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リ
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に
お
け
る
階
級
闘
争
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本
書
は
、
独
立
期
ア
フ
リ
カ
の
代
表
的
な
政
治
指
導
者
ク
ワ
メ
・
エ
ソ
ケ
ル

マ
の
手
に
な
る
階
級
論
で
あ
る
．
エ
ン
ク
ル
マ
が
戦
後
パ
ソ
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ

ム
の
理
論
的
指
導
者
で
も
あ
つ
た
こ
と
は
、
誰
で
も
知
つ
て
い
よ
う
。
そ
し
て

ま
た
、
エ
ン
ク
ル
マ
が
、
ベ
ト
ナ
ム
和
平
の
た
め
に
ハ
ノ
イ
を
訪
間
す
る
途

上
，
一
九
六
六
年
二
月
二
十
四
日
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
権
力
の
座
を
追
わ
れ
．
そ

の
後
は
友
邦
ギ
ニ
ア
に
身
を
寄
せ
て
、
自
身
の
復
権
と
そ
の
独
自
の
「
ア
フ
リ

カ
革
命
」
の
た
め
に
活
動
中
で
あ
る
こ
と
も
、
広
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
．

　
エ
ン
ク
ル
マ
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
．
お
な
じ
独
立
期
ア
フ
リ
カ
の
政
治
指
導

老
の
う
ち
で
も
、
ぎ
わ
だ
つ
て
理
論
志
向
性
が
強
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
れ

は
、
か
れ
の
数
多
く
の
著
述
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
9
基
亀
§
§
蓉
（
密
量

お
よ
び
≧
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ぴ
獣
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傍
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軸
o
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言
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へ
家
正
治
・
松
井
芳
郎
共
訳
『
新
埴
民
地
主
義
－
帝
国
主
義
の
最
終
段
階
ー
－
理
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五
　
　
　
一
五
五
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

社
刊
）
の
二
著
に
は
つ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
顕
著
な
理
論
志

向
性
の
ゆ
え
に
か
れ
の
思
想
は
「
エ
ン
ク
ル
マ
イ
ズ
ム
」
と
称
せ
ら
れ
て
い
る

く
ら
い
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
「
イ
ズ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
体
系
的
で
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
結
局
、
エ
ン
ク
ル
マ
の
思
想
は
、
論
理
を
超
え
た
一

種
の
政
治
的
宗
教
だ
つ
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
植
民
地
か

ら
独
立
国
へ
の
転
換
と
い
う
熱
狂
的
な
時
代
の
ア
フ
リ
カ
で
、
そ
れ
な
り
の
存

在
理
由
を
も
ち
え
た
の
で
あ
ろ
う
（
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
政
治
的
宗

教
と
し
て
の
エ
ソ
ク
ル
マ
イ
ズ
ム
」
・
『
歴
史
学
研
究
』
・
三
七
八
号
・
一
九
七
一
年
十
一

月
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。

　
し
た
が
つ
て
、
エ
ン
ク
ル
マ
の
主
張
に
は
、
論
理
的
に
若
干
の
矛
盾
が
あ
つ

て
も
別
段
不
思
議
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
こ
に
紹
介
す
る
『
ア
フ
リ

カ
に
お
け
る
階
級
闘
争
』
は
、
一
〇
〇
頁
足
ら
ず
の
小
冊
子
な
が
ら
、
い
く
つ

か
の
点
で
こ
れ
ま
で
の
エ
ン
ク
ル
マ
の
主
張
を
修
正
し
た
か
に
思
わ
せ
る
ほ
ど

の
問
題
性
を
も
つ
て
い
る
．
は
た
し
て
エ
ン
ク
ル
マ
イ
ズ
ム
は
変
つ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
を
頭
に
置
い
て
、
以
下
本
書
の
内
容
に
触
れ
て
み
よ

う
。

本
書
の
構
成
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

序
　
論

一
、
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
階
級
の
起
源

二
、
階
級
概
念

三
、
階
級
的
特
性
と
イ
デ
オ
・
ギ
ー

四
、
階
級
と
人
種

五
、
エ
リ
ー
ト
主
義

六
、
知
識
階
級
と
知
識
人

七
、
軍
・
警
察
に
お
け
る
反
動
派

八
、
ク
ー
デ
タ
ー

九
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

十
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

十
一
、
農
民

十
二
、
社
会
主
義
革
命

結
論

一
五
六

（
一
五
六
）

　
エ
ソ
ク
ル
マ
の
情
勢
認
識
に
よ
る
と
、
現
在
の
ア
フ
リ
カ
大
陸
に
は
抑
圧
と

搾
取
を
知
ら
な
い
地
域
は
な
く
、
ま
た
ア
フ
リ
カ
革
命
の
枠
外
に
と
ど
ま
つ
て

い
る
地
域
は
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
ま
た
．
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
ア
フ
リ
カ
人

民
の
目
的
の
統
一
性
が
明
確
化
し
て
き
て
お
り
、
た
め
に
、
全
面
的
解
放
、
統

一
、
社
会
主
義
と
い
つ
た
ア
フ
リ
カ
の
革
命
的
目
標
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も

言
葉
の
う
え
で
調
子
を
合
せ
な
け
れ
ぽ
、
ア
フ
リ
カ
指
導
者
は
一
人
と
し
て
生

き
残
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
エ
ソ
ク
ル
マ
の
認
識
は
い
さ
さ
か
楽
観

的
に
す
ぎ
る
が
、
そ
ん
な
こ
と
に
は
お
か
ま
い
な
し
に
、
か
れ
は
さ
ら
に
、
つ

ぎ
の
ご
と
く
論
断
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
う
し
た
情
勢
の
も
と
に
あ
つ
て
、

革
命
の
次
な
る
決
定
的
な
段
階
、
現
在
起
り
つ
つ
あ
る
武
装
闘
争
を
強
化
し
、

拡
大
し
．
戦
略
・
戦
術
的
レ
ベ
ル
で
こ
れ
を
効
果
的
に
整
合
し
、
同
時
に
人
民

内
部
の
少
数
反
動
分
子
の
塗
塁
に
対
し
て
決
定
的
攻
撃
を
く
わ
え
る
べ
き
段
階

の
基
礎
が
準
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
」
。



　
エ
ン
ク
ル
マ
が
、
こ
の
よ
う
に
革
命
の
決
定
的
段
階
の
到
来
を
叫
ぶ
の
は
、

「
う
ち
続
く
反
動
的
軍
部
ク
ー
デ
タ
ー
」
や
内
戦
の
勃
発
な
ど
が
ア
フ
リ
カ
に

お
け
る
階
級
闘
争
の
本
質
と
程
度
を
ド
ラ
マ
テ
ィ
ヅ
ク
に
露
呈
さ
せ
、
そ
れ
に

よ
つ
て
「
新
植
民
地
主
義
と
土
着
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
利
害
の
一
体
性
が
明

示
さ
れ
た
」
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
「
問
題
の
核
心
は
階
級
闘
争
で
あ

る
」
と
エ
ソ
ク
ル
マ
は
認
識
し
、
「
ア
フ
リ
カ
に
は
階
級
は
存
在
し
な
い
」
と

い
う
「
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
者
」
の
主
張
は
、
は
な
は
だ
し
い
歪
曲
で
あ
つ

て
、
こ
れ
ほ
ど
真
理
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
、
と
論
難
す
る
。
そ
し

て
、
「
ア
フ
リ
カ
革
命
は
世
界
社
会
主
義
革
命
の
有
機
的
な
一
部
で
あ
り
、
ち

よ
う
ど
階
級
闘
争
は
世
界
の
革
命
過
程
に
と
つ
て
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
の
と

同
様
に
、
ア
フ
リ
カ
の
労
働
者
・
農
民
の
闘
争
に
と
つ
て
も
基
本
的
な
も
の
で

あ
る
」
と
割
り
ぎ
る
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
第
三
者
の
目
か
ら
見
る
と
、
エ
ン
ク
ル
マ
の
こ
う
し
た
割
り
き
り

か
た
は
、
や
や
意
外
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
「
ア
フ
リ
カ
に
階
級
は
な
い
」
と

い
う
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
者
の
主
張
は
事
実
と
相
違
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い

し
、
し
た
が
つ
て
ア
フ
リ
カ
は
階
級
闘
争
と
は
無
縁
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
か

れ
ら
の
主
張
も
、
理
論
的
に
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ア
フ
リ
カ
に

お
け
る
階
級
分
化
が
著
る
し
く
遅
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
つ
て
、
エ

ソ
ク
ル
マ
の
よ
う
に
現
段
階
に
お
け
る
ア
フ
リ
カ
問
題
の
核
心
が
階
級
闘
争
で

あ
る
と
い
い
ぎ
る
の
は
、
極
端
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
エ
ソ
ク
ル
マ
は
こ
れ
ま
で

の
著
述
で
は
あ
る
種
の
「
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
」
に
対
し
て
批
判
的
で
は
あ
つ

た
が
、
そ
れ
で
も
社
会
主
義
の
ア
フ
リ
カ
的
特
殊
性
を
認
め
て
い
な
か
つ
た
わ

け
で
は
な
い
．
た
と
え
ば
、
会
議
人
民
党
十
周
年
記
念
日
（
一
九
五
九
年
六
月
＋

　
　
　
紹
介
と
批
評

二
日
）
の
演
説
で
、
「
党
は
規
律
を
た
も
ち
、
党
の
無
敵
ぶ
り
を
さ
ら
に
強
化

す
る
ア
フ
リ
カ
的
社
会
主
義
の
思
想
に
よ
つ
て
み
ち
び
か
れ
、
武
装
さ
れ
な
け

れ
ぽ
な
ら
な
い
」
（
『
自
由
の
た
め
の
自
由
』
・
一
九
六
二
年
・
理
論
社
・
一
八
六
頁
）
と

述
べ
て
い
る
の
は
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
社
会
主
義
に
か
ぎ
ら
ず
、
あ
ら

ゆ
る
側
面
で
「
ア
フ
リ
カ
の
個
性
」
を
強
く
主
張
し
て
き
た
エ
ン
ク
ル
マ
が
、

本
書
の
な
か
で
普
遍
性
へ
の
傾
斜
を
と
り
わ
け
顕
著
に
示
し
た
こ
と
は
、
驚
く

べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
こ
う
し
た
驚
ぎ
を
予
想
し
て
か
ど
う
か
、
「
独
立
以
前
の
時
期
に

お
い
て
は
民
族
的
統
一
が
存
在
す
る
か
に
思
わ
れ
た
し
、
全
階
級
が
植
民
地
権

力
を
追
い
だ
す
べ
く
力
を
合
せ
て
い
た
た
め
、
現
代
ア
フ
リ
カ
社
会
の
階
級
分

化
が
或
る
程
度
ぽ
や
け
て
見
え
た
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
か
え
つ
て
エ

ン
ク
ル
マ
の
階
級
論
を
説
得
力
の
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
つ
て
い
る
。
階
級
意

識
な
ら
ぽ
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
情
況
の
如
何
に
よ
つ
て
鈍
化
も
し
よ
う

し
尖
鋭
化
も
し
よ
う
が
、
階
級
分
化
は
客
観
的
な
も
の
で
あ
つ
て
、
情
況
に
か

か
わ
り
な
く
存
在
ナ
る
は
ず
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
書
の
な
か
で
展
開
さ
れ
て
い
る
階
級
理
論
は
、
そ
の
骨
子
に

お
い
て
全
く
マ
ル
ク
ス
主
義
そ
の
も
の
で
あ
つ
て
ほ
と
ん
ど
新
味
は
な
い
．
い

つ
て
み
れ
ば
、
「
エ
ン
ク
ル
マ
イ
ズ
ム
の
脱
ア
フ
リ
カ
化
」
を
典
型
的
に
示
し

た
の
が
本
書
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
原
始
共
産
制
ー
↓
奴
隷
制
↓
封
建
制

↓
資
本
主
義
ー
↓
社
会
主
義
と
い
う
歴
史
理
論
の
う
え
に
ア
フ
リ
カ
が
ど
う

乗
る
か
が
大
筋
と
し
て
説
明
さ
れ
、
し
か
る
の
ち
に
知
識
人
の
在
り
方
が
規
定

さ
れ
る
．
す
な
わ
ち
、
「
社
会
主
義
的
、
革
命
的
知
識
人
が
ア
フ
リ
カ
の
真
に

進
歩
的
な
政
府
の
な
か
で
役
割
を
は
た
す
に
い
た
つ
て
い
る
場
合
、
通
常
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七
　
　
　
（
一
五
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

は
、
政
治
的
信
条
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
採
用
、
お
よ
び
共
産
主
義
政
党

そ
の
他
類
似
の
組
織
の
形
成
に
よ
つ
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
－
…
知
識
階
級
お

よ
び
知
識
人
は
、
も
し
ア
フ
リ
ヵ
革
命
の
な
か
で
役
割
を
は
た
そ
う
と
す
る
な

ら
ば
、
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
階
級
闘
争
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
被
抑
圧

大
衆
と
一
線
に
並
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
ア
フ
リ
カ
革
命
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
は
、
ア
フ
リ
ヵ
の
労
働
者
・
農
民
の
階
級
闘
争
と
、
世
界
の
社
会
主
義
的
革

命
運
動
、
国
際
的
社
会
主
義
と
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
」
。
こ
れ
ほ
ど
直
裁

な
マ
ル
ク
ス
主
義
的
主
張
は
、
か
つ
て
エ
ン
ク
ル
マ
の
著
述
の
な
か
に
は
見
ら

れ
な
か
つ
た
。
そ
の
意
味
で
エ
ン
ク
ル
マ
イ
ズ
ム
は
変
つ
た
と
い
つ
て
い
い
よ

う
に
思
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
傾
斜
を
い
つ
そ
う
顕
著
に
示
し

つ
つ
も
、
こ
れ
ま
で
エ
ソ
ク
ル
マ
イ
ズ
ム
の
中
核
を
な
し
て
き
た
パ
ン
・
ア
フ

リ
カ
ニ
ズ
ム
”
統
一
ア
フ
リ
カ
政
府
と
い
う
目
標
は
む
ろ
ん
放
棄
さ
れ
て
い
な

い
。
放
棄
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
積
極
的
に
追
求
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な

ら
、
エ
ソ
ク
ル
マ
の
論
理
で
は
、
「
ア
フ
リ
カ
の
政
治
的
統
合
と
社
会
主
義
は

同
義
の
も
の
だ
か
ら
」
で
あ
り
、
コ
方
は
他
方
な
し
に
は
達
成
さ
れ
え
な
い
」

か
ら
で
あ
る
。
も
つ
と
も
．
本
書
で
展
開
さ
れ
た
議
論
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら

い
つ
て
、
目
標
の
序
列
と
し
て
は
社
会
主
義
が
ア
フ
リ
カ
の
政
治
的
統
合
よ
り

上
位
に
置
か
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
ア
フ
リ
カ
革
命
と
世
界
革
命
の
関
連
性
を
エ
ン
ク
ル
マ
は
ど
う

考
え
て
い
る
か
。
エ
ソ
ク
ル
マ
に
よ
れ
ば
、
現
代
世
界
の
革
命
過
程
は
三
つ
の

主
要
な
流
れ
を
結
び
つ
け
た
も
の
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
社
会
主
義
世
界
体

制
、
ア
ジ
ァ
、
ア
フ
リ
ヵ
、
ラ
テ
ン
ァ
メ
リ
カ
人
民
の
解
放
運
動
、
お
よ
び
資

命革界世

　　　　国際的

　　労働者階級
　　　／／
　　！！

　！
！
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本
主
義
工
業
諸
国
の
労
働
階
級
運
動
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
ア
ジ
ア
、

ア
フ
リ
カ
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
地
域
の
人
民
は
、
帝
国
主
義
、
植
民
地
主
義
、

新
植
民
地
主
義
を
経
験
し
た
結
果
、
社
会
主
義
の
方
向
へ
前
進
す
る
う
え
で
絶

好
の
戦
略
的
位
置
を
占
め
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
か
れ
ら
は
、
資
本
主
義
的

「
福
祉
国
家
」
の
ワ
ナ
や
資
本
主
義
的
堕
落
に
よ
つ
て
そ
の
生
産
・
分
配
過
程

が
あ
い
ま
い
に
な
つ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
が
な
く
、
問
題
を
明
確
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
現
代
世
界
の
階
級
対
立
は
こ
れ
ら
地



域
に
集
中
し
て
お
り、

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
地
域
は、

帝
国
主
義
に
直
接
的
か

っ
致
命
的
打
撃
を
あ
た
え
る
べ
き
世
界
革
命
の
嵐
の
中
心
地
域
だ
と
い
う
の
で

あ
る。し

か
し
な
が
ら、

こ
う
し
た
論
法
は
エ
ソ
ク
ル
マ
独
特
の
も
の
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。

た
と
え
ば、

ア
ジ
ア、

ア
フ
リ
カ、

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
は
世
界
の
矛

盾
の
焦
点
で
あ
り、

帝
国
主
義
支
配
の
も
っ
と
も
弱
い
地
域
で
あ
り、

帝
国
主

義
に
直
接
の
打
撃
を
あ
た
え
て
い
る
世
界
革
命
の
嵐
が
吹
き
す
さ
ん
で
い
る
地

域
で
あ
る、

と
い
う
「
人
民
日
報」

社
説（「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
に
反
対
す

界
の
す
べ
て
の
勢
力
は
団
結
し
よ
う」
・
一

九
六
四
年一
月
二
十
一
日）
の

論
調
と
い
か

に
類
似
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か。

総
じ
て、

本
書
は
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
の
引
き
写
し
と
い
っ
た
印
象

を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
傾
向
は
エ
ン
グ
ル
マ
の
著
述
の
多
く

に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
し．

い
ま
さ
ら
と
り
た
て
て
問
題
に
す
る
ま
で
も

な
い
か
も
し
れ
な
い。

し
か
し．

そ
う
し
た
傾
向
が
本
書
ほ
ど
は
っ
き
り
で
た

ケ
l
ス
は
初
め
て
で
あ
る。

も
う
ひ
と
つ
意
外
な
感
じ
が
す
る
の
は、

こ
れ
ほ

ど
徹
底
し
た
階
級
論
を
展
開
し
て
い
る
エ
ン
グ
ル
マ
で
あ
る
の
に‘

こ
れ
以
前

の
著
述
で
は、

ほ
と
ん
ど
そ
の
片
鱗
も
示
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る。

も
と
も

と
マ
ル
ク
ス
主
義
に
傾
斜
し
て
い
た
エ
ン
ク
ル
マ
で
あ
る
か
ら、

階
級
に
つ
い

て
論
じ
な
か
っ
た
こ
と
の
方
が
奇
妙
な
の
で
あ
る
が、

そ
れ
に
し
て
も
本
書
の

ご
と
き
階
級
論
の、

そ
の
現
わ
れ
方
の
突
然
さ
に
驚
か
ざ
る
を
え
な
い。

概
し
て
い
え
ば、

エ
ン
グ
ル
マ
は
一

九
六
六
年
二
月
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
権
力

の
座
を
追
わ
れ
て
以
後．

年
を
追
っ
て
魚
進
化
し
て
い
る。

そ
れ
以
後
の
か
れ

の
主
張
に
は
一

貫
し
て
武
装
闘
争
に
よ
る
社
会
主
義
革
命
と
い
っ
た
考
え
方
が

紹

介

と

批

評

示
さ
れ
て
い
る。

そ
し
て
そ
の
意
味
で
は、

本
書
は
か
れ
の
そ
う
し
た
主
張
を

階
級
論
の
文
脈
の
な
か
で
再
構
成
し、

凝
縮
し
た
も
の
だ、

と
い
え
る
か
も
し

れ
な
い。

（
小

田

英

郎）

に

一
五
九

二
五
九）


