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二

八(一

ニ
四
八)

い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

.

五
、
結

語

.

.
 

* 

.

最
後
に
、
以
上
の
諸
資
料
に
も
と
づ
く
考
察
を
つ
ぎ
の
五
点
に
.要
約
し
、
今
後
の
検
討
の
た
め
の
仮
説
と
し
て
提
出
し
ヒ
い
。

H

厚
生
翁
の
被
爆
者
実
態
調
査
は
被
爆
者
全
体
が
麗
ーS

と
大
差
な
い
と
い
う
結
論
を
下
す
に
十
分
な
も
の
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
、
0

H

被
爆
後
に
お
け
る
一
応
の
生
活
再
建
期
を
、
世
帯
の
得
構
成
•
広
島
地
域
社
会
へ
の
復
帰
•
経
済
生
活
の
回
復
と
い
っ
た
指
標
に
っ
ぃ
て

み
る
と
き
、
被
爆
に
よ
る
本
人
の
簾
.

1
構
成
.
地
域
社
会
等
の
破
壊
が
顕
著
で
き
ほ
ど
、
再
建
の
時
期
が
お
く
れ
、
こ
れ
は
ま
た
広
島

地
域
社
会
全
体
の
戦
後
復
興
の
波
に
も

.

乘
り
お
く
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
再
建
以
後
の
経
済
的
活
動
に
も

不

利

な

影

響

を

あ

た

え

て

い

る

。

㈢

被
爆
は
世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
に
よ
り
多
く
の
打
撃
を
あ
た
え
、
被
爆
後
の
生
活
で
他
の
世
帯
員
、
と
り
わ
け
女
性
の
経
済
的
責
任 

を
如
1£
-
し
て
.い
る
傾
向
が
あ
る
0

W

麓

は

社

会

階
層
の
上
層
か
ら
下
層
に
わ
た
っ
て
、
重

議

に
よ
る
場
合
に
比
較
す
れ
ば
よ
り
一
.様
な
被
害
を
あ
た
え
た
よ
う
で
あ
る 

が
、
そ
の
叵
復
は
や
ば
り
上
層
に
お
い
て
藉
し
く
、
下
層
は
よ
り
重
い
負
担
を
に
な
わ
さ
れ
て
い
る
。

.

㈤

し
か
も
麓
若
の
霞
構
成
全
般
と
し
て
は
、
戦
後
広
鳥
の
復
興
と
発
展
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
爆
前
の
階
層
的
位
置
を
十
分
に
回
復
す

る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。

.

後
記
•
な
お
麗
調
査
の
実
施
か
ら
、
そ
の
結
果
の
計
祈
、
お
よ
び
こ
れ
を
補
足
す
る
諸
麗
を
進
め
る
に
当
つ
て
、
米
山
桂
三
教
授
を
中
、い
と
す
る「

被
爆
地
広
島

独
占
形
成
期
に
お
け
る

労
資
関
係
と
労
働
組
合
連
動(

そ
の

ニ)

——

イ
ギ
リ
ス
綿
工
業

——

.
 

飯田，.
鼎

一
、
一
九
世
紀
中
期
労
働
組
合
連
動
に
お
け
る
綿
業
労
働
者 

ニ
、
独
占
形
成
期
に
お
け
る
綿
業
労
働
運
動
と
賃
金
決
定
機
構 

.

三
、
独
占
形
成
期
に
お
け
る
綿
業
労
働
組
合
の
構
造

,
 

■
 

.

綿
工
業
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
に
お
け
る
地
位
は
、
産
業
革
命
以
来
、
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
へ
-̂
1
が
、
そ
の
た
め
に
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス

資
本
主
義
の
世
界
市
場
に
お
け
る
独
占
の
喪
失
は
、
綿
製
品
の
輸
出
市
場
に
お
け
る
亦《

化
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
象
徴
的
に
み
ら
れ
た
と
こ
ろ
で 

(

2)

あ
っ
た
。「

世
界
の
工
場」

と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
の
地
位
は
、
.
一
八
七
兰
年
恐
慌
を
契
機
と
し
て
大
き
く
動
揺
し
、

一

八
九
〇
年
代
に
は
転

落

へ 

の
途
を
迪
っ
た
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
世
界
市
場
に
お
け
る
独
占
の
喪
失
の
時
期
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の 

な
か
で
、
綿
工
業
の
労
働
組
合
運
動
の
発
展
が
、
ど
の
よ
う
な
地
位
を
し
め
て
い
た
か
を
探
求
す
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
の
目
的
で
あ
る
。
独
占
の 

形
成
に
と
も
な
っ
て
，
労
働
者
の
組
織
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
、
そ
の
労
資
関
係
や
闘
争
形
態
が
ど
の
よ
う
に
変
貌
し
た
か
が
、
こ
こ
に
お
け
る 

独
占
形
成
期
に
お
け
る
労
資
関
係
と
労
働
組
合
運
動(

そ
の
ニ)

. 

■'ニ
九

(

一
二
四
九)



: 

三
〇

(

一.ニ
五
〇)

問
題
で
あ
る
。

ン

. 

.

.
い
う
ま
で
も
な
く
、
綿
工
業
に
.お
け
る
労
働
運
動
は
、
き
わ
め
.て
古
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。
'そ
の
理
由
は
、
何
よ
り
も
産
業
革
命
が
こ
の
部 

門
に
'お
い
て
も
っ
と
も
早
く
進
展
し
、
機
械
制
大
工
業
の
建
設
が
徹
底
的
に
お
し
す
す
め
ら
れ
、.
資
本
•
賃
労
働
の
分
化
が
他
の
産
業
部
門
に
比 

ベ
て
い
ち
じ
る
し
く
、
ま
た
そ
の
対
立
も
き
わ
め
て
早
い
時
期
か
ら
尖
鋭
な
形
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
か
ら
，で
あ
る
。
ラ
ダ
イ
ッ
ト
運
動
や
チ
ャ 

'.丨

テ
イ
ス
ト
運
動
は
、
.そ
の
意
味
で
産
業
革
命
期
に
お
け
る
象
徴
的
な
運
動
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

一
般
に
、
綿
業
労
働
者 

の
近
代
的
な
組
織
と
し
て
知
ら
れ
た
の
は
、
一
八
ニ
九
年
、
ジ
ョ

ン

•
ド
ハ
ー

テ
イ
の
指
導
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
全
英
国
紡
績
工
組
合(National 

u
n
i
c
n
a
c
c
t
t
o
n
-
s
p
i
n
n
e
r
s
)

で
あ
っ
た
。

一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
全
国
的
職
能
別
組
合
の
運
動
の
な
か
で
、
こ
の
組
織
は
、
機
械
工
や
炭
鉱
夫
の 

組
合
と
な
ら
ん
で
中
核
的
な
地
位
を
し
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
独
占
形
成
期
に
お
け
る
変
貌
の
過
程
は
、
ま
さ
し
く
、
綿
業
労
働
者
の
組
織S

 

体
の
特
殊
性
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
。

一
般
に
八
^

d

と
い
う
名
^
は
、
最
双
、
同
一
都
市
ま
た
は
地
域
内
の
労
働
者
の
ぐ
共
通
利
益
.を
擁
護
す
る
こ
れ
ら
の
小
さ
な
労
働
者 

ク
ラ
ブ
の
い
く
つ
か
が
集
ま
っ
て
行
っ
た
速
合
運
動
の
こ
と
を
呼
ぶ
の
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ク
ラ
ブ
街
体
は
、

一
般
に
少
数
者
の
集 

ま
り
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
通
常
、
ク
ラ
ブ
員
の
住
宅
か
作
業
場
の
附
近
の
酒
場
で
会
合
し
、
共
同
資
金
の
出
納
係
に
は
酒
場
の
亭
主
を
雇
う
こ
と 

が
往
々
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
ん
な
小
さ
な
団
体
で
は
、
い
く
つ
か
が
集
ま
っ
て
共
同
し
な
い
限
り
、
賃
金
や
一
般
雇
用
条
件
の
調
節
な
ど 

は
、
大
し
た
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
随
時
、
連
合
委
員
会
を
組
織
し
た
が
、
そ
れ
こ
そ
同
盟
会(union)

で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て 

特
定
の
運
動
、
た
と
え
ば
賃
金
切
り
下
げ
へ
の
抗
争
と
か
、
賃
金
値
上
げ
要
求
と
か
、
あ
る
い
は
、
徒
弟
年
期
を
終
了
し
な
い
労
働
者
の
雇
い
入 

れ
反
対
と
か
、
熟
練
工
と
徒
弟
と
.の
人
数
割
合
の
増
加
と
か
、
も
し
く
は
裸
夜
業
や
残
業
の
反
対
の
運
動
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
同 

盟
会
は
、
そ
れ
を
結
成
し
た
特
殊
目
的
を
達
成
し
て
し
ま
っ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
失
敗
し
た
場
合
に
は
、
普
通
、
解
散
し
て
後
に
残
る
の 

は
、
そ
れ
を
構
成
し
た
ク
ラ
ブ
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
や
が
て
追
々
と
同
盟
会
が
存
続
す
る
よ
う
に
な
り
、
か
く
し
て
従
来
の
少
人
数
の
地
方

(

3)

的
ク
ラ
ブ
を
支
部
に
し
た
労
働
組
合
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

一
九
世
紀
.前
半
.の
イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、

「

労
働 

組
合
は
で
き
た
り
、
潰
れ
た
り
し
て
い
た」

こ
と
で
あ
り
、
職
種
に
よ
っ
て
そ
の
組
織
形
態
も
ち
が
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

(

1)

コ

ー

ト「

イ
ギ
リ
ス
近
代
経
済
史J、

天
川
潤
次
郎
訳(

ミ
ネ
.
ル
ヴ
ァ
書
房

)

、
'
一
一
一
一

ー

ニ
ー 

ニ
頁
。

.

(

2) 

H

八
四
七
年
恐
慌
と
一
八
六
六
年
恐
慌
と
の
あ
い
だ
に
、
イ
ギ
リ
ス
は
他
の
国
よ
り
も
高
い
テ
ン
ポ
で
そ
の
製
鉄
業
を
発
展
さ
せ
、
世
界
也
産
に
お
け
る
自
国 

の
比
21
を
ふ
た
た
、ぴ
た
か
め
て
い
る
。
六
〇
年
代
の
後
半
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
イ
ギ
リ
.ス
の
工
業
的
独
占
は
こ
の
も
っ
と
も
重
要
な
領
域
に
お
い
て
も
崩
壊
し
は
じ
め 

た
。
し
か
し
お
く
れ
て
は
じ
ま
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
過
程
は
こ
こ
で
は
軽
工
業
に
お
け
る
よ
り
も
い
っ
そ
う
急
速
に
す
す
ん
だ
。
し
か
し
お
く
れ
て
は
じ
ま
っ 

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
過
程
は
こ
こ
.で
は
軽
工
業
に
お
け
る
よ
り
も
い
っ
そ
う
急
速
に
す
す
ん
だ
。

.

こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
工
業
的
独
占
の
挫
折
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
競
争
相
手
た
ち
が
、
蜇
工
業
の
発
展
に
お
け
る
よ
り
、
い
ち
は
や
く
成
功
を
お
さ
め
た
娥
維
産
業 

の
分
野
で
、
ま
ず
最
初
に
は
じ
ま
っ
た」

(
H

リ
•
ァ
.
メ
ン
デ
リ
ソ
ン「

恐
慌
の
理
論
と
歴
史」

第
一
分
冊
、
青
木
書
店
、
一
九
六
〇
卑
、
ニ
一 

八
頁)

0?

(

3) 

Q
b
w
- 

0
0
^
' 

Introduction to Trade Unionism,

水
上
铁
次
郎
訳「

労
働
組
合
入
門」

(

上)

、
一
九
五
八
年
、
一
Q
頁
.。

(

4)

前
掲
書
、
ニ
ー 

頁
。
.

労
働
組
合
が
、
真
に
安
定
し
た
地
位
を
経
済
社
会
に
占
め
る
に
至
っ
た
の
は
、

一
八
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
ま
で
の
間
で
あ
っ
て
、
熟
練
工

の
全
国
的
な
職
能
別
組
合=

ク
ラ
フ
ト
•
ユ-1

オ
ン
の
確
立
は
、
合
同
機
械
工
組
合
の
.成
立
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
職
業
と
救
済
活
動

が
緊
密
に
結
合
し
、
極
度
に
中
央
集
権
的
な
財
政
組
織
を
も
ち
、
組
合
蕋
金
の
管
理
お
.よ
び
支
出
に
つ
い
て
、
中
央
執
行
委
員
会
の
権
限
が
強
大

(

1

)

で
あ
る
と
い
う
傾
向
は
、.組
織
自
体
の
特
殊
性
か
ら
く
る
.の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
綿
業
労
働
者
の
組
合
は
、
機
械
工
組
合
に
み
ら 

れ
る
よ
う
な

贫

日ajgp

日a
t
i
o
n
v

で
は
な
く
、^

e
d
e
r
a
t
i
o
n
v

で
あ
づ
て
、
そ
の
基
礎
的
な
単
位
は
、《

trade 

club》

と
し
て
知
ら
れ
る
と
こ 

ろ
の
自
主
的
な
地
方
組
合
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
組
合
は
、

会
員
が
、

ニ
〇
〇
名
を
こ
え
る
程
度
に
な
ら
な
け
れ
ば
、

専
従
の
書
記
を
一
人
以 

上
'お
く
こ
と
は
で
き
ず
、
従
っ
て
、

一
般
に
そ
の
大
部
分
は
、

一
般
組
合
員
が
、
運
営
に
あ
た
っ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
の
仕
方
で
速
盟
を
組
織 

し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
各
組
合
の
地
方
的
な
団
体
は
、
全
国
的
な
組
合
の
単
な
る
支
部
と
は
な
ら
ず
、，
別
個
の
存
在
と
し
て
莶
金
を
保 

有
し
、
た
だ
闘
争
の
■た
め
，に
だ
け
中
央
の「

連
合」

の
傘
下
に
，結
合
し
た
。
は
じ
め
は
、
賃
金
交
渉
は
各
都
市
ご
と
に
、
別
個
に
な
さ
れ
は
し
た 

独
占
形
成
期
に
お
け
る
労
資
関
係
と
労
働
組
合
運
動(

そ
の
ニ) 

• 

• 

三 

一

(

一
二
五
一)



三
ニ 

(

一
二
五
ニ)

が
、
次
第
に
広
い
地
域
に
及
ぶ
統
一
的
な
価
格
表(

I

,list)

が
発
達
し
、
こ
の
表
に
均
一
的
な
比
率
で
加
減
を
行
っ
て
賃
金
を
調
整
す
る
慣
習 

が
生
じ
た
。

一
八
五
三
年
、
最
初
の
近
代
的
な
標
準
出
来
高
の
価
格
表A

J

し
て
の
ブ
ラ
ッ
ク
'、ハ
丨
ン
表
は
、
そ
れ
以
後
、
森
工
業
を
支
配
し
た 

団
体
契
約
制
度
の
謹
の
上
.

S
要
な
段
階
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
賃
金
交
渉
が
、
非
常
に
単
純
化
さ
れ
、
悬
賃
金
問
題
に
か 

ん
す
る
契
約
が
集
中
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「

連
合」

の
権
力
が
増
大
し
た
の
で
あ
っ
て
、
機
械H

が
.集
中
的
な
組
織
を
結 

成
し
た
の
に
反
し
て
贫
業
労
.働
者
は
地
方
的
な
組
織
.を
も
ち
な
が
ら
、
ま
す
ま
す
集
中
的
な
契
約
に
移
■る
領
向
に
あ
っ
-3
i。

(

1)

ご
の
点
に
力
ん
し
て
は
徳
永
賣「

ィ
ギ
リ
ス
賃
労
働
史
の
研
究—

帝
国
主
薩
階
に
.お
け
る
労
働
問
題
の
展
開」

一
九
六
七
年
、
法
政
大
学
出
版
局
、「

第

(

2) 

H.A. Turner, 

Trade Union G
r
l
h
,

 Structure and Policy, A

 Comparative Study of the Cotton Unions. 

1962, p. 

109.

3) 

G.D.H. Cole, A

 Short History of 

w

i
cr
-W

o
r
k
i
n
g

9

i

s

o

l
 
具

林

訳

「

ィ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
史」

(

2)

、
六
八—

六
九
頁
。

,

さ
ら
に
讓
な
点
で
讓
労
働
者
の
組
合
は
、
機
械
工
組
合
S

I

S

Pと
略
S

の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
自
盡
争
段
階
に
お
け 

，る
A

S

E

Q政
策
は
、
主
と
し
て
労
働
の
供
給
制
限
と
調
I

よ
び
出
来
高
払
い
と
請
負
麗
に
対
す
る
反
対
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
時
ョ
外 

労
働
と
I

Q
制
I

よ
び
徒
弟
期
間
を
終
了
し
た
男
子
.？

の
就
業
を
主
張
し
た
の
で
令
て
、
.
一
方
だ
お
け
る
出
来
高
払
い
に
た
い
す
る
反 

対
は
、
j
il
i
強
化
を
防
止
し
、
他
方
に
お
い
て
、
露

者

Q
麗
を
破
壊
す
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
た「

蒡
請
負
制
度」

を
排
除
し
よ
う
と
し
た 

の
で
あ
づ
た
こ
の
よ
う
に
機
械
工
組
合
は
概
し
て
徒
弟
制
度
を
根
幹
と
す
る
労
働
力
の
供
給
制
限
を
^
.心
的
な
政
策
と
し
て
い
/C
2

の
で
あ
っ 

て

一

八

八0

弁
代
.
；̂
占
段
階
の
到
来
と
新
技
術
の
導
入
に
よ
っ
.て
、
そ
の
政
策
は
、
の
ち
に
い
ち
じ
る
し
い
変
更
を
と
げ(

が)

と
は
い
ぇ
、

一
 

般

に

靈

組

合

©
典
型
と
し
て
、
経
済
闘
争
と
共
篇
f

Q
馨

、
組
合
の
財
政
繁
お
よ
び
行
f

お
け
る
中
央
集
権
化
傾
向
が
顕
著
で
あ 

っ

た

.こ
れ
に
比
、へ
る
な
ら
ば
、
綿
業
労
働
者
の
組
合
、
と
く
に
紐
績H

組
合
は
、
.變
対
照
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
地
方
単
位
の
財
攻 

と

翌
的
構
造
、
標
準
価
格
表
に
基
礎
を
お
く
と
こ
ろ
の
団
体
契
約
、
そ
し
て
機
械
工
の
場
合
に
は
、
組
合
規
則
を
中
心
と
し
て
行
う
と

こ
ろ
の 

労
働
時
間
お
よ
び
労
働
条
件
に
対
す
る
法
律
的
規
則
の
要
求
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
綿

讓

H
組
合
は
、
ウ
ェ
ツ
ブ
夫
妻
の
い
う
よ
う
な
意
味
に

お
け
る"

N
e
w

 M
o
d
e
l

 U
n
i
o
n
"

と
い
う
概
念
規
定
の
な
か
に
、
機
械
エ
と
同
ー
無
差
別
に
玴
解
す
る
-£
と
は
必
ず
し
も
正
当
で
は
な
い
こ
と
を 

認
識
し
て
お
く
必
1.
が
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
綿
業
労
働
者
の
み
な
ら
ず
、
炭
鉱
労
働
者
、
建
築
エ
、
活
版
エ
の
組
合
な
ど
の
場
合
に
つ
い
て 

も
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
対
照
性
は
紡
績
工
組
合
の
場
合
に
と
く
に
い
ち
じ
る
し
い
。
そ
の
よ
う
な
差
異
は
、

一
体
ど
こ
か
ら
お
こ 

つ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

：

‘
.
：.

.

(

1)
Cole, 

ibid.,

上
掲
書
、
六
九
I
七
〇
頁
。

(

2)

た
と
え
ば
、
ジ
ヱ
フ
ア
リ
ー
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
褡
い
て
い
る
。「

機
械
工
組
合
に
入
ろ
う
と
す
る
志
は
、
き
び
し
い
制
限
を
課
せ
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
服
鏡
を
か 

け
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
人
は
、
加
入
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
や
や
猫
背
の
人
を
い
れ
る
前
に
、
ブ

«>
;
ッ
ジ
ゥ
ォ
ー
タ
ー
支
部
は
、
執
行
麥
員
会
に
相
談
す
る
こ
と
を 

必
埂
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
見
込
の
あ
る
会
員
の
煺
康
、
熟
練
お
よ
び
性
格
に
対
す
る
厳
格
な
注
意
は
、
会
員
た
ち
が
、
そ
の
机
合
の
疾
痫
、
失
業
お
よ
び
老
齢
の
場
合 

の
抉
助
を
、
以
前
の
組
合
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
大
规
模
に
.0
-つ
あ
た
え
る
と
い
う
こ
と
を
き
め
て
以
来
、
茁
悪
な
も
の
と
な
っ
た
。
経
験
に
助
け
ら
れ
て
，
機
械 

H

組
合
は
、
加
入
の
条
件
を
の
ち
に
ゆ
る
め
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
伝
統
は
残
っ
た
。
若
い
人
が
組
合
員
の
試
験
に
合
格
し
た
場
合
に
は
、
組
合
员
証
を
み
え
ら
れ
、
ど
こ 

の
紺
^
員
に
と
っ
て
も
、.
最
上
'の
期
待
と
な
っ
た
。」

(Jefferys, 

Story of Engineers, 

1945, 

p. 58.)

(

3)
「

と
こ
ろ
が
今
口
で
は
、
合
同
機
械
工
組
合
と
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
部
分
的
対
抗
若
と
は
、
徒
弟
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
機
械
工
場
に
た
と
.え
た
ん 

な
る
ボ
ー
イ
あ
る
い
は
機
械
見
張
者
と
し
て
で
も
、
五
年
問
勤
め
た
人
、
お
よ
び
そ
の
採
用
志
願
時
期
に
、
職
業
中
の
彼
の
特
殊
部
門
で
標
準
貨
銀
を
得
つ
つ
あ
る
人
は 

誰
で
も
加
入
を
許
さ
れ
る
。
 

—

機
械
エ
の
問
に
お
け
る
徒
笫
规
制
の
こ
の
{元
全
な
崩
壊
は
’
思
う
に
、
そ
の
規
制
，|=
|
身
に
何
等
か
不
合
理
な
点
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
。
植
字
エ
と
は
異
っ
て
、
機 

械
エ
は
、
徙
弟
数
の
絶
対
的
般
大
限
を
定
め
る
と
か
、
あ
る
い
は
大
工
場
で
の
工
場
の
大
き
さ
に
比
例
し
た
数
の
少
年
の
訓
練
を
、
何
ら
か
の
方
法
で
阻
止
す
る
と
か
は 

決
し
て
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
そ
の
規
則
な
い
し
鹿
主
と
の
交
渉
に
お
い
て
.I：
!
措
し
た
こ
と
は
、
今
日
、
鉄
船
エ
が
ー
般
に
难
認
し
て
い
る
よ
う
な
あ
る
取
り
き
め
を
う 

る
こ
と
で
.あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ボ
イ
ラ
.

—

製
造
エ
合
同
組
合(united 

society.of B
o
i
l
e
r
m
a
k
e
r
s
)

に
比
較
し
て
、.
不
幸
に
も
、
機
械
工
は
、
旧
式
な
彼
ら
の
手
工 

業
的
熟
練(handicraft)

が
、
次
笫
に
崩
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
努
力
が
水
泡
，に
帰
す
る
の
を
み
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
実
に
、
.
M業
革
命
に
よ
っ 

て
徙
弟
沏
度
が
/1
/
壊
し
た
典
里
的
な
例
を
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。」

(Webb, 

Industrial 

Democracy, 

192
0
,

«

高
野

^
三
郎
訳
、
五
六
八
頁)

。

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、，
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
型
労
働
組
合
は
、
熟
練
労
働
者
を
中
核
と
す
る
全
国
的
な
職
業
別
組
合
と
し
て
知
ら
れ
て
い 

る
。
し
か
し
效
練
の
内
容
規
定
は
、
そ
の
職
種
に
よ
っ
て
異
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
.

独
占
形
成
期
に
お
け
る
労
資
関
係
と
労
働
組
合
運
動(

そ
の
ニ) 

三

三

(

一
二
五
三)



. 

' 

. 

三

泗(
一

ニ
五
四)

㈠

.機
械
制
大
工
場
の
も
と
で
、
資
本
に
よ
る
直
接
的
な
労
働
力
統
轄
と
支
配
と
が
行
わ
■れ
て
ハ
る
場
合
。

機
械
化
し
え
な
い
、
毛
し
く
は
機
械
化
が
お
く
れ
て
い
る
職

變

お
け
る
よ
う
に
、
組
合
に
よ
る
労
働
力
I

お
よ
び
独
占
が
確
保
さ
て 

て
い
る
場
合
。

同
じ
く
熟
練
労
働
と
い
っ
て
も
、
そ
の
豪
す
る
と
こ
ろ
は
異
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
し
、
熟
練
労

雪

の

地
位
も
ま
た
こ
れ
に
と
も

な

っ
て
® 

応
す
る
形
を
と
る
こ
と
は
も

ち

ろ

ん

で

あ

る

。

た
._と

え

ば
、
機
械
製
作
工
場
は
、
鑽
孔
機
、
I

I

I

I

平

削
機

f

f

 

i

f

)

、

穿

 

孔

機I
g

l
i

n
e

)
、

縦
削

機(
l
i
n
g

 l
i
n
e
)

お
よ
び
フ
ラ
ィ
ス
盤(

l
i
n
g

 

m

e)

.
を
は
じ
め
、
非
常
に
多
く
の
旋
盤
を
応
用
し
た 

さ
ま
さ
ま
な
徵
械
を
も
す
え
つ
け
ら

1 ^
て
い
る
の
に
反
し
、
大
規
模
の
.妨
績
工
場
は
、
た
だ
ひ
と
つ
の
型
I

動
精
級
機
も
し
く
は
力
織
機
が 

大
量
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
構
造
を
考
慮
し
て
、
熟
練
の
意
味
を
考
I

な
ら
ば
、
当
然
そ
れ
は
、
労
_
者 

の
構
成
な
ち
び
に
そ
の
組
織
に
か
か
わ
る
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
綿
業
労
働
は
、

一
般
に
、
熟
練
が
長
期
の
予
備
的
な
訓
練
を
必
要
と
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
熟
f

助
と
、
う
こ 

と
は
で
I

い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
仕
素
大
部
分
は
、
機
を
監
視
す
る
と
V

単
純
労
働
で
あ
り
、
機
械
に
原
料
を
供
給
し
、
そ
の
生
産
勿 

を
お
さ
め
、
且
つ
そ
れ
を
.清
潔
に
保
つ
と
.い
う
よ
う
に
、
不
熟
練
労
働
者
に
よ
.っ
て
も
十
分
に
な
し
う
る
と
こ
ろ
の
.も
の
で
あ
っ
^

。
多
少
の
熟 

練
塞
す
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
修
練
Q

I
で
は
な
く
聽
の
産
物
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
一
般
S

業
労
働
に
お
け
る
熟
練
工
と 

は
、
た
ん
な
る
機
械
の
馨
と
い
う
よ
う
1

本
的
な
作
業
に
た
い
し
て
、
さ
ら
に
機
械
の
保
全
な
い
し
醫
と
い
う
義
が
，つ
け
加
え
ら
れ
た 

場
合
に
、
し
ば
し
ば
そ
う
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
綿
證
お
い
て
は
職
種
間
の
熟
練
に
明
確
な
区
別
が
存
在
せ
ず
、

個
々
の
労
働
者
の 

.経
I
の
有
無
が
、
そ
れ
を
左
右
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
程
度
の
問
題
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
機
械
工
や

建
築
エ
と
は
ま
こ
と
に
道
的
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
Q

I

に
は
、
簾
と
不
熟
練
と
I

い

養

I

I

I

が
、
伝
統
的
な
徒
e
 

制
度
の
産
物
で
あ
り
、
熟
練
と
不
聽
と
の
そ
れ
が
、
暴
に
区
別
さ
れ
る
Q

S

通
で
あ
つ
，た
。
こ
こ
で
I

.
な
こ
と
*
、
い

定

る

N
e
w

1
1
1

 

U
n
i
o
n

の
類
型
規
定
と
、
そ
の
.な
が
で
の
綿
業
露
者
の
組
合
の
特
殊
な
存
在
と
は
一
体
ど
う
い
う
関
係
を
も
つ
か
と
い
う
こ
と
に
な 

る
。
い
1

で
.も
な
く
、
.綿
業
労
働
者
の
組
f

、
そ
れ
が
獲

的
横

断
組
織
で
あ
る
か
ぎ
り
、
.
機

械H

m

っ
た
I

を
も
ち
な
が 

ら

礼
弟
i

を
翼
し
よ
う
と
し
た
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
にH

場
制
度
と
い
う
徒
弟
制
度
の
崩
壊
を
必
然
的
に
呼
び
お
こ
さ
ざ
る 

を
え
な
い
稷
境
の
な
か
.で
、
華
の
ク
ラ
フ
ト
は
残
存
し
て
、
い
わ
ゆ
る
クa

l
K

ド

.
、\
ョ
ッ
プ
制
の
原
則
に
も
と
づ
く
き
わ
め
て
麗
的
な 

組
合
を
維
持
し
て
い
た
。
.そ
れ
は
主
と
し
て
、
そ
の
技
術
習
得
に
と
も
な
う
必
然
的
な
条
件
に
よ
0
て
制
約
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
と
え 

ば
、
同
じ
く
綿
業
労
働
者
と
は
い
っ
.て
も
、
除
毛H

や

薩

H

t
い
は
織H

な
ど
の
組
合
は
、
い
わ
#
る
オ
I
。フ
ン
.

ユ
-一
オ
ン
で
あ
っ
た
の 

に
'反
し
、.
そ
れ
ら
若
干
の
も
の
を
除
く
他
の
職
種
が
ク
ロ_

ズ
ド

.
ユ
ニ
オ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
綿
業
労
働
者
の
.組
合
の
場
合
は
、
職
種
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
、.組
合
が
才
丨
プ
ン
.な
形
を
と
る
か
、
閉
ざ
さ
れ
た
形
を
と
る
か
が 

わ
力
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
場
合
、
た
と
え
ば
入
職
制
度
が
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
機
械
工
や
建
築
エ
に
み
ら
れ
る
よ 

う
な
厳
格
な
入
職
制
限
を
到
底
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
最
大
の
理
ぬ
は
、
機
械
化c

産
業
革
命)

の
進
展
に
と
も
な
う
技
術
的
肇
に 

よ
っ
て
蠢
雷
の
坪
純
労
側
へ
の
分
解
、
謙
労
働
の
内
容
規
宠
の
変
化
、
き
い
は
綿
工
業
に
お
い
て
は
、
大
規
模
な
工
場
制
工
業
の
普
遍 

化
な
と
に
J
っ
て
资
本
の
伽
か
ら
、
労
務
統
篇
構
が
よ
り
強
化
さ
れ
、
組
合
の
コ
ゾ

ト
ロ 

I
ル
が
制
約
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な 

濯

に

よ

り

、
綿
業
労
働
f

組
合
は
、
近
似
的
で
•は
あ
る
が
、
他
の
い
わ
ゆ
る
夕
ラ
フ
ト
•
ユ
二
オ
ン
と
は
や
や
興
な
る
組
f

則
に
従
わ
ざ 

る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
注
ぼ
す
べ
き
こ
と
は
、
顏
労
働
者
と
い
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
が
み
ら
れ
る
，の
で
あ
っ
て
、
ま

に

霞

労

働

者

と

し

て

の

齧H

お
よ
び
織
.布H

が
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
•な
い
。
こ
れ
は
い
わ
ば
工
場
龙
の
も
と
で
の
監
督
的
な 

分
場
に
立
つ
、
い
わ
ば
親
方
で
あ
り
、
も
っ
と
も
特
権
的
な
労
働
貴
族
層
を
形
成
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
親
方
の
下
に
、
そ

の

嘗

0
ド
に
、

. 

成

人

季

織

布

エ

も

，し
く
は
仕
上
エ
が
広
は
ん
：に

囊

：-
:
>、：_

的
な
労
働
カ
部
分
を
構
成
し
て
い
%)

。
い
わ
ゆ
る
綿
業
労
，働
者 

(

I

n

c

l

f

r

w

s
労
働
組
合
運
動
に
き
わ
め
：て
藝
な
役
割
を
餅
ず
る
.の
は
、H

場
.主
の
篇
に
よ
り
、

馨
の
地
位
に
任
ず
る
親

独
占
形
成
期
に
お
け
る
労
资
関
係
と
労
働
組
合
運
動(

そ

の

ニ) 

H
.



三

六(

三
五
六)

方
の
.も
と
で
就
労
す
る
労
働
考(cotton op

e
r
a
t
i
v
e
s
)

で

あ

り

.
、

そ

の

連

動

も

、

も
っ
と
も
早
い
時
期
に
.開
^
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
、
四
〇
， 

代
に
お
け
る
綿
業
労
働
者
組
合
速
合(Association of Operative 

Cotton s
p
i
n
n
e
r
s
)

の
活
動
は
そ
の
意
味
で
、

ま
こ
と
に
^
目
す
べ
き
も
の
で
あ
っ 

た
。

' 

:

:
 

:

(

1)

ヨ

&

ダ

 Indstorial 

Democracy, 

p. 

4
7
1
.

高
野
訳
五
七
〇
頁
、

(

2)

い
ぅ
ま
で
も
な
く
、
ジ
ェ
ニー

紡
績
機
.お
よ
び
ミ
ュ
ー
ル

紡
績
機
の
場
合
は
、
紡
績
工
に
と
っ
て
熟
練
を
要
し
、
そ
の
熟
練
修
得
の
た
め
に
、

あ
るj

定
のS

問
を 

必
瓦
と
し
た
た
め
、
男
子
労
働
力
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
力
織
機
の
出
現
に
よ
っ
て
、
.単
純
労
働
に
近
い
も
の
と
な
り
、
婦
人
労
働
者
に
よ
っ
て
も
あ
つ
か
い 

易
い
も
の
と
な
っ
た
。
熟
練
労
働
者
と
し
て
の
妨
銳
エ
と
そ
の
下
請
エ
と
し
て
の
讓
労
働
者
、
婦
人
労
働
者
お
よ
び
そ
の
他
の
関
速
労
働
治
と
の
裏
なS

!

害
関
系 

は
、
こ
の
よ
ぅ
な
技
術
的
な
変
革
の
過
程
と
密
接
に
か
か
わ
り
合
い
を
も
っ
て
い
る
。
 

. 

.

(

3) 

Turner,, ibid., 

p. 

Ill,

(

4)

戸
塚
秀
夫「

イ
ギ
リ
ス
工
場
法
成
立
史
論」

(

未
来
社)

一
九
六
六
年
、
一
六
0
頁
。

ノ

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
綿
業
労
働
者
の
運
動
は
、
産
業
革
命
期
に
お
い
て
も
っ
と
も
活
潑
な
展
開
を
み
.た
の
で
あ
り
、
そ
の
運
動
の
中
核 

と
な
っ
た
も
の
は
、
ひ
と
つ
は
手
織
工
を
中
心
と
す
る
し
ば
し
ば
暴
動
的
な
形
態
を
と
っ
た
と
こ
ろ
め
も
の
で
あ
り
、

い
ま
ひ
と
つ
は
、
ラ
ン
力 

シ
ァ
地
方
を
中
心
と
す
る
綿
餅
續
工
業
労
働
者
の
運
動
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
す
で
に
労
働
者
の
紅 

織
が
一
八
世
紀
中
葉
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
広
は
ん
に
存
在
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
代
的
な
綿
業
労
働
者
の
運
勋
は
、
連
统 

的

•
恒
常
的
な
発
展
と
し
て
は
、

一
八
五
〇
年
以
前
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
綿
業
労
働
運
動
の
構
造
に
も 

か
か
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
古
い
型
の
労
働
者
と
新
し
い
型
の
労
働
者
の
が
明
確
で
な
く
、
両
者
は
と
も
に
競
合
し
、
そ
の
よ
う
な
競 

合
状
態
は
、
組
織
の
企
図
に
も
反
映
し
て
い
た
。

一
八
四
ニ
年
、
チ
ャ
丨
テ
ィ
ス
ト
運
動
が
未
だ
勢
力
を
失
っ
て
い
な
い
段
階
に

お
い
て
結
成
を 

み
た
速
合
王
国
綿
業
労
働
者
組
合(

A
l
i
a
t
i
o
n

 

of Operative Cotton 

s
p
i
n
n
l

 

T
w
i
n
e
r
s

 a
n
d

 Self-acting M
ind

e
r
s of the U

nited K
i
n
g
d
o
m
)

 

t

、
^f

し
い
労
働
者
を
結
集
し
よ
う
と
努
力
し
、
地
方
的
に
は
か
な
り
の
成
功
を
お
さ
め
た
の
で
あ
っ
た(

碎
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
組
織
は
、
 

击
い
ミ
ュ
ー
ル
紡
績
工
と
新
し
い
暴
視
労
働
者
s
iま
&

と
€>
.間
の
撕
立
を
克
服
し
え
な
か
っ
た
し
、.
こ
れ
に
乗
じ
て
、.
雇
主
の
側
か
ら
す
る
分 

裂
政
1-
ガ
ネ
^
に
|
%じ
ら
れ
た
の
で
あ
.る

す

な

.わ
ち
技
術
的
類
練
を
主
ど
す
る
ミ

.

ュ
ー
ル
級
績
エ
は
、

一
般
的
に
機
械
化
に
よ
る
自
動
的
な
装 

置
に
よ
っ
て
賃
金
切
り
下
げ
を
強
行
さ
れ
る
の
を
警
戒
し
、
看
視
労
働
者
と
の
対
立
は
容
易
に
と
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
.
こ
れ
に
た
い
し
て 

M
主
は
、
ミ
ュ
ー
ル
紡
績
工
の
孤
立
化
を
は
か
る
た
め
、
彼
ら
が
本
来
払
う
よ
り
も
高
い
賃
金
に
よ
っ
て
、
紡
績
工
の
助
手
た
ち
を
買
収
し
よ
う 

と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
妨
纖
エ
の
労
働
货
族
的
な
地
位
を
危
う
く
す
る
と
こ
ろ
の
政
策
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
^
件
は
古
い
ミH 

I 

ル
級
績
エ
と
、
彼
ら
か
ら
み
れ
ば
不
熟
練
労
働
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
看
視
人
と
の
対
立
を
ま
す
ま
す
深
め
る
結
果
と
な
り
、
若
干
の
組
合
は
、

，hl 

動
妨
績
機
の
看
視
労
働
者
を
そ
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
除
外
し
た
結
果
と
し
て
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
、
後
者
の
組
合
が
結
成
さ
れ
る
こ
と 

と
な
っ
た
"
い
う
ま
で
も
な
く
、
綿
紡
績
業
の
変
革
の
過
程
で
、

一
八
六
一
年
に
成
立
を
み
た
看
視
労
働
者
の
組
合
と
し
て
の
®
動
紡
績
工
組
合 

(Self-Actor society)

は
、
の
ち
に
も
っ
と
も
完
全
に
組
織
さ
れ
た
組
合
と
な
り
、

一
八
八
〇
年
代
に
お
け
る
ミH

丨
ル
紡
績
工
の
減
少
傾
向
と
と 

も
に
、
最
終
的
に
は
彼
ら
の
組
合
を
こ
れ
と
結
び
つ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る(

が)

、

一
八
四
〇
年
代
、
す
な
わ
ち
全
国
的
職
能
別
組
合
形
成 

の
時
期
に
お
い
て
は
、
新
旧
労
働
者
の
差
異
お
よ
び
そ
れ
か
ら
結
果
す
る
利
害
の
対
立
は
い
ち
じ
る
し
か
ら
た
の
.で
あ
っ
て
、
蹄
績
業
よ
り
は
織 

布
業
に
お
い
て
と
く
に
は
っ
き
り
し
た
形
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
紡
績
業
に
お
い
て
は
ミ
ュ
ー
ル
紡
績
工
と
精
紡
エ
と
の
差
異
は
、
双
方
と
も
機 

极
化
さ
れ
た
^-
總
^
械
エ
^
を
航
提
と
し
て
お
り
そ
の
差
興
.は
、
こ
の
機
械
を
蓝
礎
と
す
る
熟
練
の
問
題
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
た
め
に
、
そ 

の
刘
立
は
比
較
的
小
さ
か
っ
た
の
に
た
い
し
、

一
方
、
力
織
機
工
場
に
お
け
る
織
布
エ
と
、
他
方
に
お
け
る
手
織
工
の
場
合
は
、
明
ら
か
に
工
場 

労
働
者
と
家
内
労
働
者
と
の
差
異
で
あ
り
、
そ
れ
は
女
子
労
働
力
の
導
入
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
複
雑
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(

1)

い
わ
ゆ
る「

西
い
タ
ィ
プ」

の
労
働
者
と
新
し
.
い
タ
ィ
プ
の
労
働
者
と
の
関
係
は
、
た
と
え
ば
、
手
織
工
と
力
織
機
エ
と
の
関
係
に
お
い
て
象
徴
さ
れ
る
。
ま
た
、
 

紡
績
工
に
っ
い
て
い
え
ば
、
ミ
ュ
ー
ル
紡
辕
エ
と
よ
り
進
歩
し
た
紡
績
機
械
を
あ
っ
か
う
労
働
若
と
の
対
立
。

独
占
形
成
期
に
お
け
る
労
資
関
係
と
労
働
組
合
運
動(

そ
の
一
一)

.
 

三

ヒ(

一
一
一
五
ヒ)



•
 

-
 
-
 
-
 

> 

\ J 

ニ 
5 
•ノ /

(
2) 

Turner, 

ibid., 

p
_ 115. 

-

(
3) 

Ibid; p. 

116.
2

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
ミ
ュ
丨
ル
訪
績
工
場
を
の
ち
I

動
紛
績
ェ
場
に
転
換
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
し
、

〕

く
考
じ
上
f

せ 

.

.

に
お
い
て
さ
え
：
両
方
の
機
械
が
見
出
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る

。：(

H
i
只

拝

こ

5

 

.

.

.
■
一
 

f

务

ナ

门

コ

f

し
く
は
R

し

仕
I

良

産
業
f

初
頭
の
機
械
織
工
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
婦
人
も
し
く
は
少
年
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
、
丁
；場
制
度
の
本
格
匕
と
と〜

 

に
、
男
I

雪
が
拡
大
し
て
い
く
傾
向
I

っ
た
が
、
他
方
I

い
て
、.蠢

く
 

I

す
I

織

ェ

は

手

議

そ

の

も

の

の

證

す

る

雪 

て
し
は
し
は
婦
人
に
と
っ
て
代
ら
れ
た
と
は
い
え
、
庄
倒
的
に
拳
が
し
め
て
い
た
。
手
織
工
は
そ
の
性
格
上
、
広
範
囲
に
団
結
す
る
こ
と
が 

不
可
严
で
あ
っ
ナ
の
に
た
I

し
て
力
織
工
は
早
く
力
ら
麗
し
、

一
八
. 一O

年
代
に
ス
ト
ッ
ク
ポ
-
ト
の
工
場
の
最
初
の
ス
ト
ラ
イ
キ
か
ら
一
 

八
一
、八
年
の
大
規
模
な
ラ
ン
力
シ
ァ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
の
波
を
ひ
き
お
こ
す
の
で
あ
る
ボ
、
.
こ
こ
で
は
組
合
麗
の
形
態
を
中
心
に
し
.て
考
察
す
る 

な
ら
ば
、

一

八
三
四
年
か
ら
七
年
の
間
に
、：
グ
ラ
ス
ゴ
ゥ
、
プ
レ
ス
ト
ン
お
よ
び
才
丨
ル
ダ
ム
の
.地
域
に
力
織
工
の
組
織
が
つ
く
ら
れ
、
そ
の
资 

初

の

年

i
な
わ
ち
一
八
三
四
年
に
は
、
織
機
業
の
た
め
の
最
初
の
地
域
賃
金
リ
ス
ト
f

d

i

s

i

l

l

)

が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

マ
ン
チH 

K

f
に
お
い
て
結
成
を
み
た
英
I

よ
び
ァ
イ
ル
ラ
ン
ド
力
織
工
組
合
は
、
そ
の
短
い
活
廳
間
に
も
か
か
わ
ら
ず
管

す

べ

き

も 

の
で
去
っ
た
し
力
し
こ
の
よ
う
な
例
は
、

.
い
わ
ば
例
外
と
し
て
と
ど
ま
り
、
.一
九
世
紀
前
半
に
は
、
綿
業
に
お
い
て
は
近
代
的
な
意
味
で
の
全 

国
的
I

別
i

l

し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、I

る
。
五0
年

代

宝

ハ0

年
代
に
か
け
て
の
転
換
期
に
、
近

代

的

露
I

轰

へ

 

H

じ
ま
り
、
そ
I

I

、
四
o

d

f
 

i

法
運
f

ャ
1
テ

イ

ズ

ム

と

の

関

霞

い

て

行

わ

れ

塞

.者
の
生

活

改
 

重

動

、
塁

的

教

養

団
体
と
し
て
の
機
械H

学
校
|

!

|

|

)

な
I

あ
っ
た
こ
と
は
無
視
し
え
な
い
。

一
八
六
0
年
代
の
资
1

 

義
の
相
対
的
安
定
が
、
チ
ャ
-
テ
イ
ス
ト
の
時
代
の
い
ち
じ
る
し
い
敵
対
的
感
情
を
緩
和
さ
せ
、
雇
主
と
労
働
者
が『

対
？

立
I

、
労
働 

条
例
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
う
気
運
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
つ
た
。

た
な
か
で
近
代
的
な
綿
業
労
働
組
合
結
成
へ
の

I

雲

さ

れ

る

の

で

あ

る
が
一
八
五
三
年
に
^
設
さ
れ
た
合
.同
綿
糸
妨
.績
エ
組
合
は
、

一
八
六
九
年
ま
で
、
ォ
ー
ル
ダ
ム
お
よ
び
ボ
ル
ト
ン
の
よ
う
な
重
要
令
地
域
の

地
方
組
織
の
不
加
人
お
よ
び
形
勢
観
望
的
態
度
に
よ
っ
て
、
勢
力
を
分
散
さ
せ
ら
れ
、
.全
国
的
組
合
と
し
て
は
き
わ
め
て
統
制
力
の
弱
い
般
合
と

し
て
存
在
し
、
ま
た
綿
織
工
も
ほ
ぼ
同
一
の
事
情
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
5 4)

。
但
し
、
ブ
ラ
ッ
ク
、パー

ン

の

価

議

(
B
l
a
l
r
n
L
i
s
t
)

と
し
て
知
ら

れ
る
複
雑
な
請
負
仕
辦
の
賃
金
表
を
一

八
五
三
年
に
雇
主
に
認
め
さ
せ
，.る
こ
と
に

成
功
し
た
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
一

般
に
手
織
工
の
本
格
的
な

組
織
運
取
は
一
八
六
〇
年
代
の
終
り
か
ら
一
八
七
三
年
恐
慌
の
時
期
に
か
け
て
よ
う
や
く
本
格
化
し
、
綿
業
労
働
運
動
内
部
の
諸
矛
盾
も
露
呈 

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

I

(

1)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、H

a
m
m
o
n
d
,

 s
k
m
a
Labourer, 

1
9
2
0
.

拙
著「

イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
の
生
成」

(
一

九
六
六
年)

参
迢
。
 

^

2)
「『

ラ
ン
ヵ
シ
ア
の
獰
猛』

は
あ
り
ふ
れ
た
そ
し
て
適
■

よ
び
名
で
あ
っ
た
。
つ
い
最
近
ま
で
は
、
い
.か
な
る
場
合
も
、
五
〇
〇
人
汾
集
ま
る
こ
と
は
危
険
だ
っ
た 

も
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
パ
ン
星
や
肉
屋
は
、
略
奪
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
今
や
一
〇
万
の
人
々
が
集
ま
っ
て
も
暴
動
は
お
こ
ら
な
い
。
何
故
か
？

前
に
の
べ
ヒ
|

 

を
除
け
ば
、
人
！

T

か
品
を
も
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
S
的
の
追
求
は
、
彼
ら
に
彼
ら
の
眼
で
何
が
S

で
あ
る
か
を
教
え
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
的
身
の
奮
を
も 

，
つ
な
か
で
彼
ら
を
向
上
せ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
て
は
.幾
動
の
指
導
希
で
あ
づ
た
と
こ
ろ
の
人
々
こ
そ
、
平
和
の
保
持
？

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
改
取
が
前
進
す
る 

.

に
つ
れ
て
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
泥
酔
が
い
ち
じ
る
し
く
へ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
変
化
を
生
み
出
す
ほ
ど
強
力
に
作
爪
す
る
と
こ
ろ
の
原
因
と
V
 

も
の
は
、
何
も
の
か
を
也
み
出
す
こ
と
が
で
き
る…

…

。」

?
 

S

F
 

s
® 

0
 ̂

w
.
1
^

(

3
、

こ
-
 ̂に
つ
..

> 
て
は 

M
a
r
y

 

Tylecote, 

T
h
e

 Mechanics Institutes 

of Lancashire 

a
n
d

 

Yorkshire 

before Manchester, 

1957..

を
参
照
。

(

4) • 

Sidney 
B

 

Beatrice 

W
e
b
b
,

 

History of T
r
ade 

Unionism, 

1920, 

p. 307.

で
は
、

一
八
七
三
年
恐
慌
を
も
っ
て
労
働
運
動
を
區
分
す
る
重
要
な
根
拠
と
は
ー
体
何
で
あ
る
か
。

ー
八
五
三
年
お
よ
び
五
九
年
に
お
け
る
賃 

金
切
り
下
げ
に
反
対
す
るK

ト
ラ
イ
中
を
は
じ
め
、
五
o
年
代
お
よ
び
六
o
年
代
に
か
け
て
頻
発
し
た
ス
ト
ラ
イ
キ
は
、
局
限
さ
れ
た
一
地
方
を 

は
な
L
も
の
で
あ
り
、
争
議
は
主
と
し
て
、
ラ
ン
ヵ
シ
ア
北
部
お
よ
び
北
東
部
の
急
速
に
発
展
す
る
産
業
中
心
地
に
集
中
す
る
傾
向
を
も
っ
て
い 

た
。
し
か
し
な
が
ら
一
八
七
〇
年
代
に
な
る
と
新
し
い
変
化
が
み
ら
れ
、
と
く
に
七
三
年
恐
慌
を
契
機
と
し
て
、
た
ん
に
一
地
方
あ
る
い
は
一 

工
場
と
い
う
狭
い
枠
を
超
え
た
産
業
全
体
べ
の
広
が
り
を
み
せ
る
よ
う
に
な
り
、
運
動
自
体
が
質
的
転
換
を
.と
げ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ 

独
占
形
成
期
に
お
け
る
労
資
関
係
と
労
働
組
合
運
動(

そ
の
ニ) 

三

九(

ニ 
|1£
■し
，



四
〇

(

一
二
六
〇)

れ
と
同
時
に
注
固
す
べ
き
変
化
は
"
組
合
運
動
の
中
心
が
北
部
ラ
ン
ヵ
シ
ア
か
ら
南
部
も
し
く
は
ヨ
I
ク
シ
ア
に
麥
り
，
恐
慌
後
の
一
'
ヒ
五
年 

以
後
に
地
方
組
合
の
三
分
め
ニ
程
度
が
建
設
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
も
の
は
、：
.北
部
ラ
シ
ヵ
シ
ア
に
発
生
し
た
も
の
が
大
部
分
で
あ 

っ
た
の
に
反
し
、
新
し
く
出
来
た
も
の
は
'ラ
ン
ヵ
シ
ブ
南
部
お
よ
び
ヨ
ー
ク
シ
ア
地
方
.を
'中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
っ
て
も
こ
の
新
し 

い
地
方
的
組
合
は
、
既
存
の
職
業
的
な
グ
ル
ー
プ
の
苒
編
成
に
す
ぎ
な
い
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
紡
績
工
の
み
を
組
織
対
象
と
す
る
合
同 

紡
績
工
組
合(spinners Amalgamation)

ば
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
.
シ
ョ
ッ
プ
制
を
と
り
、
.
こ
れ
に
反
し
て
、

梳
綿
機
室
労
動
者
丈
、
オ
ー
プ
ン
•
シ 

ョ
ッ
フ
俳
を
と
っ
て

い

る

と

こ

ろ

の

ニ
つ
の
組
合
を
含
ん
で
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
り
、

一
方
こ
れ
と
鼓
行
し
て
、
類
似
の
組
織
と
し
て
の
オ
ー 

プ
ン•

シ
ョ
ッ
プ
制
を
と
る
と
こ
ろ
の
合
同
綿
織
工
組
合(weaver

®.Amalgamation)

と
撚
り
糸
エ
組
合
の
ク
ロ
ー
ズ
ド•

シ
ョ
ツ
プ
诎
と
が
対 

照
的
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。綿
紡
績
工
組
合
と
撚
り
糸
エ
組
合(

=

ク
ロ
丨
ズ
ド
.
シ
ョ
ッ
プ)

と
他
方
、
梳
綿
機
室
労

働

者

(

"
ォ
丨
プ 

ン
：
ゾ
ョ
ッ
プ)

の
組
合
が
竝
行
し
て
綿
工
業
に
存
在
し
た
こ
と
が
ま
こ
と
に
特
徴
的
で
.あ
っ
た
。

梳
綿
機
室
労
働
者
の
組
織
が
、
は
じ
め
オ
ー
プ
ン
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
組
織
が
小
さ
く
、
ま
た
組
合
員
が
非
常
に
少
か
っ
た
と
い 

う
琪
実
に
も
よ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
各
地
に
散
在
し
て
そ
こ
で
地
方
的
な
規
模
で
の
団
体
交
渉
を
行
い
、
組
織
と
し
て
は
き
わ
め
て
微
弱
な 

段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
一
八
七
ニ
年
、
団
結
の
経
験
が
な
い
た
め
に
、
地
方
的
な
協
同
組
合
が
、
団
体
交
渉
の
指
導
を
ひ 

き
う
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
事
実
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
や
.、が
て
第
一
次
大
戦
の
頃
に
な
っ
て
、
紡
績
工
の
組
合
員
数
は
、
梳
綿
機
室
労 

働
卷
の
数
に
よ
っ
て
追
い
抜
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
安
定
し
た
近
代
的
な
労
働
組
合
と
し
て
は
、
綿
紐
績
エ
組
合
が
代 

表
的
な
も
の
で
あ
り
、

全
国
的
な
職
業
別
組
合
と
し
て
は
、

一
八
八
三
年
、
：
連
合
繊
維
工
場
労
働
者
組
合(

U
H.
S
 Textile 

Factory 

w
orkers 

Association)

と
し
て
、
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
多
く
の
合
同
組
合(amalgamation)

を
連
立
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
環
と
し
て
^
立
ち
、
 

ま
た
そ
れ
ら
の
労
働
党
へ
の
加
入
に
あ
た
っ
て
、
き
わ
め
て
重
悪
な
役
割
を
演
ず
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
1
け
。
こ
の
よ
う
に
し
て 

綿
紡
績
労
働
者
の
労
働
運
動
に
お
け
る
役
割
は
次
第
に
確
固
と
し
た
も
の
に
な
つ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
と
く
に
旧
い
熟
練
を
主
と
す
る
ミ
ュ
ー

ル
紡
績
工
組
合
の
没
落
か
ら
近
代
的
な
労
働
組
合
へ
の
発
展
の
過
程
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
労
働
力
供
給
の
統
制
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
っ
た
。
 

こ
れ
を
槓
杆
と
し
て
、
そ
れ
.は
、
綿
業
労
働
者
の
組
合
運
動
全
体
を
リ
ー
ド
す
る
，に
至
る
の
で
あ
る
。
産
業
革
命
の
技
術
の
過
程
で
、
自
動
紡
績 

機

(self-actor m
u
l
e
)

が
導
入
さ
れ
、
.
ミ
ュ
ー
ル
級
績
エ
の
賃
金
の
低
下
お
よ
び
人
員
の
削
減
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
出
来
高
工
の
代
替
、
ひ
と
り 

の
監
督
者
に
よ
る
数
台
の
ミ
ュ
ー
ル
機
と
い
う
よ
う
に
、
全
般
的
に
合
理
化
が
お
し
す
す
め
ら
れ
て
い
く
過
程
で
、
綿
紡
績
工
組
合
は
守
勢
に
立 

た
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
自
動
紐
績
エ
は
、
か
っ
て
の
み
ず
か
ら
の
べ
！
ス
に
よ
る
機
械
操
作
の
体
系
と
入
職
制
度
を
確
保
す
る
こ
と 

に
よ
っ
て
、
固
己
の
職
業
的
利
益
を
守
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
自
動
紡
績
機
の
監
視
労
働
者(self-actor minders)-

が
み
ず
か
ら
紡
績
工
と
名 

の
り
、
ま
た
そ
の
役
割
を
果
す
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
一
対
の
自
動
ミ
ュ
ー
ル
機
に
、
二
人
の
男
子
の
出
来
高
工
が
っ
き
、
監
視
労
働 

者
は
こ
の
出
来
高
工
か
ら
の
み
補
充
さ
れ
、
個
々
の
工
場
.に
お
い
て
‘は
、
厳
密
な
先
任
制
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
古
い
手
織
工
の 

徒
弟
制
度
が
消
滅
し
、
新
し
い
力
織
工
の
組
合
が
、
自
由
な
入
職
制
度
を
と
っ
て
い
た
の
と
は
、
ま
さ
に
対
照
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き 

る
で
あ
ろ
う
。

紡
績
工
の
よ
う
に
、
入
職
制
度
に
お
い
て
規
制
力
を
も
っ
か
、
.織
工
、
と
り
わ
け
力
織
工
の
よ
う
に
自
由
な
入
職
を
許
し
て
い
る
か
に
よ
っ 

て
、
組
合
の
政
策
_
体
に
大
き
な
相
違
を
来
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
と
く
に
炭
鉱
業
と
な
ら
ん
で
出
来
高
払
い
制
度
の
発
展
し
て
い
る 

綿
工
業
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
は
強
く
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
出
来
高
を
賃
金
算
定
の
基
礎
と
す
る
こ
の
よ
う
な
出 

来古！！

払
い
制
度
は
、
近
代
工
業
が
、
家
内
工
業
か
ら
そ
の
ま
ま
う
け
っ
い
だ
と
こ
ろ
の
制
度
で
あ
っ
て
、
.家
内
工
業
お
よ
び
.マ
ニ
ユ
フ
ァ
ク
チ
ュ 

ァ
の
段
階
に
お
い
，て
は
、
生
産
物
が
量
的
に
も
質
的
に
も
少
な
く
、
賃
金
率
も
簡
単
で
は
あ
っ
た
が
、
大
工
場
制
度
の
発
展
と
技
術
的
変
革
と
は
、
 

生
産
物
の
多
様
性
を
可
能
と
し
、
従
来
の
よ
う
に
慣
習
に
よ
っ
て
出
来
高
払
い
賃
金
率
を
決
定
す
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
と
な
る
と
と
も
に
、
し 

ば
し
ば
労
資
間
の
紛
争
の
重
大
な
原
因
と
な
る
に
至
っ
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
糸
や
布
地
の
異
な
っ
た
種
類
の
た
め
に
、
賃
金
率
間
の
有
機
的 

な
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
困
難
性
は
、

一
方
に
お
い
て
雇
主
が
、
そ
し
て
他
方
に
お
い
て
労
働
者
が
生
産
物
の
異 

独
占
形
成
期
に
お
け
る
労
資
関
係
と
労
働
組
合
運
動(

そ
の
ニ) 

四一
(

一
二
六
一)
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な
れ
る
震
の
夥
し
い
急
増
の
た
め
の
み
な
ら
ず
、
..新
し
い
製
品
が
つ
く
ら
れ
る
疆
も
し
く
は
諸
条
件
の
変
化
を
保
障
す
る
た
め
に
、
賃
金
率 

の
修
正
を
要
求
し
は
.じ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
.、
ま
す
ま
す
増
大
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
%
る
。

_
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一
八
九
一
一
年
の
I

労

.

.部
分
の
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
人
の
労
働
組
合
員
の
三
分
の
ニ
I

ん
で
w

 

I

、
彼
ら
は
少
く
と
も
こ
の

馨

I

I

!

に

対

す

る

強

い

傾

向

と

だ

び

的

i

f

f

っ
て
、
速
立
の
組 

•色

て

、

一
八
五
三
年
に
議
さ
れ
た
強
力
な
合
同
綿
靈
I

I
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i

l
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A
l

i
l

n

a r
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c
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l
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t
o
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合

L
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<
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§ !

は 

'統
一
娥
雜
工
場
労
雪
組
合
連
合(united T

l
l

o
r

y

 w
o
r
k
l

 Association)
(

一
 

八
八
六
年
こ
創
3/
“

^

<

^
さ
，1
の
^

^

〇
〇
〇
っ
人) 

ら
議
会
的
な
目
的
の
た
め
に
結
成
さ
れ
た
も
の
で
.あ
っ
て
、
三
五
、
〇
〇
〇
人

と

い

う

か

な

り

大

を

^
^
せ
し
し,め
て
、こ
1

ム;

^
は
“

っ
は 

お
よ
ひ
ョ
丨
ク
シ
ァ
の
戴
労
働
I

組
織
し
、
そ
の
結
果
、
炭
鉱
夫
簾
に
つ
い
で
、
.こ
の
国
の
も
っ
と
も
強
力
な
I

〗

合
I

と
よ
っ
、

、

、

ァ

.

^

^

H

u
s ^
i l
^

l

f
”
但
し
こ
の
場
合
、
ぃ
ぅ
！

な 

l

f k
l

l r
は
”

て
は
、
婦
人
は
そ
の
組
貪
の
大
部
分
を
し
h
て
い
た
こ
"と
は
^

^T
れ̂

^
のな̂

f

い“
み
こ
ま
れ
て
"
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
鑛
エ
や
梳
綿
室
エ
組
合
に
お
い

w3)

e1

し
j
 

n

f
、

労
働
党
結
成
.の
前
史
と
も
い
う
べ
き
一
九
世
紀
末
期
に
あ
っ
て
は
、'保
守
党
に
た
い
す
る
強
い
支
持
を
も
っ
て
知
ら
れ
.こ
。
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そ 

i

ダ
f

i

成
に
あ
を
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
f

る
か
は
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
が

、

そ
れ
は
後
の
問
題
で
あ
る
。
 

PP 

.
)

そ

か
く
し
て
多
様
な
生
産
物
と
生
産
過
程
を
と
も
な
う
と
こ
ろ
の
粜
高
払
制
の
職
業
に
お
け
る「

標
準
賃
金
率」

.

0

1

1

,丈
、

も
日
常
的
な
問
題
I

っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

一
.九
世
紀
を
通
じ
て
、
多
く
の
職
業
に
お
い
て
組
織
的
に
行
わ
れ
てI

た 

吐
来
f

 

T

は
と
の
よ
う
な
I

が
念
た
か
と
い
.う
麗
が
あ
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
は
、
今
日
ま
で
織
物
露
者
の
一
部
で
は
な
お
行 

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
新

し

い

粜

篇

格

と

い

1

も

の

を

、

、
一

地

方

も

し

く

は

麗

全

体

と

し

て

I

す

る

こ
と
で
あ
る
。
.し

t

こ

，

e

は
、
そ
れ
ぞ
れ
他
の
価
格
に
関
係
な
く
、.
各
個
別
的
に
ば
ら
ば
ら
に
決
定
さ
れ
、
特
別
の
交
渉
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら 

ば
、
生
産
物
や
生
産
過
觀
が
、.
た
え
ず
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
の
職
業
の
場
合
に
は
"
全
国
的
な
レ
ヴH

ル
で
は
も
.ち
ろ
ん
、
 

地
方
的
な
交
渉
の
場
合
で
も
、
交
渉
員
の
間
に
利
窗
の
対
立
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
統
一
.し
た
要
求
と
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難 

と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
、
.各
個
別
の
価
格
が
、
主
と
し
て
そ
れ
が
決
定
さ
れ
る
時
点
に
お
け
る
靡
主
と
労
働
者
と
の
間
の
各 

々
の
交
渉
カ
^
応
じ
て
規
宠
さ
れ
る
の
，で
あ
っ
て
、
賃
金
表
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
た
価
格
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
週
賃
金
と
な
っ
て
あ 

ら
わ
办
る
こ
と
と
な
る
。
い
ま
ひ
と
つ
の
方
法
は
、
地
域
も
し
く
は
産
業
中
心
の
交
渉
に
よ
っ
て
菡
準
と
な
る
と
こ
ろ
の
時
間
賃
金
を
設
定
し
、
 

出
来
高
賃
金
率
を
も
っ
て
、
各
職
場
で
の
決
定
に
任
せ
る
が

、

し
か
し
何
ら
か
の
形
で
標
準
賃
金
率
に
関
係
あ
る
所
得
に
従
う
と
い
う
条
件
で
決 

定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
0
し
か
し
こ
れ
に
と
も
な
う

困
難
は
、
出
来
高
払
い
賃
金
が
、
交
渉
力
の
差
異
の
.た
め
に
、
職
場
に
よ
っ
て 

い
ち
じ
る
し
く
興
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
れ
は
賃
金
率
の
.漸
次
的
な
崩
壊
と
い
う
こ
と
に
な
る
の 

で
あ
っ
て
、
交
渉
力
の
弱
い
職
場
に
.お
い
て
は
、
同
一
水
準
の
所
得
を
確
保
す
る
た
め
に
、
労
働
者
の
間
に
、
労
働
の
強
化
も
し
く
は
残
業
な
ど 

を
喜
ぶ
風
淘
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

■ 

■ 

' 

. 

■

’1

般
に
H
来1

.̂
払

度

は

一

九

诏

紀

全

般

に

わ

た

.っ
て
;^
く
行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
以
上
に
み
た
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
備
な 

点
が
あ
ら
わ
れ
た
た
め
、
賃
金
要
求
は
、
綿
業
労
働
者
の
若
干
の
職
業
で
は
出
来
高
払
い
制
か
ら
標
準
賃
金
の
方
向
へ
移
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た 

の
で
あ
る
。

一
八
五
三
年
の
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
•

リ

•ス
ト
の

制
定
は
、
そ
の
意
味
で
は
ま
こ
と
に
.象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
わ 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
斬
新
な
方
法
で
、
出
来
高
払
い
制
の
職
業
に
標
準
賃
金
率
を
強
制
し
よ
う
と
す
る
問
題
を
解
決
し 

よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
原
則
は
、
ま
ず
第
一
に
、
各
職
業
の
生
産
物
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
標
準
単
位
を
、
特
別
に
明
細
に
記
録
し 

た
生
産
諸
条
件
と
と
も
に
設
定
し
、
こ
の
典
型
的
な
標
準
的
生
産
単
位
に
つ
い
て
は
、
標
準
的
な
単
価
が
決
定
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
こ
の
よ
う
な
標 

準
生
産
物
を
迤
準
と
し
て
可
能
な
限
り
の
偏
差
が
体
系
的
に
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
し
て
最
後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
序
列
点
に
つ
い
■て
、
標
準 

独
占
形
成
期
に
お
け
る
労
資
関
係
と
労
働
組
合
運
動(

そ
の
ニ)

.
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四

四(

一
ニ
六
四)

生
産
物
も
し
く
は
標
準
条
件
が
ら
す
る
と

.

こ
ろ
の
単
価(piece-pri&

へ
の
付
加
も
し
く
は
減
額
が
決
定
さ
k
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
し 

て
、
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
の「

賃
金
表」

は
、.
工
場
に
お
け
る
出
来
高
賃
率
を
転
換
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賃
金
決
定
方
式
を
中
央
決
定
に
も 

ち
こ
ま
せ
.る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
地
方
的
あ
る
.い
は
産
業
的
な
範
囲
の
交
渉
が
、
標
準
賃
金
率
と
関
連
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ 

ら
に
標
準
賃
金
表
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
新
生
産
物
か
、
あ
る
い
.は
生
産
過
程
、
も
し
く
は
標
準
賃
金
率
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
生
産
の
特
殊
な
事 

実
に
つ
い
て
の
各
工
場
の
不
一
致
な
ど
に
つ
い
て
は
、
別
の
方
法
で
処
理
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「

賃
金
表」

の
原
則
に
従
え
ば
、
技
術
的
な
変
革
に 

応
ず
る
形
で
、
出
来
高
払
い
の
細
か
な
修
正
.を
も
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
.そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
ブ
ラ
ッ
ク
バ
1

ゾ
の
近
_
の
地
域
に
適
用
さ 

ホ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
.ッ
ク
バ
ー
ン
織
工
組
合(Blackbnrn w

e
a
v
l

 

u
n
i
o
n
)

は
、
こ
の
賃
金
表
の
協
約
締
結
後
に 

あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
組
合
は
、
近
隣
の
支
部
に
た
い
す
る
援
助
に
成
功
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
衰
え
、

一
八
五
八
年
、
そ
れ
か 

ら
分
傲
し
.た
い
く
つ
か
の
支
部
組
合
は
、
織
工
の
最
初
の
合
同
組
合(Amalgamation).

を
結
成
し
た
が
、
そ
め
目
的
は
、「

現
行
の
出
来
高
払
い 

の
複
雑
な
賃
金
率
か
ら
お
こ
る
|
え
間
な
い
争
い
に
つ
い
て
、
労
働
者(operatives)

の
立
場
か
ら
、
そ
の
利
益
を
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ 

う
に
、
価
格
に
つ
い
て
の
熟
練
し
た
計
算
者
を
一
貫
し
て
支
持
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
^

。̂
当
時
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
と
は
別
に
、
ラ 

ン
ヵ
シ
ア
地
方
一
帯
に
、
力
織
工
の
組
合
が
か
な
り
広
汎
に
存
在
し
て
お
り
、
雇
主
は
こ
れ
に
た
い
し
、
あ
る
種
の
不
安
感
を
も
っ
て
訴
え
た
の 

で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
正
式
の
団
体
交
渉
の
方
式
を
も
た
な
い
時
点
で
の
自
然
発
生
的
な
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お 

い
て
は
新
し
い
団
体
交
渉
の
方
式
の
な
か
で
、
地
区
ご
と
に
賃
金
表
を
要
求
し
、
や
が
て
近
代
的
な
織
工
の
組
合
の
先
駆
者
と
し
て
の
地
位
を
し 

め
る
ま
で
は
、
五
〇
年
代
以
後
で
あ
っ
て
も
産
業
革
命
期
の
手
織
工
と
あ
ま
り
変
ら
な
い
性
格
を
も
っ
て
い
た
。

さ
き
の
合
同
織
工
組
合
は
、
ア
メ
リ
ヵ
麻
北
戦
争
に
よ
る
一
八
六
ニ
年〜

四
年
の
綿
飢
饉
の
試
煉
を
へ
て
残
存
し
た
が
、
ま
た
そ
の
過
程
で
、
多 

く
の
地
方
組
合
は
消
滅
し
、
そ
れ
ら
に
代
っ
て
よ
り
多
く
の
組
合
が
加
入
す
る
と
い
う
よ
う
に
変
動
に
あ
っ
た
が
、

一
時
的
で
は
あ
れ
、
そ
の
最 

盛
期
に
は
、

一
四
の
加
入
組
合
か
ら
成
っ
て
お
り
、
他
方
こ
れ
に
加
入
し
な
い
地
方
組
合
は
、
み
ず
か
ら
役
員
を
選
び
運
動
を
展
開
し
て
い
た
。

こ
の
時
期
に
職
業
的
な
組
合
活
動
家
の
出
現
が
注
目
さ
れ
、
そ
の
背
景
.に
は
、
出
来
高
払
い
賃
金
率
に
お
け
る
地
方
的
な
格
差
の
問
題
が
あ
っ

た
。
こ
れ
ら
の
新
し
い
職
業
的
活
動
家
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
は
、
地
方
的
な
未
組
織
状
況
の
た
め
に
標
準
賃
金
率
の
確
立
が
妨
げ
ら
れ
、
地
方
に
よ

り
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
高
払
い
賃
金
が
稃
在
し
て
い
た
結
果
、
同
じ
職
業
内
部
で
は
げ
し
い
競
争
状
態
が
現
出
し
、
団
結
が
妨
げ
ら
れ
る
状
況
に
か

ん
が
み
、
そ
れ
ら
を
結
集
し
て
、
統
一
的
な
標
準
賃
金
率
を
実
現
す
る
た
め
に
、「

賃
金
委
員
会」

(wages c
o
m
m
i
t
t
e
e
)

を
結
成
し
た
の
で
あ
る
。

(

5)

そ
し
て
こ
の
委
員
会
こ
そ
は
、
雇
主
と
労
働
組
合
と
の
間
に
お
け
る
賃
金
決
定
機
構
と
し
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に 

一
般
に
綿
工
業
に
お
い
て
賃
金
格
差
の
い
ち
じ
る
し
い
こ
と
が
、
労
働
市
場
の
全
国
的
統
一
を
は
ば
み
、
全
国
的
な
横
断
組
合
の
結
成
を
阻
ん
だ 

こ
と
は
、
た
と
え
ば
こ
の
合
同
組
合
加
入
の
地
方
支
部
に
し
て
も
、
各
支
部
が
財
政
的
な
菡
金
の
蓄
積
状
態
の
相
違
か
ら
、
富
裕
な
支
部
で
あ
れ 

ば
あ
る
ほ
ど
、
共
同
の
プ
ー
ル
制
に
た
い
し
て
消
極
的
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
争
議
に
際
し
て
は
し
ば
し
ば
勝
利
を
し
め
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
 

た
ほ
ど
で
あ
る
。
の
ち
に
組
織
の
停
滞
化
に
直
而
し
て
、
す
べ
て
の
ラ
ン
ヵ
シ
ア
の
代
表
者
の
会
議
が
開
か
れ
、
新
し
い
第
二
の
合
同
組
合
が
設 

立
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
の
第
一
合
同
組
合
と
第
二
合
同
組
合
と
は
半
ば
は
競
合
的
且
つ
半
ば
共
存
的
な
組
織
と
し
て
、
 

.以
後
ほ
ぼ
等
し
い
組
合
員
を
擁
し
、
そ
の
統
一
の
も
と
で
、

一.
八
九
ニ
年
、
統
一
的
な
賃
金
表
が
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
織
工 

の
合
同
組
合
は
、
や
は
り
標
準
賃
率
獲
得
の
た
め
の
ル
ー
ズ
な
結
合
体
と
し
て
と
ど
ま
り
、
強
固
な
職
業
別
組
合
へ
の
途
は
、
ま
こ
と
に
困
難
を 

き
わ
め
た
の
で
あ
る
。

以
上
に
の
べ
た
よ
う
に
、
近
代
的
な
労
働
組
合
と
し
て
の
綿
紡
績
工
組
合
も
織
工
組
合
も
、

一
九
世
紀
前
半
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
時
期
の
新 

し
い
工
場
労
働
者
の
自
然
発
生
的
な
組
織
か
ら
お
こ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
両
者
は
、
そ
の
政
策
上
、
明
白
な
対
照
性
を 

示
し
た
の
で
あ
っ
て
、
前
者
は
，い
わ
ば
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
型
労
働
組
合
と
し
て
の
ニ
ュ
ー
•
モ
デ
ル
•

ユ
ニ
オ
ン
に
近
似
的
で
あ
り
、，
労
働
力
供
，
 

，給
制
限
に
よ
る
賃
金
の
維
持
を
も
っ
て
そ
の
政
策
と
し
た
の
に
反
し
、
後
者
は
労
働
力
の
需
給
関
係
を
調
節
し
え
な
い
オ
ー
プ
ン
•
シ
ョ
ッ
プ
制 

を
と
る
組
合
と
し
て
、

一
八
八
〇
年
代
以
後
の
新
組
合
運
動
の
先
駆
的
な
形
態
で
.あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の 

独
占
形
成
期
に
お
け
る
労
資
関
係
と
労
働
組
合
運
動(

そ
の
ニ)

.
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f

ゼ
格
と
政
策
の
も
と
に
、
独
占
段
階
に
お
い
て
相
互
に
ど
の
ょ
ぅ
な
麗
を
保
ち
つ
つ
発
展
し
つ
づ
け
る
か
が
、
さ
ら
に
考
察
普
な
け

れ
は
な
ら
な
1
0 

,
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3) 

Turner, 

ibid., 

p. 

132.

L A

て
h

y

t

l

s

言
は
一
八
五
三
年
の
プ
レ
ス
ト
ン
の
大
識
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
ょ
ぅ
に
不
満
を
も
ら
し
た
。
す
な
わ
ち
、
労
I

た
I

、
寸
J

ま
 

体
の
f

s

も
と
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
団
体
は
、
町
や
あ
る
い
は
ど
こ
か
特
定
の
定
ま
っ
た
場
所
と
は
全
4

l

r

方
I

d

 

1

働
く
こ
と
I

さ
れ
る
と
こ
ろ
の
条
件
を
強
制
す
る
手
段
を
労
働
者
に
命

令

す

る」

n

 

?

し

て

，散 

5
 

こ
の
仏
跟
に
つ 
V 
て
は 

W
e
b
b
,

 

Industrial Democracy, 

ibid., 
p
p
.
S
5
—
196)

一
八
八
o
年

代

忘

い

.て

齧

h

組
合
は
、.一

九
世
紀
擊
以
後
の
I

讓
以
外
の
大
職
能
別
組
f

同
じ
ょ
ぅ
I

働
市
I

、占
政

策

を

 

'

ス

シ

、' 
フ
^=

を
政
策
と
す
る
組
合
で
あ
り
、
高
機
械
工
組
合
に
さ
え
比
肩
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
高
額
の
組
今
樹 

(

週一

シ
リ
.ン
グ
ニ
.ペ
ン
ス)

塞

礎
と

し

て

、
組
貪
に
共
済
手
当
、
す
な
わ
ち
失
業
、
疾
病
、
事
故
、
移
住
な
ど
の
諸
手
当
、
退
I

当
お
ょ
パ
 

I

I

I

う
こ
と
の
で
き
る
い
わ
ゆ
る
労
働
貴
I

組
^

で
あ
i

に
反
し
、
I

場

裏

、
第
一
の
合
I

は
、
き

わ

め
て
制
限
さ
れ
た
形
で
の
給
付
を
も
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
の
ち
の
第
二
合
同
組
合
の
場
合
に
は
、
あ
た
.か
も
.一
般
組
合
の
.よ
う
に
争
議
に
た
い 

し
て
の
み
手
当
が
支
払
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
紡
績
工
と
織
工
の
そ
.れ
ぞ
れ
の
組
合
の
関
係
は
、
ク
ラ
フ
ト
•-ユ
ニ.オ
ン
と
ゼ
ネ
ラ 

ル
•
ユ
一
一
オ
ン
の
差
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
と
も
に
、
同
一
産
業
内
部
に
お
け
る
グ
ロ
ー
ズ
ド•

シ
ョ
ッ
プ
制
と
オ
ー
プ
ン
•
シ
.ョ
ッ
プ
制
と
を 

め
.ぐ
る
問
題
と
し
て
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

.紡
績
工
と
織
工
と
の
組
合
の
体
質
お
よ
び
政
策
の
相
違
か
ら
く
る
戦
術
上
の
差
異
は
ま
た
、
争
議
の
場
合
に
お
い
て
両
者
の
協
力
関
係
を
い

ち

じ
る
し
く
困
難
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
.っ
て
、
こ
の
両
者
の
雇
主
.と
の
間
の
交
渉
.に
お
い
て
、
あ
る
種
の
協
力
関
係
を
可
能
，に
し
た
の
は
、
第
一 

,
 

(

2

)

.
 

.

次
大
戦
後
で
，あ
っ
た
と
い
わ
れ
.る
。
し
か
し
そ
れ
と
て
も
断
続
的
な
も
の
と
し
て
と
ど
ま
り
、
両
者
を
包
摂
す
る
組
合
内
部
%
織
と
し
て
の
也
方 

繊
維
産
業
労
働
組
合
速
盟p

o
c
a
l

 Textile Trades Federation).

は
、
綿
業
労
働
者
の
さ
ま
ざ
ま
の
組
織
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
が
、

ェ
■
レ
ヴH 

ル
で
は
両
者
を
結
ぶ
組
織
は
全
く
な
か
っ
た
と
い

って
も
よ
い

。

同
じ
ェ
.場
の
門
を
く
ぐ
り
、
同
じ
敷
地
内
に
あ
る
級
績
お
よ
び
織
物
工
場
で
働 

き
な
が
ら
、
労
働
者
の
間
に
、
ほ
と
ん
ど
何
ら
の
協
力
関
係
が
な
か
っ
た
と
い
う
^
実
は
、
何
と
い
っ
て
も
紐
績
ェ
の
熟
練
労
働
者
と
し
て
の
優 

越
し
た
地
位
に
主
と
し
て
よ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
綿
業
_
体
の
内
部
に
お
け
る
精
紡
部
門
の
し
め
る
重
要
な
役
割
、
従 

っ
て
紡
績
工
の
侧
か
ら
み
れ
ば
、
他
の
労
働
者
に
た
い
す
る
責
任
の
蜇
大
さ
の
自
覚——

そ
れ
は
し
ば
し
ば
特
権
意
識
と
結
び
つ
き
易
い
の
で
あ 

る
が
-

-
か
ら
く
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
妨
績
ェ
の
単
越
し
た
地
位
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
く
る
排
他
的
な
性
格
は
、
何
よ
り
%
ま
ず
、

一
九
世
紀
末
ま
で
に
、
紛
績H

.

ひ
と 

.り
に
た
い
し
て
三
人
に
ま
で
増
大
せ
し
め
た
出
来
高
工
と
の
関
係
に
お
い
て
も
っ
と
も
明
瞭
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
出
来
高
工
は
、
紡
績 

ェ
の
助
手
と
し
て
、

一
方
に
お
い
て
利
害
を
共
通
に
す
る
面
と
、，
特
権
的
な
労
働
者
と
し
て
の
紡
績
工
の
補
助
労
働
者
と
し
て
き
わ
め
て
不
利
な 

労
働
条
件
を
強
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
ミ
ュ
ー
ル
紡
績
ェ
の
組
合
忙
加
久
し
て
い
た
と
は
い
え
、
賃
金
格
差
は
ひ
ど
く
、
熟
練
し
た
，紡
績 

H

の
所
得
は
、
先
任
の
出
来
高
工
の
二
倍
な
い
し
四
倍
に
達
し
た
と
い
う
事
実
を
み
て(

% 3
、
こ
の
両
者
の
関
係
を
う
か
が
い
知
る
こ
と

が

で

き 

独
占
形
成
期
に
お
け
る
労
資
関
係
と
労
働
組
合
運
動(

そ
の
ニ) 

四

七(

一
二
六
ヒ
.

)



四

八(

ニ
ー
六
八)

る
。
紛
績
エ
が
ー
方
に
お
い
て
出
来
高
エ
と
の
賃
金
格
差
の
拡
大
傾
向
を
維
持
す
る
の
に
深
い
関
心
を
有
す
る
と
と
も
に
、.他
方
に
お
い
て
彼 

ら
が
、
ス
：ト
ラ
イ
キ
破
り
に
転
化
す
る
の
を
極
度
に
警
戒
し
、
出
来
高
工
に
た
い
し
、
彼
ら
が
組
合
員
で
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
學 

議
に
際
し
て
は
ス
ト
ラ
イ
キ
手
当
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
"る)

。
こ
の
よ
う
に
熟
練
労
働
者
の
も
と
で
の
差
別
的
な
支
配
に 

た
い
す
る
抵
抗
は
、
次
第
に
独
自
の
組
織
的
発
展
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、

一
八
九
〇
年

、

ボ
ル
ト
ン
D

出
长 

高
工
は
地
方
の
社
会
主
義
者
の
援
助
の
も
と
に
、
.一
八
九
一
年
か
ら
九
ニ
年
に
か
；̂
て
、.
ラ
ン
ヵ
シ
ア
出
来
高
組
合
.

(Lancashire piecers、Asso

ciation) 

を
結
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
動
き
は
他
の
地
方
の
出
来
高
工
を
も
刺
激
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
區
に
お
い
て
出
来
高
組
合
の
結
成
へ
の 

動
き
を
活
発
に
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
彼
ら
が
い
か
に
独
立
の
組
織
を
も
と
う
と
も

、

雇
用
の
機
会
が
熟
練
紡
績
工
を
媒
介
に
し
て
雇 

主
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
彼
ら
の
地
位
そ
の
も
の
は
独
立
の
組
織
の
結
成
に
よ
っ
て
少
し
も
変
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て 

彼
ら
の
組
織
が
し
ば
し
ば
企
業
内
の
組
織
と
し
て
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
ず
、

一
九
〇
八
年
、
全
国
綿
業
出
来
高
エ
組
合
の
結
成
を
み
た
に
も
か
か 

わ
ら
ず
、
紡
績
工
の
抵
抗
に
よ
っ
て
強
力
な
組
織
と
な
り
え
な
か
っ
'た)

。

(

1)
「

木

棉〔

工
業
の
労
働〕

貴
族
の
極
端
な
保
守
主
義
は
、
か
れ
ら
が
、
普
通
の
情
況
の
も
と
で
は
も
っ
と
低
い
地
位
に
た
っ
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
産
業
に
お
ぃ
て
、

特
権
的
な
立
場
を
防
衛
す
る
七
い
う
認
識
か
ら
発
生
し
た
の
で
あ
っ
た
し

.
、

-4
V
実
、
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
の
だ
が
、
ブ
リ
テ
ン
の
木
棉
労
働
者
は
、
西
ョ
ー
ロ

ッ
パ
の
そ
の
植
の
う
ち
永
続
的
な
職
能
別
組
合
を
設
立
し
た
唯
一
の
労
働
者
で
あ0

た
：
：
：」

(E. 

J. 

H

l

a

l 

L

i

t
 

Men, Studies in the History of 

Labour, London, 

1964, 

p. 2
8
7
.

鈴
木
幹
久
、
永
井
義
雄
共
訳
-.
イ
ギ
リ
ス
労
働
史
研
究」

所
収
、「

一
九
世
紀
ブ
リ
テ
ン
に
お
け
る
労
働
貴
族
層」

、
ニ
六
ニ
頁
。ノ

(

2) 

Turner, 

ibid., p. 

140.

(

3) 

Webb, Industrial Democracy, p. 

1
0
5
.

邦
訳 
一
 

ニ 
三
頁
。

(

4)

 

Turner, 

ibid., p. 

141.

(

5
> Turner, ibid., p. 

142.

股
ら
に
と
っ
て
も
大
き
な
関
心
事
は
産
業
寧
命
以
来
、
婦
人
が
ミ
ユ
ー
ル
紛
績
エ(
出
来
高
工)

，と
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ 

れ
に
反
対
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
婦
人
お
よ
び
少
女
が
紡
績
過
程
に
雇
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
ら
が
職
を
失
ぅ
笸
険
性
に
さ
ら
さ
れ
る
可

能
性
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
合
同
紡
績
.ェ
組
’合
速
合
は
、
出
来
高
工
に
た
い
し
準
会
員
と
し
て
の
地
位
を
与
え
た
の
で
あ
っ 

た
が
、
婦
人
労
働
者
の
組
合
加
入
に
反
対
し
、
.
一
八
七
〇
年
代
、
組
合
か
ら
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
っ
'て)

、
こ
こ
に
出
来
高
工
の
ェ
ゴ
ィ
ズ
ム
、
紡 

績
ェ
に
た
い
し
て
は
そ
の
従
属
的
な
地
位
を
甘
：ん
じ
て
う
け
な
が
ら
、
そ
れ
を
.婦
人
労
働
者
に
た
い
す
る
優
越
に
よ
っ
て
補
お
う
と
す
る
と
こ
ろ 

の
非
連
带
的
な
感
情
を
み
る
と
と
が
で
き
る
。
紡
績
工
は
、
こ
の
両
者
の
対
立
関
係
を
巧
み
に
..利
用
し
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
の
労
働
貴
族
的
な
地 

位
を
紙
持
す
る
の
に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
.の
よ
う
な
出
来
高
工
な
ら
び
に
婦
人
労
働
者
に
対
す
る
親
方
と
し
て
の
地
位
を
し
め
る
紛 

績
ェ
は
、
，生
摩
の
準
備
過
程
.に
従
う
労
働
者
、
す
な
わ
ち
練
紡
ェ(rover)

や
撚
り
糸
ェ(

t
w
i
n
e
r
)

の
よ
う
に
紛
績
甩
に
.糸
を
加
工
し
、
且
つ
特 

殊
な
用
途
の
た
め
に
そ
れ
を
一
一
つ
よ
り
に
す
る
と
こ
ろ
の
，労
働
者
の
.動
向
に
も
深
い
関
.心
を
も
?
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
、
紡
續
ェ
に
た 

い
し
て
対
等
の
.資
格
に
お
い
.て
、
労
働
力
の
統
轄
に
任
じ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
紛
績
ェ
と
こ
れ
に
従
属
.的
な
立
場
に
立
つ
き
ま
.ざ
ま
な
グ
ル
ー
プ
の
労
働
者
と
の
関
係
は
き
わ
め
て
複
雑
で
あ
る
が
、
そ
の
関
係 

を
も
っ
と
も
微
妙
に
反
映
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
主
と
し
て
紙
績
業
の
準
備
過
程
に
働
く
労
働
者
の
組
織
と
し
て
の
梳
綿
室
工
合
同
組
合
連 

合

(cardrs

日A
m
a
l
g
a
m
a
t
i
o
n
)

と
.妨
績
ェ
組
合
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
。
綿
業
労
働
者
が
、
紡
績
工
、
燃
り
糸
ェ
以
下
六
種
の
部
門
の
労
働
者
に
わ
か 

れ
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
組
合
..を
有
し
独
自
.に
.雇
主
と
交
渉
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
が
、.
し
か
し
二
部
門
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
部 

門
に
共
通
す
る
.問
題
も
し
く
は
、
す
べ
て
の
部
門
に
関
速
す
る
問
題
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
合
は
速
合
し
て
合
同
組
合(amalgama

tion) 

を
つ
く
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
も
っ
と
も
結
び
つ
き
易
い
の
は
、
雇
主
を
同
じ
く
す
る
同
二
エ
湯
内
の
綿
紡
績
工
と
梳
綿
室
ェ
の
ニ
組 

合
の
共
同
闘
争
で
あ
り
、
密
接
な
関
係
.が
生
ま
れ
る
の
.で

あ

が

、
し
か
し
梳
綿
室
ェ
の
組
合
は
、
紡
績
工
.の
.そ
れ
と
は
異
な
っ
て
：

k

丨
プ
ン
•
. 

シ
ョ
ッ
フ
で
あ
り
、
そ
の
職
種
が
比
較
的
簡
単
に
、
他
の
労
働
者
に
よ
っ
.て
代
替
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
0
そ
の
結
果
、
雇
主
と 

の
交
渉
を
■強
化
す
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
全
国
的
組
合
へ
の
企
図
が
な
さ
れ
、
一：
八五

：：

七
年〜

八
年
に
か
け
て
全
国
梳
綿
室
ェ
連
合
組
合(National 

united. A
s
s
o
d
l
n

 of c
a
r
d
r
s
m

 f
i
v
e
s
)

が
結
成
さ
れ
た
が
、
長
く
は
つ
づ
か
ず
、

一.
八
七
〇
年
代
の
恐
慌
過
程
で
衰
亡
し
て
し
ま
っ
た
が
、
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•

五
〇

(

一
ニ
七
〇)

.
一
方
六
〇
年
代
に
は
統
一：

中
央
梳
綿
室
ェ
お
よ
び
.打
綿
室
ェ
.組

合anited Central Aiciaticnof Card and Blowing-room operatives)

と
呼
ば

れ
る
組
織
が
つ
く
ら
れ
、
綿
紡
績
ェ
の
強
力
な
組
合
を
モ
デ
ル
と
し
た
運
動
も
成
功
す
る
こ
と
が
で
含
な
か
づ
た
。
，そ
め
後
、
八
〇
年
代
ま
で
残

存
し
て
、
梳
綿
室
ェ
の
全
国
組
合
を
結
成
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
失
敗
し
た
こ
と
に
よ
っ
て

、

大
き
な
打
擊
を
う
け
た
の
で
あ
っ
た
が
、
お
よ
そ

こ
の
よ
う
な
敗
は
、
梳
綿
室
ェ

.の
組
織
に
■た
い
す
る
態
度
、
す
な
わ
ち
み
ず
か
ら
不
熟
練
職
種
と
し
て
の
地
位
に
お
か
れ
な
が
ら
、
婦
人
労
働

者
や
ア
小
.ル
ラ
ン
ド
人
労
働
者
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
政
策
の
な
か
に
見
出
す
，こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
オ
ー
ル
ダ
ム
の
組
合
だ
け
は
、
九
〇
年

代
に
は
そ
の
地
区
の
婦
人
労
働
者
の
九
o
パ
ー
セ
ン
ト
を
組
織
し
、
そ
れ
を
中
心
に
梳
綿
.室H

ク
ラ
ブ
の
賃
金
委
員
会
を
つ
く
る
こ
と

に

よ
っ

(

4)

て
、
よ
う
や
く
中
央
の
事
故
基
金
を
も
っ
て
団
結
へ
の
途
を
切
り
拓
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(

1)

.
男
子
労
働
者
の
多
く
は
、
紡
績
工
と
し
て
の
婦
人
の
雇
用
に
完
全
に
反
対
し
た
。
そ
し
て
し
ば
ら
く
の
間
、
完
全
と
は
い
え
な
い
と
し
て
も
そ
れ
は
グ
ラ
ス
ゴ
ゥ
.に 

お
い
て
は
や
め
ら
れ
た
の
だ
が
、一

八
三
七
年
の
大
ス
ト
ラ
ィ
キ
の
あ
と
男
子
と
同
じ
.く
ら
い
の
数
の
婦
人
が
、
紡
績
工
と
し
て
ニ
五
〇
錘
程
の
ミ
ュー

ル
紡
績
機
で
働

'い
て
い
た
。

マ
ン
チ
31
ス
タ
ー
に
お
い
て
は
、.
婦
人
紡
績
工
は
、
昔
か
ら
働
い
て
お
り
、
婦
人
は
、

一
八
三
八
年
に
は
マ
ン
チ
ヱ
ス
ター

で
紡
績
工
と
し
て
働
き
、
数
年 

後
に
は
、
ラ
ン
ヵ
シ
ア
の
紡
績
工
組
合
の
組
合
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
婦
人
の
雇
用
に
反
対
し
た
人
々
は
、
紡
績
工
場
は
婦
人
の
健
康
に
と
く
に
危
険
で 

あ
り
、
熱
が
必
然
的
に
耍
求
す
る
と
こ
ろ
の
服
装
は
、
婦
人
に
と
っ
て
は
不
適
当
で
あ
る
と
い
う
の
.で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
成
人
の
婦
人
労
働
に
た
い
す
る 

反
感
が
、
婦
人
の
賃
金
が
通
常
少
い
と
い
う
こ
と
の
脅
威
が
、
男
子
労
働
者
に
と
っ
て
と
り
除
か
れ
な
い
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
、
男
子
お
よ
び
女
子
の
労
働
渚
が
同
種
類
の 

仕
窜
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
場
合
、
男
子
の
賃
金
も
ま
た
小
さ
く
な
り
が
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。

(

2)
o
a
r
d
r
g
m

 

o
p
e
r
a
t
i
v
e
s

に
つ
い
て
の
邦
訳
を
み
る
と
高
野
岩
三
郎
氏
は
、
ゥH

ッ
ブ
の「

産
業
民
主
制
1_
の
邦
訳
に
お
い
て「

梳
ま
ェ」

と
訳
し
て
い
る
が
、
荒 

畑
^
村
氏
は
、
や
は
り
ゥ
ヱ
ッ
ヴ
の「

労
働
組
合
運
動
史」

に
お
い
て
、r

梳
綿
室
ェ
!_
と
訳
し
て
い
る
。
筆
者
は
後
者
を
と
る
。

(

3) 

Webb, Industrial Democracy, p
p
.
123

11
2
4
.

邦
訳
‘

一

四
四
頁
。
.

(

4) 

Turner, ibid., p. 

145
'

_

綿
紡
績
過
程
の
た
め
の
準
備
段
階
に
働
く
梳
綿
室
ェ
と
し
て
は
、
彼
ら
の
賃
金
は
慣
習
的
に
紡
績
工
の
貴
金
に
従
っ
て
変
動
し
、
後
者
の
争
議 

期
間
中
は
当
然
、
仕
事
を
奪
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
ォ
ー
ル
ダ
ム
の
組
合
は
、.
今
迄
よ
り
も
積
極
的
な
姿
勢
を
と
り
、
紡
績
工
の
闘
争
と 

の
統
一
の
形
で
、
争
議
を
ひ
き
お
こ
し
た
雇
主
の
低
賃
金
政
策
に
対
し
て
、
独
立
の
形
で
抵
抗
す
る
こ
と
と
し
、
梳
綿
室
ェ
の
連
合
組
合
の
結
成

を
企
図
し
た
の
で
あ
る
。
ォ
ー
ル
ダ
ム
地
ぽ
の
梳
綿
室
エ
が
中
心
と
な
っ
て
結
成
さ
れ
、.
ニ
〇
以
上
の
地
方
組
合
が
加
入
し
た
と
こ
ろ
の
こ
の
速 

合
組
合
は
、
い
ま
ま
で
ま
っ
た
く
未
組
織
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
た
他
の
準
備
過
程
の
労
働
者
の
不
満
を
触
発
す
る
こ
と
と
な
り
、
主
と
し
て 

婦
人
労
働
者
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
の
六
〇
〇
件
に
の
ぼ
る
争
議
を
手
が
け
、
ニ
.一
.の
ス
ト
ラ
ィ
キ
公
示
に
ふ
み
き
ら
せ
、
七
件
の
地
方
争
議
を 

援
助
し
た
の
で
あ
っ
た
。
連
合
組
合
の
力
が
自
覚
さ
れ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
会
員
数
も
急
速
に
増
大
し
、
専
門
的
な
有
资
格
者
*の
雇
弔
を
中 

心
課
題
と
す
る
織
工
の
組
合
を
楔
し
た
と
こ
ろ
の
地
方
組
合
と
、
そ
の
上
に
立
つ
梳
綿
室
エ
組
合
は
、
紡
績
工
の
地
方
支
部
に
範
を
と
っ
た
の
だ 

が
、
速
合
組
合
は
織
エ
の
組
合
と
同
じ
政
策
を
と
っ
て
共
済
活
動
に
重
き
を
お
か
ず
、

ス
ト
ラ
ィ
キ
基
金
を
創
.設
し
、
準
備
過
程
の
全
労
働
者
の 

三
分
の一

以
上
を
組
織
し
允
と
い
わ
れ
る
の
を
み
て
も
、
そ
の
大
き
さ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
；
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

そ
の
運
動
が
成
功
し
え
な
か
っ
た
の
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
梳
綿
室
エ
を
は
じ
め
と
す
る
準
備
過
程
の
労
働
者
の
不
熟
練
労
働
者
の
組
合
と
し
て
の 

性
格
か
ら
、
標
準
賃
金
率
の
獲
得
に
充
分
な
カ
を
保
持
し
克
な
か
っ
.た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。

以
上
に
み
る
よ
う
に
、
綿
業
労
働
者
の
構
成
は
複
雑
で
あ
り
、
そ
の
中
核
的
部
分
と
し
て
の
紡
績
工
は
、
雇
主
と
一
般
の
賃
金
労
働
者
の
間
に 

立
っ
て
絜
練
労
働
者=

親
方=

労
働
貴
族
と
し
て
の
地
位
を
し
め
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
•
シ
ョ
ッ
プ
の
原
則
に
立
ち
、
出
来
高
労
働
者
と
し
て
の
妨
績 

労
倒
者(operative s

p
m
n
e
r
)

の
組
合
を
従
属
化
せ
し
め
な
が
ら
雇
主
と
対
立
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
綿
業
労
働
者
の
組
合
は
ま
た
、
紡 

績H

の
組
合
と
微
妙
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
八
八
〇
年
代
に
す
で
に
安
定
し
た
組
織
を
つ
く
り
あ
げ
た
梳
綿
室
エ
は
、
 

間
も
な
く
そ
れ
を
紡
績
エ
に
眾
認
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
組
織
運
動
は
、
他
の
特
殊
専
門
的
な
労
働
^
の
小
グ
ル
ー
プ
に 

た
い
し
て
も
少
な
か
ら
ざ
る
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
紡
績
機
械
工
や
ロ
ー
ラー

保
全
エ
な
ど
の
オ
ー
ル
ダ
ム
地
区
の
技
術
的
な
専
門 

職
人
は
、

一
八
九
.年〜

九
ニ
年
の
間
に
組
合
を
結
成
し
、
梳
綿
室
エ
の
紕
合
に
入
ら
ず
に
、
紡
績
工
の
ォ
ー
ル
ダ
ム
地
方
支
部
に
加
入
を
許
さ 

れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
勢
力
は
振
わ
な
か
っ
た
。
ま
た
倉
庫
係
り
露
者
と
監
視
労
働
者
と
は
、
み
ず
か
ら
不
熟
練
労
働
者
と
し
て
観
念
す 

る
こ
と
が
で
き
ず
、
監
督
的
な
立
場
に
あ
る
労
働
者
と
し
て
別
個
の
組
織
を
つ
く
る
と
い
う
よ
う
に
、.
紡
績
工
の
労
働
貴
族
的
な
存
在
を
強
烈
に 

独
丨J

ガ
成
與
に
お
け
る
労
資
関
係
と
労
働
組
合
連
動(

そ
の
ニ) 

五

一

、
.
 一
二
匕
ー
ン



.
 

• 

•五
-:(

一一
 1

七
一
一)

意
識
し
て
い
た
•の
で
あ
る
‘？
こ
^
よ
う
な
熟
練
し
た
あ
る
い
は
•監
督
的
な
勞
働
者
は
.、
紡
績
.組
合
へ
の
加
入
を
許
さ
れ
た
と
は
い
え
，
そ
れ
は
そ 

Co
.不
安
足
な
時
期
の
み
に
と
ど
ま
り
、
や
が
て
ー
.
<八
〇
.年
代
、
労
働
、貴
族
と
し
..て
”の
地
位
'を
確
立
ず
k
や)

い
な
や
、
彼
ら
に
た
い
す
る
1/
;
績
1: 

ゆ
興
味
は
減
退
す
る
の
で
あ
る
が
、a'

れ
に
は
深
い
.理
由
が
あ
^

た
.。
彼
ら
は
準
備
段
階
.の
労
働
者
、
あ
る
い
は
彼
ら
に
た
い
し
て
補
助
的
な
立 

場
に
.立
つ
労
働
者
が
、
ス
卜
ラ
ィ
キ
破
り
，に
，利
用
さ
れ
る
こ
.と
を
警
戒
ず
る
.こ
.と
も
忘
れ
な
か
.っ
た
。
妨
績
エ
は
他
の
綿
業
労
動
者
の
独
自
め
組
- 

織
を
歓
迎 
し

.こ
れ
と
の
協
力
^
係
を
維
持
し
.よ
う
と
す
る
姿
勢
は
た
え
ず
一
實
し
て
い
た
け
れ
ど
‘も
、
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
^
績
T
の 

絶
対
的
優
位
と
い
う
条
件
の
も
と
に
お
い
て
の
み
で
あ
り
、
む
し
'ろ
彼
ら
の
労
働
貴
族
的
な
地
位
は
、
梳
綿
室
エ
.を
は
じ
め
と
す
る
関
連
労
働
者 

の
犠
牲
の
上
に
な
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
.：で
き
る
.。
こ
の
よ
'.う
に
し
■て
、
餅
績
労
働
者
の
ク
ロ
.
 

I
'、ス
ド
.
ユ
ニ
オ
ン
の
诎
度
ネ
、
綿
業
労 

働
者
の
連
動
全
体
'に
と
っ
.て
は
こ
れ
：を
前
進
せ
し
め
.る
方
向
.に
で
は
な
.く
、
む
し
ろ
抑
止
す
る
方
向
に
走
っ
た
の
で
あ
っ
て
、』

o
た
か
し
^
占
形 

成
期
に
お
け
る
.親
方
製
鉄
工
の
組
合
.

.(Associated Iron, and Steel Workers of Great 

B
l
d
r
E
と
賃
労
動
者
の
組
含
と
し
て
の
製
鍊
エ
祖
ん
ロ 

(

3

1
 

Smelters* union)：.

と
'の
対
抗
関
係
と
き
わ
め
.て
類
似
し
て
い
た
.と
'.い
う
こ
と
が
，で
き
る
。
そ
れ
で
は
以
上
の
よ
う
な
紐
漬
エ
組
合
の
持
殊
他
と
比 

較
し
て
、
織
布
エ
の
組
合
め
構
造
.は
'ど
の
よ
う
で
.あ
っ
た
ろ
う
か
。

(

1)
Turner, 

p. 

146.

(

2) 

s
d
.
, 

p. 

148.

(

3)

.「

諸
種
の
産
業
に
.お
け
る
婦
人
の
増
大
率(

不
熟
練
労
働
者
の
.増
大
率)

の
ー
指
標
.に
つ
い
そ
.も
、
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
婦
人

ブ
ロ
レ
タ
リ
ァ

ー

 

ト
の
組
織
の
可
能
性
を
う
み
出
し
た
の
で
あ
る
が
、

一
八
八
〇
年
代
.以
前
に
は
、
あ
ま
り
ひ
ろ
く
実
現
さ
れ
ず
、
そ
の
年
代
に
や
っ
と
綿
業
に
お
い
て
の
み
実
現
さ
れ
た 

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
男
子
熟
練
労
働
者
を
、
い
っ
そ
う
は
っ
射
り
と
卓
越
し
優
越
す
る
も
の
に
し
て
お
く

か
た
む
き
が
あ
.っ
た
。
だ
か
ら
、
全
木
棉
エ
易
の
労
働 

力
の
う
ち
の
男
子
紡
績
工
の
百
分
比
は
，

一
八
三
五
年
の
一
.五
.か
ら
、.
一.八
'八
六
年
の
五
に
下
り
、
そ
し
て
一
方
、
婦
人
お
よ
び
青
年
期
の
少
女
の
比
率
は
、

一
八
三
五

年
の
四
八
，
一
か
ら
一
九
〇
七
年
の
六
0
-，
六
.に
あ
が
っ
.た
..
。
従
っ
て
、
労
働
貴
族
層
は
、
み
ず
か
.-ら
を
確
立
し
た
こ
れ
ら
の
織
物
産
業
—

木
綿
、
メ
リ
ヤ
ス
、

レ
ー
ス——

に
お
い
て
、
.
よ
り
顕
著
に
な
っ
た」

W
&
3ぎ
^
 ̂

1
4 

P. 

200
2
.前
掲
邦
訳
、

一
一
五
六
頁

。
)

(

4
> .

c
h
a
p
m
a
n
,

 

ibid:, p. 
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ff.

紡
績
工
の
組
合
が
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
.
ユ」i .

オ
ン
の
根
強
い
伝
統
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
織
工
の
組
合
は
、
む
し
ろ
オ
ー
プ

ン
•
ユ
ー一

オ
ン
の
長
い
歴
史
を
誇
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
前
者
に
.お
い
て
は
熟
練
労
働
者
と
し
て
の
，紛
績
.エ
と
そ
の
補
助
的

労
锁
者
と
の
関
係
は
織
工
と
そ
'の
他
の
労
働
者
と
の
関
係
と
は
力
な
り
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
さ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
練
績
エ

の
組
合
員
数
が
、
そ
の
最
高
に
達
し
た
第
'一
次
大
戦
直
前
に
お
い
て
は
、
ニ
四
、
〇
〇
〇
人
.の
紡
績
工
に
た
い
し
て
三
〇
、
〇
〇
〇
人
の
補
助
的

な
労
働
者
が
お
り
、
他
方
、

一
0

Q

〇
〇
〇
人
の
梳
綿
室
ェ
が
精
紡
過
程
の
.準
備
的
な
労
働
者
群
と
し
て
オ
ー
プ
ン
•
ユ
ニ
オ
ン
を
形
成
し
て

い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
両
者
の
間
に
は
支
配
と
従
属
の
.関
係
が
支
配
し
、
組
合
運
動
の
場
合
に
も
微
妙
な
問
題
を
残
す
と
と
は
す
で
に
指
摘
し

た
と
お
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
織
工
合
同
組
合
は
強
力
な
オ
ー
プ
ン
•
ユ
ニ
オ
ン
と
し
て
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
の
な
か
に
は
こ
の
ニ
五
〇
、
〇

〇
〇
人
の
労
働
者
に
加
え
て
、
ひ
と
に
ぎ
り
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
加
入
し
な
い
組
合
が
あ
り
、
そ
れ
は
織
物
業
に
お 
+け
る
ク
ロー

ズ
ド
.
ユ

ニ
オ
二
ズ
ム
を
建
設
し
て
い
た
。
圧
倒
的
に
.オ
I
プ
ン
•
ユ
二
オ
ン
の
伝
統
の
根
強
い
織
工
の
組
合
の
な
か
に
あ
っ
て
、
三
〇
、
〇
〇
〇
人
と
い

(

1)

う
数
か
ら
い
え
ば
紡
績
工
を
も
し
の
ぐ
労
働
者
が
、
八
グ
ル
ー
プ
に
組
織
さ
れ
て
い
た
。
織
工
の
組
合
は
、
そ
の
形
成
史
に
お
い
て
二
つ
の
流
れ 

を
も
ち
、
ひ
と
つ
は
、

一
八
五
〇
年〜

六
〇
年
.の
時
期
で
、
ブ
.ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
組
合
の
建
設
お
よ
び
第
ブ
の
合
同
組
合
の
建
設
を
含
み
、

一
八
六 

ニ〜

三
年
の
綿
飢
饉一

-

南
北
戦
争
の
結
果
と
し
て
の——

に
よ
っ
て
一
時
中
断
さ
れ
た
と
は
い
え
、

ク

ロ

ー

ズ

ド

.
ユ
一
一

オ
ン
の
結
成
が
つ
づ 

け
ら
れ
.た
の
で
あ
っ
て
、
第U

の
波
はJ

八
七
七〜

九
一
年
の
そ
れ
で
あ
り
、
.看
視
労
働
者(

I
r
l
s
k
e
r
)

や
糊
付
け
ェ
の
組
合
運
動
が
つ
づ
け

ら
れ
る
..の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ク
.ロ
.丨
ズ
ド
‘
ユ
ニ
オ
ン
の
う
ち
、
整
経
ェ
は
そ
の
当
時
、

別
な
地
位
を
.し
め
、
普
通
の
織
工
の
賃
金
の
約
ニ 

(

2)

倍
を
得
て
い
た
。
ま
た
織
布
監
視
ェf

g
o
o
k
e
r
)

も
一
般
の
労
働
者
よ
り
も
か
な
り
高
い
貴
金
を
支
払
.わ
.れ
、

雇
主
の
代
理
人
と
し
て
経
営
の 

貴
任
に
任
じ
た
...の
で
あ
っ

て

、

し
ば
し
ば
労
働
組
合
と
雇
主
と
の
間
.に
立
っ
て
ジ
レ
ン
マ
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
ま
た
監 

督
労
働
者
の
場
合
に
は
、
労
働
組
合
に
た
い
し
て
は
使
用
者
的
な
立
場
が 

一
■
_

«
で
あ

り

、

力
織
機
の
と
り
つ
け
.お
よ
び
維
持
に
貴
任
を
負
っ
て 

い
た
ば
か
り
で
な
く
、
八
人
な
い
し
一
〇
人
程
度
の
織
工
の
仕
事
め
監
督
に
任
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
い
わ
ば
雇
主
か
ら
仕
事
を
請
負
う
と 

独
占
形
成
期
に
お
け
る
^
资
関
係
と
労
働
組
合
運
動(

そ
の
ニ) 

五
三
.(

ニ
ー
七
三)



五

四(

一
二
七
四)

こ
ろ
の
i
練
労
傲
者
以
I:
の
存
往
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
親
方
と
し
て
、
た
と
え
ば「

ろ
レ
ー
ト
t
度)」

の
よ
、ヶ
な
極
端
な
能
率
増
進
政
策
が
と
ら 

れ
た
の
.で
あ
っ
て
、
.労
働
者
た
ち
は
、

こ
の
よ
う
な
横
暴
な
監
督
労
働
者
の
解
雇
を
.雇
主
に
要
求
し
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
収
入
の
減
少
を
、
監
督 

者
の
技
術
的
な
無
能
に
婦
し
て
、.：
ス
ト
ラ
.ィ
キ
に
入
っ
.た
こ
と
.も
珍
し
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。，

.

以
上
の
よ
う
に
織
工
の
組
合
は
複
雑
な
構
造
を
も
ち
、
エ
場
経
営
者
の
も
と
で
監
督
的
な
機
能
を
果
す
監
督
労
働
者
.0
ほ
.
に̂
、
そ
れ
と
は
や 

や
选
っ
た
形
で
は
あ
っ
た
が
織
布
監
督
エ
が
、
織
布H

に
た
い
し
て
美
な
権
限
を
振
う
もQ

と
し
て
介
.
し̂
、
こ
う
し
た
機
構
の
も
と
で
、

一
般
労
働
者
は
出
来
高
払
い
賃
金
を
支
払
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
監
督
労
働
者
に
た
い
す
る
抵
抗
の
な
か
で
、
そ
の
組
合
活
動
を
推
進
し
て
い 

っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
才
丨
プ
ン
.
シ
ョ
ッ
プ
の
原
則
に
立
っ
て
い
た
の
に
反
し
、
ク
ロ
丨
ズ
ド
‘
シ
ョ
ッ
プ
制
を
と
る
と
こ
ろ
の
以
上
に 

の
べ
，た
よ
う
な
特
権
的
な
労
雪
、
た
と
え
ば
監
督
エ
は
、

一
八
五
八
年
に
、
糊
付
けH

は
一
八
六
筆
に
、
f

糸H

は
一
八
六
六
年
に
そ
れ 

ぞ
れ
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
を
中
心
に
組
合
を
結
成
し
た
こ
と
は
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
る
，。
か
く
し
て
そ
の
運
動
の
発
展
と
し
て
、

一
八
七
五
F 

「

全
固
ブ
織
揭
當
督
エ
組
合
連
合」

(National Confederate Associations of Power Loom overlookers)

、ŷ
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
I
に
お
、

てJ
4
U

さ
^
、
一
 

,

/
〇

句

に

「

d
謂

4
^
お
よ
び
家
東
ラ
ン
ヵ
シ
ア
合
同
糊
；̂
:け
エ
組
合」

^
。
2-
ヂ^

Orth-East 

and 

South-East 

Lancashire 

Amalgamated 

T
a
p
e
s
i
z
l

 Association)

が
結
成
さ
れ
、

さ
ら
に
そ
れ
ら
は
強
化
さ
れ
て
、

一
八
八
五
年
に
は
、

「

監
督
労
働
者
一
般
組
合」

f
 
I

I
 Grand 

u
n
i
)

が
そ
し
て
一
八
八
九
年
に
は
、「

燃
り
糸
工
合
同
組
合」

(Twisters A
m
a
l
g
a
m
a
t

-r)

が
、
結
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ

ヒ
。

ま
こ
経
茁
て 

?

l

i

は
、

一
八
八
ニ
年
に
マ
ン
チH

ス
タ
ー
の
周
辺
に
多
く
の
支
部
組
合
を
つ
く
っ
て
い
た
が
、

一
八
九
四
年
に
完
全
な
合
同
組
合 

に
移
行
し
、
織
布
監
督
エ
も
ま
た
地
方
的
な
組
合
か
ら
、

一
八
九
五
年
に
は
合
同
組
合
に
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一
般
に
、

一
八
\
〇
年 

~
九
〇
年
代
に
か
け
て
の
監
督
労
働
者
や
糊
付
け
エ
は
、
整
経
エ
と
同
じ
く
平
均
の
織
工
の
賃
金
の
約
二
倍
を
得
て
い
た
の
で
あ
り
、
文
字
通 

り
労
磡
貴
族
層
を
形
成
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
オ
ー
プ
ン
•
シ
ョ
ッ
プ
制
を
と
る
力
織
機
エ
の
組
合
も
、
労
働
力
制
限
の
政
策
を
と
.っ
た
の
で
あ 

る
が
、
し
か
し
そ
の
政
策
は
紡
績
工
の
+
Mい
慣
行
と
職
業
的
な
格
づ
け
を
伴
う
と
こ
ろ
の
：r

先
任
制

」

と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て

十
分
に
機
能
し
た
と
は
い
え
な
い
面
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
企
て
が
成
功
し
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
力
織
機
の
入
職
制
限
政
策
は
、
そ
の

後

の

ク

ロ

ー

ズ

ド.
ユ
ニ
オ
ン
に
よ
っ
て
学
ば
れ
、
見
習
労
働
者
は
、
各
工
場
に
お
い
て
お
こ
る
有
資
格
者
に
欠
員
が
生
じ
た
と
き
に
の
み
、
雇

用
さ
れ
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
.た
だ
ひ
と
つ
の
例
外
は
、
擦
り
糸
エ
の
そ
れ
で
あ
っ
て
燃
り
糸
エ
と
経
通
エ
と
は
相
互
に
代
替
可

能
で
あ
る
職
種
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
空
席
が
お
こ
っ
た
場
合
、
相
互
に
補
完
し
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
一
般
に
、
紡
績
工
の
組
合
は
、
従
属
的
な
地
位
に
立
つ
出
来
高
労
働
者
の
団
結
を
無
視
し
、
抑
制
し
も
し
く
は
阻
害
し
た
の

に
た
い
し
、
織
工
は
逆
に
そ
れ
を
助
け
、

ー
九
世
紀
末
か
ら
今
佌
紀
初
頭
に
か
け
て
急
速
に
発
達
し
た
資
本
家
の
団
体
に
抵
抗
の
姿
勢
を
示
し
た 

(

5)

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
織
工
の
団
結
へ
の
動
き
の
な
か
で
無
視
し
え
な
い
の
は
何
と
い
っ
て
も
監
督
労
働
者
の
動
き
で
あ
っ
て
、
す
で

に
一
八
七
〇
年
、
オ
！
ル
ダ
ム
の
監
督
労
働
者
組
合
は
、

そ
の
目
的
を
規
定
し
て
、

「

組
合
員
の
仕
事
の
世
話
、
監
督
労
働
者
自
身
が
管
理
し
う

る
織
機
の
数
を
で
き
る
だ
け
制
限
し
、

一
定
の
賃
金
率
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
他
方
に
お
い
て
雇
用
者
と
被
雇
用
者
と
の
間
の
不
快
を

<
6) 

«

除
く
こ
と
で
あ
る」

と
の
べ
て
い
る
が
、
そ
の
立
場
は
き
わ
め
て
微
妙
で
あ
っ
た
。
第
一
に
そ
れ
は
、
熟
練
労
働
者
の
相
互
扶
助
的
な
団
体
に
近

い
性
質
を
も
ち
つ
つ
、
闘
争
団
体
の
性
能
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
、
た
と
え
ば
、

一
八
八
三
年〜

四
年
に
か
け
て
ブ
ラ
ッ
ク
バ

丨
ン
の
織
工
が
賃
金
切
り
下
げ
に
反
対
し
て
六
週
間
に
わ
た
る
ス
ト
ラ
ィ
キ
を
行
っ
た
際
、
雇
主
が
監
督
労
働
者
に
た
い
し
て
こ
れ
を
拒
否
し
た

こ
と
は
、
そ
の
立
場
の
微
妙
さ
を
暗
示
し
て
ま
こ
と
に
象
徴
的
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。.
自
由
競
争
段
階
に
お
い
て
は
、
雇
主
の
忠

実
な
代
理
人
と
し
て
の
地
位
を
え
て
い
た
彼
ら
は
、
独
占
形
成
期
に
至
っ
て
、
次
第
に
一
般
の
労
働
者
の
側
に
移
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
事
実

が
、

一
九
世
紀
末
か
ら
今
|1
1
:紀
は
じ
め
に
か
け
て
の
彼
ら
の
合
同
組
合
の
結
成
の
な
か
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
綿
業
労
働
者
の
直
面
し
た
多
く

の
問
題
は
、
独
占
形
成
期
に
お
い
て
転
換
期
を
迎
え
た
多
く
の
他
の
ク
ラ
フ
ト
•
ユ
ニ
オ
ン
、
た
と
え
ば
、.
機
械
工
、
建
築
エ
、
鉄
鋼
労
働
者
、

炭
鉱
夫
な
ど
の
巨
大
な
組
合
に
も
ま
た
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
綿
業
労
働
者
の
組
合
は
、
労
資
対
立
の
局
面
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
組

合
運
動
の
内
部
に
さ
え
、
さ
ま
ざ

ま

な

相
剋
と
矛
盾
と
を
は
ら
ん
で
い
た
こ
.と
が
わ
か
る
。，
産
業
革
命
期
に
あ
れ
ほ
ど
の
主
導
的
な
，勢
力
た
り
え

.

独
占
形
成
期
に
お
け
る
労
資
関
係
と
労
働
組
合
運
動(

そ
の
ニ) 

五

五

(

一
二
七
五)



;
 

五

六
.

(

一
二
七
六)

た
綿
業
労
働
者
が
、
新
組
合
運
動
に
お
い
.て
ほ
と
ん
ど
み
る
べ
き
役
割
を
果
し
え
な
か
つ
た
の
は
何
故
か
、
そ
の
秘
密
の
鍵
は
.こ
こ
に
あ
る
と 

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0 

.
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初
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イ
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ラ
ン
ド
に
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ゥ
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ド

毛

織

物

エ

寒

.

.

.

安

..元 

稔
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♦

/ 
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.

.

.

.

は

じ

め

に

十
六
•
七
世
紀
英
国
の
毛
織
物
工
業
に
つ
い
て
は
、
.既
に
長
い
研
究
史
が
あ
り
、
殊
に
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
戦
後
、
資
本
主
義
成
立
史
の
中 

心
課
題
と
し
て
分
析
さ
れ
、
独
®
の
問
題
視
角
か
ら
す
る
優
れ
た
諸
成
果
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。
近
世
初
頭
の
英
国
毛
織
物
が
、
北
部
の
ョ

ー

 

ク
シ
ヤ
ー
、
西
部
P
ゥ
イ
ル
ト
シ
ヤー

、
東
部
の
イ
ー
ス
ト
•
ア
ン
グ
リ
ア
地
方
を
三
大
中
心
地
と
し
、
北
部
に
お
け
る
独
立
小
織
元
経
営
の
展 

開
西
荀
東
荀
に
お
け
る
問
屋
織
元
の
支
配
性
と
い
う
固
有

.め
生
産
構
造
.を
も
.ち
つ
つ
発
展
し
て
来
た
こ
と
は
、
ょ
く
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ 

る
。
こ
う
し
た
類
型
は
、
地
域
研
究
が
進
ん
だ
現
在
に
お
い
て
も
尚
、
基
本
的
に
は
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

.

し
か
し
な
が
ら
、
最
近
に
至
っ
て
、
織
元
の
経
営
形
態
が
詳
細
に
分
析
さ
れ
た
結
果
、
北
部
地
方
に
お
け
る
独
立
織
元
の
集
中
作
業
場
を
拠
点 

と
す
る
生
産
支
配
と
い
う
従
来
，の
見
解
は
、

一
部
修
正
を
余
儀
な
く

.さ
れ
て
い
る
。
ま
た
わ
が
国
で
は
等
閑
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
特
権
郎
市
の 

毛
織
物
工
業
の
分
析
か
ら
、
逆
に
農
村
工
業
を
眺
め
直
そ
う
と
す
る
試
.み
も
行
.な
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
西
部
型
と
ほ
ぼ
同
様
の
生
産
構
造
を
も
ち
、
 

早
く
も
十
五
世
紀
に
問
屋
制
度
が
高
度
に
展
開
し
た
と
さ
れ
る
東
部
.の
毛
織
物
工
業
に
つ
い
て
も
、
単
に
東
部
型
と
い
う
類
型
の
み
に
ょ
っ
て
は 

近
世
初
頭
朿
部
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ゥ
ー
ス
テ
ッ
ド
毛
織
物
工
業
. 
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