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【
要
約
】

本
稿
は
︑
近
代
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
協
同
組
合
運
動
に
関
し
て
︑
従
来
の
社
会
経
済
史
的
叙
述
か
ら
は
距
離
を
置
き
︑
言
語
の
観
点
か
ら
の
新

た
な
研
究
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
︑
運
動
が
拡
大
し
た
背
景
を
明
ら
か
に
し
た
︒
運
動
が
急
速
に
拡
大
し
た
一
九
世
紀
後
半
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
前
ま
で

の
時
期
を
対
象
に
︑﹁
自
助
﹂﹁
民
主
主
義
﹂﹁
資
本
主
義
﹂﹁
社
会
主
義
﹂
と
い
う
四
つ
の
言
語
が
︑
運
動
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
広
ま
っ
た
か
︑
ま
た
運

動
に
関
わ
っ
た
様
々
な
立
場
の
人
々
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
の
か
を
分
析
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
こ
れ
ら
の
言
語
は
︑
多
様
な
意
味
を
付
与
さ

れ
︑
各
人
の
目
的
の
た
め
に
様
々
な
使
い
方
を
さ
れ
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
構
築
に
寄
与
し
た
が
︑
同
時
に
︑
共
通
の
言
語
と
し
て
運
動
の
ま
と
ま

り
を
強
固
に
す
る
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
協
同
組
合
運
動
は
︑
時
代
の
流
行
の
言
語
を
う
ま
く
取
り
込
ん
だ
こ
と
で
︑
多
様
な

人
々
を
惹
き
つ
け
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
︑
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
を
代
表
す
る
一
大
潮
流
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
︒

史
林

一
〇
〇
巻
五
号

二
〇
一
七
年
九
月

は

じ

め

に

本
稿
で
は
︑
一
九
世
紀
後
半
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
前
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
協
同
組
合
運
動
を
取
り
上
げ
る
︒
協
同
組
合
と
は
︑
出

資
金
を
拠
出
し
た
者
︵
多
く
は
労
働
者
︶
が
組
合
員
と
な
っ
て
共
同
で
事
業
を
運
営
す
る
団
体
で
あ
る
︒
卸
売
業
者
か
ら
仕
入
れ
た
り
自
前
で

生
産
し
た
り
し
た
商
品
を
店
舗
で
販
売
し
︑
組
合
員
は
そ
れ
ら
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
イ
ギ
リ
ス
で
は
︑
購
入
額
に
応
じ
て
消
費
者
で
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あ
る
組
合
員
に
配
当
金
が
支
給
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
消
費
者
協
同
組
合
が
最
も
盛
ん
に
な
っ
た①
︒
こ
う
し
た
協
同
組
合
に
つ
い
て
︑
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
や
経
済
学
者
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
マ
ー
シ
ャ
ル
を
は
じ
め
多
く
の
同
時
代
の
著
名
人
も
注
目
を
し
て
き
た②
︒
協
同
組
合
運

動
は
︑
労
働
者
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
階
級
を
越
え
て
多
く
の
人
々
の
関
心
を
引
い
た
一
大
潮
流
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
労
働
者
階
級
の

組
合
員
や
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
運
動
家
︑
政
治
家
︑
商
人
︑
社
会
主
義
者
な
ど
︑
階
級
や
立
場
の
違
う
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
︑
運
動
を

通
じ
て
︑
い
か
な
る
も
の
と
し
て
構
築
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
運
動
が
決
し
て
単
一
の
性
質
で
語
ら
れ
る
も
の
で
は

な
く
︑
複
雑
で
様
々
な
ベ
ク
ト
ル
を
抱
え
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
い
︒
そ
こ
で
︑
ま
ず
︑
イ
ギ
リ
ス
の
協
同
組
合
運
動
に
関
す
る
研

究
史
を
批
判
的
に
概
観
し
︑
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
問
題
点
と
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
を
提
示
す
る
︒

協
同
組
合
運
動
に
関
す
る
歴
史
叙
述
の
特
徴
に
は
大
き
く
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
︒
一
つ
は
︑
協
同
組
合
運
動
関
係
者
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
運
動
の
発
展
史
や
運
動
で
活
躍
し
た
人
物
の
伝
記
︑
そ
し
て
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
形
態
と
し
て
協
同
組
合
に
注
目
す
る
経
営
史
で
あ
る
︒
こ
れ

ら
の
研
究
は
運
動
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
側
面
に
光
を
当
て
る
傾
向
が
あ
り
︑
運
動
を
発
展
的
に
捉
え
︑
そ
の
一
側
面
し
か
描
い
て
い
な
い③
︒
も
う

一
つ
は
︑
労
働
運
動
史
の
文
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
研
究
で
あ
る
︒
そ
の
最
も
古
い
研
究
は
︑
一
八
九
一
年
に
ポ
ッ
タ
ー
︵
の
ち
の
ウ
ェ
ッ
ブ
夫

人
︶
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
︒
彼
女
は
︑
配
当
金
制
度
に
よ
っ
て
多
く
の
消
費
者
を
引
き
つ
け
る
こ
と
が
で
き
︑
よ
り
広
範
な
労
働
者
が
そ
の
恩

恵
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
て
︑
消
費
者
協
同
組
合
を
支
持
し
た④
︒
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
運
動
に
関
し
て
多
大
な
功
績
を
残
し
た
彼
女

が
︑
い
ち
早
く
協
同
組
合
運
動
に
注
目
し
た
こ
と
は
︑
こ
れ
が
労
働
者
だ
け
で
な
く
︑
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
知
識
人
を
も
魅
了
し
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
︒
一
九
四
四
年
に
は
︑
労
働
運
動
研
究
の
大
家
で
あ
る
コ
ー
ル
も
﹃
協
同
組
合
運
動
の
一
世
紀
﹄
を
出
し
て
い
る⑤
︒
た
だ
︑
ポ
ッ

タ
ー
や
コ
ー
ル
の
研
究
は
社
会
主
義
者
と
し
て
の
視
点
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
︑
協
同
組
合
を
階
級
対
立
の
場
と
し
て
描
く
こ
と
に
重
心
が
置

か
れ
︑
運
動
の
持
つ
多
面
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
︒

階
級
対
立
を
重
視
す
る
傾
向
は
︑
そ
の
後
の
協
同
組
合
研
究
に
お
い
て
も
続
く
︒
戦
後
︑
福
祉
国
家
形
成
や
七
〇
年
代
以
降
の
新
自
由
主
義

の
高
ま
り
を
背
景
に
︑
協
同
組
合
へ
の
関
心
が
薄
れ
て
い
く
な
か
で
︑
そ
の
歴
史
は
︑
主
に
労
働
運
動
史
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
︒
一
九
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六
〇
年
の
ポ
ラ
ー
ド
に
よ
る
も
の
が
代
表
的
で
あ
る
︒
彼
は
︑
一
九
世
紀
前
半
の
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
の
時
代
の
運
動
は
資
本
主
義
の
変

革
を
目
指
し
て
い
た
の
に
対
し
︑
一
九
世
紀
後
半
以
降
の
運
動
は
︑
店
舗
に
よ
る
買
い
物
と
配
当
金
と
い
う
資
本
主
義
を
前
提
と
し
た
現
実
主

義
的
方
法
を
取
り
︑
資
本
主
義
に
屈
し
た
と
見
な
し
︑
運
動
の
性
質
の
変
化
を
強
調
し
て
い
る⑥
︒

し
か
し
︑
ポ
ラ
ー
ド
の
よ
う
な
協
同
組
合
へ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
価
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
た
の
が
一
九
九
六
年
の
ガ
ー
ニ
ー
に
よ
る
研
究

で
あ
る
︒
ガ
ー
ニ
ー
は
︑
運
動
が
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
く
︑
様
々
な
立
場
の
人
々
が
関
与
し
︑
当
時
の
社
会
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
持

っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
︑
一
九
世
紀
後
半
以
降
の
運
動
も
一
貫
し
て
資
本
主
義
の
変
革
を
目
指
し
て
い
た
と
評
価
す
る⑦
︒
ガ
ー
ニ
ー
の
研
究
は
︑

運
動
の
多
様
な
側
面
を
明
ら
か
に
し
︑
そ
の
役
割
を
積
極
的
に
評
価
し
た
と
い
う
点
で
︑
従
来
の
研
究
と
は
異
な
っ
た
視
点
を
提
示
し
て
お
り

重
要
で
あ
る
が
︑
協
同
組
合
を
も
っ
ぱ
ら
資
本
主
義
や
階
級
意
識
と
結
び
つ
け
て
解
釈
し
て
い
る
点
は
従
来
の
研
究
の
枠
組
み
を
越
え
て
い
な

い
︒こ

の
よ
う
に
︑
長
い
間
︑
協
同
組
合
の
歴
史
研
究
で
は
︑
批
判
的
で
な
い
礼
賛
的
な
叙
述
あ
る
い
は
階
級
対
立
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
社
会
経

済
史
的
叙
述
が
な
さ
れ
て
き
た
︒
い
ず
れ
の
研
究
も
︑
協
同
組
合
の
論
理
や
運
動
の
成
り
立
ち
と
そ
の
展
開
を
︑
社
会
状
況
を
含
む
物
質
的
な

側
面
に
還
元
さ
せ
る
こ
と
で
説
明
し
て
き
た
︒
し
か
し
︑
運
動
と
物
質
的
な
側
面
と
の
関
係
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
︒
両
者
の
間

に
は
︑
人
々
の
認
識
と
行
動
を
規
定
す
る
言
語
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒
言
語
に
注
目
す
る
こ
と
で
︑
今
ま
で
の
研
究
か
ら

は
見
え
て
こ
な
か
っ
た
運
動
の
新
た
な
側
面
を
示
す
と
と
も
に
︑
そ
れ
ら
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
よ
り
具
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
︒
協
同
組
合
研
究
に
お
い
て
︑
言
語
は
運
動
の
活
き
活
き
と
し
た
新
た
な
像
を
描
き
出
す
た
め
に
は
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
な
の
で
あ

る
︒も

ち
ろ
ん
︑
言
語
に
注
目
す
る
文
化
史
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
試
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
先
に
述
べ
た
ガ
ー
ニ
ー
は
︑
運
動
に

お
い
て
言
語
が
果
た
し
た
役
割
を
分
析
し
て
お
り
︑﹁
協
同
組
合
﹂
と
い
う
言
語
は
︑
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
と
労
働
者
階
級
の
組
合
員
と
の
間
で
異

な
っ
た
意
味
を
有
し
て
い
た
が
︑
ま
さ
に
こ
の
言
語
の
共
有
に
よ
っ
て
︑
階
級
間
の
連
携
が
容
易
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
し
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か
し
︑
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
と
組
合
員
の
二
つ
の
立
場
に
し
か
言
及
し
な
い
こ
と
で
︑
最
終
的
に
は
階
級
協
調
の
場
と
い
う
従
来
の
研
究
と
同
じ
階

級
を
基
本
と
し
た
解
釈
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ガ
ー
ニ
ー
は
︑
組
合
員
の
間
で
の
相
違
や
運
動
に
反
対
し
た
人
々
ま
で
は

取
り
上
げ
て
お
ら
ず
︑
運
動
に
お
い
て
重
要
な
そ
の
他
の
言
語
も
考
慮
し
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
複
数
の
言
語
や
そ
れ
ら
を
用
い
て
い
た
様
々

な
主
体
に
注
目
す
る
こ
と
で
︑
階
級
対
立
の
認
識
枠
組
に
制
約
さ
れ
な
い
︑
よ
り
包
括
的
な
運
動
の
理
解
が
可
能
に
な
る
︒
そ
の
た
め
︑
本
稿

で
は
︑
運
動
を
取
り
巻
い
て
い
た
複
数
の
言
語
に
注
目
す
る
と
と
も
に
︑
同
一
階
級
内
で
の
言
説
の
相
違
も
明
ら
か
に
す
る
︒
ガ
ー
ニ
ー
が
部

分
的
に
分
析
を
試
み
た
文
化
史
の
視
点
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
も
︑
よ
り
発
展
的
な
考
察
を
目
指
す⑧
︒
協
同
組
合
運
動
の
も
と
で
は
︑
多
様
な
立
場

の
人
々
が
様
々
な
言
語
を
発
し
︑
そ
れ
ら
発
話
に
よ
っ
て
人
々
の
行
動
が
規
定
さ
れ
て
い
っ
た
︒
協
同
組
合
の
大
原
則
と
さ
れ
た
自
助
と
民
主

的
運
営
︑
さ
ら
に
︑
資
本
主
義
や
社
会
主
義
を
め
ぐ
る
数
々
の
議
論
が
な
さ
れ
た
が
︑
こ
れ
ら
の
言
説
は
運
動
の
展
開
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な

役
割
を
果
た
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
自
助
や
民
主
主
義
は
運
動
内
部
で
ど
の
よ
う
に
広
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
運
動
内
部
で
発
せ
ら
れ
た
資

本
主
義
や
社
会
主
義
の
言
説
は
︑
運
動
の
外
部
で
議
論
さ
れ
た
そ
れ
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
さ
ら
に
︑
こ
う
し
た
言
説

は
運
動
の
拡
大
に
ど
の
よ
う
に
寄
与
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
ら
の
疑
問
を
解
明
す
る
た
め
に
︑
本
稿
で
は
特
に
︑
運
動
の
言
説
空
間
を
分

析
対
象
と
し
て
︑
運
動
に
関
与
し
た
人
々
の
発
話
に
よ
っ
て
︑
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
い
か
な
る
も
の
と
し
て
構
築
さ
れ
た
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
︒
同
時
に
︑
人
々
が
発
す
る
言
語
の
応
酬
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
運
動
の
像
を
提
示
す
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
最
終
的
に
︑
協
同

組
合
が
社
会
改
良
の
手
段
と
し
て
階
級
を
越
え
て
広
範
な
人
々
に
受
容
さ
れ
︑
店
舗
数
や
組
合
員
数
が
急
速
に
増
加
し
︑
社
会
的
影
響
力
を
増

し
た
背
景
を
︑
従
来
の
社
会
経
済
史
に
よ
る
説
明
で
は
な
く
︑
言
語
と
い
う
観
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒
以
下

で
は
︑
具
体
的
な
考
察
対
象
に
つ
い
て
述
べ
る
︒

本
稿
が
対
象
と
す
る
時
期
は
︑
一
九
世
紀
後
半
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
前
ま
で
で
あ
る
︒
現
在
の
協
同
組
合
の
原
型
と
さ
れ
る
消
費
者
協
同

組
合
が
本
格
的
に
形
成
さ
れ
た
の
は
一
九
世
紀
半
ば
で
あ
り
︑
こ
の
時
期
以
降
︑
組
織
の
あ
り
方
や
運
動
の
拡
大
に
伴
う
問
題
に
つ
い
て
の
議

論
が
活
発
に
な
っ
た
︒
第
一
次
大
戦
期
に
は
運
動
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も
多
く
の
変
化
が
起
こ
り
︑
こ
れ
を
扱
う
紙
幅
の
余
裕
は
な
い
た
め
︑
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本
稿
で
は
大
戦
前
ま
で
と
し
た⑨
︒
次
に
︑
対
象
と
す
る
地
域
は
︑
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
限
定
し
︑
と
り
わ
け
︑
協
同
組
合
運

動
が
活
発
だ
っ
た
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
や
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
な
ど
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
を
考
察
の
中
心
と
す
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
ウ
ェ
ー
ル
ズ
や
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
に
も
協
同
組
合
は
存
在
し
た
が
︑
イ
ギ
リ
ス
全
体
の
協
同
組
合
運
動
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
組
織
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
た
︒
取
り
上
げ
る
組
織
に
つ
い
て
も
︑
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
を
発
祥
と
す
る
︑
ロ
ッ
チ

デ
ー
ル
公
正
先
駆
者
組
合
と
卸
売
協
同
組
合
C
o-operative
W
holesale
Society︵
以
下
︑
Ｃ
Ｗ
Ｓ
︶
を
主
な
考
察
対
象
と
す
る
︒
前
者
は
︑

世
界
に
先
駆
け
て
︑
近
代
で
最
初
に
成
功
し
た
協
同
組
合
で
あ
り
︑
後
者
は
当
時
︑
国
内
最
大
規
模
を
誇
っ
た
消
費
者
協
同
組
合
で
あ
っ
た⑩
︒

両
者
に
関
す
る
史
料
は
豊
富
に
残
っ
て
お
り
︑
そ
の
中
で
本
稿
が
扱
う
史
料
は
︑
考
察
対
象
と
す
る
人
々
か
ら
決
定
す
る
︒
つ
ま
り
︑
組
合
員
︑

運
動
家
︑
議
員
︑
協
同
組
合
の
活
動
に
反
発
し
た
商
人
や
商
店
主
︑
協
同
組
合
を
社
会
問
題
緩
和
の
手
段
と
み
な
し
た
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
社
会

改
革
者
︑
社
会
主
義
者
ら
の
発
言
を
分
析
す
る
︒
本
稿
で
は
︑
こ
う
し
た
人
々
の
発
言
に
関
す
る
史
料
と
し
て
は
︑
彼
ら
自
身
の
手
に
な
る
著

作
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
︑
全
国
の
協
同
組
合
運
動
の
動
向
を
掲
載
し
た
新
聞
︑
協
同
組
合
運
動
に
反
対
す
る
商
人
や
商
店
主
の
団
体
が
発
行
し
た

機
関
誌
︑
社
会
改
革
者
に
よ
る
論
文
な
ど
を
用
い
る
︒

以
下
︑
第
一
章
で
は
︑
本
稿
の
主
張
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
︑
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
協
同
組
合
運
動
の
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
お
よ
び
組
織
の

し
く
み
に
つ
い
て
確
認
す
る
︒
第
二
章
で
は
︑
組
織
の
原
則
と
し
て
最
重
要
視
さ
れ
て
い
た
自
助
と
民
主
主
義
に
つ
い
て
︑
組
合
員
な
ど
運
動

内
部
の
人
々
の
発
言
を
中
心
に
考
察
す
る
︒
第
三
章
で
は
︑
資
本
主
義
と
社
会
主
義
の
議
論
に
関
し
て
︑
組
合
員
や
運
動
の
支
持
者
だ
け
で
な

く
︑
組
合
員
と
対
立
し
た
商
人
や
社
会
主
義
者
の
発
言
も
取
り
上
げ
る
︒

①

イ
ギ
リ
ス
で
は
︑
労
働
者
に
よ
る
労
働
者
の
た
め
の
組
織
で
あ
る
生
産
者
協
同

組
合
も
存
在
し
た
が
︑
消
費
者
に
は
恩
恵
が
な
い
こ
と
か
ら
︑
多
く
の
労
働
者
を

引
き
つ
け
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒
生
産
者
協
同
組
合
の
詳
細
に
つ
い
て
は
以
下

を
参
照
︒
中
川
雄
一
郎
﹃
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
と
協
同
組
合

Ｅ
・
Ｖ
・

ニ
ー
ル
の
協
同
居
住
福
祉
論
﹄
日
本
経
済
評
論
社
︑
二
〇
〇
二
年
︒

②

協
同
組
合
運
動
の
影
響
力
の
大
き
さ
に
つ
い
て
の
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
と
マ
ー
シ

ャ
ル
の
発
言
は
そ
れ
ぞ
れ
以
下
を
参
照
︒
H
ansard’s
P
arliam
entary

D
ebates,175,
H
ouse
of
C
om
m
ons,11
M
ay,1864,
p.325;
Inaugural

A
ddress
D
elivered
at
the
T
w
enty-first
A
nnual
C
o-operative
C
ongress,

H
eld
at
Ipsw
ich,
June
10,
11
and
12,
1889,
by
A
lfred
M
arshall,p.3.

一九世紀中葉から二〇世紀初頭におけるイギリス協同組合運動の展開と言語（浮網）
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③

運
動
の
歴
史
に
つ
い
て
は
︑
J.
B
ailey,
T
he
B
ritish
C
o-operative

M
ovem
ent,
H
utchinson̓
s
U
niversity
Library,
1955.︵
Ｊ
・
ベ
イ
リ
ー

︵
勝
部
欣
一
・
高
橋
芳
郎
訳
︶﹃
イ
ギ
リ
ス
の
協
同
組
合
運
動
﹄
家
の
光
協
会
︑

一
九
五
七
年
︶;
A
.
B
onner,
B
ritish
C
o-operation,
C
o-operative
U
nion,

1961;
Ｊ
・
バ
ー
チ
ャ
ル
︵
中
川
雄
一
郎
・
杉
本
貴
志
訳
︶﹃
コ
ー
プ
ピ
ー
プ
ル

ズ
・
ビ
ジ
ネ
ス
﹄
大
月
書
店
︑
一
九
九
七
年
︵
原
著
刊
行
一
九
九
四
年
︶︒
協
同

組
合
を
自
助
組
織
の
一
つ
と
し
て
︑
そ
の
規
模
や
組
織
制
度
を
取
り
上
げ
た
P.

H
.
J.
H
.
G
osden,
Self-help:
V
oluntary
A
ssociations
in
the
19th

C
entury,B
atsford,1973.協
同
組
合
が
小
売
業
の
発
展
に
寄
与
し
た
こ
と
を
指

摘
し
た
の
は
︑
M
.
Purvis,‘Stocking
the
Store:
C
o-operative
R
etailers

in
N
orth-E
ast
E
ngland
and
System

of
W
holesale
Supply
circa

1860-77̓
,B
usiness
H
istory,40-4,1998,pp.55-78.消
費
主
義
と
の
関
連
で

は
︑
L.
B
lack
and
N
.
R
obertson
(eds.),
C
onsum
erism
and
the
C
o-

operative
M
ovem
ent
in
M
odern
B
ritish
H
istory,
M
anchester

U
niversity
Press,2009.
さ
ら
に
︑
日
本
に
お
け
る
研
究
は
︑
特
に
経
済
学
の

分
野
で
盛
ん
で
あ
り
︑
本
稿
が
対
象
と
す
る
時
期
の
研
究
は
以
下
を
参
照
︒
道
重

一
郎
﹁
消
費
社
会
の
変
化
と
協
同
組
合
の
対
応

イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
す
る
協

同
組
合
運
動
の
歴
史
的
展
開
﹂﹃
共
済
総
合
研
究
﹄
五
七
︑
二
〇
一
〇
年
︑
六
～

二
二
頁
︒
ま
た
︑
イ
ギ
リ
ス
だ
け
で
な
く
世
界
の
協
同
組
合
を
対
象
と
し
て
日
本

で
の
研
究
動
向
を
ま
と
め
た
文
献
も
出
て
い
る
︒
堀
越
芳
昭
・
Ｊ
Ｃ
総
研
編
﹃
協

同
組
合
研
究
の
成
果
と
課
題

e
f
g
h
～
i
h
e
i
﹄
家
の
光
協
会
︑
二
〇
一

四
年
︒

④

B
.
Potter,
T
he
C
o-operative
M
ovem
ent
in
G
reat
B
ritain,
G
ow
er

Pub.,1987
(1891
(1st
ed.)).︵
Ｂ
・
ポ
ッ
タ
ー
︵
久
留
間
鮫
造
訳
︶﹃
消
費
組
合

発
達
史
論

英
国
協
同
組
合
運
動
﹄
同
人
社
書
店
︑
一
九
二
五
年
︶

⑤

G
.D
.H
.C
ole,A
C
entury
of
C
o-operation,G
eorge
A
llen
&
U
nw
in,

1944.︵
Ｇ
・
Ｄ
・
Ｈ
・
コ
ー
ル
︵
中
央
協
同
組
合
学
園
コ
ー
ル
研
究
会
訳
︶﹃
協

同
組
合
運
動
の
一
世
紀
﹄
家
の
光
協
会
︑
一
九
七
五
年
︶

⑥

S.
Pollard,
‘N
ineteenth-century
C
o-operation:
from

C
om
m
unity

B
uilding
to
Shopkeeping̓
,in
A
.B
riggs,and
J.Saville
(eds.),E
ssays
in

L
abour
H
istory,
M
acm
illan,1960,
pp.74-112.
労
働
運
動
史
家
に
よ
る
研

究
は
他
に
以
下
を
参
照
︒
J.
F
oster,
C
lass
Struggle
and
the
Industrial

R
evolution:
E
arly
Industrial
C
apitalism
in
T
hree
E
nglish
T
ow
n,

M
ethuen,
1974,
pp.
221-224;
G
.
C
rossick,
A
n
A
rtisan
E
lite
in

V
ictorian
Society:
K
entish
L
ondon
1840-1880,
R
outledge,1978,
pp.

165-173;N
.K
irk,T
he
G
row
th
of
W
orking-C
lass
R
eform
ism
in
M
id-

V
ictorian
E
ngland,
C
room
H
elm
,
1985;
E
.
H
opkins,
W
orking-class

S
elf-h
elp
in

N
in
eteen
th-cen
tu
ry
E
n
glan
d:
R
espon
ses
to

Industrialization,
U
C
L
Press,1995.
小
野
塚
知
二
﹁﹃
集
団
的
自
助
﹄
の
論

理

一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
労
働
者
上
層
の
文
化
﹂﹃
歴
史
評
論
﹄
四
六
五
︑
一

九
八
九
年
︑
六
三
～
八
三
頁
︒
他
方
︑
労
働
運
動
史
と
は
別
の
文
脈
か
ら
の
研
究

も
あ
る
が
︑
運
動
が
資
本
主
義
に
屈
し
た
と
い
う
結
論
は
変
わ
ら
な
い
︒
P.

Johnson,
Saving
and
Spending:
T
he
W
orking-C
lass
E
conom
y
in

B
ritain,
1870-1939,
C
larendon
Press,1985.︵
Ｐ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
︵
真
屋

尚
生
訳
︶﹃
節
約
と
浪
費

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
自
助
と
互
助
の
生
活
史
﹄
慶

應
義
塾
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
三
年
︶

⑦

P.
G
urney,
C
o-operative
C
ulture
and
the
P
olitics
of
C
onsum
ption

in
E
ngland
1870-1930,
M
anchester
U
niversity
Press,1996.

⑧

文
化
史
に
つ
い
て
の
良
書
は
︑
M
.
A
.
C
abrera,
P
ostsocial
H
istory:
A
n

Introduction,
Lexington,2004.
イ
ギ
リ
ス
史
で
言
語
の
役
割
に
注
目
し
た
代

表
的
な
研
究
は
︑
Ｇ
・
Ｓ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
︵
長
谷
川
貴
彦
訳
︶﹃
階
級
と
い
う
言

語

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
労
働
者
階
級
の
政
治
社
会
史

一
八
三
二

一
九
八
二

年
﹄
刀
水
書
房
︑
二
〇
一
〇
年
︒
D
.
C
raig
and
J.
T
hom
pson
(eds.),

L
anguage
of
P
olitics
in
N
ineteenth
C
entury
B
ritain,
P
algrave
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M
acm
illan,2013.

⑨

第
一
次
世
界
大
戦
期
お
よ
び
戦
間
期
の
協
同
組
合
運
動
に
つ
い
て
は
︑
以
下
を

参
照
︒
N
.
R
obertson,
T
he
C
o-operative
M
ovem
ent
and
C
om
m
unities

in
B
ritain,
1914-1960:
M
inding
T
heir
O
w
n
B
usiness,
R
outledge,

2010;
J.
F
.
W
ilson,
A
.
W
ebster
and
R
.
V
orberg-R
ugh,
B
uilding
C
o-

operation:
A
B
usiness
H
istory
of
the
C
o-operative
G
roup,
1863-

2013,
O
xford
U
niversity
Press,2013,
pp.150-204;
P.
G
urney,‘C
o-

operation
and
the
“N
ew
C
onsum
erism
”
in
Interw
ar
E
ngland̓
,

B
usiness
H
istory,
54-6,
2012,
pp.
905-924;
‘“T
he
C
urse
of
the
C
o-

ops”:C
o-operation,the
M
ass
Press
and
M
arket
in
Interw
ar
B
ritain̓
,

E
nglish
H
istorical
R
eview
,547,2015,
pp.1479-1512.

⑩

ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
組
合
と
Ｃ
Ｗ
Ｓ
に
つ
い
て
は
︑
以
下
を
参
照
︒
W
.
H
.

B
row
n,T
he
R
ochdale
P
ioneers:
T
he
Story
of
the
T
oad
L
ane
Store,

1844,
and
the
O
rigin
of
the
C
o-operative
U
nion,
1869,C
o-operative

U
nion,1931;
W
ilson,
W
ebster
and
V
orberg-R
ugh,
op.
cit.

第
一
章

協
同
組
合
運
動
の
概
観

第
一
節

運

動

の

歩

み

以
下
で
は
︑
二
章
以
降
の
議
論
の
前
提
と
な
る
︑
イ
ギ
リ
ス
の
協
同
組
合
に
関
す
る
予
備
的
内
容
を
述
べ
る
︒
本
節
で
は
︑
協
同
組
合
の
組

織
形
態
を
踏
ま
え
た
う
え
で
︑
一
八
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
の
運
動
の
変
遷
を
時
系
列
に
概
観
す
る
こ
と
で
︑
イ
ギ
リ
ス
に
お
け

る
協
同
組
合
の
広
が
り
を
簡
潔
に
示
す
︒

協
同
組
合
の
形
態
は
多
様
だ
が
︑
イ
ギ
リ
ス
で
は
特
に
重
要
な
の
が
︑
消
費
者
協
同
組
合
と
生
産
者
協
同
組
合
で
あ
る
︒
前
者
の
大
き
な
特

徴
は
︑
組
合
員
は
店
舗
で
の
購
買
高
に
応
じ
て
配
当
金
を
受
け
取
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
商
品
の
販
売
の
結
果
と
し
て
獲
得
さ
れ
た

利
益
が
組
合
員
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
イ
ギ
リ
ス
で
は
こ
の
形
態
の
協
同
組
合
が
最
も
盛
ん
で
数
も
多
い
︒
な
お
︑
卸
売
協
同
組
合
と
い

わ
れ
る
組
織
も
消
費
者
協
同
組
合
の
一
種
で
あ
る
︒
た
だ
︑
メ
ン
バ
ー
は
個
人
で
は
な
く
︑
個
々
の
消
費
者
協
同
組
合
か
ら
構
成
さ
れ
︑
市
場

か
ら
仕
入
れ
た
商
品
や
自
ら
所
有
す
る
工
場
で
生
産
し
た
品
物
を
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
協
同
組
合
に
販
売
す
る
し
く
み
で
あ
る
︒
卸
売
協
同
組
合

の
お
か
げ
で
︑
メ
ン
バ
ー
の
協
同
組
合
は
自
力
で
調
達
す
る
よ
り
も
効
率
的
か
つ
安
価
に
品
物
を
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
れ
に
対
し
︑
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生
産
者
協
同
組
合
は
︑
利
益
が
組
織
で
働
く
者
の
間
で
の
み
分
配
さ
れ
る
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
︒
恩
恵
を
受
け
ら
れ
る
の
が
組
織
内
部
の

者
に
限
定
さ
れ
る
た
め
︑
広
く
人
々
を
引
き
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
運
営
の
失
敗
も
相
ま
っ
て
一
九
世
紀
後
半
以
降
衰
退
し
て
い
っ
た①
︒

最
初
期
の
協
同
組
合
は
︑
一
七
六
〇
年
以
降
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
東
部
で
結
成
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
が②
︑
本
格
的
な
取
り
組

み
は
一
九
世
紀
の
オ
ー
ウ
ェ
ン
以
降
で
あ
る
︒
彼
は
︑
一
八
〇
〇
年
に
︑
ニ
ュ
ー
・
ラ
ナ
ー
ク
紡
績
工
場
を
買
収
し
︑
周
辺
に
住
宅
や
教
室
︑

幼
稚
園
を
建
設
し
て
協
同
組
合
共
同
体
を
形
成
し
よ
う
と
し
た③
︒
オ
ー
ウ
ェ
ン
以
降
︑
協
同
組
合
運
動
の
全
国
的
︑
国
際
的
な
広
が
り
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
の
︑
一
九
世
紀
前
半
に
結
成
さ
れ
た
協
同
組
合
の
大
部
分
は
︑
事
業
運
営
の
未
熟
さ
や
組
合
員
の
店
舗
利
用
の
低
さ
な

ど
が
要
因
で
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る④
︒

し
か
し
︑
一
九
世
紀
後
半
に
な
る
と
︑
運
動
は
飛
躍
的
に
拡
大
し
て
い
く
︒
そ
の
先
陣
を
切
っ
た
の
が
︑
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
公
正
先
駆
者
組
合

で
あ
る
︒
人
口
二
四
︑
〇
〇
〇
人
ほ
ど
の
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
は
繊
維
産
業
が
有
名
な
町
で
あ
っ
た
が
︑
産
業
革
命
に
よ
る
機
械
化
に
よ
っ
て
職
人

ら
は
窮
乏
し
て
い
た
︒
こ
う
し
た
窮
状
に
立
ち
向
か
う
た
め
︑
エ
リ
ー
ト
層
の
職
人
ら
二
八
人
が
一
八
四
四
年
八
月
一
五
日
に
先
駆
者
組
合
を

創
設
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る⑤
︒

ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
組
合
を
皮
切
り
に
︑
以
後
︑
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
や
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
よ
う
な
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
を
中
心
と
し
て
︑
多
数
の

協
同
組
合
が
結
成
さ
れ
て
い
っ
た⑥
︒
北
部
の
工
業
地
域
で
は
︑
人
々
の
結
び
つ
き
が
緊
密
な
共
同
体
が
多
数
存
在
し
て
お
り
︑
協
同
組
合
成
立

の
基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
東
部
で
は
同
じ
職
業
の
人
々
か
ら
な
る
大
き
く
均
質
な
共
同
体
が
存
在
し
た
し
︑

南
ウ
ェ
ー
ル
ズ
で
は
強
い
宗
教
的
な
結
び
つ
き
を
持
っ
た
共
同
体
が
存
在
し
た
︒
こ
の
よ
う
な
共
同
体
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
持
続
可
能
な

協
同
組
合
を
生
み
出
す
た
め
に
は
重
要
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
流
通
が
未
発
達
で
︑
同
業
の
競
合
相
手
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
協
同
組
合
が
参
入

し
や
す
か
っ
た
要
因
で
あ
る
︒
反
対
に
︑
競
争
が
激
し
く
共
同
体
意
識
の
比
較
的
薄
い
大
規
模
な
商
業
都
市
で
は
︑
協
同
組
合
が
広
が
っ
て
い

く
に
は
時
間
が
か
か
っ
た
︒
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
や
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
よ
う
に
多
数
の
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
産
業
が
存
在
し
て
い
る
地
域
や
小
規

模
な
雇
用
主
が
い
る
地
域
も
な
か
な
か
協
同
組
合
が
普
及
し
な
か
っ
た⑦
︒
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一
八
六
三
年
に
は
︑
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
を
本
拠
地
と
し
︑
各
地
の
協
同
組
合
を
傘
下
に
も
つ
卸
売
協
同
組
合
で
あ
る
Ｃ
Ｗ
Ｓ
が
創
設
さ
れ
た
︒

Ｃ
Ｗ
Ｓ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
各
地
の
消
費
者
協
同
組
合
に
対
し
︑
国
内
お
よ
び
海
外
市
場
か
ら
購
入
し
た
商
品
や
自
前
の
工
場
で
生
産
し
た
製
品

を
安
く
提
供
し
た⑧
︒
一
八
七
〇
年
に
は
︑
地
方
の
協
同
組
合
が
所
属
す
る
中
央
の
連
合
組
織
で
あ
る
協
同
組
合
連
合
C
o-operative
U
nion

︵
以
下
︑
Ｃ
Ｕ
︶
が
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
を
本
拠
地
と
し
て
創
設
さ
れ
た
︒
協
同
組
合
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
や
各
種
出
版
物
の
発
行
を
担
う
と
と
も

に
︑
議
会
で
は
協
同
組
合
を
支
援
す
る
委
員
会
を
結
成
さ
せ
て
運
動
の
推
進
を
後
押
し
す
る
役
割
を
果
た
し
た⑨
︒

二
〇
世
紀
に
入
る
と
︑
協
同
組
合
運
動
は
政
治
に
進
出
し
始
め
︑
一
九
一
八
年
に
は
協
同
党
が
結
成
さ
れ
︑
そ
の
四
年
後
に
は
︑
組
合
員
が

史
上
初
め
て
議
員
に
選
出
さ
れ
て
い
る⑩
︒

以
上
︑
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
協
同
組
合
運
動
の
あ
ゆ
み
を
概
観
し
た
よ
う
に
︑
一
九
世
紀
前
半
の
協
同
組
合
は
未
熟
で
組
織
運
営
自
体
決
し

て
洗
練
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
後
半
に
な
る
と
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
組
合
や
Ｃ
Ｗ
Ｓ
を
は
じ
め
と
し
て
︑
協
同
組
合
数
は
急
速
に
増
加

し
て
い
っ
た
︒
組
織
運
営
の
向
上
に
伴
い
組
織
規
模
や
組
合
員
数
が
拡
大
し
︑
運
動
は
飛
躍
的
に
活
発
に
な
っ
て
い
き⑪
︑
二
〇
世
紀
初
頭
に
は

政
治
進
出
も
果
た
し
た
の
で
あ
る
︒

第
二
節

協
同
組
合
の
し
く
み

本
節
で
は
︑
協
同
組
合
︑
と
り
わ
け
消
費
者
協
同
組
合
の
運
営
の
特
徴
︑
組
合
員
と
な
る
方
法
や
配
当
金
の
し
く
み
な
ど
に
つ
い
て
︑
同
時

代
の
史
料
を
用
い
て
解
説
す
る
︒
組
合
員
に
な
る
方
法
や
出
資
金
な
ど
は
組
織
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
︑
一
概
に
説
明
す
る
の
は
困
難
で
あ
る

が
︑
多
く
の
協
同
組
合
が
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
組
合
の
手
法
を
模
範
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
経
緯
が
あ
る
の
で
︑
こ
こ
で
は
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
組
合

の
例
を
中
心
に
述
べ
る
︒

ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
組
合
の
運
営
の
基
本
方
針
に
は
そ
の
後
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
協
同
組
合
の
原
則
と
な
る
特
色
が
あ
っ
た
︒
と
り
わ
け
重
視

さ
れ
た
二
大
原
則
が
︑
本
稿
で
も
考
察
の
中
心
と
な
る
自
助
と
民
主
主
義
で
あ
っ
た
︒
自
助
の
原
則
に
基
づ
き
︑
運
営
に
つ
い
て
は
︑
自
ら
準
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備
し
た
資
金
で
協
同
組
合
の
店
舗
を
開
設
し
た
︒
通
常
の
企
業
の
よ
う
に
株
式
発
行
に
よ
っ
て
資
金
を
準
備
す
る
の
で
は
な
く
︑
組
合
員
自
身

が
持
ち
寄
っ
た
資
金
を
元
手
に
事
業
を
す
す
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
組
合
員
に
つ
い
て
も
自
助
の
原
則
が
重
視
さ
れ
た
︒
例
え
ば
︑

彼
ら
の
負
債
を
防
止
す
る
た
め
︑
掛
け
売
り
や
掛
け
買
い
を
禁
じ
︑
店
舗
で
は
商
品
を
購
入
し
た
そ
の
場
で
現
金
で
支
払
わ
せ
た
︒
ま
た
︑
組

合
員
に
は
協
同
組
合
の
銀
行
に
貯
蓄
さ
せ
て
倹
約
を
学
ば
せ
︑
彼
ら
の
自
立
を
促
そ
う
と
し
た
︒
さ
ら
に
︑
自
助
の
た
め
の
教
育
に
も
力
を
入

れ
︑
剰
余
金
の
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
教
育
費
に
充
て
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
た
︒

も
う
一
方
の
民
主
主
義
の
原
則
は
運
営
面
に
体
現
さ
れ
て
い
る
︒
役
職
の
任
命
や
提
案
の
決
議
に
お
い
て
す
べ
て
の
組
合
員
に
一
人
一
票
の

投
票
権
が
与
え
ら
れ
て
お
り
︑
組
合
員
全
員
が
参
加
し
対
等
に
議
論
の
で
き
る
民
主
的
な
運
営
が
目
指
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る⑫
︒

で
は
︑
組
合
員
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
手
順
で
入
会
し
︑
店
舗
を
利
用
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
人
々
は
協
同
組
合
に
入
会
す
る
た
め

に
は
一
人
当
た
り
最
低
五
ポ
ン
ド
︑
最
大
で
五
〇
ポ
ン
ド
の
出
資
金
を
支
払
う
必
要
が
あ
っ
た
︒
分
割
払
い
の
場
合
は
︑
五
ポ
ン
ド
に
達
す
る

ま
で
︑
毎
週
三
ペ
ン
ス
︑
四
半
期
に
三
シ
リ
ン
グ
三
ペ
ン
ス
を
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た⑬
︒
配
当
金
は
︑
年
に
四
回
︑
商
品
の
売
上
高
の
う

ち
純
利
益
部
分
が
組
合
員
に
分
配
さ
れ
る
︒
組
合
員
は
︑
各
々
の
出
資
額
に
応
じ
た
年
間
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
子
と
︑
四
半
期
ご
と
の
購
入
高

に
応
じ
た
額
を
受
け
取
っ
た⑭
︒

協
同
組
合
の
利
用
の
仕
方
に
つ
い
て
は
︑
組
合
員
の
回
想
録
か
ら
そ
の
様
子
が
よ
く
わ
か
る
︒
労
働
党
議
員
と
な
り
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
と
ア
ト

リ
ー
内
閣
に
お
い
て
活
躍
し
た
労
働
者
階
級
出
身
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
ー
ソ
ン
の
家
族
は
一
八
九
〇
年
代
半
ば
に
ニ
ュ
ー
カ
ー
ス
ル
組
合
に
加
入

し
た
︒
自
伝
の
中
で
幼
少
期
を
振
り
返
り
︑
協
同
組
合
の
カ
ー
ト
が
家
の
前
ま
で
や
っ
て
き
て
商
品
を
受
け
取
っ
て
い
た
こ
と
や
︑
ロ
ー
ソ
ン

自
身
が
協
同
組
合
の
店
舗
に
足
を
運
ん
で
買
い
物
を
し
た
こ
と
が
描
写
さ
れ
て
い
る⑮
︒
ま
た
︑
父
親
が
社
会
主
義
者
で
独
立
労
働
党
の
創
設
メ

ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
る
メ
ア
リ
ー
・
ベ
ン
ト
レ
ー
は
︑
一
八
六
九
年
生
ま
れ
で
︑
幼
い
こ
ろ
︑
週
に
一
度
︑
木
曜
日
に
︑
協
同
組
合
の
注
文
品

が
配
達
さ
れ
︑
母
親
が
い
つ
も
バ
タ
ー
と
ハ
ニ
ー
ト
フ
ィ
ー
一
袋
を
包
む
と
こ
ろ
を
そ
ば
で
見
て
い
た
と
綴
っ
て
い
る
︒
日
に
よ
っ
て
は
︑
母

親
に
連
れ
ら
れ
て
協
同
組
合
の
店
舗
に
足
を
運
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る⑯
︒
こ
れ
ら
の
描
写
か
ら
︑
組
合
員
は
商
品
を
入
手
す
る
た
め
に
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店
舗
に
直
接
行
く
場
合
と
︑
家
ま
で
配
達
し
て
も
ら
う
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る⑰
︒

卸
売
協
同
組
合
に
つ
い
て
は
Ｃ
Ｗ
Ｓ
を
例
に
説
明
す
る
︒
Ｃ
Ｗ
Ｓ
創
設
翌
年
の
傘
下
協
同
組
合
が
擁
す
る
組
合
員
数
は
︑
一
八
︑
三
三
七
人

で
あ
っ
た
の
が
︑
一
八
九
九
年
に
は
一
︑
一
七
九
︑
六
〇
九
人
に
ま
で
増
加
し
︑
二
〇
一
六
年
現
在
で
は
四
〇
〇
万
人
以
上
を
擁
す
る
ま
で
に

な
り
︑
イ
ギ
リ
ス
国
内
最
大
を
誇
る⑱
︒
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
成
長
し
た
背
景
に
は
︑
海
外
の
流
通
チ
ェ
ー
ン
の
全
段
階
を
自
前
で
ま
か
な
う
こ
と

で
流
通
コ
ス
ト
の
削
減
を
実
現
し
た
こ
と
︑
生
産
す
る
商
品
を
労
働
者
階
級
が
常
時
か
つ
多
量
に
必
要
と
す
る
日
用
品
に
特
化
し
た
こ
と
︑
消

費
者
協
同
組
合
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
生
産
事
業
や
経
営
不
振
の
生
産
者
協
同
組
合
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
よ
る
事
業
拡
大
な
ど
が
あ
っ
た
︒
こ

う
し
て
︑
国
内
支
店
は
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
や
ロ
ン
ド
ン
な
ど
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
各
地
に
設
立
さ
れ
︑
海
外
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
北
ア
メ
リ
カ
︑
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
︑
ア
ジ
ア
に
工
場
や
貯
蔵
所
が
開
設
さ
れ
た⑲
︒

こ
の
よ
う
に
︑
大
き
な
発
展
を
遂
げ
て
い
く
消
費
者
協
同
組
合
及
び
卸
売
協
同
組
合
は
︑
消
費
者
の
た
め
の
消
費
者
に
よ
る
組
織
で
あ
る
こ

と
を
標
榜
し
た
︒
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
自
立
し
た
組
合
員
を
育
て
る
自
助
の
原
則
と
︑
組
合
員
の
運
営
へ
の
参
加
と
い
う
民
主
主
義
の
原

則
︑
さ
ら
に
は
︑
企
業
と
の
差
異
化
を
運
動
の
重
要
な
柱
と
し
て
い
た
︒
二
章
と
三
章
で
は
︑
こ
れ
ら
の
特
徴
に
関
す
る
議
論
や
実
践
を
言
語

に
即
し
て
考
察
す
る
こ
と
で
︑
運
動
の
表
象
の
さ
れ
方
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
︒

①

A
.
A
cland
and
B
.
Jones,
W
orking
M
en
C
o-operators,
C
assell
and

C
om
pany,1884,
p.3;
F
.
H
all
and
W
.
P.
W
atkins,
C
o-operation:
A

Survey
of
the
H
istory,
P
rinciples
and
O
rganization
of
the
C
o-

operative
M
ovem
ent
in
G
reat
B
ritain
and
Ireland,
C
o-operative

U
nion,1934,
pp.16-18.

②

C
ole,
op.
cit.,
pp.13-14;
B
ailey,
op.
cit.,
pp.11-12.バ
ー
チ
ャ
ル
︑
前

掲
書
︑
二
二
頁
︒

③

オ
ー
ウ
ェ
ン
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
以
下
を
参
照
︒
J.
F
.
C
.
H
arrison,

R
obert
O
w
en
and
the
O
w
enites
in
B
ritain
and
A
m
erica:
the
Q
uest

for
the
N
ew
M
oral
W
orld,
R
outledge
and
K
.
Paul,
1969;
R
.
G
.

G
arnett,
C
o-operation
and
the
O
w
enite
Socialist
C
om
m
unities
in

B
ritain,
1825-45,
M
anchester
U
niversity
Press,1972.

④

C
ole,
op.
cit.,
p.15.
バ
ー
チ
ャ
ル
︑
前
掲
書
︑
五
一
～
五
六
頁
︒

⑤

Ibid.,
pp.57-74.

⑥

Purvis,
op.
cit.,
p.319.
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
一
八
六
二
年
の
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル

地
域
は
総
人
口
の
一
割
も
の
人
が
組
合
員
で
あ
っ
た
︒

⑦

W
ilson,W
ebster
and
V
orberg-R
ugh,op.
cit.,p.43.バ
ー
チ
ャ
ル
︑
前

掲
書
︑
一
〇
七
頁
︒
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⑧

同
書
︑
一
一
一
～
一
二
〇
頁
︒

⑨

B
ailey,op.
cit.,p.107.ま
た
︑
協
同
組
合
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
大
き
な

役
割
を
果
た
し
た
新
聞
﹃
協
同
組
合
ニ
ュ
ー
ス
﹄
T
he
C
o-operative
N
ew
s
の

発
行
が
一
八
七
一
年
に
開
始
さ
れ
︑
一
九
世
紀
末
に
は
週
五
万
部
を
発
行
す
る
ま

で
に
な
っ
た
︒

⑩

バ
ー
チ
ャ
ル
︑
前
掲
書
︑
一
四
九
～
一
五
二
頁
︒
協
同
組
合
運
動
は
︑
長
い
間

政
治
的
中
立
を
保
っ
て
き
た
が
︑
二
〇
世
紀
に
入
る
と
︑
こ
の
考
え
方
を
改
め
︑

議
会
や
地
方
行
政
に
お
け
る
自
分
た
ち
の
代
表
を
立
て
る
こ
と
を
決
め
た
︒
そ
れ

ま
で
は
︑
議
会
で
の
盟
友
で
あ
る
自
由
党
と
と
も
に
行
動
す
る
こ
と
で
十
分
だ
と

い
う
意
見
が
多
数
派
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
少
数
派
の
人
々
は
︑
直
接
代
表
を
送

り
込
む
こ
と
の
必
要
性
を
訴
え
︑
一
九
一
七
年
の
協
同
組
合
年
次
大
会
で
遂
に
︑

議
会
に
代
表
を
送
る
こ
と
を
要
求
す
る
票
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
ま
で
に
な
っ

た
︒

⑪

G
osden,
op.
cit.,
p.196.
一
八
八
一
年
に
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
協
同
組
合
の
団

体
数
︑
組
合
員
数
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
九
七
一
団
体
︑
五
四
七
︑
二
一
二
人
だ
っ
た
の

が
︑
一
八
九
九
年
に
は
︑
一
︑
五
三
一
団
体
︑
一
︑
六
二
三
︑
一
一
一
人
に
ま
で

増
加
し
て
い
る
︒

⑫

G
.
J.
H
olyoake,
Self-H
elp
by
the
P
eople:
T
he
H
istory
of
the

R
ochdale
P
ioneers,
Sw
an
Sonnenschein,
1893
(1857
(1st
ed.)),
pp.

156-157.︵
ジ
ョ
ー
ジ
・
ホ
リ
ヨ
ー
ク
︵
協
同
組
合
経
営
研
究
所
訳
︶﹃
ロ
ッ
チ

デ
ー
ル
の
先
駆
者
た
ち
﹄
協
同
組
合
経
営
研
究
所
︑
一
九
九
三
年
︶

⑬

Ibid.,
p.41.
組
合
員
は
︑
労
働
者
の
な
か
で
も
比
較
的
高
い
賃
金
を
も
ら
っ

て
い
る
職
人
や
熟
練
労
働
者
が
多
か
っ
た
︒
経
済
学
者
バ
ク
ス
タ
ー
の
一
八
六
七

年
の
統
計
に
よ
れ
ば
︑
彼
ら
の
週
当
た
り
賃
金
は
︑
二
八
シ
リ
ン
グ
か
ら
三
五
シ

リ
ン
グ
で
あ
っ
た
︒
仕
立
屋
や
靴
製
造
業
者
は
こ
れ
よ
り
低
く
︑
週
二
一
シ
リ
ン

グ
か
ら
二
五
シ
リ
ン
グ
で
あ
っ
た
︒
な
お
︑
当
時
の
通
貨
で
︑
一
ポ
ン
ド
は
︑
二

〇
シ
リ
ン
グ
︵
二
四
〇
ペ
ン
ス
︶
に
相
当
す
る
︒
J.B
urnett,Idle
H
ands:
the

E
xperience
of
U
nem
ploym
ent,
1790-1990,
R
outledge,1994,
p.80.

⑭

H
olyoake,Self-H
elp
by
the
P
eople
(1893),pp.47-48;B
ailey,op.
cit.,

p.38.

⑮

J.
Law
son,
A
M
an’s
L
ife,
H
odder
&
Stoughton,1944,
pp.34-35.

⑯

M
.
B
entley,
B
orn
1896:
C
hildhood
in
C
layton
and
W
orking
in

M
anchester
and
C
heshire,
N
eil
R
ichardson,1985,
p.5.

⑰

当
初
︑
協
同
組
合
の
多
く
は
店
舗
や
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
組
合
員
の
み
に
限
定

し
て
い
た
が
︑
組
織
の
拡
大
︑
維
持
の
た
め
に
非
組
合
員
の
利
用
を
認
め
る
組
織

が
増
え
て
き
た
︒
A
cland
and
Jones,
op.
cit.,
p.45.

⑱

C
o-op
A
nnual
R
eport,2016,
p.5.
二
〇
〇
〇
年
に
協
同
組
合
グ
ル
ー
プ

C
o-operative
G
roup
に
吸
収
さ
れ
︑
現
在
で
は
Ｃ
Ｗ
Ｓ
の
名
称
は
存
在
し
な
い
︒

⑲

W
ilson,W
ebster
and
V
orberg-R
ugh,op.
cit.,pp.53-98.バ
ー
チ
ャ
ル
︑

前
掲
書
︑
一
一
三
～
一
一
九
頁
︒

第
二
章

協
同
組
合
の
原
則
を
め
ぐ
る
議
論

第
一
節

自
助
組
織
と
し
て
の
協
同
組
合
と
い
う
言
説

協
同
組
合
運
動
家
で
協
同
組
合
に
関
す
る
著
書
を
多
数
著
し
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ホ
リ
ヨ
ー
ク①
は
︑﹁
協
同
組
合
の
衝
動
は
自
助

‘self-help’
で
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あ
る②
﹂
と
い
う
有
名
な
一
節
を
残
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
︑
協
同
組
合
と
自
助
は
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
︑
周
知
の

と
お
り
︑
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
に
は
協
同
組
合
に
限
ら
ず
﹁
自
助
﹂
は
社
会
一
般
で
広
く
用
い
ら
れ
た
言
葉
で
あ
っ
た
︒

自
助
ブ
ー
ム
の
火
付
け
役
と
な
っ
た
の
は
︑
言
う
ま
で
も
な
く
︑
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ス
マ
イ
ル
ズ
に
よ
る
著
書
﹃
自
助
論
﹄︵
一
八
五
九
年③
︶
で

あ
る
︒
こ
の
本
の
中
で
ス
マ
イ
ル
ズ
は
︑
労
働
を
賞
賛
し
︑
勤
勉
︑
節
約
︑
努
力
︑
忍
耐
を
奨
励
す
る
こ
と
で
人
格
形
成
を
促
し
︑
個
人
の
自

立
を
説
い
て
い
る
︒
ス
マ
イ
ル
ズ
の
説
く
自
助
は
︑
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
価
値
観
お
よ
び
企
業
家
精
神
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
︑
個
人
に
向
け

ら
れ
た
も
の
︑
つ
ま
り
︑
個
人
的
自
助
で
あ
っ
た④
︒
し
か
し
︑
労
働
者
の
間
で
の
自
助
の
実
践
は
︑
こ
れ
と
少
し
異
な
る
集
団
的
自
助
で
あ
っ

た
︒
労
働
組
合
や
友
愛
組
合
︑
協
同
組
合
と
い
っ
た
自
助
組
織
が
労
働
者
の
自
助
を
促
進
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る⑤
︒
こ
こ
で
の
自
助
は
︑
ス

マ
イ
ル
ズ
の
説
く
自
助
と
は
異
な
る
も
の
だ
と
さ
れ
︑
利
己
的
な
社
会
へ
の
防
衛
策
と
し
て
の
共
同
体
論
理
を
意
味
す
る
も
の
だ
と
解
釈
さ
れ

て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
に
は
︑
自
助
を
促
す
様
々
な
活
動
が
行
わ
れ
︑
協
同
組
合
運
動
も
こ
う
し
た
潮
流
の
一
要
素
と

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
こ
で
︑
本
節
で
は
︑
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
社
会
に
お
け
る
自
助
の
位
置
づ
け
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑
協
同
組
合
運

動
で
は
自
助
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な
発
言
が
な
さ
れ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
︒

協
同
組
合
の
特
徴
が
自
助
で
あ
る
こ
と
を
最
も
積
極
的
に
発
信
し
た
の
が
︑
運
動
家
の
ホ
リ
ヨ
ー
ク
で
あ
っ
た
︒
彼
に
よ
る
著
書
で
︑
ロ
ッ

チ
デ
ー
ル
組
合
の
歴
史
を
描
い
た
﹃
民
衆
に
よ
る
自
助
﹄
の
初
版
が
一
八
五
七
年
に
出
版
さ
れ
た
が
︑
同
書
で
は
ス
マ
イ
ル
ズ
よ
り
も
早
い
段

階
で
﹁
自
助
﹂
を
用
い
て
お
り
︑
彼
自
身
も
﹁
自
助
﹂
と
い
う
言
葉
を
タ
イ
ト
ル
に
使
用
し
た
の
は
本
書
が
最
初
だ
と
述
べ
て
い
る⑥
︒
そ
の
意

味
で
︑
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
自
助
を
先
取
り
し
て
い
た
の
は
協
同
組
合
運
動
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
︒
ホ
リ
ヨ
ー
ク
は
︑

自
身
の
著
書
や
発
言
の
中
で
︑
協
同
組
合
の
原
則
が
自
助
で
あ
る
こ
と
を
何
度
も
強
調
し
て
い
る
︒
彼
に
よ
れ
ば
︑﹁
労
働
の
権
利
と
労
働
者

の
正
当
な
所
得
を
求
め
て
争
う
﹂
人
々
の
う
ち
︑
労
働
組
合
員
は
﹁
ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
っ
て
賃
金
を
上
げ
る
こ
と
を
求
め
﹂︑
社
会
主
義
者
は

﹁
国
庫
か
ら
の
出
費
に
よ
っ
て
﹂
賃
金
上
昇
を
求
め
る
︒
こ
れ
ら
に
対
し
︑
協
同
組
合
員
は
﹁
資
本
家
と
争
う
こ
と
も
な
け
れ
ば
︑
国
家
か
ら

の
援
助
を
懇
願
す
る
こ
と
も
な
い
︑
商
業
的
産
業
的
組
織
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
自
身
を
援
助
す
る
﹂
と
い
う
の
だ
︒
さ
ら
に
︑
協
同
組
合
員
が
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行
う
運
動
は
﹁
自
助
の
︑
よ
り
高
潔
で
イ
ギ
リ
ス
的
な
形
態
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る⑦
︒

つ
ま
り
︑﹁
自
助
﹂
は
︑
国
家
の
介
入
な
く
自
分
た
ち
で
経
済
活
動
を
行
う
こ
と
を
意
味
し
︑
イ
ギ
リ
ス
ら
し
い
協
同
組
合
独
自
の
特
徴
だ

と
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
︑
一
八
五
八
年
に
出
版
さ
れ
た
第
二
版
の
﹃
民
衆
に
よ
る
自
助
﹄
で
は
︑
ス
マ
イ
ル
ズ
も
用
い
た
古
く
か
ら
あ
る
格
言

﹁
天
は
自
ら
助
く
る
者
を
助
く
﹂
を
用
い
て
︑
労
働
者
は
自
助
を
実
践
し
節
約
を
行
う
こ
と
が
重
要
だ
と
強
調
し
て
い
る⑧
︒
そ
の
具
体
例
と
し

て
︑
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
組
合
の
組
合
員
が
︑
店
舗
に
お
け
る
現
金
支
払
い
の
原
則
と
配
当
金
の
貯
金
に
よ
っ
て
︑
借
金
漬
け
か
ら
脱
却
し
た
数
々

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
︑
節
約
に
よ
る
自
立
が
︑
い
か
に
労
働
者
を
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
豊
か
に
す
る
か
を
力
説
し
て
い
る⑨
︒
ス
マ
イ

ル
ズ
の
﹃
自
助
論
﹄
が
出
版
さ
れ
る
前
か
ら
︑
ホ
リ
ヨ
ー
ク
は
個
人
的
自
助
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
た
の
だ⑩
︒

し
か
し
︑
同
時
に
︑
個
人
が
自
分
の
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
は
当
然
だ
が
︑
他
者
の
た
め
に
力
を
尽
く
す
こ
と
の
重
要
性
も
ま
た
強
調
し
て

い
る⑪
︒
こ
れ
は
︑
自
助
組
織
と
し
て
の
︑
集
団
的
自
助
の
実
践
を
意
味
し
た
︒
つ
ま
り
︑
ホ
リ
ヨ
ー
ク
は
︑
組
合
員
が
互
い
に
助
け
合
い
な
が

ら
︑
個
人
が
努
力
し
て
い
く
状
態
を
理
想
と
し
た
︒

労
働
者
の
自
助
に
つ
い
て
は
︑
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
運
動
家
ら
も
発
言
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
者
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・

ニ
ー
ル⑫
は
﹁
自
分
自
身
を
助
け
る
最
善
の
方
法
は
︑
心
か
ら
進
ん
で
互
い
を
助
け
よ
う
と
し
て
い
る
人
々
に
加
わ
る
こ
と
だ⑬
﹂
と
主
張
し
︑

﹁
労
働
者
が
心
に
銘
記
す
べ
き
重
要
な
こ
と
は
︑
自
分
た
ち
の
単
な
る
個
人
的
地
位
の
向
上
に
努
力
す
る
の
で
は
な
く
︑
労
働
者
階
級
全
体
の

地
位
の
向
上
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い⑭
﹂
と
述
べ
た
︒
ま
た
︑
同
じ
く
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
者
で
法
律
家
の
ジ
ョ
ン
・
ラ
ド
ロ
ー⑮
も
︑
労

働
者
階
級
に
つ
い
て
論
じ
た
著
書
の
中
で
︑
協
同
組
合
は
労
働
者
の
幸
福
を
促
進
す
る
も
の
だ
と
発
言
し
て
い
る⑯
︒
彼
ら
に
と
っ
て
︑
協
同
組

合
と
は
︑
労
働
者
階
級
を
救
う
手
段
で
あ
り
︑
互
助
に
よ
り
重
点
を
置
い
て
﹁
自
助
﹂
を
用
い
た
︒

ホ
リ
ヨ
ー
ク
や
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
運
動
家
ら
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
自
助
を
強
調
し
た
背
景
に
は
︑
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
社
会
で
支
配
的
だ

っ
た
考
え
方
が
関
係
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
政
治
と
経
済
の
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
は
分
離
さ
れ
︑
互
い
に
干
渉
し
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑

国
家
は
市
場
に
介
入
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
﹁
自
由
貿
易
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
﹂
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た⑰
︒
ホ
リ
ヨ
ー
ク
ら
は
︑
こ
う
し
た
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思
想
に
適
合
す
る
協
同
組
合
と
し
て
︑
当
時
の
流
行
で
あ
っ
た
﹁
自
助
﹂
に
︑
協
同
組
合
な
ら
で
は
の
互
助
と
い
う
意
味
を
含
め
て
使
用
す
る

こ
と
で
︑
大
き
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
ホ
リ
ヨ
ー
ク
や
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
自
助
に
関
す
る
こ
う
し
た
言
葉
は
︑
運
動
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
広
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

一
八
五
八
年
に
︑
日
曜
学
校
に
出
席
し
て
い
た
仲
間
ど
う
し
で
結
成
さ
れ
た
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
・
サ
ル
フ
ォ
ー
ド
公
正
組
合
を
取
り
上
げ
て
み

よ
う
︒
こ
の
協
同
組
合
は
︑
当
時
︑
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
で
は
最
大
の
食
料
雑
貨
チ
ェ
ー
ン
店
で
あ
っ
た⑱
︒
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
・
サ
ル
フ
ォ
ー
ド

公
正
組
合
の
一
八
九
八
年
に
発
行
さ
れ
た
月
刊
誌
の
中
で
︑﹁
協
同
組
合
は
︑
自
助
︑
自
力
本
願
を
意
味
﹂
す
る
と
い
う
ホ
リ
ヨ
ー
ク
の
発
言

を
掲
載
し
て
い
る⑲
︒
さ
ら
に
︑
一
九
〇
三
年
の
記
事
で
は
︑﹁
自
分
の
財
力
の
範
囲
内
で
正
直
に
生
き
る
勇
気
﹂
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
ス
マ

イ
ル
ズ
の
発
言
を
引
用
し
て
い
る
︒
同
時
に
︑﹁
組
合
員
で
あ
れ
ば
︑
自
助
を
実
践
す
る
だ
け
で
な
く
︑
仲
間
で
あ
る
隣
人
に
親
切
な
手
助
け

を
す
る
こ
と
に
な
る
﹂
と
あ
り
︑
個
人
が
努
力
す
る
だ
け
で
な
く
︑
組
合
員
ど
う
し
の
助
け
合
い
を
奨
励
し
て
い
る⑳
︒

同
様
の
言
説
は
︑
組
合
員
の
発
言
に
も
見
ら
れ
る
︒
Ｃ
Ｗ
Ｓ
で
会
計
係
と
し
て
勤
務
を
開
始
し
︑
後
に
ロ
ン
ド
ン
支
店
長
と
な
っ
た
ベ
ン
ジ

ャ
ミ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
も
︑
自
著
﹃
協
同
組
合
の
生
産
﹄
の
中
で
︑
協
同
組
合
の
制
度
に
つ
い
て
︑
全
国
の
運
動
の
動
向
を
扱
っ
た
新
聞
﹃
協

同
組
合
ニ
ュ
ー
ス
﹄
に
記
載
さ
れ
た
表
現
﹁
自
助
と
互
助
の
制
度
﹂
を
引
用
す
る
こ
と
で
説
明
し
て
い
る㉑
︒
さ
ら
に
︑
運
動
内
で
の
レ
ク
チ

ャ
ー
や
大
学
の
授
業
で
用
い
ら
れ
た
協
同
組
合
の
入
門
書
﹃
労
働
者
組
合
員
﹄
の
記
述
に
も
︑
同
様
の
内
容
が
見
ら
れ
る
︒
こ
の
入
門
書
は
︑

自
由
党
議
員
で
あ
り
協
同
組
合
の
歴
史
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
教
え
る
ア
ー
サ
ー
・
ア
ク
ラ
ン
ド
と
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
︑
一
八
八

四
年
に
出
版
さ
れ
た
︒
協
同
組
合
の
理
念
や
運
営
方
法
な
ど
基
本
事
項
に
つ
い
て
記
し
た
教
科
書
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
︑﹁
組
合
員
が
︑
協
同

組
合
は
﹃
集
団
的
自
助
﹄
で
あ
る
と
真
に
思
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
彼
ら
は
︑
組
織
の
理
屈
に
よ
っ
て
自
助
の
活
動
が
小
さ
く
な
ら
な
い
よ

う
に
気
を
付
け
る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
あ
り
︑
こ
こ
で
も
自
助
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る㉒
︒

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
︑
協
同
組
合
の
活
動
を
担
っ
て
い
こ
う
と
す
る
若
者
が
主
に
熟
読
し
た
教
科
書
に
お
い
て
自
助
を
強
調
す
る
こ
と
で
︑

彼
ら
が
早
く
か
ら
自
助
を
運
動
の
原
動
力
と
し
て
意
識
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒﹁
自
助
﹂
が
運
動
の
一
体
性
を
強
化
す
る
も
の
と
し
て
作
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用
す
る
の
に
︑
教
科
書
は
最
適
な
媒
体
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
ホ
リ
ヨ
ー
ク
の
発
言
を
中
心
に
広
が
っ
た
﹁
自
助
﹂
と
い
う
言
語
は
︑
協

同
組
合
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
運
動
全
体
に
お
い
て
強
調
さ
れ
た
︒
そ
の
結
果
︑
消
費
者
と
し
て
日
常
的
に
店
舗
を
利
用
す
る
立
場
に
あ

っ
た
一
般
の
組
合
員
に
も
︑﹁
自
助
﹂
と
い
う
言
葉
が
︑
異
な
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
た
が
︑
浸
透
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

一
般
の
組
合
員
に
よ
る
﹁
自
助
﹂
の
使
わ
れ
方
は
︑
よ
り
生
活
実
感
を
伴
っ
た
感
情
的
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
協
同
組
合
が
実
施
し
た
ア
ク
テ

ィ
ビ
テ
ィ
が
よ
い
例
で
あ
る
︒
一
八
七
〇
年
代
以
降
︑
全
国
の
運
動
の
動
向
を
扱
っ
た
新
聞
﹃
協
同
組
合
ニ
ュ
ー
ス
﹄
に
お
い
て
︑
協
同
組
合

の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
︑
特
に
日
帰
り
旅
行
へ
の
参
加
が
呼
び
掛
け
ら
れ
︑
各
協
同
組
合
で
は
年
一
回
の
ペ
ー
ス
で
実
施
さ
れ
た㉓
︒
例
え
ば
︑
父

親
が
社
会
主
義
者
で
独
立
労
働
党
の
創
設
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
る
ベ
ン
ト
レ
ー
の
自
伝
に
よ
れ
ば
︑
幼
い
こ
ろ
︑
家
族
で
協
同
組
合
に
加
入

し
︑
サ
ウ
ス
ポ
ー
ト
や
ブ
ラ
ッ
ク
プ
ー
ル
と
い
っ
た
労
働
者
向
け
の
リ
ゾ
ー
ト
地
へ
の
日
帰
り
旅
行
に
参
加
し
た
︒
金
銭
的
に
普
段
あ
ま
り
家

族
で
出
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
︑﹁
協
同
組
合
の
遠
足
を
非
常
に
興
奮
し
て
楽
し
み
に
し
て
い
た
﹂
と
彼
女
が
綴
っ
て
い
る
よ
う
に
︑

こ
の
と
き
ば
か
り
は
家
族
で
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
︑
大
人
も
子
供
も
楽
し
ん
だ
よ
う
で
あ
る㉔
︒

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
以
外
の
面
で
は
︑
例
え
ば
︑
二
〇
世
紀
初
頭
に
協
同
組
合
店
舗
を
頻
繁
に
利
用
し
た
と
い
う
ウ
ィ
ア
ー
は
︑
自
伝
の
中
で
︑

人
と
の
つ
な
が
り
や
買
い
物
す
る
楽
し
さ
を
実
感
し
︑﹁
中
身
の
詰
ま
っ
た
協
同
組
合
﹂
は
︑﹁
楽
し
さ
の
驚
く
べ
き
源
泉
﹂
だ
と
記
し
て
い
る㉕
︒

当
時
の
多
く
の
労
働
者
は
金
銭
的
に
家
族
で
出
か
け
る
余
裕
が
な
か
っ
た
し
︑
日
常
的
に
社
交
の
場
を
持
ち
︑
買
い
物
を
楽
し
む
余
裕
も
な
か

っ
た
︒
し
か
し
︑
組
合
員
に
な
れ
ば
︑
こ
う
し
た
体
験
談
が
示
す
よ
う
に
︑
日
常
の
中
で
外
出
や
社
交
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
考
え

る
と
︑
自
立
に
む
け
た
実
践
を
し
て
い
た
と
い
え
る
︒

他
方
で
︑
や
や
異
な
っ
た
感
覚
を
抱
い
た
組
合
員
も
い
た
︒
労
働
党
議
員
の
ロ
ー
ソ
ン
は
︑
幼
少
期
の
一
八
九
〇
年
代
半
ば
に
︑
家
族
が
ニ

ュ
ー
カ
ー
ス
ル
組
合
に
加
入
し
︑
組
合
員
で
あ
る
こ
と
を
リ
ス
ペ
ク
タ
ブ
ル
だ
と
考
え
て
い
た
︒
た
だ
︑
協
同
組
合
が
現
金
主
義
を
掲
げ
て
い

た
に
も
関
わ
ら
ず
︑
後
払
い
で
購
入
す
る
顧
客
の
存
在
を
容
認
し
て
い
た
実
態
を
暴
露
し
︑
そ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
側
面
に
も
触
れ
て
い
る
︒
さ

ら
に
︑
財
政
的
に
協
同
組
合
店
舗
で
必
要
品
す
べ
て
は
賄
え
ず
︑
協
同
組
合
以
外
の
店
舗
も
利
用
し
格
安
品
を
購
入
し
て
い
た
︒
ロ
ー
ソ
ン
は
︑
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こ
う
し
た
や
り
く
り
を
通
し
て
何
と
か
自
立
し
た
生
活
を
送
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

私
は
︑
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ス
マ
イ
ル
ズ
よ
り
も
﹁
自
助
﹂
に
つ
い
て
も
っ
と
多
く
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
彼
は
﹁
自
助
﹂
に
つ
い
て
の
本
を

著
し
た
偉
大
な
人
物
で
あ
る
の
に
対
し
︑
私
は
︑
長
靴
下
を
上
げ
た
ま
ま
に
で
き
ず
︑
ぼ
ろ
を
着
て
靴
か
ら
つ
ま
先
が
出
て
い
る
幼
い
少
年
で
あ
っ
た㉖
︒

ロ
ー
ソ
ン
は
︑
幼
少
期
に
協
同
組
合
店
舗
や
一
般
の
店
舗
で
の
買
い
物
を
通
じ
て
節
約
を
学
び
︑
自
助
を
実
践
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
が
︑

こ
の
場
合
の
﹁
自
助
﹂
は
決
し
て
ス
マ
イ
ル
ズ
の
説
く
よ
う
な
き
れ
い
ご
と
の
﹁
自
助
﹂
で
も
な
け
れ
ば
︑
ホ
リ
ヨ
ー
ク
や
組
合
員
が
公
的
に

用
い
た
﹁
自
助
﹂
と
も
異
な
っ
た
︒
彼
に
と
っ
て
の
﹁
自
助
﹂
は
︑
労
働
者
が
日
々
の
生
活
を
切
り
抜
け
る
た
め
の
生
活
者
と
し
て
の
知
恵
を

編
み
出
す
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
を
意
味
し
た㉗
︒

こ
う
し
た
事
例
か
ら
︑
運
動
の
な
か
で
﹁
自
助
﹂
と
い
う
言
語
は
さ
ま
ざ
ま
な
使
わ
れ
方
を
し
た
が
︑
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
や
店
舗
で
の
買
い

物
を
通
じ
て
自
助
を
根
付
か
せ
る
た
め
の
努
力
が
な
さ
れ
︑
組
合
員
も
ま
た
こ
れ
ら
の
活
動
を
通
じ
て
自
助
の
実
践
に
積
極
的
に
加
わ
っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
︒

協
同
組
合
の
自
助
に
つ
い
て
言
及
し
た
の
は
︑
協
同
組
合
運
動
支
持
者
だ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
運
動
の
広
が
り
に
脅
威
を
感
じ
︑
ア
ン
チ
協

同
組
合
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
繰
り
広
げ
た
商
人
ら
は
︑
一
九
世
紀
末
に
商
人
保
護
協
会
T
raders’
D
efense
A
ssociation
を
結
成
し
︑
そ
の
機

関
誌
の
中
で
︑
協
同
組
合
の
自
助
の
実
践
を
批
判
し
て
い
る
︒
商
人
ら
は
︑
協
同
組
合
の
根
本
原
則
は
︑
ホ
リ
ヨ
ー
ク
の
い
う
無
借
金
︑
節
約

の
自
助
だ
と
認
識
し
て
い
る
と
前
置
き
し
た
う
え
で
︑
協
同
組
合
店
舗
の
大
半
が
借
金
を
許
容
し
て
お
り
︑
自
助
の
実
践
が
で
き
て
い
な
い
と

非
難
し
た
︒
ホ
リ
ヨ
ー
ク
の
説
く
自
助
は
実
現
不
可
能
な
空
想
で
あ
り
︑
そ
れ
を
原
則
と
す
る
協
同
組
合
も
ま
た
非
現
実
的
な
企
て
だ
と
い
う

の
が
商
人
の
主
張
で
あ
っ
た㉘
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹁
自
助
﹂
と
い
う
言
語
は
︑
協
同
組
合
を
攻
撃
す
る
た
め
に
も
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
︑
自
助
は
協
同
組
合
の
原
則
と
し
て
︑
様
々
な
人
々
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
︒
ホ
リ
ヨ
ー
ク
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や
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
運
動
家
は
︑
政
治
と
経
済
の
分
離
を
維
持
し
な
が
ら
社
会
問
題
を
緩
和
す
る
手
段
と
し
て
自
助
が
最
善
の
方
法
だ
と
考
え
︑

協
同
組
合
と
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
︒
組
合
員
も
こ
う
し
た
﹁
自
助
﹂
と
い
う
言
語
を
取
り
い
れ
︑
運
動
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
用
い
た
し
︑
日

常
的
に
店
舗
を
利
用
し
た
組
合
員
は
自
助
の
困
難
さ
を
感
じ
な
が
ら
も
︑
日
々
の
生
活
に
お
い
て
自
ら
の
考
え
る
自
助
を
実
践
し
て
い
た
︒
ま

た
︑
運
動
内
部
だ
け
で
な
く
商
人
も
﹁
自
助
﹂
を
用
い
て
協
同
組
合
運
動
を
批
判
し
た
︒﹁
自
助
﹂
は
︑
各
人
の
目
的
の
た
め
に
様
々
な
使
い

方
を
さ
れ
︑
意
味
も
異
な
っ
て
い
た
が
︑
共
通
の
言
語
と
し
て
︑
協
同
組
合
運
動
に
関
わ
る
人
々
の
運
動
へ
の
帰
属
意
識
を
創
り
出
し
た
︒
さ

ら
に
︑
そ
の
意
識
は
運
動
の
内
側
か
ら
だ
け
で
な
く
︑
外
側
の
反
対
者
か
ら
の
言
説
に
よ
っ
て
も
一
層
強
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
二
節

民
主
的
組
織
と
し
て
の
協
同
組
合
と
い
う
言
説

自
助
と
並
ん
で
︑
協
同
組
合
の
特
徴
と
し
て
積
極
的
に
発
せ
ら
れ
た
の
が
︑﹁
民
主
主
義
﹂
と
い
う
言
語
で
あ
っ
た㉙
︒
組
合
員
は
︑
協
同
組

合
は
民
主
的
組
織
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
︑
協
同
組
合
の
拡
大
に
よ
る
民
主
的
社
会
経
済
の
形
成
を
目
指
し
て
い
た
︒
本
節
で
は
︑
特
に
︑
組

織
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
民
主
主
義
の
言
説
を
取
り
上
げ
る
︒
実
際
に
ど
の
よ
う
な
組
織
運
営
が
な
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
触
れ
た
後
︑
運
営

に
つ
い
て
の
人
々
の
発
言
を
検
討
し
て
み
た
い
︒
な
お
︑
社
会
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
民
主
主
義
の
言
説
は
︑
資
本
主
義
や
社
会
主
義
の
議
論
と

関
連
す
る
た
め
︑
第
三
章
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
︒

協
同
組
合
は
︑
そ
の
規
模
に
関
わ
ら
ず
︑
基
本
的
に
︑
組
合
員
全
員
が
組
織
運
営
に
参
加
で
き
る
よ
う
な
構
造
を
有
し
て
い
た
︒
ト
ッ
プ
の

経
営
委
員
会
は
︑
一
人
一
票
の
投
票
権
を
持
つ
組
合
員
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
人
々
か
ら
構
成
さ
れ
︑
定
期
的
に
開
催
さ
れ
る
組
合
員
総
会
に

は
︑
全
て
の
組
合
員
が
参
加
し
て
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
規
模
の
大
き
な
協
同
組
合
の
場
合
︑
組
合
員
と
の
距
離
を
縮
め
る
た
め
に
︑
各

地
区
単
位
で
組
合
員
総
会
が
開
催
さ
れ
た㉚
︒
全
メ
ン
バ
ー
が
参
加
で
き
る
し
く
み
は
︑
Ｃ
Ｗ
Ｓ
や
協
同
組
合
連
合
︵
Ｃ
Ｕ
︶
に
つ
い
て
も
当
て

は
ま
る
︒
Ｃ
Ｗ
Ｓ
で
は
︑
幹
部
委
員
会
を
構
成
す
る
一
二
人
の
取
締
役
を
︑
各
地
の
協
同
組
合
の
代
表
会
合
に
よ
り
選
出
し
た
︒
こ
の
幹
部
委

員
会
の
下
に
は
財
務
︑
食
料
雑
貨
な
ど
の
専
門
の
委
員
会
が
設
置
さ
れ
︑
さ
ら
に
そ
の
下
に
も
小
委
員
会
が
複
数
置
か
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑
巡
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回
販
売
員
が
︑
各
地
の
協
同
組
合
を
訪
問
し
︑
現
場
の
状
況
や
ニ
ー
ズ
を
聞
き
出
す
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る㉛
︒
さ
ら
に
︑
運

動
の
政
治
組
織
で
あ
る
Ｃ
Ｕ
も
基
本
的
に
は
地
方
分
権
で
あ
り
︑
そ
の
年
次
大
会
に
お
い
て
︑
集
ま
っ
た
協
同
組
合
が
代
表
を
指
名
す
る
と
い

う
形
式
で
︑
会
員
に
な
っ
た
協
同
組
合
に
対
し
て
代
表
を
出
す
資
格
を
認
め
て
い
た㉜
︒
ま
た
︑
各
地
域
か
ら
協
同
組
合
連
合
の
中
央
執
行
委
員

会
の
メ
ン
バ
ー
が
選
出
さ
れ
た㉝
︒
こ
の
よ
う
に
︑
各
地
の
協
同
組
合
で
は
組
合
員
一
人
一
人
が
︑
Ｃ
Ｗ
Ｓ
や
Ｃ
Ｕ
で
は
各
地
の
協
同
組
合
が
︑

運
営
に
主
体
的
に
参
加
で
き
る
し
く
み
作
り
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

組
合
員
は
︑
こ
う
し
た
し
く
み
を
民
主
的
だ
と
言
い
︑
協
同
組
合
の
特
徴
だ
と
考
え
て
い
た
︒
特
に
︑
ホ
リ
ヨ
ー
ク
は
自
身
の
著
作
の
中
で
︑

全
員
参
加
の
組
織
構
造
に
加
え
︑
自
由
と
平
等
の
意
味
で
﹁
民
主
主
義
﹂
を
頻
繁
に
使
っ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
彼
は
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
組
合
で
の

信
教
の
自
由
を
め
ぐ
る
あ
る
出
来
事
を
例
に
︑
協
同
組
合
が
民
主
的
だ
と
称
賛
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
福
音
主
義
者
が
他
の
組
合
員
の
信
教
の

自
由
を
認
め
よ
う
と
せ
ず
︑
日
曜
日
の
組
合
員
室
閉
鎖
と
宗
教
上
の
議
論
の
禁
止
を
主
張
し
た
こ
と
に
始
ま
っ
た
︒
こ
れ
に
対
し
︑
自
由
主
義

の
立
場
を
と
る
組
合
員
ら
は
反
対
し
︑
宗
教
に
限
ら
ず
信
条
の
自
由
を
重
視
し
た
︒
こ
の
対
立
に
つ
い
て
一
八
五
〇
年
二
月
四
日
の
総
会
で
議

論
が
な
さ
れ
︑
組
合
員
は
︑
正
当
な
手
続
き
に
よ
っ
て
会
議
に
提
出
さ
れ
た
全
議
案
に
対
し
︑
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
完
全
な
自
由
を
有
し
て

い
る
と
い
う
決
議
が
な
さ
れ
た
︒
ホ
リ
ヨ
ー
ク
は
︑
こ
の
決
議
が
な
さ
れ
た
日
を
歴
史
的
な
日
と
た
た
え
︑
進
歩
に
と
っ
て
不
可
欠
な
自
由
を

何
と
し
て
で
も
確
保
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
現
れ
だ
と
述
べ
て
い
る㉞
︒
ま
た
︑
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
︑
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
組
合
内
で
自
由
が
守
ら

れ
て
い
る
こ
と
の
証
左
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
︒
あ
る
忠
実
な
組
合
員
が
︑
協
同
組
合
店
舗
の
み
を
利
用
す
る
こ
と
を
全
組
合
員
に
強
制
し

よ
う
と
し
︑
協
同
組
合
を
利
用
し
な
い
者
を
除
名
す
る
動
議
を
提
出
し
た
︒
し
か
し
︑
組
合
員
の
自
由
な
行
動
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
︑

ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
組
合
の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
が
反
対
し
︑
そ
の
動
議
は
撤
回
さ
れ
た㉟
︒
こ
の
よ
う
に
︑
ホ
リ
ヨ
ー
ク
は
︑
自
由
を
重
視
し
︑
民
主

主
義
と
結
び
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
自
分
の
意
見
に
反
対
し
た
組
合
員
に
陳
謝
さ
せ
る
動
議
が
否
決
さ
れ
る
と
い
う
出
来
事
を
引

き
合
い
に
︑
協
同
組
合
内
で
言
論
の
自
由
が
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た㊱
︒

彼
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
自
由
を
重
ん
じ
た
背
景
に
は
︑
第
一
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
当
時
の
社
会
で
支
配
的
だ
っ
た
﹁
自
由
貿
易
イ
デ
オ

一九世紀中葉から二〇世紀初頭におけるイギリス協同組合運動の展開と言語（浮網）
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ロ
ギ
ー
﹂
に
支
え
ら
れ
た
自
由
主
義
を
支
持
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
︒
た
だ
︑
彼
は
︑
自
由
以
外
に
も
平
等
の
意
味
を
﹁
民
主
主
義
﹂
に
付

与
し
て
い
た
︒
ホ
リ
ヨ
ー
ク
は
︑
協
同
組
合
に
は
労
働
の
貢
献
度
に
応
じ
て
利
益
を
享
受
で
き
る
公
正
さ
が
あ
り
︑
こ
れ
を
平
等
な
状
態
だ
と

考
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
年
齢
や
保
有
資
産
に
関
係
な
く
︑
組
織
内
で
組
合
員
は
平
等
で
あ
り
︑
彼
ら
全
員
が
運
営
に
参
加
し
︑
自
由

に
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
況
を
民
主
的
だ
と
表
現
し
た㊲
︒

こ
う
し
た
ホ
リ
ヨ
ー
ク
の
︑
自
由
と
平
等
を
意
味
す
る
﹁
民
主
主
義
﹂
は
︑
そ
の
他
の
組
合
員
の
発
言
や
出
版
物
な
ど
に
も
登
場
す
る
︒
例

え
ば
︑﹃
協
同
組
合
ニ
ュ
ー
ス
﹄
の
一
八
九
九
年
の
記
事
に
よ
れ
ば
︑﹁
民
主
主
義
の
真
の
精
神
は
︑
正
義
を
有
し
︑
自
由
で
︑
兄
弟
の
よ
う
な

人
々
の
間
に
の
み
息
づ
く
︒
真
の
民
主
主
義
に
お
い
て
は
︑﹃
上
流
階
級
﹄
も
﹃
下
層
階
級
﹄
も
存
在
し
な
い
︒
金
持
ち
も
貧
者
も
い
な
い
﹂

と
あ
る㊳
︒
つ
ま
り
︑
こ
こ
で
も
︑
自
由
で
平
等
で
あ
る
こ
と
が
民
主
主
義
だ
と
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
︑
一
九
世
紀
末
以
降
︑
大
学
の
講
義
や
組
合

員
の
学
習
の
た
め
に
︑
協
同
組
合
の
歴
史
や
理
論
︑
実
践
に
つ
い
て
書
か
れ
た
入
門
書
や
教
科
書
が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
う
し
た
テ
キ
ス

ト
に
お
い
て
も
民
主
主
義
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
一
人
一
票
の
原
則
と
選
出
さ
れ
た
委
員
に
よ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
︑
通
常
の
ビ
ジ
ネ
ス

で
は
保
有
株
数
で
株
主
の
重
要
性
が
決
ま
る
が
︑
組
合
員
は
男
女
と
も
に
み
な
平
等
で
誰
も
が
事
業
に
よ
る
利
益
を
享
受
で
き
る
こ
と
︑
こ
う

し
た
特
徴
を
有
す
る
協
同
組
合
は
他
の
ど
の
組
織
よ
り
も
民
主
的
だ
と
明
記
さ
れ
て
い
る
︒
同
時
に
︑
組
合
員
に
は
︑
定
期
的
に
開
催
さ
れ
る

会
議
に
積
極
的
に
参
加
し
︑
選
挙
で
は
自
分
自
身
の
判
断
で
最
適
な
人
物
を
選
出
す
る
た
め
に
最
善
を
尽
く
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
︑
組

合
員
が
こ
う
し
た
努
力
を
怠
れ
ば
︑﹁
権
力
が
少
数
者
に
握
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
﹂
と
注
意
が
促
さ
れ
て
い
る㊴
︒
そ
し
て
︑
Ｃ
Ｗ
Ｓ
の
ロ
ン
ド

ン
支
店
長
の
ジ
ョ
ー
ン
ズ
も
︑
個
人
の
適
性
を
考
慮
し
た
仕
事
の
割
り
当
て
や
平
等
な
配
当
金
な
ど
の
点
で
︑
組
合
員
は
み
な
︑
職
位
や
性
別

に
関
係
な
く
平
等
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
協
同
組
合
は
民
主
的
だ
と
述
べ
て
い
る㊵
︒
た
だ
︑
実
際
は
女
性
が
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
な
る
ケ
ー
ス

は
ま
れ
で
あ
り
︑
男
性
組
合
員
や
委
員
の
メ
ン
バ
ー
が
店
舗
の
商
品
や
質
︑
種
類
な
ど
に
関
し
て
女
性
の
意
見
に
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
と
い

う
不
満
を
多
く
の
女
性
組
合
員
が
抱
い
て
い
る
こ
と
も
事
実
だ
と
し
て
︑
民
主
主
義
の
不
十
分
な
点
を
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
は

留
意
す
べ
き
で
あ
る㊶
︒
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こ
の
よ
う
に
︑﹁
民
主
主
義
﹂
と
い
う
言
語
は
協
同
組
合
運
動
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
広
ま
っ
て
い
っ
た
一
方
で
︑
消
費
者
と
し
て
日

常
的
に
店
舗
を
利
用
し
て
い
た
組
合
員
の
行
動
や
発
言
か
ら
は
︑
協
同
組
合
に
お
け
る
民
主
主
義
の
別
の
実
態
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
︒
前
節
で
も
述
べ
た
労
働
党
議
員
で
幼
少
期
に
ニ
ュ
ー
カ
ー
ス
ル
組
合
の
組
合
員
だ
っ
た
ロ
ー
ソ
ン
は
︑
協
同
組
合
以
外
の
店
舗
を
利
用
す

る
こ
と
に
後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
︑
他
人
に
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
秘
密
裏
に
一
般
の
商
店
で
買
い
物
を
し
て
い
た
こ
と
を
回
顧
し
て
い
る㊷
︒
こ

れ
は
︑
ホ
リ
ヨ
ー
ク
ら
が
発
し
た
自
由
を
組
合
員
は
必
ず
し
も
享
受
で
き
て
お
ら
ず
︑
む
し
ろ
協
同
組
合
と
い
う
共
同
体
の
一
員
で
あ
る
こ
と

が
彼
ら
の
行
動
の
自
由
を
制
約
し
て
い
た
側
面
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑﹃
協
同
組
合
ニ
ュ
ー
ス
﹄
に
は
︑
全
員
参
加
の
民

主
主
義
と
い
う
原
則
が
守
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
組
合
員
か
ら
の
批
判
的
意
見
が
掲
載
さ
れ
︑
そ
こ
で
は
︑
幹
部
ら
だ
け
で
重
要
事
項
が
決
定

さ
れ
︑
選
挙
が
形
式
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
不
満
が
吐
露
さ
れ
て
い
た㊸
︒
ホ
リ
ヨ
ー
ク
や
ジ
ョ
ー
ン
ズ
ら
が
プ
ロ
パ
ガ

ン
ダ
に
用
い
た
民
主
主
義
と
同
じ
民
主
主
義
を
組
合
員
も
共
有
し
つ
つ
も
︑
選
挙
の
実
施
で
民
主
主
義
が
実
行
さ
れ
て
い
る
と
満
足
し
て
い
る

上
層
部
と
︑
民
主
主
義
を
選
挙
だ
け
で
な
く
よ
り
広
範
な
参
加
と
捉
え
る
組
合
員
と
の
間
の
乖
離
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
︒
字
義
通
り
の

民
主
主
義
が
必
ず
し
も
実
践
さ
れ
て
い
な
い
現
実
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
組
合
員
が
民
主
主
義
に
つ
い
て
の
経
験
や
意
見
を
発
し

た
こ
と
は
︑
い
か
に
民
主
主
義
が
彼
ら
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
多
く
の
読
者
が
想
定
さ
れ
る
新
聞
や
教
科
書

に
お
い
て
民
主
主
義
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
は
︑
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

ホ
リ
ヨ
ー
ク
を
は
じ
め
組
合
員
は
︑
民
主
主
義
も
自
助
と
並
ん
で
︑
協
同
組
合
の
特
徴
だ
と
し
︑
全
員
の
選
挙
権
と
運
営
へ
の
参
加
や
︑
男

女
関
わ
り
な
く
全
員
が
自
由
で
平
等
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
民
主
的
だ
と
ア
ピ
ー
ル
し
た
︒
当
時
の
社
会
で
は
男
女
の
平
等
な
選
挙
権
は
実

現
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
︑
そ
こ
で
あ
え
て
民
主
的
だ
と
強
調
す
る
こ
と
は
︑
労
働
者
を
は
じ
め
多
く
の
人
々
を
協
同
組
合
に
注
目
さ
せ
る

こ
と
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
ホ
リ
ヨ
ー
ク
や
幹
部
︑
一
般
の
組
合
員
な
ど
立
場
に
よ
っ
て
﹁
民
主
主
義
﹂
の
意
味
は
異
な
っ
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑﹁
民
主
主
義
﹂
と
い
う
言
語
は
︑
運
動
に
関
わ
っ
た
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
維
持
す
る
役
割

を
果
た
し
︑
運
動
の
ま
と
ま
り
を
強
固
に
す
る
作
用
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

一九世紀中葉から二〇世紀初頭におけるイギリス協同組合運動の展開と言語（浮網）
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①

一
八
一
七
～
一
九
〇
六
年
︒
ホ
リ
ヨ
ー
ク
は
︑
労
働
者
階
級
出
身
の
協
同
組
合

運
動
家
︒
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
に
て
︑
ブ
リ
キ
職
人
の
父
親
と
ボ
タ
ン
製
造
に
従
事
す

る
母
親
の
も
と
に
生
ま
れ
る
︒
日
曜
学
校
や
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
職
工
学
校
に
て
︑
文

法
︑
論
理
学
︑
数
学
︑
天
文
学
な
ど
を
学
ぶ
勤
勉
な
生
徒
だ
っ
た
︒
一
五
歳
で
︑

バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
政
治
連
盟
に
加
入
し
︑
政
治
運
動
に
関
わ
る
よ
う
に
な
る
︒
一
八

三
六
年
に
︑
オ
ー
ウ
ェ
ン
の
講
演
を
聞
い
て
以
来
︑
オ
ー
ウ
ェ
ン
主
義
者
と
な
り
︑

協
同
組
合
運
動
に
関
す
る
著
書
を
数
多
く
出
版
し
た
︒
ホ
リ
ヨ
ー
ク
の
詳
細
に
つ

い
て
は
︑
以
下
を
参
照
︒
J.
M
cC
abe,
L
ife
and
L
etters
of
G
eorge
Jacob

H
olyoake,
vol.1-2,
W
atts
&
C
o.,1908;
B
.
J.
B
laszak,
G
eorge
Jacob

H
olyoake
(1817-1906)
and
the
D
evelopm
ent
of
the
B
ritish
C
o-

operative
M
ovem
ent,
E
dw
in
M
ellen
Press,1988.

②

G
.J.H
olyoake,H
istory
of
C
o-operation,T
.F
isher
U
nw
in,1906,p.

587.

③

S.
Sm
iles
(P.
W
.
Sinnem
a
(ed.)),
Self-help
w
ith
Illustrations
of

C
haracter
C
onduct
and
P
erseverance,O
xford
U
niversity
Press,2002

(1859
(1st
ed.)).

④

P.M
athias,T
he
First
Industrial
N
ation:
T
he
E
conom
ic
H
istory
of

B
ritain
1700-1900,M
ethuen,1969,p.208;H
.Perkin,T
he
O
rigins
of

M
odern
E
nglish
Society,R
outledge,1969,p.225;F
.M
.L.T
hom
pson,

G
entrification
and
the
E
nterprise
C
ulture:
B
ritain,
1780-1980,

O
xford
U
niversity
Press,2001,
p.94.村
岡
健
次
﹁
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ス
マ
イ

ル
ズ
と
労
働
貴
族
層
﹂﹃
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
政
治
と
社
会
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
︑
一
九
八
〇
年
︑
一
九
四
～
二
二
四
頁
︒

⑤

労
働
組
合
の
集
団
的
自
助
に
つ
い
て
は
以
下
の
研
究
を
参
照
︒
佐
喜
眞
望
﹃
イ

ギ
リ
ス
労
働
運
動
と
議
会
主
義

リ
ブ
＝
ラ
ブ
主
義
か
ら
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ヴ
ィ

ズ
ム
へ
﹄
御
茶
の
水
書
房
︑
二
〇
〇
七
年
︒
友
愛
組
合
に
つ
い
て
の
最
新
の
論
考

で
は
︑
保
険
数
理
学
が
発
達
し
会
員
同
士
の
関
係
も
金
銭
的
な
つ
な
が
り
に
な
っ

た
か
に
思
わ
れ
て
い
た
一
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
も
︑
依
然
と
し
て
︑
会
員
の
人

的
つ
な
が
り
や
団
結
精
神
が
友
愛
組
合
の
維
持
と
存
続
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
P.
Ism
ay,‘B
etw
een
Providence

and
R
isk:
O
dd
F
ellow
s,
B
enevolence
and
the
Social
Lim
its
of

A
ctuarial
Science,
1820s-1880s̓,
P
ast
and
P
resent,
226,
2015,
pp.

115-147.
友
愛
組
合
の
政
治
活
動
に
注
目
し
た
以
下
の
研
究
も
重
要
で
あ
る
︒
S.

C
ordery,B
ritish
Friendly
Societies,
1750-1914,Palgrave
M
acm
illan,

2003.
ま
た
︑
労
働
者
の
間
で
は
︑
自
助
の
実
践
と
し
て
独
学
の
文
化
も
発
達
し

た
︒
J.
R
ose,
T
he
Intellectual
L
ife
of
the
B
ritish
W
orking
C
lasses,

Y
ale
U
niversity
Press,2010
(2001
(1st
ed.)).
安
原
義
仁
・
松
塚
俊
三
編

﹃
国
家
・
共
同
体
・
教
師
の
戦
略

教
師
の
比
較
社
会
史
﹄
昭
和
堂
︑
二
〇
〇

六
年
︑
二
六
九
～
二
九
〇
頁
︒

⑥

H
olyoake,Self-help
by
the
P
eople
(1893),p.ix.
一
八
五
七
年
の
初
版
以

降
︑
新
た
な
記
述
の
追
加
を
伴
っ
て
一
八
九
三
年
の
第
一
〇
版
ま
で
出
版
さ
れ
て

い
る
︒
自
助
と
い
う
言
葉
は
︑
歴
史
家
の
ト
マ
ス
・
カ
ー
ラ
イ
ル
︵
一
七
九
五
～

一
八
八
一
年
︶
が
一
八
三
一
年
に
用
い
た
の
が
最
初
だ
と
さ
れ
る
︒
‘Self-help̓
,

O
xford
E
nglish
D
ictionary,1970
(1933
(1st
ed.)).

⑦

G
.J.H
olyoake,Self-help,
A
H
undred
Y
ears
A
go,S.Sonnenschein,

1891,
p.5.

⑧

H
olyoake,
Self-H
elp
by
the
P
eople
(1858),
p.62.

⑨

Ibid.,
pp.42-43.

⑩

生
産
者
協
同
組
合
の
支
持
者
は
︑
ス
マ
イ
ル
ズ
の
個
人
的
自
助
を
批
判
し
た
の

に
対
し
︑
消
費
者
協
同
組
合
支
持
者
は
︑
む
し
ろ
︑
ス
マ
イ
ル
ズ
の
自
助
を
用
い

た
︒
中
川
︑
前
掲
書
︑
二
三
九
～
二
四
〇
頁
︒

⑪

H
olyoake,
Self-H
elp
by
the
P
eople
(1893),
p.4.

⑫

M
.Lee,‘N
eale,E
dw
ard
V
ansittart̓,O
xford
D
ictionary
of
N
ational

B
iography,2007.
一
八
一
〇
年
～
一
八
九
二
年
︒
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
者
︑
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協
同
組
合
運
動
家
︑
法
廷
弁
護
士
︒
国
教
会
の
教
会
主
管
者
の
一
人
息
子
と
し
て

生
ま
れ
る
︒
フ
ー
リ
エ
や
サ
ン
・
シ
モ
ン
の
社
会
主
義
を
学
び
︑
貴
族
の
土
地
所

有
を
批
判
し
︑
急
進
的
土
地
改
革
を
支
持
︒
な
お
︑
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
者
は
︑

漸
進
的
社
会
改
革
と
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
観
を
組
み
合
わ
せ
て
︑
労
働
者
階
級
の

モ
ラ
ル
と
生
活
の
向
上
へ
の
望
み
を
協
同
組
合
に
見
出
し
た
︒
キ
リ
ス
ト
教
社
会

主
義
全
般
に
関
し
て
は
︑
E
.N
orm
an,T
he
V
ictorian
C
hristian
Socialists,

C
U
P,1987.
協
同
組
合
運
動
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
︑
N
.
C
.
M
asterm
an,

John
M
alcolm

L
udlow
:
T
he
B
uilder
of
C
hristian
Socialism
,

C
am
bridge
U
niversity
Press,1963.

⑬

E
.V
.N
eale,T
he
C
o-operative
N
ew
s
and
W
hy
C
o-operators
Should

Support
It,
C
o-operative
Printing
Society,1878,
p.8.

⑭

H
olyoake,
Self-H
elp
by
the
P
eople
(1893),
p.90.

⑮

E
.
N
orm
an,‘Ludlow
,
John
M
alcolm
F
orbes,
O
xford
D
ictionary
of

N
ational
B
iography,2007.
一
八
二
一
年
～
一
九
一
一
年
︒
父
親
が
東
イ
ン
ド

会
社
に
勤
務
し
て
い
た
た
め
︑
イ
ン
ド
生
ま
れ
︒
法
律
家
︑
社
会
活
動
家
︒
反
穀

物
法
同
盟
に
参
加
す
る
な
ど
政
治
的
に
は
急
進
主
義
の
立
場
︒
パ
リ
の
コ
レ
ー
ジ

ュ
で
教
育
を
受
け
た
後
︑
社
会
変
革
を
目
指
す
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
運
動
を
始

め
る
︒

⑯

J.
M
.
Ludlow
and
L.
Jones,
P
rogress
of
the
W
orking
C
lass
1832-

1867,
A
lexander
Strahan,1867,
p.134.

⑰

G
urney
(1996),
op.
cit.,
p.189.
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
自
由
貿
易
文
化
の

盛
衰
に
つ
い
て
論
じ
た
研
究
と
し
て
以
下
を
参
照
︒
Ｆ
・
ト
レ
ン
ト
マ
ン
︵
田
中

裕
介
・
新
広
記
訳
︶﹃
フ
リ
ー
ト
レ
イ
ド
・
ネ
イ
シ
ョ
ン

イ
ギ
リ
ス
自
由
貿

易
の
興
亡
と
消
費
文
化
﹄
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
︑
二
〇
一
六
年
︒

⑱

V
.
K
elley,
‘T
he
E
quitable
C
onsum
er
Shopping
at
the
C
o-op
in

M
anchester̓,
Journal
of
D
esign
H
istory,11-4,1998,
pp.295-296.

⑲

M
anchester
Salford
E
quitable
C
o-operative
Society’s
M
onthly

H
erald,
A
ugust,1896,
p.13.

⑳

M
anchester
Salford
E
quitable
C
o-operative
Society’s
M
onthly

H
erald,
Septem
ber,1903,
pp.142-143.

㉑

B
.Jones,C
o-operative
P
roduction,A
ugustus
M
.K
elley,1969
(1894

(1st
ed.)),
p.739.

㉒

A
cland
and
Jones,
op.
cit.,
p.13.

㉓

G
urney,
op.
cit.,
p.73.

㉔

B
entley,
op.
cit.,
p.26.

㉕

M
.
W
eir,
Shoes
W
ere
for
Sunday,
Penguin,2012
(1970
(1st
ed.)),
p.

56.

㉖

Law
son,
op.
cit.,
pp.34-36.

㉗

労
働
者
は
︑
自
助
組
織
な
ど
の
福
祉
︑
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
て
や
り

く
り
し
な
が
ら
生
活
を
維
持
し
て
い
た
わ
け
だ
が
︑
こ
う
し
た
営
み
は
︑﹁
メ
イ

ク
シ
フ
ト
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒
長
谷
川
貴
彦
﹃
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家

の
歴
史
的
源
流

近
世
・
近
代
転
換
期
の
中
間
団
体
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
二

〇
一
四
年
︑
四
～
五
頁
︒

㉘

T
radesm
an
and
Shopkeeper:
A
n
O
fficial
O
rgan
for
the
P
rotection

and
M
aintenance
of
the
R
etail
T
rader,
M
arch
10,1906,
p.75.

㉙

先
行
研
究
の
多
く
も
協
同
組
合
の
民
主
的
性
格
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
︒
例

え
ば
︑
Potter,
op.
cit.,
p.
157;
G
urney
(1996),
op.
cit.,
p.
80,
159;

W
ilson,W
ebster
and
V
orberg-R
ugh,op.
cit.,p.74.ま
た
︑
ガ
ー
ニ
ー
の

以
下
の
論
文
で
は
︑
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
運
動
に
お
い
て
﹁
民
主
主
義
﹂
と
い
う
言
語

の
果
た
し
た
役
割
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
P.
G
urney,
‘T
he
D
em
ocratic

Idiom
:Languages
of
D
em
ocracy
in
the
C
hartist
M
ovem
ent̓,Journal

of
M
odern
H
istory,86-3,2014,
pp.566-602.

㉚

B
ailey,
op.
cit.,
pp.32-37.

㉛

Ibid.,
p.106;
W
ilson,
W
ebster
and
V
orberg-R
ugh,
op.
cit.,
p.72.
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㉜

B
ailey,
op.
cit.,
pp.99-101.

㉝

Ibid.,
p.103.

㉞

H
olyoake,
Self-H
elp
by
the
P
eople
(1893),
pp.19-20.

㉟

Ibid.,
p.15.

㊱

Ibid.,
p.159.

㊲

H
olyoake,
H
istory
of
C
o-operation,
p.4.

㊳

T
he
C
o-operative
N
ew
s,
January
28,1899,
p.82.

㊴

A
cland
and
Jones,op.
cit.,pp.46-47;C
.W
ebb
(ed.),Industrial
C
o-

operation:
T
he
Story
of
a
P
eaceful
R
evolution:
B
eing
an
A
ccount
of

the
H
istory,
T
heory,
and
P
ractice
of
the
C
o-operative
M
ovem
ent
in

G
reat
B
ritain
and
Ireland,
C
o-operative
U
nion,1921
(1904
(1sted.)),

pp.2-3.

㊵

Jones,
op.
cit.,
p.30.

㊶

Ibid.,
p.2.

㊷

Law
son,
op.
cit.,
p.35.

㊸

T
he
C
o-operative
N
ew
s,
Septem
ber
24,1910,
p.1269.

第
三
章

資
本
主
義
・
社
会
主
義
と
の
関
係

第
一
節

資
本
主
義
を
め
ぐ
る
議
論

第
二
章
で
は
運
動
内
部
の
議
論
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
が
︑
運
動
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
︑
運
動
外
部
と
の
や
り
と
り
も

同
時
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
本
節
で
は
︑
従
来
の
研
究
で
行
わ
れ
て
き
た
社
会
的
状
況
や
物
質
的
な
観
点
か
ら
の
資
本
主
義
と

協
同
組
合
の
関
係
と
は
異
な
る
両
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
︑
資
本
主
義
を
め
ぐ
る
発
話
に
注
目
し
︑
協
同
組
合
運
動
の
支
持
者
と
︑

運
動
に
反
発
し
た
商
人
や
商
店
主
︑
双
方
の
立
場
か
ら
の
発
言
を
考
察
す
る
︒

法
律
家
で
作
家
︑
裁
判
所
判
事
で
あ
り
な
が
ら
︑
議
員
と
し
て
協
同
組
合
運
動
に
関
与
し
た
ト
マ
ス
・
ヒ
ュ
ー
ズ
は
︑
一
八
七
八
年
の
マ
ン

チ
ェ
ス
タ
ー
で
の
協
同
組
合
の
講
義
に
お
い
て
︑
そ
の
三
つ
の
原
則
に
言
及
し
た
︒
人
間
社
会
は
闘
争
す
る
個
人
の
集
合
で
は
な
く
︑
多
く
の

構
成
員
か
ら
成
る
団
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
︑
真
の
労
働
者
は
ラ
イ
バ
ル
で
は
な
く
仲
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
︑
利
己
心
で
は
な
く
正
義
の
原

則
が
商
業
を
支
配
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
三
つ
で
あ
る①
︒
こ
の
主
張
か
ら
︑
ヒ
ュ
ー
ズ
は
資
本
主
義
の
特
徴
で
あ
る
競
争
や
利
己
心
と

は
正
反
対
の
仲
間
や
正
義
と
い
う
概
念
を
協
同
組
合
の
原
理
だ
と
し
︑
資
本
主
義
を
批
判
し
た
︒
ヒ
ュ
ー
ズ
の
よ
う
に
︑
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
協
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同
組
合
運
動
家
は
︑﹁
資
本
主
義
﹂
に
競
争
や
利
己
心
と
い
う
意
味
を
付
与
し
て
批
判
し
︑﹁
協
同
組
合
﹂
に
仲
間
や
正
義
︑
公
正
と
い
う
意
味

を
持
た
せ
る
こ
と
で
︑
協
同
組
合
が
資
本
主
義
の
害
悪
を
緩
和
す
る
役
割
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
︒

ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
に
よ
る
﹁
資
本
主
義
﹂
と
い
う
言
語
の
こ
う
し
た
使
い
方
は
︑
ホ
リ
ヨ
ー
ク
や
協
同
組
合
幹
部
と
も
共
通
し
て
い
た
︒
ホ
リ

ヨ
ー
ク
は
︑
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
組
合
に
つ
い
て
︑
競
争
に
は
目
も
く
れ
ず
︑﹁
誠
実
な
取
引
に
従
事
し
﹂︑
品
質
に
応
じ
て
適
切
な
価
格
を
付
け
た

と
述
べ
て
そ
の
姿
勢
を
評
価
し
た②
︒
ま
た
︑
一
般
に
出
回
っ
て
い
る
小
麦
粉
は
︑
混
ぜ
物
を
含
ん
で
お
り
品
質
は
良
く
な
か
っ
た
の
に
対
し
︑

ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
組
合
の
製
粉
所
で
販
売
す
る
小
麦
粉
は
不
純
物
の
混
入
し
て
い
な
い
純
正
な
質
の
も
の
を
販
売
し
続
け
た
︒
こ
う
し
た
実
践
か

ら
︑
ホ
リ
ヨ
ー
ク
は
︑
組
合
員
の
間
で
は
利
己
心
で
は
な
く
︑
正
義
こ
そ
が
産
業
を
健
全
な
も
の
に
す
る
と
い
う
考
え
が
存
在
し
た
と
主
張
し

て
い
る③
︒
彼
は
︑
競
争
に
は
反
対
で
あ
り
︑
価
格
競
争
に
は
加
担
せ
ず
︑
品
質
を
重
視
す
べ
き
だ
と
考
え
︑
公
正
の
原
則
を
産
業
の
基
本
に
す

る
こ
と
を
訴
え
た
︒
た
だ
︑
彼
は
︑
資
本
主
義
を
変
革
す
べ
き
だ
と
い
う
よ
う
な
強
い
発
言
ま
で
は
し
て
い
な
か
っ
た
︒
こ
れ
に
対
し
︑
組
合

員
は
資
本
主
義
の
変
革
を
掲
げ
て
い
た
︒

例
え
ば
︑
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
組
合
の
ジ
ョ
ン
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル④
は
︑﹁
製
造
業
︑
銀
行
業
︑
輸
送
業
︑
そ
の
他
の
こ
の
国
の
あ
ら
ゆ
る
利
益
を
制

御
す
る
よ
う
に
な
る
ま
で
︑
組
合
員
は
満
足
し
て
は
い
け
な
い
﹂
と
発
言
し
て
お
り
︑
協
同
組
合
は
市
場
に
モ
ラ
ル
を
持
ち
込
み
︑
商
取
引
を

規
律
化
す
る
と
い
う
信
念
を
持
っ
て
い
た⑤
︒
前
述
の
Ｃ
Ｗ
Ｓ
の
ロ
ン
ド
ン
支
店
長
を
務
め
た
ジ
ョ
ー
ン
ズ
も
︑
失
業
や
長
時
間
労
働
︑
児
童
労

働
な
ど
多
く
の
問
題
で
苦
し
ん
で
い
る
労
働
者
は
︑
機
械
の
使
用
に
よ
る
害
悪
と
工
場
制
度
の
な
い
社
会
を
望
ん
で
い
る
の
だ
と
主
張
し
た⑥
︒

彼
に
よ
れ
ば
︑
労
働
者
が
協
同
を
始
め
れ
ば
︑
低
品
質
の
商
品
は
本
当
に
安
い
物
で
は
な
い
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
り
︑
よ
り
品
質
の
良
い
物

に
金
を
払
い
た
が
る
よ
う
に
な
る
︒
労
働
者
は
︑
店
舗
か
ら
の
配
当
金
を
蓄
積
す
る
こ
と
で
資
本
を
貯
め
︑
し
だ
い
に
﹁
資
本
家
﹂
に
な
っ
て

い
く
と
い
う
の
で
あ
る⑦
︒
こ
の
場
合
の
﹁
資
本
家
﹂
は
企
業
家
の
こ
と
で
は
な
く
︑
雇
用
者
に
酷
使
さ
れ
る
こ
と
な
く
主
体
的
に
労
働
し
︑
あ

る
程
度
の
資
本
を
持
っ
た
組
合
員
を
示
す
表
現
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

ミ
ッ
チ
ェ
ル
や
ジ
ョ
ー
ン
ズ
と
同
じ
よ
う
な
主
張
は
︑
協
同
組
合
の
そ
の
他
の
刊
行
物
に
も
認
め
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
一
九
〇
四
年
に
刊
行
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さ
れ
︑
協
同
組
合
の
歴
史
や
理
論
︑
実
践
に
つ
い
て
書
か
れ
︑
大
学
の
講
義
で
用
い
ら
れ
た
教
科
書
﹃
産
業
協
同
組
合
﹄
が
あ
る
︒
こ
の
中
で
︑

﹁
既
存
の
競
争
産
業
制
度
を
排
除
し
︑
互
助
協
同
組
合
を
人
類
社
会
全
体
の
基
盤
﹂
に
す
べ
き
だ
と
明
記
さ
れ
て
い
る⑧
︒
さ
ら
に
︑﹃
協
同
組

合
ニ
ュ
ー
ス
﹄
の
一
九
一
四
年
の
記
事
に
お
い
て
も
︑
資
本
主
義
と
の
共
存
を
否
定
し
︑
資
本
主
義
体
制
の
転
換
が
協
同
組
合
の
究
極
目
標
だ

と
さ
れ
た⑨
︒
こ
れ
ら
の
︑
ミ
ッ
チ
ェ
ル
や
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
発
言
︑
教
科
書
や
新
聞
の
記
述
に
お
い
て
は
︑
協
同
組
合
を
運
動
の
内
外
に
積
極
的

に
ア
ピ
ー
ル
す
る
意
図
が
込
め
ら
れ
︑
資
本
主
義
の
問
題
を
解
消
し
物
質
的
精
神
的
に
豊
か
な
生
活
を
送
る
た
め
の
運
動
で
あ
る
こ
と
が
強
調

さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

協
同
組
合
運
動
支
持
者
ら
の
こ
う
し
た
資
本
主
義
批
判
に
対
し
︑
商
人
や
商
店
主
ら
は
黙
っ
て
は
い
な
か
っ
た
︒
第
二
章
で
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
︑
協
同
組
合
運
動
の
脅
威
か
ら
商
人
利
害
を
保
護
す
る
目
的
で
︑
商
人
保
護
協
会
が
結
成
さ
れ
︑
活
発
な
反
対
運
動
が
繰
り
広
げ
ら
れ

た
︒
一
八
八
九
年
二
月
五
日
に
は
グ
ラ
ス
ゴ
ー
に
お
い
て
︑
協
同
組
合
運
動
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
担
う
Ｃ
Ｕ
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
商
人
保
護
協

会
の
後
援
に
よ
っ
て
︑
協
同
組
合
関
係
者
と
商
人
に
よ
る
討
論
会
が
開
催
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

両
陣
営
の
聴
衆
六
〇
〇
人
を
前
に
︑
キ
ル
マ
ー
ノ
ッ
ク
公
正
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ィ
ー
ン
ズ
と
︑
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
商

人
保
護
協
会
の
代
表
で
あ
る
ロ
バ
ー
ト
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
が
︑
白
熱
し
た
批
判
合
戦
を
展
開
し
た
︒
デ
ィ
ー
ン
ズ
は
︑
商
人
の
需
要
を
越
え
た
販

売
と
利
益
重
視
の
姿
勢
が
︑
競
争
を
激
化
さ
せ
︑
そ
の
結
果
と
し
て
︑
人
口
密
集
地
へ
の
店
舗
集
中
や
大
量
の
在
庫
︑
不
要
な
労
働
︑
過
度
の

広
告
と
い
っ
た
様
々
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
︒
こ
れ
に
対
し
︑
協
同
組
合
は
︑
需
要
や
売
上
高
に
合
わ
せ
た
生
産
調
整
︑

地
域
密
着
型
店
舗
な
ど
に
よ
っ
て
消
費
者
に
寄
り
添
っ
た
生
産
活
動
に
従
事
し
て
い
る
と
主
張
し
た
︒
こ
う
し
た
デ
ィ
ー
ン
ズ
の
発
言
に
対
し
︑

ウ
ォ
ー
カ
ー
は
︑
協
同
組
合
店
舗
は
立
地
の
悪
さ
や
人
員
不
足
に
よ
り
︑
消
費
者
に
と
っ
て
は
不
便
で
し
か
な
い
が
︑
商
店
は
利
便
性
や
速
い

接
客
を
重
視
し
て
い
る
と
正
当
性
を
訴
え
た
︒
資
本
主
義
の
自
由
競
争
は
正
当
で
あ
る
が
︑
協
同
組
合
は
︑
正
当
な
競
争
を
排
し
︑
消
費
者
の

選
択
の
自
由
を
な
く
す
と
い
う
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
彼
が
何
よ
り
も
攻
撃
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
た
の
が
︑
配
当
金
制
度
で
あ
っ
た
︒
資
本

主
義
制
度
に
は
存
在
し
な
い
配
当
金
は
︑
人
間
の
最
も
卑
し
い
感
情
に
訴
え
る
も
の
だ
と
非
難
し
た
の
で
あ
る⑩
︒
配
当
金
に
対
す
る
批
判
は
︑
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商
人
保
護
協
会
の
機
関
誌
﹃
商
人
と
商
店
主
﹄
の
中
に
も
見
ら
れ
︑﹁
協
同
組
合
が
﹃
配
当
金
﹄
制
度
に
よ
っ
て
︑
多
く
の
人
々
を
だ
ま
し
て

い
る
限
り
︑
商
人
は
悪
影
響
を
被
る
﹂
と
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
同
誌
は
︑
地
方
の
協
同
組
合
が
債
務
超
過
を
原
因
に
解
散
し
た
と
い
う
ス
キ
ャ
ン

ダ
ル
を
報
じ
︑
協
同
組
合
に
対
抗
す
る
た
め
に
多
様
な
業
種
の
商
人
が
団
結
し
て
い
る
こ
と
︑
協
同
組
合
の
市
場
が
特
権
化
さ
れ
保
護
さ
れ
て

い
る
の
に
対
し
︑
商
人
の
市
場
は
自
由
で
開
か
れ
て
い
る
こ
と
︑
商
店
の
商
品
は
︑
協
同
組
合
の
も
の
よ
り
も
高
品
質
で
純
度
が
高
く
安
価
で

あ
る
こ
と
な
ど
を
列
挙
し
︑
商
人
の
経
済
活
動
を
正
当
化
す
る
主
張
を
繰
り
広
げ
た⑪
︒

対
立
し
て
い
る
組
合
員
と
商
人
が
自
ら
︑
こ
う
し
た
公
開
討
論
に
参
加
し
た
の
は
︑
互
い
が
自
ら
の
立
場
を
明
確
化
し
︑
そ
の
正
当
性
を
広

く
訴
え
た
い
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
先
の
商
人
と
の
討
論
の
内
容
が
掲
載
さ
れ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
︑
協
同
組
合
連
合
か
ら

発
行
さ
れ
て
お
り
︑
商
人
と
の
討
論
を
運
動
内
外
で
共
有
し
︑
協
同
組
合
の
正
当
性
お
よ
び
商
人
と
の
違
い
を
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
ろ
う
︒
こ
れ
は
商
人
側
に
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
︒
協
同
組
合
に
対
抗
す
る
た
め
に
組
織
を
結
成
し
︑
後
に
機
関
誌
ま
で
発
行
す
る
と
い
う

の
は
︑
協
同
組
合
批
判
が
逆
に
商
人
の
事
業
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
チ
ャ
ン
ス
だ
と
判
断
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
︑
協
同
組
合
運
動
支
持
者
は
資
本
主
義
を
批
判
し
た
が
︑
と
り
わ
け
組
合
員

は
︑
資
本
主
義
を
変
革
し
︑
協
同
組
合
が
経
済
活
動
の
中
心
的
存
在
と
な
る
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
︒
し
か
し
︑
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の

運
動
家
や
ホ
リ
ヨ
ー
ク
は
︑
資
本
主
義
の
諸
問
題
は
協
同
組
合
に
よ
っ
て
是
正
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
︑
変
革
す
べ
き
と
ま
で
は
発
言
し
て

い
な
い
︒
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
に
と
っ
て
︑
資
本
主
義
は
維
持
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
維
持
の
た
め
に
協
同
組
合
が
必
要
だ
と
考
え
て

い
た
︒
ホ
リ
ヨ
ー
ク
も
︑
労
働
者
階
級
出
身
で
は
あ
る
が
︑
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
に
近
い
価
値
観
を
有
し
て
お
り
︑
資
本
主
義
の
特
性
で
あ
る
市
場

原
理
主
義
や
個
人
主
義
を
重
視
し
︑
協
同
組
合
は
そ
の
価
値
観
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
協
同
組
合
を
支
持
す
る
人
々
の
間
で
も
資
本
主
義
を
め
ぐ
る
言
説
が
様
々
な
ベ
ク
ト
ル
を
持
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
彼
ら

の
運
動
が
ま
と
ま
り
を
維
持
し
え
た
の
は
︑
定
義
の
あ
い
ま
い
な
﹁
資
本
主
義
﹂
が
運
動
の
敵
対
的
言
語
と
し
て
存
在
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
︒

さ
ら
に
︑
商
人
か
ら
の
協
同
組
合
批
判
は
︑
こ
う
し
た
﹁
資
本
主
義
﹂
の
定
義
の
あ
い
ま
い
さ
を
一
層
覆
い
隠
し
︑
運
動
内
部
の
ま
と
ま
り
を
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強
固
に
し
︑
協
同
組
合
支
持
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
築
す
る
役
割
を
果
た
し
た
︒
同
時
に
︑
商
人
側
も
協
同
組
合
批
判
を
通
じ
て
︑
商

人
と
し
て
の
ま
と
ま
り
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
が
促
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

第
二
節

社
会
主
義
と
の
対
立

﹁
社
会
主
義
﹂
と
い
う
言
語
も
ま
た
︑
協
同
組
合
運
動
を
支
持
し
た
人
々
や
社
会
主
義
者
の
間
で
︑
多
様
な
意
味
を
付
与
さ
れ
︑
自
ら
の
主

張
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
︒
従
来
の
研
究
で
は
︑
協
同
組
合
は
社
会
主
義
か
否
か
と
い
う
よ
う
な
二
項
対
立
の
議
論
に
終
始
し
が
ち
で
あ
っ
た

が
︑
こ
こ
で
は
︑
む
し
ろ
︑
社
会
主
義
を
め
ぐ
る
言
説
が
い
か
に
展
開
し
た
か
に
注
目
す
る
こ
と
で
︑
協
同
組
合
と
社
会
主
義
の
複
雑
な
関
係

を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
協
同
組
合
運
動
内
部
で
は
︑
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
︑
一
貫
し
て
資
本
主
義
に
は
批
判
的

な
言
説
が
強
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
社
会
主
義
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
︑
一
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
は
︑
社

会
主
義
に
異
議
を
唱
え
る
立
場
に
い
た
︒
ホ
リ
ヨ
ー
ク
は
︑﹁
協
同
組
合
と
社
会
主
義
は
相
容
れ
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
し
︑
キ
リ
ス
ト
教
社

会
主
義
者
の
ニ
ー
ル
は
︑
協
同
組
合
は
個
人
主
義
を
維
持
す
る
が
︑
社
会
主
義
は
そ
れ
を
根
絶
す
る
も
の
だ
と
発
言
し
て
い
る⑫
︒
さ
ら
に
︑
法

律
改
正
︑
刑
罰
︑
教
育
︑
公
衆
衛
生
︑
社
会
経
済
の
各
分
野
の
問
題
に
つ
い
て
社
会
科
学
の
立
場
か
ら
解
決
し
よ
う
と
︑
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
知

識
人
や
政
治
家
︑
企
業
家
を
中
心
に
︑
一
八
五
七
年
に
結
成
さ
れ
た
社
会
科
学
協
会⑬
の
会
報
の
中
で
も
︑
協
同
組
合
と
社
会
主
義
の
違
い
に
つ

い
て
の
エ
ッ
セ
ー
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
協
同
組
合
は
借
金
を
さ
せ
な
い
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
︑
価
格
競
争
を
行
わ
な
い
こ
と

で
品
質
低
下
を
引
き
起
こ
す
心
配
も
な
い
た
め
︑
資
本
主
義
の
問
題
を
是
正
し
︑﹁
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
﹂
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
っ
た⑭
︒

さ
ら
に
︑
働
き
方
や
消
費
行
動
の
自
由
も
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
行
動
の
自
由
が
な
く
規
律
化
さ
れ
て
い
る
社
会
主
義
と
は
明
ら
か
に
異

な
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る⑮
︒

ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
運
動
支
持
者
や
ホ
リ
ヨ
ー
ク
が
︑
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
社
会
主
義
を
敵
視
し
た
の
は
︑
第
二
章
の
第
一
節
で
す
で
に
述
べ
た
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よ
う
に
︑
彼
ら
の
国
家
に
対
す
る
認
識
が
関
係
し
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
こ
こ
で
の
社
会
主
義
と
は
︑
国
家
が
あ
ら
ゆ
る
経
済
活
動
を
制
御
し
て

い
る
状
態
で
あ
り
︑
こ
の
状
態
は
︑
国
家
あ
る
い
は
政
治
と
︑
経
済
領
域
は
分
離
し
て
い
る
べ
き
だ
と
い
う
彼
ら
の
考
え
方
に
反
す
る
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る⑯
︒

社
会
主
義
を
拒
絶
す
る
発
言
は
組
合
員
に
も
み
ら
れ
た
が
︑
ホ
リ
ヨ
ー
ク
や
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
と
の
違
い
も
あ
っ
た
︒
例
え
ば
︑
先
に
述
べ
た

一
八
八
九
年
の
グ
ラ
ス
ゴ
ー
で
の
商
人
と
の
討
論
に
お
い
て
︑
デ
ィ
ー
ン
ズ
は
︑
協
同
組
合
運
動
が
社
会
主
義
の
運
動
で
は
な
い
と
断
言
し
て

い
る
︒
そ
し
て
︑
労
働
者
が
慈
善
や
国
家
に
頼
る
こ
と
の
な
い
程
度
に
ま
で
︑
彼
ら
の
生
活
水
準
の
向
上
を
目
指
す
運
動
だ
と
認
識
し
て
い
た⑰
︒

Ｃ
Ｗ
Ｓ
の
ジ
ョ
ー
ン
ズ
も
︑
資
本
主
義
の
競
争
状
態
と
︑
完
全
な
社
会
で
あ
る
共
産
主
義
の
間
に
存
在
す
る
の
が
︑
協
同
組
合
だ
と
考
え
て
い

た
︒
前
者
の
個
人
主
義
を
克
服
し
︑
後
者
の
利
点
を
取
り
入
れ
た
状
態
が
理
想
で
あ
り
︑
そ
れ
が
ま
さ
に
協
同
組
合
で
あ
っ
た⑱
︒
組
合
員
は
︑

ホ
リ
ヨ
ー
ク
や
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
社
会
主
義
に
対
す
る
言
説
を
取
り
入
れ
つ
つ
も
︑
資
本
主
義
の
産
物
で
あ
る
個
人
主
義
を
退
け
︑
資
本
主
義

の
変
革
を
経
た
︑
協
同
組
合
が
中
心
と
な
る
社
会
の
実
現
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒

社
会
主
義
に
異
議
を
唱
え
た
︑
こ
う
し
た
言
説
に
対
し
て
︑
社
会
主
義
者
も
彼
ら
な
り
の
主
張
を
展
開
し
た
︒
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
主
義
の
潮

流
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
団
体
の
社
会
民
主
連
盟
は
︑
そ
の
機
関
誌
﹃
正
義
﹄
の
一
八
九
八
年
の
記
事
に
お
い

て
︑
協
同
組
合
の
事
業
は
︑
資
本
主
義
社
会
を
悩
ま
し
て
い
る
も
の
と
同
じ
社
会
悪
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
︑
と
運
動
を
批
判
し
て
い
る⑲
︒

ま
た
︑
協
同
組
合
の
原
則
で
あ
る
自
助
を
実
践
す
る
う
え
で
重
要
な
節
約
に
つ
い
て
は
︑
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
経
済
学
者
に
よ
っ
て
教
え
込
ま
れ

た
有
害
な
教
義
で
あ
る
と
一
蹴
し
た⑳
︒

協
同
組
合
運
動
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
︑
そ
れ
と
社
会
主
義
と
の
対
立
や
違
い
は
人
々
の
関
心
を
引
い
た
︒
例
え
ば
︑
一
八
八
六
年
の
秋
頃
に
︑

協
同
組
合
と
社
会
主
義
の
そ
れ
ぞ
れ
の
原
則
や
方
法
︑
目
的
に
お
け
る
違
い
を
明
確
に
す
る
機
会
を
も
う
け
る
べ
き
だ
と
い
う
要
望
が
広
く
あ

り
︑
一
八
八
七
年
一
月
二
四
日
に
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
に
て
社
会
改
良
運
動
家
の
主
催
の
も
と
︑
組
合
員
と
社
会
主
義
者
の
公
開
討
論
会
が
開
催

さ
れ
た㉑
︒
討
論
会
の
議
長
は
︑
当
時
の
庶
民
院
議
長
が
務
め
た
こ
と
か
ら
も
こ
の
討
論
会
の
注
目
度
の
高
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
︒
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協
同
組
合
陣
営
か
ら
は
Ｃ
Ｗ
Ｓ
の
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
︑
社
会
主
義
陣
営
か
ら
は
︑
社
会
民
主
連
盟
の
代
表
︑
ヘ
ン
リ
ー
・
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
が
登

壇
し
た
︒
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
が
︑
社
会
主
義
は
︑
社
会
悪
の
解
消
と
い
う
点
で
協
同
組
合
よ
り
優
れ
て
い
る
と
切
り
出
す
と
︑
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
︑

実
際
に
協
同
組
合
運
動
が
広
く
普
及
し
︑
多
く
の
人
の
利
益
に
資
し
て
い
る
わ
け
で
︑
運
動
が
さ
ら
に
拡
大
す
れ
ば
社
会
悪
の
解
消
に
つ
な
が

る
と
反
論
し
た
︒
こ
れ
に
対
し
︑
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
は
︑
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
考
え
は
間
違
っ
て
お
り
︑
協
同
組
合
で
は
不
十
分
だ
と
発
言
し
た
︒
そ

の
理
由
と
し
て
︑
協
同
組
合
は
社
会
の
再
組
織
化
を
効
果
的
に
実
行
し
て
い
る
が
︑
上
流
階
級
や
土
地
に
つ
い
て
は
何
も
行
っ
て
い
な
い
こ
と

を
あ
げ
︑
労
働
者
以
外
の
階
級
は
排
除
し
︑
土
地
や
資
産
は
共
有
に
す
べ
き
だ
と
訴
え
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
を
成
し
遂
げ
ら
れ
る
の

は
民
主
的
国
家
だ
け
だ
と
主
張
し
た
︒
社
会
民
主
連
盟
は
︑
社
会
主
義
国
家
は
選
挙
で
選
ば
れ
た
集
団
に
よ
り
管
理
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て

い
た
︒
さ
ら
に
︑
協
同
組
合
は
労
働
者
の
上
層
部
に
し
か
恩
恵
を
も
た
ら
さ
ず
︑
真
に
助
け
を
必
要
と
し
て
い
る
労
働
者
に
ま
で
は
そ
の
恩
恵

は
行
き
わ
た
ら
な
い
と
批
判
し
︑
貧
し
い
労
働
者
も
恩
恵
を
受
け
ら
れ
る
の
が
社
会
主
義
で
あ
る
と
そ
の
正
当
性
を
述
べ
た
︒
こ
れ
に
対
し
︑

ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
︑
土
地
や
資
産
の
国
有
化
に
は
反
対
で
あ
り
︑
社
会
主
義
国
家
に
お
い
て
は
︑
少
数
派
の
意
見
を
持
つ
人
々
が
多
数
派
に
よ
っ

て
抑
圧
さ
れ
︑
社
会
主
義
者
の
民
主
主
義
は
独
裁
に
な
る
と
反
論
し
た㉒
︒

こ
の
よ
う
に
︑
一
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
は
︑
組
合
員
と
社
会
主
義
者
は
︑
国
家
の
役
割
を
め
ぐ
っ
て
相
容
れ
ず
︑
互
い
に
対
立
し
て
い
た㉓
︒

こ
の
討
論
の
内
容
も
先
述
の
商
人
保
護
協
会
と
行
っ
た
討
論
の
場
合
と
同
様
に
︑
協
同
組
合
連
合
が
発
行
す
る
冊
子
に
収
め
ら
れ
て
お
り
︑
協

同
組
合
の
社
会
主
義
と
の
違
い
を
示
す
こ
と
が
運
動
の
魅
力
を
広
く
伝
え
る
う
え
で
効
果
的
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
証
左
と
い
え
る
︒
社
会
主

義
と
は
異
な
る
こ
と
が
︑
協
同
組
合
運
動
の
特
徴
と
し
て
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
運
動
家
や
ホ
リ
ヨ
ー
ク
︑
組
合
員
と
い
っ
た
︑
協
同
組
合
を
支
持
し
た
人
々
は
︑
国
家
が
市
場
に
介
入
す
る
こ
と
を
拒
絶

し
︑
社
会
主
義
に
批
判
的
で
あ
っ
た
点
で
は
共
通
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
や
ホ
リ
ヨ
ー
ク
ら
は
︑
社
会
主
義
を
︑
資
本
主
義
も

個
人
主
義
も
排
除
し
て
し
ま
う
存
在
と
み
な
し
て
い
た
の
に
対
し
︑
組
合
員
は
︑
社
会
主
義
を
︑
協
同
組
合
に
よ
る
民
主
主
義
を
脅
か
し
国
家

に
よ
る
独
裁
を
引
き
起
こ
す
も
の
と
み
な
し
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
社
会
主
義
者
は
︑
協
同
組
合
の
試
み
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
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な
か
っ
た
が
︑
不
十
分
だ
と
み
な
し
︑
国
家
に
よ
る
民
主
的
統
制
を
望
ん
で
い
た
︒
資
本
主
義
を
変
革
す
る
と
い
う
点
で
は
︑
組
合
員
と
社
会

主
義
者
は
よ
り
近
い
距
離
に
い
た
と
も
い
え
る
︒
こ
の
距
離
が
︑
二
〇
世
紀
初
頭
に
な
る
と
︑
さ
ら
に
縮
ま
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑
そ
の
詳

細
に
つ
い
て
は
次
節
に
譲
る
こ
と
と
す
る
︒
と
は
い
え
︑
一
九
世
紀
後
半
の
間
は
︑
定
義
の
あ
い
ま
い
な
﹁
社
会
主
義
﹂
と
い
う
言
語
も
ま
た
︑

協
同
組
合
と
は
異
な
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
を
︑
階
級
を
越
え
て
運
動
支
持
者
の
間
に
も
た
ら
し
︑
先
の
公
開
討
論
の
よ
う
な
人
々
へ
の
ア

ピ
ー
ル
を
通
じ
て
︑
協
同
組
合
運
動
と
し
て
の
一
体
性
を
強
化
す
る
働
き
を
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
運
動
の
ま
と
ま
り
は
︑
そ
の
内
部
だ
け
で

な
く
外
部
と
の
言
説
の
や
り
と
り
を
通
じ
て
一
層
強
固
な
も
の
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

第
三
節

二
〇
世
紀
初
頭
に
お
け
る
変
化

二
〇
世
紀
初
頭
に
な
る
と
︑
組
合
員
の
社
会
主
義
に
対
す
る
発
言
に
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
本
節
で
は
︑
変
化
の
背
景
に
も
留
意

し
な
が
ら
︑
社
会
主
義
を
め
ぐ
る
議
論
の
展
開
を
︑
主
に
組
合
員
を
中
心
に
考
察
し
て
い
く
︒

社
会
主
義
に
つ
い
て
の
発
言
の
変
化
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
の
が
︑﹃
協
同
組
合
ニ
ュ
ー
ス
﹄
の
一
九
〇
三
年
の
記
事
で
あ
る
︒
そ
れ
に
よ

れ
ば
︑﹁
社
会
主
義
の
も
と
で
は
︑
あ
ら
ゆ
る
人
が
労
働
の
十
分
な
報
酬
を
得
る
こ
と
が
で
き
︑
あ
ら
ゆ
る
人
が
国
の
富
を
所
有
で
き
る
﹂
と

し
た
う
え
で
︑
社
会
主
義
は
︑﹁
私
的
独
占
や
競
争
に
対
す
る
戦
い
﹂
で
あ
り
︑﹁
さ
ら
な
る
地
方
自
治
主
義
と
国
有
化
に
よ
っ
て
﹂
実
現
が
予

想
さ
れ
る
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
︑
以
下
の
よ
う
に
続
く
︒

あ
ら
ゆ
る
社
会
主
義
者
の
事
業
は
︑
協
同
組
合
の
事
業
よ
り
も
優
れ
て
い
る
し
︑
同
様
に
︑
社
会
主
義
は
あ
ら
ゆ
る
人
の
利
益
に
な
っ
て
い
る
が
︑
協
同

組
合
は
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
利
益
に
し
か
な
っ
て
い
な
い
︒
協
同
組
合
は
よ
い
も
の
で
あ
る
︒
正
し
い
方
向
へ
向
か
う
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
︒
協
同
組
合
を
忠

実
に
支
持
し
よ
う
︑
し
か
し
︑
基
本
的
に
我
々
は
︑
よ
り
広
範
で
よ
り
優
れ
た
協
同
組
合
で
あ
る
社
会
主
義
に
反
対
す
る
こ
と
は
で
き
な
い㉔
︒
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協
同
組
合
を
社
会
主
義
に
至
る
ス
テ
ッ
プ
と
み
な
し
︑
社
会
主
義
を
運
動
の
最
終
目
標
に
す
べ
き
だ
と
い
う
声
が
組
合
員
の
中
か
ら
で
て
き
た

の
で
あ
る
︒
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
︑
社
会
主
義
と
の
対
立
姿
勢
が
劇
的
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
︒
ま
た
︑
一
九
〇
八
年
の

記
事
は
︑
Ｃ
Ｗ
Ｓ
の
幹
部
に
よ
る
演
説
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
︒
い
わ
く
︑
協
同
組
合
は
集
団
的
な
原
則
に
基
づ
い
て
お
り
︑
資
本
主
義
の
個

人
の
制
度
と
は
区
別
さ
れ
る
︒
資
本
主
義
は
貧
富
の
格
差
を
も
た
ら
す
た
め
廃
止
す
べ
き
古
い
制
度
で
あ
る
︒
協
同
組
合
こ
そ
イ
ギ
リ
ス
の
産

業
の
発
展
の
た
め
の
集
団
的
な
制
度
の
体
現
で
あ
り
︑﹁
最
善
の
種
類
の
社
会
主
義
﹂
で
あ
る㉕
︒
さ
ら
に
︑
一
九
一
〇
年
の
記
事
で
は
︑
社
会

主
義
者
の
間
で
の
あ
る
変
化
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
経
済
制
度
の
早
急
な
変
革
で
は
な
く
段
階
を
踏
ん
だ
改
革
を
目
標
と

す
る
考
え
が
支
配
的
に
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
い
ま
や
組
合
員
も
協
同
組
合
を
社
会
主
義
の
一
要
素
と
考
え
て
お
り
︑
協
同
組

合
の
原
則
は
︑
国
家
に
よ
る
支
援
と
対
立
す
る
自
助
で
は
あ
る
が
︑
社
会
主
義
的
発
展
と
の
関
係
に
お
い
て
協
同
組
合
は
存
在
す
る
の
だ
と
い

う
主
張
が
な
さ
れ
た㉖
︒

こ
の
よ
う
に
︑
こ
の
時
期
に
は
︑
協
同
組
合
と
社
会
主
義
を
結
び
つ
け
︑
協
同
組
合
を
︑
社
会
主
義
と
い
う
最
終
目
標
に
至
る
過
程
だ
と
す

る
言
説
が
︑
組
合
員
に
よ
り
頻
繁
に
発
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
Ｃ
Ｗ
Ｓ
の
機
関
誌
﹃
麦
束
﹄
の
一
九
一
一
年
の
記
事
で
も
︑
消
費
者
が
協

同
組
合
の
配
当
金
と
い
う
目
先
の
金
銭
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
傾
向
を
憂
い
︑﹁
我
々
組
合
員
は
︑
運
動
の
理
想
を
認
識
し
︑
現
在
の
協
同
組

合
制
度
は
︑
目
的
に
至
る
手
段
に
過
ぎ
な
い
こ
と
だ
と
覚
え
て
お
く
べ
き
﹂
で
︑
配
当
金
よ
り
も
﹁
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
解
放
﹂
こ
そ
が
協

同
組
合
運
動
に
と
っ
て
何
よ
り
も
重
要
だ
と
強
調
さ
れ
て
い
る㉗
︒

と
こ
ろ
で
︑
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
︑
社
会
経
済
の
あ
り
方
全
体
に
つ
い
て
の
﹁
民
主
主
義
﹂
が
︑
組
合
員
に
よ
っ
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
が
︑
そ
れ
は
﹁
社
会
主
義
﹂
と
結
び
つ
い
て
い
た
︒
例
え
ば
︑
Ｃ
Ｗ
Ｓ
の
一
九
一
〇
年
の
年
次
報
告
書
に
掲
載
さ
れ
た
論
説
で
は
︑

民
主
主
義
と
資
本
主
義
は
対
立
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
資
本
家
に
よ
る
経
済
独
占
に
よ
っ
て
生
じ
た
格
差
は
︑
経
済
的
社
会

的
民
主
主
義
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
︑
所
得
格
差
に
よ
る
選
挙
権
の
不
平
等
は
︑
政
治
的
民
主
主
義
に
対
す
る
脅
威
だ
と
考
え
ら
れ

た㉘
︒
そ
し
て
︑﹁
純
粋
な
民
主
主
義
は
︑
完
全
な
社
会
主
義
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
︑﹁
大
多
数
の
人
々
に
自
ら
の
力
を
使
っ
て
︑
社
会
と
い
う
名
に
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お
い
て
︑
既
存
秩
序
を
変
革
し
︑
資
本
家
を
人
類
よ
り
下
位
に
置
く
こ
と
で
自
ら
を
解
放
す
る
こ
と
を
教
え
る
の
が
民
主
主
義
の
本
分
で
あ

る
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る㉙
︒
第
二
節
で
指
摘
し
た
社
会
主
義
者
の
発
す
る
﹁
民
主
主
義
﹂
が
︑
組
合
員
に
よ
っ
て
も
用
い
ら
れ
︑
運
動
が
目
指

す
社
会
主
義
を
指
し
示
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

社
会
主
義
を
批
判
的
に
み
て
い
た
組
合
員
の
態
度
が
こ
こ
ま
で
変
化
し
た
要
因
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
ミ

ド
ル
ク
ラ
ス
の
支
持
者
や
ホ
リ
ヨ
ー
ク
︑
組
合
員
の
間
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
考
え
は
︑
政
治
と
経
済
を
分
離
し
︑
協
同
組
合
の
よ
う
な
非

国
家
組
織
が
社
会
問
題
の
最
善
の
解
決
策
だ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
世
紀
転
換
期
に
は
︑
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
の
経
済
に
よ
る
弊

害
が
大
き
な
問
題
と
な
り
︑
政
府
に
よ
る
経
済
活
動
へ
の
介
入
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
こ
う
し
た
状
況
下
で
︑
国
家

の
経
済
領
域
へ
の
介
入
を
否
定
す
る
組
合
員
の
考
え
方
は
ま
す
ま
す
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
組
合
員
も
︑
政
治
と
経
済
の
分
離
は
非
現
実

的
だ
と
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た㉚
︒
こ
の
変
化
が
︑
国
家
を
中
心
と
す
る
社
会
主
義
を
受
け
入
れ
る
︑
組
合
員
の
言
説
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
︒

﹁
協
同
組
合
は
︑
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
な
集
産
主
義
で
あ
り
︑
社
会
主
義
経
済
の
一
部
を
な
す
︒
行
政
に
よ
る
事
業
も
集
産
主
義
の
例
﹂
だ
と
か
︑

﹁
公
的
所
有
権
と
国
家
に
よ
る
介
入
が
広
範
囲
で
求
め
ら
れ
て
い
る
﹂
と
い
っ
た
組
合
員
の
発
言
か
ら
も
︑
民
間
組
織
の
力
だ
け
で
労
働
者
の

生
活
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
の
限
界
を
組
合
員
自
身
が
感
じ
︑
彼
ら
の
国
家
に
対
す
る
認
識
が
変
化
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る㉛
︒

一
方
︑
社
会
主
義
者
の
多
く
は
︑
こ
の
時
期
に
な
っ
て
も
協
同
組
合
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
が㉜
︑
一
部
の
社
会
主
義
者
は
︑
協
同
組
合
へ
の
歩

み
寄
り
を
提
言
し
た
︒
労
働
者
階
級
出
身
で
︑
社
会
主
義
の
議
員
と
し
て
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
と
チ
ャ
ー
チ
ル
内
閣
時
代
に
活
躍
し
た
ヘ
ン
リ
ー
・

ス
ネ
ル
は
︑
フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
の
立
場
か
ら
︑
協
同
組
合
と
社
会
主
義
が
連
携
す
る
将
来
像
を
描
い
た
︒
彼
は
︑
社
会
主
義
と
協
同
組
合

の
目
標
は
一
致
し
て
お
り
分
離
で
き
な
い
と
断
言
し
た
う
え
で
︑
軍
隊
や
警
察
︑
教
育
と
い
っ
た
国
家
以
外
が
行
え
な
い
よ
う
な
領
域
に
つ
い

て
は
︑
国
家
の
統
制
が
必
要
だ
と
主
張
し
た
︒
ス
ネ
ル
の
理
想
は
︑
協
同
組
合
と
国
家
が
協
力
し
つ
つ
︑
国
家
が
至
上
の
権
威
を
持
ち
︑
協
同

組
合
の
会
議
に
関
与
し
て
︑
生
産
や
管
理
の
効
率
化
に
向
け
て
影
響
力
を
行
使
す
る
と
い
う
社
会
で
あ
っ
た㉝
︒
組
合
員
も
ま
た
︑
社
会
主
義
者

が
︑
協
同
組
合
は
資
本
主
義
よ
り
も
労
働
者
の
力
を
強
く
さ
せ
る
役
割
を
果
た
す
と
認
識
す
る
時
が
来
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る㉞
︒
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一
九
世
紀
後
半
︑
組
合
員
は
︑
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
支
持
者
や
ホ
リ
ヨ
ー
ク
と
と
も
に
︑
社
会
主
義
に
反
対
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
二
〇
世
紀

初
頭
に
は
︑
組
合
員
の
発
言
は
変
化
し
︑
社
会
主
義
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
自
由
な
経
済
活
動
に
よ
る
問
題
が
山
積
し
て

い
く
な
か
で
︑
組
合
員
が
思
い
描
い
て
い
た
よ
う
な
民
間
の
力
だ
け
で
社
会
の
問
題
を
改
善
す
る
と
い
う
考
え
が
︑
非
現
実
的
だ
と
批
判
を
あ

び
る
よ
う
に
な
り
︑
組
合
員
自
身
も
こ
う
し
た
批
判
を
受
け
入
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
︑
組
合
員
の
国
家
に
対
す
る
認
識
が
変
化
し
た
︒

社
会
主
義
を
運
動
の
最
終
目
標
だ
と
す
る
こ
と
で
︑
新
た
な
社
会
状
況
の
も
と
で
協
同
組
合
運
動
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
維
持
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
組
合
員
は
政
治
に
は
関
わ
ら
な
い
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
が
︑
一
九
一
七
年
の
協
同
組
合
年
次
大
会
で
組
合
員
を
議
会

に
送
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
︑
一
九
一
八
年
に
史
上
初
め
て
組
合
員
か
ら
議
員
が
誕
生
し
た
と
い
う
事
実
は
ま

さ
に
上
述
の
変
化
を
表
し
て
い
る
︒
社
会
主
義
を
受
容
し
︑
国
家
や
政
治
の
経
済
領
域
に
お
け
る
役
割
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
︑

協
同
組
合
運
動
は
政
治
に
進
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

①

Jones,
op.
cit.,
p.740.

②

H
olyoake,
Self-H
elp
by
the
P
eople
(1893),
pp.26-27.

③

Ibid.,
p.33.

④

S.
Y
eo,‘M
itchell,
John
T
hom
as
W
hitehead̓
,
O
xford
D
ictionary
of

N
ational
B
iography,
O
xford
U
niversity
Press,2007.
一
八
二
八
～
一
八

九
五
年
︒
労
働
者
階
級
出
身
で
︑
フ
ラ
ン
ネ
ル
取
扱
業
者
を
経
て
︑
一
八
五
三
年

に
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
組
合
に
参
加
︒
思
想
的
に
は
急
進
主
義
で
自
由
主
義
︒

⑤

G
urney
(1996),
op.
cit.,
pp.43-44.

⑥

Jones,
op.
cit.,
p.47.

⑦

Ibid.,
p.749.

⑧

W
ebb,
op.
cit.,
p.2.

⑨

T
he
C
o-operative
N
ew
s,
June
6,1914,
p.727.

⑩

C
o-operation
v.
P
rivate
T
rading:
A
P
ublic
D
iscussion
H
eld
in
the

W
aterloo
R
oom
s,
G
lasgow
,
Feb.
5th,
1889,
betw
een
M
r.
J.
D
eans

and
M
r.
R
.
W
alker,
C
entral
C
o-operative
B
oard,1889,
pp.3-25.

⑪

T
he
T
radesm
an
and
Shopkeeper,
Septem
ber
27,1902,
pp.68-69.

⑫

H
olyoake,
E
ssentials
of
C
o-operative
E
ducation,1898,
p.12;
Jones,

op.
cit.,
p.738.

⑬

社
会
科
学
協
会
の
詳
細
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
︒
L.
G
oldm
an,
Science,

R
eform
,
and
P
olitics
in
V
ictorian
B
ritain,
C
am
bridge
U
niversity

Press,2002.

⑭

T
ransaction
of
the
N
ational
A
ssociation
for
the
P
rom
otion
of

Social
Science,1860,
p.748.

⑮

Ibid.,
pp.753-755.

⑯

G
urney
(1996),op.
cit.,p.189;K
.Laybourn,T
he
R
ise
of
Socialism

in
B
ritain,
Sutton,1997,
pp.3-24.
村
岡
健
次
・
木
畑
洋
一
編
﹃
世
界
歴
史

体
系

イ
ギ
リ
ス
史
︵
三
︶
近
現
代
﹄
山
川
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
︑
一
八
五
頁
︒

当
時
の
イ
ギ
リ
ス
で
影
響
力
の
あ
っ
た
社
会
主
義
の
流
れ
は
三
つ
あ
っ
た
︒
土
地
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や
銀
行
︑
鉄
道
の
国
有
化
を
唱
え
︑
少
数
の
知
的
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
社
会
改
革
を

唱
え
た
社
会
民
主
連
盟
の
流
れ
と
︑
社
会
民
主
連
盟
か
ら
袂
を
分
か
っ
た
︑
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
ら
を
中
心
と
す
る
社
会
主
義
者
連
盟
︑
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
知
識

人
を
中
心
と
す
る
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
で
あ
る
︒
前
二
者
は
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
る

が
︑
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
は
非
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
る
︒
ま
た
︑
社
会
民
主
連
盟
と

フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
は
国
家
の
役
割
を
重
視
し
た
が
労
働
者
と
の
関
係
を
育
む
こ
と

は
し
な
か
っ
た
の
に
対
し
︑
社
会
主
義
者
連
盟
は
︑
反
国
家
の
立
場
で
労
働
者
と

の
関
係
を
育
む
こ
と
に
も
注
力
し
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
ホ
リ
ヨ
ー
ク
ら
が
敵
視
し

た
社
会
主
義
と
は
︑
社
会
民
主
連
盟
と
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
に
代
表
さ
れ
る
︑
国
家

の
役
割
を
重
視
す
る
社
会
主
義
で
あ
っ
た
︒

⑰

C
o-operation
v.
P
rivate
T
rading,
p.19.

⑱

Jones,
op.
cit.,
p.739.

⑲

G
urney
(1996),
op.
cit.,
p.172.

⑳

Ibid.,
p.178.

㉑

C
o-operation
v.
Socialism
:
B
eing
a
R
eport
of
a
D
ebate
betw
een
M
r.

H
.
H
.
C
ham
pion,
of
the
Social
D
em
ocratic
Federation,
and
M
r.

B
enjam
in
Jones,
of
the
C
entral
C
o-operative
B
oard,
C
entral
C
o-

operative
B
oard,1887,
p.3.

㉒

Ibid.,
pp.6-15.

㉓

協
同
組
合
は
資
本
主
義
に
取
っ
て
か
わ
る
も
の
だ
と
支
持
し
た
ト
ム
・
マ
ン
の

よ
う
な
社
会
主
義
者
も
例
外
的
に
存
在
し
た
が
︑
大
部
分
の
社
会
主
義
者
は
協
同

組
合
に
批
判
的
で
あ
っ
た
︒
G
urney
(1996),
op.
cit.,
p.184.

㉔

T
he
C
o-operative
N
ew
s,
O
ctober
24,1903,
p.1299.

㉕

T
he
C
o-operative
N
ew
s,
D
ecem
ber
12,1908,
p.1508.

㉖

T
he
C
o-operative
N
ew
s,
N
ovem
ber
12,1910,
p.1472.

㉗

T
he
W
heatsheaf,1911,
p.81.

㉘

C
W
S
A
nnual,1910,
p.198.

㉙

Ibid.,
p.201.

㉚

G
urney
(1996),
op.
cit.,
p.189.

㉛

T
he
C
o-operative
N
ew
s,M
arch
17,1900,p.273;M
anchester
Salford

E
quitable
C
o-operative
Society’s
M
onthly
H
erald,1911,p.204.国
家
︑

市
場
︑
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
組
織
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
︒
岡
村
東
洋
光
・

高
田
実
・
金
澤
周
作
編
﹃
英
国
福
祉
ボ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
起
源

資
本
・
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
・
国
家
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
二
年
︒

㉜

J.
R
.
M
acD
onald,
Socialism
and
Society,1908,
pp.93-96.協
同
組
合

に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
社
会
主
義
者
の
代
表
は
︑
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
で
あ
る
︒
自
助
を

信
念
と
す
る
協
同
組
合
は
︑
資
本
主
義
体
制
を
強
め
︑
社
会
主
義
の
発
展
を
遅
ら

せ
る
だ
け
だ
と
自
著
の
中
で
批
判
し
て
い
る
︒

㉝

H
.
Snell,
Socialism
and
C
o-operation:
T
heir
Fundam
ental
U
nity,

H
uddersfield,1908,
pp.4-11.

㉞

T
he
C
o-operative
N
ew
s,
N
ovem
ber
12,1910,
p.1472.

お

わ

り

に

本
稿
で
は
︑
協
同
組
合
運
動
に
お
い
て
︑
言
語
が
多
様
な
意
味
を
付
与
さ
れ
︑
様
々
な
目
的
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒

運
動
を
取
り
巻
い
た
人
々
は
︑
同
じ
言
語
で
あ
っ
て
も
他
の
人
々
が
異
な
っ
た
使
い
方
を
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
︑
自
ら
の
目
的
に
適
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っ
た
使
い
方
を
し
た
の
で
あ
る
︒
近
代
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
︑
労
働
者
の
自
助
組
織
や
社
会
改
良
の
た
め
の
組
織
は
数
多
く
存
在
し
た
が
︑

協
同
組
合
ほ
ど
多
様
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
人
々
が
関
わ
り
︑
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
を
象
徴
す
る
四
つ
の
言
語
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
議
論
さ

れ
た
例
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
近
代
イ
ギ
リ
ス
で
は
︑
自
助
は
経
済
生
活
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
奨
励
さ
れ
た
し
︑
民
主
主
義
は
組

織
な
い
し
社
会
の
原
則
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
の
実
現
に
向
け
て
の
動
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
加
え
て
︑
レ
ッ
セ
・
フ

ェ
ー
ル
の
経
済
政
策
の
弊
害
が
深
刻
化
す
る
な
か
で
︑
新
た
な
経
済
あ
る
い
は
社
会
の
あ
り
方
が
熟
考
さ
れ
︑
資
本
主
義
や
社
会
主
義
に
つ
い

て
活
発
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
協
同
組
合
の
多
様
な
主
体
は
︑
こ
う
し
た
社
会
の
潮
流
を
取
り
込
み
ア
レ
ン
ジ
し
試
行
錯
誤
し
て
い

た
わ
け
で
︑
協
同
組
合
運
動
は
︑
ま
さ
に
︑
そ
う
し
た
時
代
背
景
を
味
方
に
し
て
生
ま
れ
た
一
大
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
だ
っ
た
と
い
え
る
︒
つ
ま
り
︑

運
動
が
こ
の
時
期
に
拡
大
で
き
た
背
景
に
は
︑
物
質
的
な
要
因
と
は
別
に
︑
流
行
の
言
語
が
様
々
な
人
々
を
引
き
つ
け
︑
独
特
の
仕
方
で
結
び

つ
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
︒
本
稿
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
こ
と
は
︑
運
動
の
拡
大
要
因
を
主
に
階
級
の
視
点
か
ら
説
明
し
た
ガ
ー
ニ
ー
の
研
究
で

は
示
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒

最
後
に
︑
今
後
の
課
題
を
述
べ
て
締
め
く
く
り
と
し
た
い
︒
本
稿
で
は
︑
協
同
組
合
運
動
に
関
わ
っ
た
多
様
な
立
場
の
人
々
を
扱
っ
た
が
︑

女
性
組
合
員
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
協
同
組
合
店
舗
を
利
用
し
た
組
合
員
の
多
く
は
労
働
者
階
級
の
女
性

で
あ
り
︑
運
動
に
お
け
る
女
性
の
地
位
向
上
を
目
指
し
て
︑
女
性
協
同
組
合
ギ
ル
ド
W
om
en̓
s
C
o-operative
G
uild
が
一
八
八
三
年
に
結

成
さ
れ
て
い
る
︒
彼
女
ら
の
言
説
も
ま
た
運
動
に
お
い
て
影
響
力
を
持
ち
︑
運
動
を
規
定
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う①
︒
二
点
目

に
︑
今
回
扱
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
テ
ー
マ
と
し
て
︑
イ
ギ
リ
ス
帝
国
が
あ
る
︒
Ｃ
Ｗ
Ｓ
は
海
外
に
複
数
の
生
産
拠
点
を
持
っ
て
お
り
︑
運

動
に
と
っ
て
帝
国
は
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
し
︑
世
紀
転
換
期
に
は
︑
帝
国
を
め
ぐ
る
議
論
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
︑
協
同
組
合
と
帝

国
の
関
係
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒
最
後
に
︑
協
同
組
合
運
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
広
が
り
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
一
八
九
五
年
の

国
際
協
同
組
合
同
盟
International
C
o-operative
A
lliance
の
結
成
以
降
︑
世
界
各
国
で
の
協
同
組
合
の
形
成
と
︑
そ
れ
ら
の
国
際
的
な

連
携
体
制
の
構
築
が
す
す
ん
だ②
︒
し
た
が
っ
て
︑
運
動
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
︒
こ
れ
ら
三
点
に
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つ
い
て
考
察
を
す
す
め
れ
ば
︑
イ
ギ
リ
ス
の
協
同
組
合
運
動
に
つ
い
て
さ
ら
に
明
確
な
歴
史
像
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

①

女
性
協
同
組
合
ギ
ル
ド
に
つ
い
て
は
以
下
に
詳
し
い
︒
G
.
Scott,
Fem
inism

and
the
P
olitics
of
W
orking
W
om
en:
the
W
om
en's
C
o-operative

G
uild,
1880s
to
the
Second
W
orld
W
ar,U
C
L
Press,1998.今
井
け
い

﹃
現
代
イ
ギ
リ
ス
女
性
運
動
史

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
と
階
級
の
平
等
﹄
ド
メ
ス

出
版
︑
二
〇
一
六
年
︑
一
三
三
～
一
五
三
頁
︒

②

バ
ー
チ
ャ
ル
︑
前
掲
書
︑
二
一
三
～
二
一
四
頁
︒

︵
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
︶
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Language and the Development of the British

Co-operative Movement, 1850-1914

by

FUAMI Kanae

This article challenges the received social economic history of the modern

British co-operative movement and tries to consider the background of the

expansion of the movement by adopting and further developing new work

analysing co-operative language. In order to do so, this paper shows how the

four terms, “self-help”, “democracy”, “capitalism” and “socialism”, spread and

how various people involved in the movement used this language from 1850

to the eve of the First World War.

In order to review the basic facts for understanding this study, the first

chapter deals with the chronology of the British (consumer) co-operative

movement and the system employed by two societies, the Co-operative

Wholesale Society and the Rochdale Equitable Pioneers Society, which this

research analyses. The movement rapidly expanded after the second half of

the 19th century, and then in the beginning of the 20th century, co-

operative members entered politics. Also in the first chapter, the unique

features of co-operative management, the way of becoming a member, and

the dividend system are clarified by an analysis of contemporary materials.

The consumer co-operatives were societies by the consumers and for the

consumers. They had a trading system that differed from that of private

companies, and was based on the two principles: (i) self-help, implying the

aim of independence for the co-operative members both materially and

mentally (ⅱ) democracy, meaning membersʼ participation in the

management of the organization.

The second chapter examines the remarks of people in the co-operative

movement and demonstrates the way the terms “self-help” and “democracy”

were used by them. Newspaper articles on the movement or writings by

middle-class activists and co-operative members are examined in this section.

The result is that the word “self-help” was given a meaning peculiar to the

movement as well as being employed with the meaning generally used in
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Victorian society. In the society it meant that people should live

independently without relying on state support, but in the movement it also

meant mutual help implying that working-class people had to help each

other to improve their own lives. As for the word “democracy”, people used

it to signal their intent that they would participate the co-operative

management under the principle “one man, one vote” and enjoy freedom and

equality. Though these meanings were shared within the movement, each

gave the words different meanings suitable for their own purposes. As a

result, the definitions of the term, “self-help” and “democracy”, became

ambiguous. However, these two words nevertheless functioned as the

common language of the co-operative movement. They helped to construct

peopleʼs identities and played a vital role in strengthening the unity of the

movement.

The third part considers the way the two terms, “capitalism” and

“socialism”, were used by analyzing remarks of the co-operative proponents

such as members or middle-class activists and of people outside the co-

operative movement such as business people and socialists who were

opposed to the movement. The proponents used the words, “capitalism” and

“socialism”, in order to criticize business people and socialists, for the

proponents sought to realize a new society which would differ from either

capitalism or socialism, which justified state intervention in the market. The

definitions of these words were obscure even among the proponents. Also,

business people used the word, “capitalism”, and socialists, the word,

“socialism”, to criticize the co-operatives. In the beginning of the 20th

century, however, the meaning of “socialism” changed among the co-

operative members, and they began to insist that the movement should aim

toward socialism. At the time more and more people in Victorian society

recognized the importance of the welfare state and thought it inevitable that

state should intervene in the market. This trend influenced the shift of the

movement and the members changed their goal to maintain their identity

under the new situation. The words “capitalism” and “socialism” also

functioned as a common language and contributed to constructing identities

of both supporters and opponents of the movement. Critical discourses from

outside the co-operatives also played an important role in strengthening the

unity of the movement.

The following is the conclusion of this paper: In modern Britain, self-help

was promoted as what economic life should be, and democracy was

recognized as a basic principle of society. More and more people were

( 639 )



struggling to realize these concepts. Moreover, against serious problems

caused by laissez-faire economic policy, people began to consider what a new

economy or society should be and discussed actively capitalism and

socialism. It was these social trends that the various actors involved in the

co-operative movement utilized and manipulated for their own purposes. The

reason the movement spread widely during the Victorian era was that this

popular language attracted people to the co-operatives and linked these same

people together.

The Economic Conference of the Allies (1916) and Japan

by

FUJII Takashi

In June 1916, the leaders of eight allied countries assembled in Paris for a

conference known as the Economic Conference of the Allies with the aim of

debating the problem of regulating international trade and commerce during

and after the period of the First World War. This article examines the

foundation of Japanʼ s policy toward the conference and clarifies Japanʼ s

recognition and reaction to the problems precipated by the war and a

portion of their later influence.

The Ōkuma Shigenobu cabinet, which had received notice of the opening

of the conference, made known its intention to participate, but Foreign

Minister Ishii Kikujirō only feigned interest in cooperating with the allies

because he wished to limit damage to Japanʼs commercial interests as much

as possible. The cabinet held the view that the situation most feared by

Japan, in short, that the conference would restrict free trade to the alliesʼ

colonial possessions, would not occur because of the firm stance of the

British in favor of free trade. Given this understanding, the cabinet saw the

conference as a place for solving the economic problems during the first

stage after the war such as concluding commercial treaties with the alliesʼ

colonies rather than as a place for debating the future of world commerce,

and it proceeded on this course.

In contrast, the Terauchi Masatake cabinet that dealt with the aftermath

of the conference positively supported the decisions and related provisions
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