

ち
同
盟
罷
エ
は
、
特
別
の
訓
練
を
要
せ
ず
し
て
、
賃
金
の
値
上
げ
ま
た
は
、
.そ
の
他
の
労
働
状
態
を
得
る
有
望
な
手
没
で
あ
り
、
ま
た
す
で
に
の
べ
た
如
く
、
 

こ
れ
ら
の
方
法
は
、
他
.の
職
人
団
体
に
よ
っ
て
三
〇
年
以
前
に
採
用
さ
れ
て
い
た」

P

野
村
訳
ニ
八
/\—

ニ
八
九
頁)

。
ま
た
こ
の
よ
う
な
日
雇 

職
人
と
農
民
と
の
こ
の
時
期
.に
お
け
る
共
同
闕
争
の
興
味
あ
る
叙
述
に
つ
い
て
は
、H. 

F
a
g
a
n

 and R. H. Hilton; 

T
h
e
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.

周
知
の
ょ
ぅ
'に
> 
毛
織
物
業
は
、
.イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
発
展
，の
道
程
に
お
い
て
、
商
業
資
本
が
.ら
産
業
資
本
の
段
階
へ
の
推
移
を
、
も
っ
と
も

鮮
烈
に
そ
し
て
ユ
二
ー
ク
に
.う
つ
.し
出
し
た
産
業
で
.；あ

っ

た

。
-
.従
っ
て
■そ
.こ
に
_こ
そ
、
産
業
資
本
家
の
発
生
と
な
ら
ん
で
、
そ
れ
と
対
立
す
る
ft

I)

金
労
働
者
も
、
炭
坑
夫
、
農
業
労
働
者
等
よ
り
も
は
る
か
に
早
く
.出
現
し
た
産
業
で
も
あ
っ
た
と
い
，わ
れ
る
。

'

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
十
五
世
紀
.の
末
期
に
な
る
と
、
.ク
ラ
フ
_ト
•
ギ
ル
ド
の
内
窗
に
発
生
し
た
矛
盾
ガ
明
瞭
と
な
り
ギ
ル
ド
帒 

度
を
菡
礎
と
す
る
都
市
の
毛
織
物
業
も
次
第
に
停
滞
の
傾
向
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
織
布
業
の
発
展
は
、
生
産
の
急
激
な
増
加
を
よ
び 

お
こ
す
と
と
も
に
、
ギ
ル
ド
的
な
規
則
に
制
約
さ
れ
た
都
市
の
産
業
は
、
'
 
そ
の
よ
う
な
急
激
な
増
加
に
応
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ギ
ル
ド 

的
な
規
則
、：
制
約
、
.財
政
的
な
負
担
、
急
騰
す
る
生
産
費
お
よ
び
生
針
費
、
こ
れ
，ら
が
ギ
ル
ド
の
メ
シ
バ
ー
の
前
途
を
暗
く
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
-
 

は
、
 

一一方
に
お
い
て
、
都
市
工
業
の
衰
亡
の
象
徴
で
あ
る
と
と
も
に
、.
す
べ
て
田
園
地
帯
に
確
固
た
る
匙
礎
を
お
ろ
し
.つ
つ
あ
っ
た
マ
ニ
ュ
フ
ァ 

ク
チ
土
ァ
の
競
争
に
直
而
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
.ヒ
ー
ト
ン
は
、
ョ
ー
ク
シ
ァ
の
毛
織
物
の
推
移
に
つ
い
て
ふ
れ
、
 

3
丨
ク
を
中
心
と
す
る
都
市
毛
織
物
工
業
が
衰
亡
に
向
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
を
克
明
に
分
析
し
て
い
る
が
、
ョ
ー
ク
を
中
心
と
..す
る 

都
市
の
織
物
業
と
の
裏
腹
の
関
係
に
お
い
て
、
ゥ
ヱ
ス
ト
，
ラ
ィ
デ
ィ
ン
グ
の
田
舎
や
地
方
都
市
が
こ
れ
に
代
り
、
毛
織
物
業
の
中
心
と
な
る
傾 

向
を
示
し
た
1

十
六
世
紀
，の
は
じ
め
ま
で
に
、
毛
織
物
工
業
の
大
部
分
は
す
で
に
農
村
に
移
り
、
そ
の
た
め
に
、

へ
ン
リ
ー
八
世
の
治
世
の
最
初 

の
数
年
か
ら
、
エ
リ
ザ
べ
ス
の
•即
位
ま
で
'の
間
に
、
i

の
よ
う
な
農
村
の
毛
織
物
業
の
競
争
に
た
い
し
，て
、
都
市
の
製
造
業
を
保
護
す
る
た
め
に
、
 

実
に
多
く
の
立
法
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
：っ
た
が
、
農
村
が
織
物
業
の
中
心
地
と
な
っ
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
書
実
で
あ
っ
た
_。
こ
の
よ
う
な
都 

市
と
農
村
と
の
対
立
と
し
.て
あ
ら
わ
れ
た
毛
織
物
業
内I

S

の
競
合
関
係
は
、
農
村
の
低
賃
金
労
働
に
た
い
し
て
、
都
市
の
贫
民
労
働
力
が
、
そ
の 

背
後
に
ひ
と
つ
の
大
き
な
条
件
と
し
て
荏
在
し
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
.す
な
わ
ち
、
旧
来
の
ギ
ル
ド
的
な
都
市
の
毛
織
物
製
造
業 

が
救
贫
法
の
も
と
に
お
け
る
贫
窮
徒
弟
.か
ら
、

そ
.の
安
価
な
勞
働
力
を
供
給
さ
れ
た
の
に
反
し
て
、
農
村
の
織
物
業
の
親
方
、..つ
ま
り
織
元
こ 

そ
、
'農
耕
と
結
び
つ
い
た
；い
わ
ば
字
農
半H

的
労
働
力
に
依
存
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

,: 

.

:;

わ
れ
わ
れ
は
と
こ
'で
’

産
業
資
本
家
の
も
っ
ど
；も
萌
芽
的
な
形
態
と
も

ぃM

き

織

元

f
 
f

と
い
5
階
級
に
は
じ
め
て
出
合
う
の
で
あ 

ィ
ギ
リ
ス
職
能
別
組
<
nの
生
成
過
裎(

そ
の 

一) 

一
一
一
二

 

(

三
六
一

)



る
が
被
ら
は
.毛
^ 1
#

^

にL

そ

し

み

各
地
に
散
在
し
て
L

る
織
工
の
小
屋
の
中
で
行
わ
れ
る
織
布
業
を
支
配
す
る
と
い
う
.

家
内
ェ
奢
制
度
を 

谛

立

せ

し

め

た

.
。

し

て

み

れ
ば
、
こ
の
十
六
世
紀
に
：は
す
で
に
、

マ
t

フ
ア
ク
チ
ュ
ア
が
、
'M
村
の
各
地
に
散
在
し
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ 

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
大
規
模
な
マ

ニ

ユ
ブ
ア
ク
チ
ュ.
ア
は
.、
そ
の
名
前
は
残
っ
て
>い
る
け
れ
ゼ
も
.:
'
>そ
の
存
在
に
つ
.い
て
は
、
 

あ
ま
り
は
っ
.き
り
知
ら
れ
て
い
な(

い
0

し
か
し
一
五
五
筆
の
条
令
は
、
工
場
制
度
の
.存
在
が
"
濃
厚
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
，と
.を
物
語
る
先
の
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い(

M

C
だ
が 

こ
の
よ
う
な
条
令
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
部
ョ~

ク
シ
'ア
地
方
に
は
、
お
よ
そ
工
場
"
マ一一.
ュ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
と
.

J
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
舌 

現
し
で
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
，い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
ヒ
ー
ト
ン
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
ベ
て
い
る
。.

1

五
五
五
年
の
条
令
に
は
毛
織 

物
業
：に
か
ん
す
る
限
り
、
反
資
本
主
義
的
な
当
時
.の

時

代

精

神

：が

あ

ら

わ

れ

て

い

る

-'
と
、
ョ
ー
ク
シ
■ア
の
織
元
は
貧
し
い
の
で
、H

湯
を
i
 

す
る
ほ
、とQ

資
本
に
乏
し
い
义
い
う
の
で
あ
り
、
了
ゾ
ュ
レ~

に
よ
れ
ば
、
.か
り
に
修
道
院
な
ど
に
利
用
し
て
ェ
場
を
建
設
し
た
A
Vと
/が
あ
っ
た 

.に
し
て
も
そ
れ
は
例
外
的
.で
あ
り
、
ョ
ー
ク
.シ
ア
に
お
い
て
は
十
八
世
紀
、
.産
業
革
命
期
に
至
る
ま
で
家
内
工
業
制
度(cottage industry)

が
.
 

T

乂
配
的
で
あ
っ
た
と
い
う
。
北
部
の
織
元
が
、

そ
の
家
族
か
.'
:
精
々
一
.人
な
い
し 
一
•
一

人

の

属

人

を

お

く

と

す

れ

♦は

、
.
.
.
織

元

は

み

ず

か

ら

羊

毛

を
 

買
い
入
れ
、.
織
工
あ
る
い
は
織
布
販
売
人
と
し
.て
活
動
し
た
の
で
あ
り
、：
企
業
の
規
模
が
大
き
く
^
り

、

，

つ
ま
り
数
人
の
紡
毛
ェ
、
織
工
が
雇
わ 

れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
原
料
の
確
保
や
製
品
.の
販
売
な
ど
に
た
ず
さ
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
織
元
の
家
で
働
き
、
雇
主
と
し
て 

の
織
元
の
監
督
を
う
げ
る
場
合
も
'あ
っ
た
が
、：
大
抵
は
彼
ら
の
小
屋
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ(

M
。

:
す
な
わ
ち
、
ア
シ
ュ
レ
ー
と
.ヒ
ー
ト
ン
と
は
、
.
.マ
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
存
在
に
つ
い
て
対
照
的
な
見
解
を
披
瀝
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

こ
.の
に
つ
し
て
は
あ
と
て
ふ
れ
る
と
し
て
、
要
す
る
に
、
ョ
ー
ク
シ
ア
の
織
元
と
南
西
部
の
織
元
の
相
違
は
、
規
模
の
問
題
で
あ
り
、
大
経
営 

考

.
富
裕
な
織
元
が
、
ゾ

了

セ

..ッ
ト
、
ゥ
ィ
ル
ト
シ
ア
な
ど
の
蕩
部
諸
州
に
多
か
っ
た
の
に
反
し
、
ョ
-
ク
シ
ア
の
織
元
は
規
模
が
小
さ
く
、
 

.0

.つ
贫
困
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
.の
明
瞭
な
対
比
は
、
産
業
革
命
ま
で
つ
づ
く
の
で
あ(

M
。

、

.

I

B

l

i

i

g

B

i

i

M

B

i

l

g

l

.
以
上
の
よ
う
に
、
.
十
.六
.
.七
世
紀
.の
ョ
ー
ク
、ゾ
.
.ア
に
.お
'け
^
織
元
の
状
態
.は
.、

概
し
て
.，「

独
立
小
生
産
者」
的
で
あ
り
、
.
..こ
.れ
.に
比
較
す
る 

と

，

苋
部
た
と
え
ば
サ
フ
ォ
ー
ク
の
織
元
が「

た
ん
な
る
雇
主
で
_は
な
1

に
最
大
の
資
本
家」

.で
あ
り
、
ま
た
西
部
，地
方
の
織
元
が
♦、「

十
六
•
七 

ii
!
:紀
に
お
い
て
.は
、
こ
の
地
方
に
お
い
て
も
、.
ョ
ー
ク
シ
ア
に
お
け
る
如
く
、「

小
織
元=

小
生
産
者
が
農
村
敗
.域
に
広
は
ん
.に

存

在

す

る

，
一

.方
、
 

そ
う
し
た
半
農
半
エ
の
織
布
エ
層
の
な
か
か
ら
、
た
え
ず
裕
福
な「

大
織
元」

H
地
主
.
問
屋
織
元
が
分
出
さ
れ
て
い
っ
た」
と
い
う
ョ
ー
ク
シ 

ア
と
束
部
地
方
の
織
元
と
の
過
渡
的
形
態
を
示
し
て
い
た
の
に
反
し
、
.デ
ヴ
ォ
ン
シ
ア
を
中
心
と
す
る
南
西
部
諸
州
の
織
元
は
、

「
従
来
、
農
村 

賴
市
と
し
て
発
展
し
て
き
た
樹
市
内
商
に
、
商
人
に
よ
る
生
産
支
配
が
酿
立
し
た
こ
'と
に
よ
.っ.
て
、
こ
れ
ら商

人
；；；；；

織
元
の
寡
0
十
乂
配
を
法
仰
的 

に
確
認
す
ベ
.き
段
階
に
到
達
し
て
い
た」

と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
経
営
の
形
態
お
よ
び
規
模
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
：る
。
 

し
か
し
全
体
と
し
て
、
こ
の
織
元
が
、
十
六
世
紀
の
末
頃
か
ら
い
ち
じ
る
し
く
産
業
資
本
家
的
相
貌
を
お
び
て
：き
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ 

う
。
と
こ
ろ
で
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
毛
織
物
業
の
ィ
ン
グ
ラ
ン
ド
各
地
に
お
け
る
展
開
の
な
か
で
、
.貧
労
働
は
一
体
、
ど
の
よ
う
な
存
在
形
態 

を
示
し
、
や
が
て
十
八
世
紀
に
な
っ
て
お
こ
っ
て
く
る
初
期
労
働
運
動
の
た
め
の
前
提
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
く
に
ど
の
よ
う 

に
し
て
、
ク
ラ
フ
ト
.
•ユ
ニ
オ
ン
へ
の
方
向
に
，進
ん
だ
■の
.で
あ
ろ
う
力
。

，
マ
ル
ク
ス
は
、
.マ
-I
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
が
、

「

資
本
主
義
的
生
鹿
過
程
の
特
■

め
形
態
と
し
て
支
®
⑽
に
行
わ
れ
る
の
は
、
お
お
よ
そ
十
六
世 

紀
の
半
ば
か
ら
十
八
批
紀
の
最
後
の
三
分
の
ー
期
に
至
る
本
来
の
エ
場
制
手
エ
業
時
代
の
こ
と
で
ぢ
る」

と
の
.ベ
て
い
る
？
.こ
の
場
合
、

マ
ル
ク
. 

ス
は
、

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
発
生
が
二
重
の
仕
方
.で
行
わ
れ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
が
、
毛
織
物
業
の
場
合
、

マ
ル
ク
ス
の
い
わ
ゆ
る
本
来 

的
マ
ー一

ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。C

同
一
資
本
の
指
揮
の
も
と
に
お
け
る
種
々
の
手
工
業
の
結
合」

と
い
う
点 

で
は
た
し
か
に
毛
織
物
業
に
も
妥
当
す
る
け
れ
ど
も
、

し
か
し
十
六
•
七
世
紀
の
農
村
工
業
に
お
け
る
織
元
と
.織
布
を
中
心
と
十
る
生
鹿
関
係

に
、
■
い
ち
ゆ
る
本
来
的
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
が
支
配
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
.す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ア
シ
ュ
レ
ー
ら
の

.. 

f

批
判
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
毛
織
物
業
の
.よ
う
に
技
術
的
に
一
個
所
に
労
働
者
を
集
中
す
る
こ
.と
が
困
難
で
あ
る
か
、
も
しX

は
敢
え
て
そ
れ
を 

,

ィ
ギ
リ
ス
職
能
別
組
合
の
生
成
過
程(

そ
の 

一)

.
：
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' 

キ
，っ
た
.に
し
て
も
ル
ち
じ
る
し
.い
不
利
を
被
る
上
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、>
そ
れ
が
.問
屋
制
前
貸
を
と
っ
た
と
し
て
^
、
事
実
上
の
資
本
と
貨 

脅
倒
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
以
上
、
機
械
制
大
工
業
の
前
段
階
と
し
て
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
に
生
成
し
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と 

が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

'

 

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
マ
-
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
7
.の
広
は
ん
な
存
在
は
、
資
本
と
賃
労
働
と
，
の
関
係
を
、
ど
の
よ
う
な 

.
形

で

特

徴

つ

け

た

の

で
あ
ろ
うか
。
. 

ヾ

'

，
す
で
に
の
ベ
.た
よ
う
に
、
十
四
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
、
.ク
ラ
フ
ト
：.
ギ
ル
ド
内
部
の
矛
盾
が
は
げ
し
く
な
り
、
そ
の
折
か
ら
、
そ
う 

L
た
特
#
化
し
た
萌
市
の
ギ
.ル
ド
支
配
か
ら
逃
れ
.て
、
農
村
に
そ
の
生
活
と
仕
事
の
場
を
さ
が
し
求
.め
た
職
人
醫
が
次
第
に
増
加
し
、
十
五
|1
1-
己 

末
掸
か
ら
-|
六
1
紀
に
か
け
て
，の
ィ
、ギ
リ
ス
に
支
配
的
と
な
づ
た
。
ヒ

'-
|
ト
ン
の
叙
述
に
よ
れ
ば
、
.こ
0
当
時
の
.ョ

ー

.ク

シ

ア

西

部

の

小

生

産

者
 

層
の
芨
故
は
労
側
者
は
平
均
五
人
、
こ
の
な
.か
に
は
職
人
自
身
お
よ
び
そ
の
家
族
の
労
働
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
小
幅
織
機
一
台
を
そ
な 

え
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、，刷
毛
、
紡
糸
、
織
布
を
お
こ
な
い
、
通
常
一
週
に
一
反
の
織
物
を
仕
上
げ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
労
働
力
が
不
足
す
る 

場
合
は
、
他
所
か
ら
.徒
弟
一
人
、
紡
ぎ
女
二
人
程
度
雇
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
小
生
産
者
層—

小
ブ
ル
ジ
ョ
ア(

|
か
ま
、
ィ
ン
グ
ラ 

ン
ド
各
地
に
、
か
な
り
広
は
ん
に
存
在
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
'.
0

し
か
し
こ
の
.時
点
で
は
、：
貧
し
い
織
元
も
富
め
る
織
元
も
、
そ
の
性
格
に
質
杓 

な
#
違
が
み
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
ヒ
ー
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
.彼
ら
も
や
は
り
雇
主
で
.あ
る
と
同
時
に
労
働
者
で
あ
り
、
職
人
や
徒
弟
お 

よ
び
婦
人
労
働
f

雇
う
け
れ
ど
も
、
.そ
こ
に
ま
だ
画
然
た
る
階
級
的
区
別
が
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
な
が
.っ
た
の
で
l

r s
、
そ
れ
が
、
資
本
と
賃 

労
働
と
い
う
対
抗
関
係
と
し
て
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
は
、
市
民
革
命
後
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
全
国
的
展
1
の
過
程
を
通
じ
て
で
あ 

つ
.た
と
い
え
よ
う
。
 

.

:

' 

:

こ
の
場
合
、
農
村
工
業
の
菡
盤
の
上
に
展
開
さ
れ
る
毛
織
物
マ
ー1

ュ
フ
ァ
ク
チH

ア
は
、
当
然
に
、
.親
方
I
職
人
I
徒
弟
と
い
う
序
列
を
と
も 

な
う
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
ク
ラ
フ
ト
そ
の
も
の
も
こ
れ
と
と
も
に
伝
承
さ
れ
、.
且
つ
ギ
ル
ド
制
度
の
衰
退
と
と
も
に
き

奮

せ

ず
に
、
む
し
ろ 

&業
：！4
4
=

拟
ま
で
に
見
出
さ
れ
る
と
V
う
こ
と
、
ぎ
し
い
農
村
エ
.業
を
基
；礎
と
す
る
'マ
と
.H

フ
7
ク
チ
ュ
ア
に
と
っ
て
は
、
こ

の

よ

う

な

遛

程

、P

•
 

.
 

-
 

-

必
然
的
に
要
請
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
は
、
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
.な
ら
な
い
。

こ
れ
に
っ
い
て
大
塚
久
雄
教
授
は
、
そ
の
理
由
を
っ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
㈠
技
術
が
手
工
業
段
階
に
あ
る
場
合
、
技
能
習
得
あ
る
い
は 

熟
練
の
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
何
ら
か
の
形
で
、
徒
弟
制
度
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
㈡
さ
ら
に
産
業
資
本
が
幼
弱
な
段
階
で
.は
、
い
わ
ゆ
る
原 

生
的
な
賃
労
働
が
ど
う
1
.て
も
必
要
で
あ
^

。̂
っ
ま
り
織
元
に
し
て
み
れ
ば
、
み
ず
か
ら
家
族
労
働
を
主
と
す
る
小
生
：産
者
の
地
位
か
ら
、

マ
ニ 

..ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
.
.ア
経
営
者
に
、
そ
し
て
よ
り
大
規
模
な
経
営
者
に
、経
上
る
た
め
に
は
、.
ど
う
し
~て
も
こ
.の
よ
う
な
機
構
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ 

っ
て
、
と
く
に
か
っ
て
は
み
ず
か
ら
も
そ
の
一
員
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
職
人
と
徒
弟
こ
そ
、
労
働
力
の
中
核
的
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

い
う
ま
で
も
な
く
織
元
と
は
、
紡
毛
、
織
布
、
縮
絨
、
仕
上
げ
の
各
工
程
.に
わ
た
っ
て
毛
織
物
の
製
造
を
監
督
し
、
こ
れ
ら
の
労
働
者
を
雇
用
す 

.る
も
の
.で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
V
労
働
者
を
雇
用
す
る
形
態
と
し
て
.は
、
B
直
接
、
自
窀
も
し
く
は
自
己
の
作
業
場
に
お
い
て
労
働
者
を
雇
う
場

(

8
 

ノ

<111、

㈡
前
貸
诎
に
J:
-
っ
て
間
接
に
労
働
者
を
雇
う
場
合
の
二
様
の
存
在
形
態
が
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
さ
き
の
マ
ユ
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
論
争
と
も
関 

速
し
て
"
こ
の
両
者
の
存
^
!は
、
こ
れ
を
機
械
的
に
分
離
し
て
考
え
る
の
.で
は
な
く
、
マ
ー
一
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
と
問
屋
制
と：

の
絡
み
合
い
の
な
か 

か
ら
、
.産
業
資
本
家
と
し
て
の
織
元
と
賃
労
働
者
と
の
関
係
を
検
出
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
。

.
ま
ず
第
一
に
/

毛
織
物
製
造
に
か
ん
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
行
程
の
う
ち
、
1

'

 

刷
，

紡
毛
の
各
準
備
工
程
は
、
あ
る
い
は
織
元
に
よ
っ
て
問 

屋
制
的
に
頭
用
さ
れ
る
農
家
の
婦
人•

児
童
ら
に
よ
っ
て
下
請
化
さ
れ
、も
し
く
は
独
立
小
生
産
者
に
よ
っ
て
担
^
さ
れ
る
部
分
が
多
か
っ
た
が
、
 

，土

上
げ
、
染
色
等
の
最
終
工
程
は
、
織
布
業
者
に
.よ
っ
て
兼
営
さ
.れ
た
り
、.
.毛
織
物
商
に
：よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
が
通
例
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

何 

よ
り
も
ま
ず
、
毛
織
物
製
造
工
程
中
、？
 

4主

要
且
づ
：最

も

純

正

な

る

部

分

』

么
.さ
れ
る
織
布
.工
程
に
お
け
る
織
機
の
同
一
.谶
場
内
へ
の
集
積
と
、
 

そ
こ
に
お
け
る
労
働
^
の
協
業
と
い
う
事
実
に
、

マ
ニ 

土
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
検
出
の
焦
^
を
合
わ
せ
る
ベ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
_

の
こ
と
な
が

ら
、
こ
の
よ
う
な
毛
織
物
の
：マ
'-
-1

ュ
フ
ァ
ク
チ
：.ュ.■ア
が
十
七
世
紀
の
市
民
革
命
以
後
、
急
速
に
铪
展
し
'

>
c
.れ
に
と
も
な
っ
て
、
小
生
産
者
層
の

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

. 

.../
 

.

.

.

.

.

. 

.

分
解
は
進
み
、
.'
:
ぞ
れ
は
ま
た
霧
働
者
層
を
增
大
せ
し
'め
た
.の

セ

お

る

。t
う

し

た

賃

労

働

者

は

ま

：た
：、

そ

れ

が

マ

ニ

ュ

フ
ァ
ク
チ

ュ
ア
期
に
お

ィ
ギ
リ
ス
職
能
別
a
合
の
生
成
過
权(

そ
の 

一) 

• 

ニ

七(

三
六
五)

'
.



•
け
る
生
産
関
係
に
よ
.っ
て
特
殊
な
刻
印
を
う
け
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
.。

マ

ル

ク

ス

は

.•つ

ぎ

の

よ

う

に

い
う
。

「

マ
ン
一
ユ
フ
ァ
ク
チ
ユ
ア
は
そ 

れ
が
捉
え
る
べ
き
手
工
業
に
お
い
て
、
手
X
業
経
営
が
厳
格
に
排
除
し
た
い
わ
ゆ
る
不
熟
酿
労
補
者
の
一
階
級
を
産
み
学
。
土
場
制
手
エ
業
が
‘
 

全
労
(#
能
カ
の
犠
牲
に
お
い
て
全
く
1
面
化
さ
れ
た
専
門
を
特
技
の
域
に
ま
ず
発
展
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、.
そ
れ
は
ま
た
あ
ら
ゆ
る
発
展
の
欠
を 

ひ
と
つ
の
%
:
:
.た
ら
し
め
る
こ
と
%
始
め
る
.等
級
制
的
区
分
と
な
ら
ん
で
、
熟
練
労
働
者
と
不
ふ
熟
練
労
働
者
と
へ
の
簡
學
な

|2
:
別
が
生
ず

(

)̂
2」

。
 

し
か
し
マ
ニ
ユ
フ
ァ

ク
チ
ユ
7
は
た
だ

単
純
に
、
熟
練
、

不
熟
練
の
等
級
的
編
成
を
.必
然
化
す
る
の
み
な
ら
ず
、
徹
底
的
に
分
業
化
を
お
し
す 

，一
y
る
こ
と
に
よ
っ
て「

エ
#
访
手
エ
業
に
特
有
な
分
業
に
よ
>̂
-
協
業
が
再
現
す
る
の
.で
あ
.る
が
、
し
か
し
今
で
は
部
分
作
業
.機
の
組
み
合
わ 

せ
と
し
て
で
あ
る
。
種
々
の
部
分
労
働
者
、
た
と
え
ば
羊
毛
マ

ニ
ユ
.フ
ァ
.
.ク
チ
.

rl

ア

に
お
い
て
は
、.
打
毛
エ
、.
梳
电
エ
、
剪
毛
エ
、
紛
毛
エ
等
々

の
特
殊
の
道
具
は
、
ま
，

特
殊
化
さ
れ
た
作
業
機
の
道
具
に
転
化
し
、
そ
の
各
々
、が
、
結
合
道
具
機
構
の
体
系
に
お
け
る
特
別
の
一
機
拒
の
た 

め
特
別
の
ー
器
官
を
な
セ」

。

■

と
.の

よ

う

に

し

て

、
.
，マ

ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
は
、.
.種
々
の
部
分
労
働
者
を
.つ
く
り
出
す
の
で
あ
る
が
、
こ
う
.し
た
部
分
労
働
者
は
ひ
と
つ
に
は

象
練
穷
证
力
の
担
し
手
で
あ
り
徒
弟
お
よ
び
婦
人
を
主
力
と
す
る
単
能
X
を
補
-助
労
働
力
と
し
て
、
マ
ニ
ユ
フ
ァ
ク
チ
ユ
ア
生
産
の
基
柢
を
な

し
て
い
た
し
、
従
っ
て
彼
ら
の
間
に
も
っ
と
も
そ
の
熟
練
、
も
し
く
は
技
術
、
つ
.ま
り
ク
ラ
フ
'十
に
た
.い
す
る
自
負
が
強
か
っ
た
I

え
ら
れ
ね

は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
熟
練
労
働
者
、
い
わ
ゆ
る
多
能
工
と
い
え
ど
も
、
は
じ
め
は
、
簡
単
な
工
程
め
技
術
の
.修
得
か
ら
は
じ
ま

っ
て
、
個
人
的
能
力
に
応
じ
て
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
技
術
的
分
業
の
.諸
工
程
を習

*
:

し
、
同
時
に
労
働
者
と
し
て
の
身
分
も
上
昇
し
て
、
，
つ
：い
に 

一
^

造
業
の
全
工
程
に
つ
い
て
技
術
の
習
得
に
と
も
な
い
つ
つ
、
た
I

る
身
分
的
上
昇
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
す
ベ
て
の

労
磡
者
が
単
能
于
多
能
于
親
方
と
V

上
昇
n

i
を
.歩
む
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
永
久
に
職
人
と
し
て
マ
ニ
ユr
s

ァ
ク
t

ア
親
方
の
も

と
で
働
か
ざ
る
を
え
な
い
階
層
が
出
現
し
た
の
で
あ(I)。

そ
し
て
そ
う
い
う
階
層
か
ら
は
じ
め
.て
近
代
的
な
ク
ラ
フ
ト
•
ユ
ニ
才
ン
が
1

，
た 

の
で
あ
る
I

-
. 

(

24
ノ

'

. 

毛
織
物
.業
に
'お
い
て
，
従
っ
て
ま
た
す
べ
て
の
‘労
働
者
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
早
く
団
結
に
成
功
し
た
例
と
し
て
、
梳
毛
ェ
の
組
合
を
あ
げ
る

;v
-v

:

こ
と
が
で
き
る
。
梳
毛
.労
働
者
は
、
苹
毛
ェ
業
の
'な
か
で
特
別
の
位
置
を
し
め
て
い
た
。
か
れ
ら
の
職
業
の
特
殊
な
作
業
が
、

一
定
の
修
得
さ
れ

た
熟
練
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
へ
が
。
そ
し
て
少
数
で
あ
っ
た
た
め
、
入
れ
か
え
る
の
は
か
な
り
困
難
で
あ
っ
た
。
都
市
か
ら
都
市
へ
職
を
求
め
て

遍
歴
す
る
習
へ
®
な
の
で
、
ひ
と
り
の
親
方
の
®
由
に
.な
る
こ
と
は
少
く
、
こ
こ
に
次
第
に
職
能
別
の
横
断
組
合
べ
の
途
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

' 

.

.

Vこ
う
し
て
、
' こ
の
梳
毛
ェ
の
団
結
は
、
や
が
て
織
布
ェ
に
及
び
、
十
八
世
紀
頃
に
は
、.
.南
部
諸
州
"
デ
イ
ヴ
ォ
ン
、
ソ
マ
ー
セ
ッ
ト
両
州
の
織
布

.

.

.ェ
の
間
に
、
職
能
別
組
合
が
結
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
毛
織
物
業
ば
か
り
で
な
く
、
十
八
世
紀
半
ば
を
す
ぎ
る
と
、
炭
坑
労
働
者
、
石
炭
運
搬
船

の
船
員
の
間
に
も
公
然
た
る
団
結
が
み
ら
れ
る
よ
.う
に
な
り
、
.ま
た
ァ
ン
久
イ
ン
に
よ
れ
ば
、

一
七
七
七
年
に
は
帽
子
製
造
ェ
の
組
合
が
確
認
さ

れ
た
と
い
わ
れ(

&
。
こ
の
よ
う
に
し
て
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ァ
の
広
は
ん
な
展
開
の
上
に
、
職
能
別
の
労
働
者
の
団
結
が
一
般
に
ひ
ろ
く
存
在
す

28) 

'

る
よ
う
に
.な
.っ
た
の
で
あ
る
。

.
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1)
Paul Mantoux; 

The Industrial Revolution in the eighteenth centurs. A
n

 

Outline 

of 

the 

Beginnings, of 

the 

Mo
d
e
r
n 

Factory 

..system in England,. translated by M. 

V
e
m
o
n
,

 

1955, 

London, p. 

8
3
.

徳
増
栄
太
郎
、..井
上
幸
治
、
遠
藤
輝
明「

産
業
笨
命」

(

東
洋
経
济
ぎ
報
社)

i

九
六
四
年
、
八
六
頁
。
.
 

.

«■
.

へ2) 

H. Heaton; 

T
h
e Yorkshire 

0̂
0
1
1
6
1
1 and Worsted Industries, from the Earliest 

Times 

up 

to 

the 

Industrial 

Revolution, 

1920,

London, .p. 

4
' f. 

..

(

3) 

Heaton, ibid., 

p
p
.

OO
8

-CO
0
.
/

■

(

4)

織
布
ェ
条
令(

A
n

 Act touching w
e
a
v
e
r
s
)

に
は
、
つ
ぎ
.の
よ
う
に
.の
べ
ら
れ
て
い
る
。「

従
前
の
議
会
に
お
い
て
も
、.
ま
た
現
議
会
に
お
V
て
も 

:

わ
が
王
国
の
織
布
ェ
た
ち
が
訴
え
て
い
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
富
み
か
.つ
ゆ
た
か
な
織
元
た
ち
が
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
家
々
の
内
部
に
数
々
の
織
機
を
設
け
、

,
M
職
人
，お
.よ
び
不
熟
練
な
る
人
々
に
こ
れ
を
充
用
せ
し
め
つ
つ
、
以
て
機
織
の
技
能
に
習
熟
せ
る
多
数
の
職
人
と
そ
の
家
族
を
破
滅
せ
し
め
、
あ
る
い
は
ま
た 

'

幾
多
の
織
機
を
そ
の
掌
中
に
集
め
、
贫
し
い
職
人
た
ち
に
た
い
し
、
彼
ら
が
自
身
を
、
ま
し
て
や
妻
子
、
家
族
を
扶
養
し
え
ざ
る
程
の
不
当
な
賃
料
で
こ
れ
を 

贷
し
、
あ
る
.い
は
ま
た
毛
織
物
の
織
布
お
よ
び
製
.^
に
た
い
し
て
、1
従
前
よ
り
は
る
か
に
少
額
の
ェ
賃
を
与
え
る
.に
す
ぎ
な
い
た
め
、
彼
ら
は
み
ず
か
ら
習
熟 

'せ
る
職
業
を
ま
っ
.た
く
棄
て
去
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
っ
た…

…
」

(A. E.. Bland, 

p. A. Brown, 

R. H. 

T
a
w
n
e
y
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デ
ヴ
ォ
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シ
ァ
に
お
け
る
毛
薇
物
工
業
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発
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中
世
丄
六
五
〇
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経

篇
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、
四
五
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四
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、

一
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西
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座——
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建
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資
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発
達
久
岩
波
書
店)

、

一
九
六
〇
年
、
総
説
の
部
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16) 

Heaton; 

ibid., 
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.前
掲
、
西
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史
講
座(

n)

総
説
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角
山
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前
掲
書
、一

ニ
四
頁
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掲
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山
之
内
靖「

国
民
的
囊
と
資
本
主
義
の
展
開」

一
〇
八
丄
〇
九
頁
。

；(

2)

掲

「

西
洋
経
済
史
講
座」

.
大
河
内
暁
男「

市
民
革
命
以
後
.に
お
け
る
マ
.ニ
.H

フ
ァ
ク
チ
.ュ
ア
の
成
長」

参
照
。
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(

^

令
い
^ ;
ば

-
:
?げ
?
>ょ
"
に
.の(

て

し

る「

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ァ
は
、
そ
れ
が
捉
え
る
す
べ
て
の
手
工
業
に
お
い
て
、
手
工
業
経
営
が
、
厳
格
に

^

ナ
し
わ
^
る
不
聚
着
霞
の
一
階
級
を
.生
み
出
す」

.(

資
本
論
、
第
ー
卷
第
三
，分
冊
、
七
ニ
頁
。「

本
来
の
マ
ニ
ュ
.フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
ま
、
以
前
太
f
 

資
本
の
指
f

規
律
と
に
服
せ
し
め
る
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
上
に
労
働
者
そ
の
も
の
の
間
の
等
級
制
的
編

成

を

つ

く

り

出

す(

前 

⑶
八

八

け
-

マ
ニ
ュ
7
ァ
ク
チ

ュ
7
は
、
労
働
者
の
等
級
制
的
編
成
と
と
も
に
、

不
熟
練
露
者
と
の
間
の
単
純
I

分
を
つ
く
り
I

の
で
文
あ
る
が
、
 

S

の
蠢
な
る
影
響
に
ょ
っ
て

後
者
の
数
は
な
お
甚
だ
し
く
制
限
さ
.れ
て
い
る」

S
掲
書
、
i
〇
ニ
頁)

。

22)

マ
ル
ク
ス
、
前
掲
書
、一

1

九
頁
。

•
 

(

23)

西
洋
史
講
座(

n)

、

一
八
八
頁
。
大
河
内
論
文
。.

"(

24)

-:

七
一
八
年
、
政
府
は
、
非
常
に
多
く
の
梳
毛H

や
織
布H

に
か
ん
す
る
布
告
を
発
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、.
-f

ら
は
、
非
合
法
に
も
共
通
の
紋
章
を
川 

い
、
^

人
と
し
て
汚
動
す
る
と
考
え
ら
れ
た
那
合
法
的
の
ク
ラ
ブ
や
団
体
を
結
成
し
'
た
。」

(
u
n
w
i
n
w
I
n
d
u
s
t
r
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a
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O
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g
a
n
i
z
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o
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2
2
6
.
)

(

25) 

John James; 

History of 
^

 

名orsted Manufacture in England, 

from the Earliest Timev^London, 

1857, pp. 
2
5
?
2
5
L

ジ
ヱ
ィ
ム
ズ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
.う
。「

こ
の
世
紀
一

■
十
八
世
紀
の
は
じ
め
以
来
、
梳
毛
エ
は
、
強
力
な
、
組
織
的
な
団
体
と
な
っ
た
。
被
ら
は
し
ば
し
ば
、
 

動
揺
、
ス
ト
ラ
ィ
キ
お
よ
び
従
順
で
な
..い
行
為
に
よ
..っ
て
、
雇
主
に
た
い
し
.て
、
多
く
の
困
難
を
ひ
.#
お
.こ
し
た
。
.賃
淦
を
ひ
き
士
げ
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の 

労
_
者
た
ち
は
、，職
業
の
利
益
を
犠
姓
に
し
て
ま
で
も
、'
 
彼
ら
の
長
子
以
外
に
、
徒
弟
を
と
っ
て
は
な
‘ら
な
い
と
い
う
規
則
を
つ
く
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
人 

手
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
.、
/货
金
は
上
昇
し
、
従
っ
て
商
品
の
価
格
も
上
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
■こ
の
梳
宅H

の
例
は
、
す
ぐ
さ
ま
織
工
に
よ
っ
て
模
做
さ 

れ
た
。
彼
ら
は
、
そ
の
賃
金
率
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
労
働
の
^
産
物
が
売
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
価
格
を
ざ
え
制
限
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る」

。

(

26)

リ
プ
ソ
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
.て
い
る
の
は
印
象
的
で
あ
る
。「

梳
毛K

は
、
.織
工
よ
り
も
よ
い
立
場
に
あ
っ
た
。，
彼
ら
め
数
は
制
限
さ
れ
、
彼
ら
の 

'
，
仕
事
は
，
よ
り
高
い
報
酬
を
も
っ
て
報
い
ら
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
ひ
と
つ
の
特
定
の
地
方
に
し
ば
ら
れ
て
い
な
か
，っ
た
し
、
仕
^
を
求
め
て
ひ
と
つ
の
場
所
か

’
ら
他
の
場
所
へ
と
転
々
と
さ
ま
よ
い
歩
き
、
旅
す
る
憤
習
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
放
浪
生
活
の
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
彼
ら
の
多
く
が
独
身
者
で
あ
る
こ
と
に
も 

よ
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
.の
故
郷
に
お
い
て
仕
事
が
乏
し
い
と
き
、
.彼
ら
は
、
飢
餓
を
さ
け
る
た
め
に
は
低
い
賃
金
を
.%
う
け
い
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た 

の
で
あ
る
。
放
浪
し
て
い
る
間
中
、
彼
ら
が
厲
し
て
い
た
制
度
.に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
：の
だ
。
な
ぜ
な
ら
ー
梳
毛
エ
組
合
^

^

^

^

^
足

！；！̂
!
!

)

は
、
賃 

金
の
き
り
下
げ
に
-i
t
ん
ず
る
よ
り
も
む
し
ろ
無
為
の
う
ち
に
彼
ら
を
養
う
こ
と
を
え
ら
ん
だ
の
で
あ
る
'。
.梳
毛
エ
が
旅
に
出
よ
う
と
し
た
と
き
、
彼
は
、
そ
の 

ク
ラ
ブ
か
ら
、
彼
が
組
合
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
正
し
い
振
舞
い
を
し
、
且
つ
正
直
な
人
間
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
証
明
書
を
う
け
と
っ
.た
。
こ
の
証
明
書 

は
ノ
彼
に
、
そ
の
安
部
に
厲
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
梳
毛
エ
の
組
合
か
ら
の
援
助
を
あ
た
え
、
：且
つ
彼
に
、
王
国
中
を
旅
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ク
ラ
ブ
で
世
話
を
し 

て
も
ら
え
る
資
格
を
与
え
た…

…
」

(E. 

Lipson; 

T
h
e History of the Woollen and Worsted Industries, 

1921, 

London, pp. 

66-67.)

.'
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27) 

U
n
w
i
n
;

 

Industrial Organization, 

p. 

214、

(

28)

こ
れ
に
つ
い
て
は
' 

つ
ぎ
の
史
料
が
参
考
に
な
る
。David c. 

Douglas; 

English Historical Documents, 

V
o
l
.
X
.
1714-1783, 

pp. 
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