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闩he Tragedy of European Labour, by A

 • sturm- 

ch
h
a
l
, 

19510-

.

第
一
一
次
世
禅
大
戦
後
、
す
で
に
十
数
年
が
経
過
し
た
。
戦
争
.の
痛
手
も
い
つ 

し
か
癒
え
、
そ
の
傷
痕
さ
え
次
第
に
消
え
去
ろ
ぅ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が 

ら
わ
れ
わ
れ
は
、

ー
九
三
ー
，年
の
满
州
_

変
に
は
じ
ま
り
、

一
九
三
七
年
の
日 

華
^

変
を
へ
て
、
太
¥
#
戦
争
に
い
た
る
い
た
ま
し
く
も
ま
た
奇
怪
な
体
験
を 

忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
.日
本
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
一
の
敗
退

• 

の
歴
史
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
労
働
運
動
を
ふ
く
め
て
、

1

切
の
民
主
的 

進
歩
的
な
遮
動
の
壊
滅
の
過
程
で
も
あ
っ
た
。
ィ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
ド 

ィ
ツ
の
ナ
チ
ズ
ム
，と
な
ら
ん
で
、
日
本
の
！；

K

皇
制
軍
国
主
義
が
、
平
和
の
擬
乱.
 

者
、
世
界
大
戦
の
火
つ
け
人
の
役
割
を
梁
し
た
と
い
ぅ
靡
実
を

:̂
省
す
る

.

な
ら 

ば
、
た
ん
に
す
ぎ
去
っ
た
惡
夢
と
し
て
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い 

し
、.
む
し
ろ
今
日
の
段
階
に
お
い
て
は
、
あ
の
悲
劇
の
原
因
の
所
在
を
明
ら
か

.
 

に
し
て
お
く
こ
と
は
、
い
や
し
く
も
現
代
史
に
関
心
を
抱
く
者
の
義
務
で
あ
ろ 

ぅ
。

• 

.

新
憲
法
の
も
と
に
、
平
和
に
し
て
民
■主
的
な
文
化
国
家
と
し
て
生
ま
れ
か
わ

'
六
二
.

(

五
四
四)

っ
た
は
ず
の
日
本
、
こ.の
：わ
れ
わ
れ.の
祖
国
は
、
将
来
再
び
、
あ
の
戦
争
と
フ 

T

シ
ズ
ム
ベ
の
途
を
歩
む
こ
と
は
な.い
だ
ろ
うか

.0
第
一
次
大
戦
後
か
ら
、

一
 

九
三
，

111

年
ヒ
.ッ
ト
ラI

の
政
権
掌
握
ま
で
の
幕
合い
の
短
い
_

⑽
に
出
現
し
‘た 

中
間
国
家
、
ヮ
ィ
マー
ル
ヰ
㈤
国
の
胄
ま
を
く
り
か
え
す
こ
と
が
、
絶
対
に
な 

い
と
断
言
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
占
領
政
策
の
清
算
、
民
主
化
の
ゆ
き
す
ぎ
の
是 

正
の
名
の
も
と
に
、
苒
び
旧
秩
序
へ
の
i

を
願
う
支
配
者
の
政
策
が
、
日
に 

日
に
そ
の
反
動
的
な
性
格
を
露
骨
に
し
て
き
て
.は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
民
党 

政
府
が
、
憲
法
を
ほ
と
ん
ど
無
視̂
て
、
軍
備
を
増
強
し
づ
つ
あ
る
こ
と
は
、 

今
更
安
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
最
近
の
政
策
は
、
わ
れ
わ
れ

H
I

本
国
民
を
大 

き
な
不
安
に
お
と
し
い
れ
ず
に
は
お
か
な
い
。

;

三
月
一
六
日
の
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
社
会
党
の
矢
嶋
三
義
氏
が 

米
軍
の
駐
留
も
加
え
て
、
日
本
の
軍
備
は
、
す
で
に
憲
法
違
反
で
は
な
い
か
と 

質
問
し
た
の
に
た
い
し
、
伊
能
防
衛
庁
長
官
は
、

「

憲
法
が
規
定
す
る
の
は
、 

日
本
の
自
衛
隊
の
戦
力
で
あ
っ
て
、
駐
留
し
て
い

る

米
軍
ま
で
規
定
し
て
い
な 

i
」

と
答
え
た
。.さ
ら
に
t

氏
が
、
.

「

大
型
の
水
素
爆
弾
を
来
軍
が
日
本
に 

持
込
む
と
い
う
条
約
を
結
ぶ
こ
と
は
、
憲
法
上
許
さ
れ
る
か
ど
う
か

」

と
質
問 

し
た
の
に
た
い
し
、

「

そ
う
い
う
兵
器
の
持
込
み
は
断
わ
る
方
針
で
あ
る
。
し 

か
し
、
静
办
6

、
.和
普
6
か
燦
持
ル
か
ま
で
处
定
し
て
い
な
い

」

と
答
え
て
い 

る

(

一
九
五
九
年
三
月
一
七
日
、
朝
日
新
聞
参
照
、
但
し
傍
点
第
者

)

。
こ
れ
は 

ま
っ
た
く
f£
#
î
外
の
何
物
で
も
な
い0
国
民
を
あ
ざ
む
き
、
憲
法
赎
蹓
の
汚 

名
を
さ
け
る
た
め
の
香
肉
の
策
に
す
ぎ
な
い
。
憲
法
第
九
条
は
、

「

1

空
軍 

そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い

」

と
、
あ
き
ら
か
に
規
定
し
て
い
る

の
に
、
現
実
に
は
、
わ
が
国
は
！̂

の
被
害
国
か
ら
加
害
国
へ
と
転
身
し
つ
つ 

あ
る
の
で
あ
る
。
議
会
は
胄
八
ゑ
に

「

お
し
ゃ
ベ
り
の
場」

と
化
し
、
与
党
政
府 

は
、
三
西
代
言
的
な
詭
弁
を
弄
し
て
、
逃
げ
き
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
と
考
え
て 

い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、

「

憲
法
は
、
米
軍
の
水
爆
持
込 

み
ま
で
規
矩
し
て
い
な
い

」

と
は
、
何
と
い
う
暴
言
だ
ろ
う
か
。
米
軍
の
や
る 

こ
と
な
ら
ば
核
武
装
で
も
何
で
も
よ
い
と
い
う
が
如
き
発
言
は
、

M '
# '
的

衝

於
 

地
根
性
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
'、
魂
を
外
国
に
売
り
わ
た
し
た
腐
敗
し
た
少
数
者 

の
宋
期
的
な
き
わ
め
て
不
健
全
な
危
険
な
思
想
を
代
表
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ 

は
い
ま
、

一
九
三
〇
$

、
ナ
チ
ズ
ム
の
政
權
擧
握
直
前
の
ド
ィ
ツ
を
稷
っ
た 

と
同
じ
よ
う
な
精
，
@

態
の
な
か
に
v-f
¥
吸
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

す
及
わ
ち
周
®

の
1

状
勢
こ
そ
異
な
れ
、
わ
が
国
の
将
来
の
運
命
が
岐
れ
る 

重
大
な
時
点
に
、
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
立
っ
て
い
る
と
い
う
報
実
だ
け
は
否
定
で 

き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
符
く
手
に
、
搏
び
あ
の
痴
愚
と
狂
気
の
ド
ラ
マ
が
実
演 

さ
れ
る
力
も
し
れ
ぬ
危
険
な
き
ざ
し
ガ
、
少
し
で
も
認
，め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら 

ば
、
声
を
大
に
し
て
叫
び
、，
力
の
及
ぶ
限
り
こ
れ
と
闘
う
こ
と
を
覚
悟
し
な
け 

'
れ
ば
な
ら
な
い
。

... 

•

.

* 

* 

氺 

木

「

ヨ
1

P
ッ
パ
労
P

遲
動
の
悲
劇」

と
題
す
る
本
書
は
、
.一：
言
に
し
て
言
え 

ば
、
第
.一
次
世
界
大
戦
か
ら
第
一
一.次
大
戦
の
.時
期
に
，か
け
て
の
ド
ィ
ツ
社
会
民 

主
パ
ん
の
敗
北
に
と
も̂
う
労
働
遮
節
の
壊
滅
を
頂
点
と
し
て
、

フ
T
シ
ズ
ム
の 

支
配
に
屈
服
を
余
儀
な
く
名
せ
ら
れ
た
ヨ
I 

ロ
ッ
パ
労
働
運
動
の
悲
劇
的
な
歴 

史
を
、
こ
の
著
者
の
特
異
な
理
論
、

f

プ
レ
ッ
シ
ユ

ア

，
グ
.ルー

プ

的

行

動

と&

書
評

' 

及
び
鞀
.介

治
的
行
動
の
ー|>
<
-別」

を
も
っ
.て

把

揮

し

ょ
.5
と
し
.
.た
も
の
で
あ
る
。
プ
レ
ッ
シ 

ユ
ア
的
行
動
と
は
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
労
働
運
動
に
と
っ
て
、
ど
の
ょ
ぅ
な 

意〔

味
を
も
つ
か
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

の
ち
に
著
者
の
語
る
の
を
き
く
と
し 

て
、
こ
の
書
に
と
り
わ
け
わ
れ
わ
れ
を
ひ
ぎ
つ
け
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、 

そ
れ
が
、
r
の
：書
か
独
辟
のI

構
成
、
絢
輝
た
る
歴
史
的f

の
手
法
で
あ 

.る

.こ

と

ほ
.%
ち
ろ
ん
で
.あ
る
。.
.し
.か

.1
>
-そ
れ
に
.も
ま
.し
て
、
'
一
九
五0
印
代
の 

わ
れ
わ
れ
：：の
相
国
の
政
治
的H

、
そ
の
た
だ
な
ら
ぬ
雰
囲
気
が
、
わ
れ 

わ
れ
を
し
て
こ
の
書
に
格
別
の
関
心
を
法
が
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
ぅ
か
。

本
書
.

は
、

つ
ぎ
の
六
節
か
ち
成
っ
て
い
る
。

第

：一
部
.

な
ぜ
労
働
運
動
は
失
敗
し
た
か
、
第

二

部
.

革
命
の

挫

折

、

第
三
部 

.

太

恐
慌
.に
お
け
る
労
働
連
動
、

第
四
^

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
勗
揚
、
第
五
^

国 

際
場

裡

の
'
フ
ァ
'ゾ
ズ
ム
、
第

六
部
：
展

望

、

で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
U

次 

を
く
わ
し
く
紹
介
す
れ
ば
、
.
第

一

韋

プ

レ

ッ

シ

ユ

ア

.
グ

ル

ー
プ
か
政
治
行 

動
：か
、
第

二

章

革

命

政

党

か

ら

プ

レ

ッ

V

ュ

ア

.
ダ

ル

-

プ

へ

、

第

三

章

.

レ
I 

二
ン
主
義
、
第
四
章
一
ド
イ
ッ
労
働
者
の
典
型
べ
ル
マ
ン
•

ミ
ユ
ラー

、
 

第

五

章

社

会

、王
義
者
と
革
命
、
第
六
章
.

.

中
産
階
級
共
和
国
の
安
定
、
第
七 

章
.

r

医
者
た
る
：べ
き
か
嗣
子
た
る
べ
き
か」

、
第

八

章

4

ギ
リ
ス
労
働
運 

動
、'
失
策
を
重
ね
：る
、
第

丸

章

；ド
イ
ッ
社
会
民
主
党
の「

寛
容」

政
策
、
第 

:

ー.
〇

章

フ
.

ラ
；V

ス
の
ニ
ユ—

，
デ
ィ
ー
ル
の
失
敗
、
第
一
.
一

章

ス

ゥ
-

エ
ー 

.

デ
ン
の
労
働
運
動
の
成
功
、
第
'

一
ニ
章
フ
ア
シ
ズ
ム
の
出
現
、
第
一
三
#

フ
ァ
シ
ス
ト
の
が
^

、
第
一
四
章
'

」

ヒ

.
ッ「

ド
ラ

ー

の
勝
利
、
第
一
五
章
一
一
月 

'

の
大
砲
、
第
一
六
章

.

.■

労
働
陣
営
の
新
戦
術
、
第
.

一.
七
章
社
会
主
義
対
外
.政

: 

六

三

(

五
四
五)

.

ml



策
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
第
 

一
A

章

人

民

戦

線

、
第

一

九

章

ス

ぺ

：ィ
ン
内
乱
、
 

第
二
〇
章

ミ

ュ

シ

ヘ

シ

へ

の

道
' 

第

一

一

一

章

奈

落

の

底

べ

、

第
一
一
一
一
章 

地

下

運

動

、

第
一
一
.
三

章

新

し

い

機

会

、
：
文

馨

題

、

以

上

一

一

三

章

か

ら

な

っ
 

.て
い
る
。 

;

■

2

乂̂
を
読
め
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
著
者
が
一
貫
し
て
強
調
し
て
い
る
と
こ 

ろ
の
'
も
の
は
、.
プ
レ
ッ
シ
ュ
ガ
，
グ
ル

ー

プ
と
政
党
と
の
関
係
に
お
い
て
、
も 

し
政
.党
が
そ
の
集
団
の
利
益
と
、
み
ず
か
ら
が
そ
の
.一
部
を
な
す
全
体
社
会
の.
 

利
益
と
を
統
合
し
よ
う
と
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
政
党
は
プ
レ
ッ

'シ
ュ
ア
， 

グ
ル
ー
プ
.で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
ど
い
.う
と
と
.で
あ
る
。.
.著

者

は

.こ 

の
点
に
つ
い
て「

ョ
I 
ロ
ッ
。ハ
の
労
働
運
動
が
、

『

余
り
に
も
.政
治
に
頭
を
つ 

っ
こ
み
す
ぎ
た』

の
で
は
な
く
し
て
、
反
対
に
政
治
的
意
識
に
お
い
て
不
充
分 

で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
、
'
お
よ
び
街
か
ら
が
行
使
し
た
政
治
的•■社
会
的
圧
力 

に
相
®
す
る
真
剣
な
政
治
的
寶
任
を
ひ
き
う
け
よ
う
と
し
な
か

っ

た
_

胄

を

指 

摘
す
る
つ
も
り
で
あ
る

」

と
。
ま
た
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。
.

「
ョー
 

P

ッ
パ
労
働
運
動
の
行
動
に
お
け
る
本
質
的
な
欠
陥
は
、
真
剣
な
政
治
参
加
の 

欠
如
で
あ
り
、
基
本
的
な
社
会
問
題
に
た
い
す
る
建
設
的
思
考
の
欠
如
で
あ
る 

が
、
そ
れ
は
、
社
会
主
義
者
と
共
産
主
義
者
間
、
改
良
主
義
者
と
急
進
主
義
者 

間
に
み
ら
れ
る
労
働
階
級
紙
織
内
部
に
お
け
る
激
し
い
対
立
と
は
あ
ま
り
関
係 

な
く
、
あ
.ま
ね
く
み
ら
れ
る
の
で
あ
る

」
(

ニ
莨)

と
。

.

こ
の
一
節

は

、

著
渚

が

第

一
章
の
_

頭
に
か
か
げ
て
い
る
文
章
で
あ
る
が
、
 

こ
れ
と
同
じ
よ
う

な
叙
述
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
多
く
に
見
出
さ
れ
る
。

た
と
え 

ば
同
じ
く

第
一
章

に

、「

不
幸
な
こ
と
に
は
、
労
働
諸
政
党
は
、
プレ
ツ

ジ
+

ア
.

六

四

(

五
四
六)

ダ
'ル
ー
プ
ス
と
し
て
'思
考
し
行
動
し
な
が
ら
も

、
政
党
で
あ
っ
た」

(

六
頁)

。 

ま
た
、「

さ
ら
に
：ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
労
働
諸
政
党
は
、
大
恐
慌
の
全
期
間
を
通
じ
、
 

.て
、
ご
く
少
数
の
珍
ら
し
い
例
外
を
除
け
ば
、
社
会
政
策
は
も
づ
て
い
た
が
経 

済
政
策
を
も
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る

」

ハ
-
員)

。「

こ
の
よ
う
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ 

パ
の
労
働
組
織
は
、IE1

犬
な
敗
党
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら 

ず
、
政
党
と
し
て
が
、
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の

に

お

い

て

、
そ
の 

政
治
に
対
す
る
観
念
に
お
い
て
、
そ
の
利
害
の
範
囲
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
は
、 

ア

メ

.リ

カ

の組
合
と
全
く
同
様
な
プI/
ッ
シ
ュ
'
ア

•
グ
ル
ー
プ
ス

で

あ

クた
の 

で
あ
る
。
大
p

o.
両
岸
の
労
働
組
織
の
相
違
は
、
そ
の
行
動
の
内
容
に
お
い 

て
よ
り
も
.、
标
動
の
形
式
と
技
術
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る

」
(

七
頁〕

0

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
はこ
こ
で
、
プ
レ
ッ
シ
ュ
ア
•
グ
ル

ー

プ
の

意
義
に
つ
い 

.
て
、
著
者
の
い
う
とこ
ろ
を

き
こ
う
。

著
者
に
よ
れ.ば
、「

政
党
と
は
別
種
の 

概
念
と
し
て
の
プ
' 

レ
ッ
シ
ュ.

ア

，
グ

ル

ー
ブ

ス

と

い
う

も

の
は
、
た
だ
狹
い
■範 

.囲
の
.諸£

£

題

j
な
.

わ
，ち
、
そ
©-
成
員
の
^

害
に
直
挨
的
に.影
#
す
る
よ
う
な 

.諸
問
題
.に
し
力
関
#
し

な
I

も
の
で
あ
る」

(

三
頁)

。
こ
の
フ
レ
ッ
シ
ュ
.
ア

*

ダ
ル
I
プ
ス
，の
ft
ま
と
じ
て
、
著
者
は
.、
ア
メ
リ
力
の
労
働
組
合
を
あ
げ
る
。 

す
な
わ
ち
、「

ア
メ
リ
カ
の
組
合
は
、
賃
金
、
労
働
時
間
、
団
体
交
渉
権
、
社 

.会
保
障
、
そ
の
他
少
数
の
社
会
的
諸
問
題
以
外
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
多
く
の 

場
合
、
態
度
の
表
明
を
保
留
し
た

」
(

三
頁)

,°
ま

ぎ

れ

も

な

く

ア

メ

リ

カ

の

労 

働

組

合

は

政̂
で
は
な
く
、
プ
レ
ッ
シ
ュ
ア

_
グ
ル
ー
プ
な
の
で
あ
る
。
と
こ 

ろ
が
、
ヨ— 

口
ッ
パ
の
指
導
的
な
労
働
組
織
は
政
党
で
あ
り
、
そ
の
大
部
分
は
、 

社
会
主
義
政
党
で
あ
り
、
小
部
分
は
共
産
主
義
政
党
で
あ
っ
て

(

四
頁)

、
た
と

え
ば
、
ィ
ギ
リ
ス
労
働
党
や
、
ド
ィ
ツ
社

4

臭
主
党
の
如
き
は
、
社
会
主
義
的 

な
政
策
を
か
か
げ
て
政
権
の
座
に
つ
き
、
資
本
主
義
の
廃
棄
と
社
会
主
義
の
建 

設
を
綱
領
の
な
か
に
う
た
っ
た
こ
と
も
*あ
っ
た
。
し
か
し
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ 

れ
ら
は
、「

大
部
分
表
面
だ
け
の
行
動
で
あ
っ
て
、

そ
の
下
を
掘
り
返
し
て
み 

る
と
、

わ
れ
わ
れ
は
、
ア
メ
リ
ヵ

労
働
運
動
の
特
徴
で
.あ
っ
たも
の
と

同
様
な 

プ
レ
ッ
シ
ュ
ア
•
グ
ル

I

プ
的
意
識
が
、
政
治
的
行
動
の
迷
路
の
う
ち
に
巧
み 

に
隠
れ
な
が
ら
も
、
し
か
し
政
治
的
行
動
の
内
容
を
規
定
し
て
い
る
の
を
発
見 

す
る

は
ず
で
あ
る

」
(

四
頁)

。
 

' 

:

著
渚
が
こ
こ
に
用
い
て
い
る
表
現
は
、
き
わ
め
て
油
象
的
な
よ
う
で
あ
る 

が
、.
実
は
a
1

ロ
ッ
パ
労
働3 1
動
を
壊
滅
的
な
状
態
に
お
と
し
い
れ
た
社
会
民 

主
主
義
政
党
の
政
策
的
欠
略
を
、
き
わ
め
て
簡
潔
に
描
き
出
し
て
い
る
。
す
な

.
 

わ
ち
、
社
会
民
主
主
義
政
党
そ
の
も
の
の
性
格
が
、
労
働
組
合
に
組
織
さ
れ
て 

い
る
産
業
労
働
者
を
中
心
と
し
て
、
中
間
層
と
レ
て
の
中
小
企
業
者
、
知
識
層 

な
ど
の
進
歩
的
な
分
子
の
諸
要
求
を
も
代
弁
す
る
と
い
う
面
を
も
有
し
て
い
る 

限
り
、
こ
れ
ら
の®

級
の
担
先
の
、
現
実
的
な
利
益
の
追
求
に
そ
の
精
力
を 

集
中
し
、
そ
の
本
来
の
使
命
た
る
社
会
主
義
の
実
輿
を
、
遠
い
未
来
に
無
期
延 

期
し
て
し
ま
う
と
い
う
員
自
、
こ
れ
は
特
に
社
会
民
主
主
義
者
が
政
権
に
つ
い

'
 

た
と
き
、
と
く
に
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
く
る
こ
之
を
意
味
し
て
い
る
ノ
野 

党
と
し
て
の
立
場
にあ
る

と
き
は
、
労
働
者
階
級
の
生
活
の
改
善
の
た
め
の
さ 

ま
ざ
ま
の
ス
'ロ
ー
ガ
シ
を
か
か
げ
、
プ
レ
ッ
シ
ュ
ア

♦

グ
.ル
‘
I
プ
.と
し
て
社
会
'
 

主
義
の
実
現
を
呼
号
す
る
こ
と
は
で
ぎ
て
も
、

一
旦
砠
_
を
担
当
し
た
塲
合
こ 

れ
を
現
実
的
な
課
題
と
し
て
実
贬
し
解
決
す
る
た
め
.に
は
、
プ
レ
ッ
シ
ュ
ア

，
.

•

書
評
，及
び
紹
办

グ
ルー

プ
的
思
考
か
ら
脱
し
て
、
建
設
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
と

し
て
の
経
済
政
策 

を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

一
九
二

0
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に 

か
け
て
の
ョー

ロ
ッ
パ
：の
労
働
運
動

——

社
会
民
、王
主
義
政
党
を
指
導
的
な
組 

織
と
す
る—

は
、

こ
の
よ
う
な
思
考
様
式
の
欠
如
と
現
実
的
建
設
的
な
政
策 

の
貧
困
の
，
た

め

に

、

-
崩
德
^

て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

著
者
は
、
大
体
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
上
に
立
っ
て
、
叙
述
を
す
す 

め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
へ
第
一
章
の
最
後
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
論 

じ

て

い

る

こ
と
は
、
こ
の

著
者
の
思
想
的
な
立
場
を
知
り
、
あ
わ
せ
て
そ
の
限 

界
を
も
認
識
す
る
意
味
で
童
要
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
、
重
要
と
.思
わ
れ
る
部
分 

た
け
を
ぬ
き
と
って
み
よ

う

。

'

「

根
本
的
な
事
実
は
、
労
働
運
動
の
勝
利
は
、
建
設
的
な
政
治
的
行
動
に
よ
っ 

て

の
み

可
能
で
あ
.
る
と
い
う
^

実

を

、

労
働
運
動
が
理
解
でき
な

か

っ
た
こ
と 

で

あ

マ
た」

(

一
四
頁)

。
.
ま
た
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

「

階
級
勢
力
の
均
衡 

が
存
莅
す
る
ば

あ

い

に

は

、

民
主
的
■

の

円
滑
な
運
営
は
、
闘
争
当
事
者
双 

方
.の
.
.政
治
的
歡
知
日い
か
ん
に
か
か
，っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
し
デ
モ
ク
ラ
シ

ー 

か

存
終
せ
レ
め
よ
う

七
す
る
な
ら

ば
、…

…

そ
れ
は
、

実
力
に
お
い
て

同
格
の 

.
両
陣
営

の

ど

ち

ら

も

、
相
串
を
か
ち
負
か
そ
う
と
欲
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う 

へ

j

> '

卜
、
.發

か

社
会
闘4

は
、
自
分
た
ち'

4

そ
こ
に

住
ん
で
い

る
民
主
制

度
を
危
險
な
ら
し
.
め
る
.
で
あ
.
ろ
う
と
い
う
こ
と
■
で
あ
る」

.

.(

一.
四
頁
、

傍

点
筆
者)

。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
れ
と
矛
盾
す
■
る
か
の
，よ
う
に
、「

労
働
運
動
は
、 

指
導
権
に
と
も
な
う
諸
賫
任，を
敢
然
と
し
て
受
け
い
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
わ
た
産 

旁i

勝

备

私

i

の
勝
|
5>
り
%'
、
む
，し
ろ
国
民
全
体
の
利
害
を
念
頭
に
お 

:

'

'六
5:(

耳
四
七
>



.
六

六
,,
c
五
四
八)

か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ■る
。
換
言
ず
れ
ぱ
、
労
働
運
動
は
、
既
成
社
会
秩
序 

の
諸
要
請
に
順̂

す
る
か
、
あ
る
い
は
建
設
的
行
動
を
自
発
的
に
敢
行
し
.て
既 

成
秩
序
を
変
革
す
る
か
、
そ
の
ど
ち.ら
か
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な.い
の
で
：あ 

る」

2

六
頁
、
傍
点
筆
者〕

。
こ
れ
ら
.の
文
章
の
裏
は
、
西
欧
的
な
デ
モ
ク 

ラ

■/
ト

と
し
て
の
こ
の
著
者
の
思
想
的
な
苦
悶
と
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
⑽

な

. 

不
徹
底
さ
と
が
、
-
か
く
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
.最
後
に
の
べ
る 

こ
と
に
し
て
、
先
へ
進'4
う
。
.

.ヨ
ー
ロ
.ツ
パ
労
働
運
動
の■悲
劇
の
原
因
を
、
プレ
.：

'/
シ
ユ

ナ

.
グ

ル

—

ブ
'の 

理
論
を
も
っ
て
把
握
し
た
著
者
は
、
第
二
：章
に
お
い
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
直 

前
の
社
会
主
義
に
つ
い
て
、
.「

そ
れ
は
哲
学
は
も
っ
て
い
た
が
、

し
か
し
そ
の 

遨
本
的
信
条
を
実
行
す
る
た
め
の
政
策
を
%■
た
な
か
ク
たQ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、 

そ
の
真
剣
な
労
働
組̂

王
義
的
行
動
が
、.
い
.つ
の
日
に
か
せ
ム
へ
つ
な
が 

る
で
あ
ろ
う
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
っ
た

J

 

0

ニ

頁
； }

と
の
べ
、

さ
ら
に
同 

じ
主
張
を
繰
り
返
す
か
の
ょ
う
に
、

「

ひ
と
た
び
^

動
が
、
政
治
的
支
配
の 

座
に
坐
る
や
い
な
や
、
労
^
運

動

が

伝

額

な

プ

レ
ツ

シ

-•
*

-

ア
，
グ

ル

ー

プ
的 

行
動
の
範
囲
外
に
あ
る
諸
問
題
に
か
ん
し
て
は
、
建
設
的
な
社
会
主
義
プ
口
グ 

ラ
ム
を
欠
い
て
い
た
と
い
う
靡
実
が
、
痛
ま
し
く
も
そ
の
特
微
と
な
っ
た
と
強 

調
す
る」

(

ニ
ニ
頁)

。
そ
‘し
て
以
下
、
第
四
章
か
ら
第
六
章
に
は
ド
イ
ツ
革
命 

を
中
心
と
す
る
労
働
運
動
の
晶
煬
と
そ
の
急
速
な
衰
勢
、
第
七
章
お
ょ
び
第
八 

章
に
.お
い
て
は
、
糞

恐

慌

を

契

機

と•し
て
、
重
大
な
危
機
に

見
！
！

わ
れ
る
に 

至
っ
た
ド
イ
ツ
社<

葛
主
党
の
政
策
的
矛
盾
を
究
明
し
、
ま
た
第
九
章
に
お
い 

て
は
そ
の
フ
ア
シ
ズ
ム
に
た
い
す
る
瘡
和
政
策
に
つ
い
て
叙
述
さ
れ
て
.い
る

が
、
そ
の
前
に
著
者
は
、

V

当
時
'の
労
働
運
動
が
共
通
に
も
っ
て
い
.た
ブ
レ
ヴ
シ 

ュ
.ア
.
，
グ
ル
ー
プ
1

向
に
.，
挑

戦

し

，
た

#

学
と
し
て
、

レ
ー
ニ
.ン
主
義
を
あ 

げ
、
そ
れ
が
果
し
た
役
割
と.意
義
に
つ
い
て
評
価
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「

レ 

I 

-
1

ン
の
反
対
派
メ
ン
シ
モ
ヴ
ィ
キ
は
、
大
衆
組
織
を
備
え
た
中
欧
や
西
欧
の 

社
会
主
義
政
党
を
、

ロ
シ
ア
に
お
い
て
も
見
習
ぅ
べ
き
模
範
で
あ
る
と
考
え
て 

，い
た
。

レ
ー
ニ
ン
は
、
労
働
大
衆
を
指
導
す
る
き
た
え
ぬ
か
れ
た
人
び
と
、
す 

な

わ

ち「

職
業
的
革
命
家」

の
小
ダ
ル
ー
プ
に
党
を
制
限
す
る
見
解
を
と
っ 

た」
0

-*
五
頁)

。
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
ぅ
に
の
ベ
て
い
る
。

「

一
九
二
〇
年
、
ニ 

一
年
に
な
る
と
、
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
政
府
の
安
矩
が
、
共
産
主
義
諸
政
党
の
驚 

く
べ
き
膨
脹
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
、

レ

ー

ニ
ン
の
觅
解.
 

に
よ
れ
ば
、
共
産
主
義
蓮
動
の
政
治
的
精
神
に
と
っ
て
な
こ
と
で
あ
っ 

た
。
新
加
入
め
多
数
の
党
員
の.影
響
か
ら
、
指
導
権
を
隔
離
す
る
こ
と
が
で
き 

な
け
れ
ば
、
'
労
働
組
舍
王
義
的
思
考
が
党
の
中
枢
に
く
い
こ
む
こ
と
は
明
ら
か 

で
あ
っ
.た」

C

三
四
頁)

。
著
者
に
よ
れ
ば
、

レ
ー
ニ
ン
の
指
導
す
る
ボ
ル
シ
工 

ヴ
ィ
キ
の
み
は
、
以
上
の
方
法
に
よ
っ
て
、
労
働
組
合
主
義
的
プ
レ
ッ
シ
ュ
ア

• 

ダ
ル
丨
プ
的
思
考
か
ら
自_
で
あ
り
え
た
の
に
反
し
、
レI 
ニ
ン
主
義
は
、
西 

ョ
I 
ロ
.ッ
パ
お
よ
び
中
央.ョ
.
.
| ロ
.ッ
パ
.
の
労
働
運
動
を
支
配
す
る
.こ
と
が
で
き 

な
か
っ
た
。

.

■
K
ィ

ツ
社
会
民
主
主
義
の.
.役
割
.に

か

.ん

す

る

も

っ

と

も

注

nil

す

べ
き

解
釈 

ほ
、
従
来
、
労
働
運
動
史
の
研
蔸
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
崩
壊
の
原
因
を
も
っ

T

、 

指
導
者
層
の
裏
切
り
、
そ
の
理
論
的
誤
謬
の
み
に
帰
せ
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
っ 

た
悲
劇
的
破
局
が
、
実
に
、
労
働
者
大
衆
の
側
の
責
任
に
あ
っ
た
こ
と
を
洞
察

m\

し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
労
働
者
の
典
型
と
し
之
へ 

ル
マ
ン
.
.ミ
ュ
ラ
ー
を
.あ
げ
て
い
る
0「

ド
イ
ツ
•
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
崩
壊
を 

含
む
ド
イ
ツ
労_
遲
動
の
悲
劇
的
失
敗
は
：、
指
導
者
の
側
に
お
け
る
裏
切
り
に 

よ
っ
て
起
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
ド
イ
ツ
労
働
者
自
身
の
諸
欠

^

に
よ
.
 

マ
て
起
っ
た
の
で
あ
る

」

ハ
四
一
一
頁
、
傍
点
筆
者

)

。

一
九
一
九
年
、
戦
後
の
も 

っ
と
も
困
難
な
時
期
に
、
ミ
ユ
ラ

ー

は
大
..臣
.と
な
り
、■
フ
リ
ー
ド
リ.
.ツ
ヒ•

エ
'
 

丨
ベ
ル
ト
が
党
を
抑
え
る
力'を
.失
ク
た
と
.き
、
社
会
民
主
党
の
指
導
者
と
な
っ 

た
。「

彼
は
、
1湯
労
働
若
が
そ
..の
賃
金
.を
防
衛
す
る
こ
と
を
援
助
し
、
ま

た.
 

失
業
者
が
財
政
逼
迫
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
限
界
内
で
、
相
当
の
扶
助
.を
獲
得 

す
る
こ
と
，を
援
助
し
よ
う
と
は
努
力
し
た
が
、
し
か
し
彼
は
、
危
機
街
体
を
攻

.
 

,
較
字
る
た
め
の
一
般
的
政
策
を
立
て
よ
う
と
は
つ
い
に
し
な
か
っ
た
の
で
あ 

る
。
権
力
へ.の
ナ
チ
の
接
近
が
、
す
で.に
始
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
の
運
命
的
な
.
 

時
期
に
お
け
る
ミ
：ュ
ラI
の
■
双
は
、
。フ
レ
ッ
シ
ュ
ァ.
グ
ル
I
プ
的
思
考
の
.
 

い
ち
じ
る
し
い
実
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
'の
点
1

お
い
て
4'
建

設

_

か

办 

ん
1>
翁
勝
.
i
'
h

-p
,

労
働
若
階
級
を
保
護
す
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る

」
(

四
五
頁
：、
傍
点
筆
者

)

。
ド 

イ
ツ
社
会
®

主
党
内
部
の
分
裂
、
す
な
ゎ
ち
，、
右

派

.ハ
シ
ャ
ィ
デ
マ
ン
、

エ
ー 

ベ
ル
ト〕

、
中
間
派

(

ヵ
ゥ
ツ
キ
)
、
バ
ル
ン
.シ
ュ
タ
イ
ン

)

、
左
派

(

ロ

ー

ザ
、

リ
I
プ
ク
ネ
ヒ
ト

)

の
間
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
立
葛
藤
や
戦
術
的
矛
盾
が
、

' 

ナ
チ
ス
に
枪
頭
の
好
機
を
あ
た
え
た
経
緯
は
、
著
者
も
力
説
し
て
い
る
と
こ
ろ

.
 

で

あ

る

が

、

と

く

に

法
：：！！

す

べ

き

は

「

多

数

派

社

会

民

主

党

に

よ

っ

て

犯

さ

れ 

た
す
べ
て
の
葸
慢
の
う
ち
、
最
も
致
命
的
な
も
.の
は
、
彼
ら
が
新
し
い
民
主
主
：
 

.

復.
評及び紹介

 

.

義
の
軍
隊
の
建
設
を
怠
マ
た
こ
と
で
あ
る
！

…

主

と

，
し

て

ノ

ス

ケ

は

、

旧

帝

国
 

将

校
か
ら
な
る
義
勇
軍
に
頼
っ
た
。
彼

等

は

、
党
や
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
た
め
に 

で

は
な
く
、革
命
の
粉
砰
の
，た
め
に
多
双
砠
社
ム
1

'を
熱
心
に
援
け
た
の
で
あ 

る

…
…

J

と
.の
べ
て
い
る
の
は
、

卓
見
で
あ
る
。

著
者
は
，ま
た
、;'
n

u
;v
;
,
:T-
,ル
ン
の
戦
術
的
誤
謬
に
も
と
づ
く
ド
イ
ツ
共
産
党 

の
失
敗
を
鋭
く
指
摘
し
て
い
る

(

七
八
頁
|

八
：4
頁)

'が
、
ド
イ
ツ
社
会
民
主 

党
を
敗
北
に
お
と
し
い
れ
た
根
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
ふ
れ
、
改
良
主
義
を
も 

っ
て
、「

诌
由
放
任
の
信
仰
と
、.
自
由
放
任
と
矛
盾
す
る
プ
レ
ッ
シ
ュ
ア
•
グ
ル 

丨
プ
的
態
度
と
の
奇
妙
な
混
合
物
で
あ
？
た

」
(

九
五
頁)

と
、
王
張

し

、

こ
の
ょ 

ぅ
な
社
会
民
主
主
義
政
党
が
も
：つ
政
策
的
矛
盾
を
、

一
九
二
九
年
か
ら
三
一
年 

に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
に
お.い
て
、
鋭
く
追
究
し
て
い
る
。
世
界
大
恐 

慌
の
な
か
に
あ
っ
て
、
を
^
ま

義1&
殳
と
し
て
の̂

_

殳

が

と

っ

た

砠

罾

は

何 

で
あ
？
た
か
。「

自
由
質
易
、

金
パ
リ
テ
ィ

ー

の
維
持
、
均
衡
予
算
の
必
要
等 

の
信
念
の
と
り
こ
と
な
っ
た
第
二
次
労
働
党
政
府
は
、
苛
烈
な
経
済
危
機
の
時 

期
に
あ
っ
て
は
失
敗
に
運
命
づ
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
公
然
た
る
社 

会
主
義
思
想
.に
も
拘
.わ
ら
ず
、.実
際
に
お
い
て
は
、
労
働
觉
は
、
も
っ
と
も
オ 

丨
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
経
済
的
自
由
放
任

Q

原
理
を
追
ら
た
の
で
あ
？
た

」

.(

一
四 

五
頁)

。

'

.
第
九
章
に
お
い
て
は' 
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
脅
威
に
対
し
て
何
ら
組
織
的
な
抵
梆 

を
な
し
え
な
が
っ̂

ド
イ
ツ
社
会
民
主
觉
の
無
為̂
策
、
と
く
に
経
済
政
策
の 

欠
如
と
ド
イ
ツ.共
産
党
の
セ
ク.シ
ヨ
ナ
U

X
ム
か
.ら

結

果

す

る

社

共

統

ー

行

_ 

の
先
敗
に
つ
い
て
ふ
れ
弋
い
る
。

「

共
産
党
は
大
衆
か
ら
、

と
く
に
就
寒
労
働 

.

.
 

六
七
ズ
五
四
九

)



者
か
ら
讽
立
し
て
、
失̂

^
の
う
ち
に
新
し
い
加
入
者
を
攫
得
す
る
の
.に
成
功 

し
た
ば
か
り
か
、
ナ
チ
ス
.の
勝
利
が
ほ
と
ん
ど
万
人
に
認
め
ら
れ
た
よ
う
に
見 

え
た
時
で
ず
ら
、
共
産
党
は.、
ナ
チ
独
裁
の
不
可
避
的
崩
壊
の
直
後
に
、
:
自
分 

た
ち
の
勝
利
が
来
る
こ
と
が
遮
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
主
張
し
続
け
た

」

へ
一 

六 
一T

一
 

六
三
頁)

。
そ
の
た
め
にT

共
産
党
の
政
策
の
不
可
避
的
な
帰
結
は
、 

ド

ィ

ッ

の

一

，一
つ
の

^

働
者
政
党
間
の
溝
が
拡
大
し
た
こ
と
で
あ
り
、
'共
通
の
敵 

に
対
す
る
共
同
防
衛
が
実
際
上
不
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る

」
(

一
六
四
頁

〕

。
 

政
権
掌
掘
の
チ
ャ
ン
ス
が
与
え
ら
れ
て
い
た
社
会
民
、

3£
党
は
、
依
然
と
し
て
プ 

レ
■/

シ
，
ュ
ァ
.
グ
ル
ー
プ
的
思
考
様
式
か
ら
脱
し
え
な
か
っ
.た
反
面
、
ド
ィ
ッ 

共
産
党
は
、
ナ
チ
ス
の
力
を
過
少
評
偭
し
、
ナ
チ
ス
の
崩
壊
は
、
時
間
の
問
題 

で
あ
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
し
て
い
た
と
い
う
辦
実
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
芷
し

、
+

C 

.

以
上
に
お
い
て
、
邦
訳
第
一
巻
の
内
容
を
な
し
て
い
る
原
著
の
前
半
に
つ
い 

て
、
■と
く
に
.ド
ィ
ッ
社
会
民
主
党
を
中
心
と
す
る
.ョ
ー
ロ
ッ
パ
労
働
運
節
の
失 

敗
の
原
因
に
関
す
る
著
者
の
理
論
的
な
把
振
に
つ
い
て

筆
者
は
簡
単
な
考
察
を 

試
み
た
。
前
半
だ
け
し
か
紹
介
す
る
余
裕
が
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
著
者 

の
理
論
的
な
特
興
性
が
も
っと
も
よ
く
に
じ
み
出
て
い
る
の

ft
、
主
と
し
て
贫 

半
で
あ
る
と
思
え
ば
、
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の

書
評
も
何
程
か
、EI

的
を
達
し 

え
た
も
の
と

考
え
る
。
そ
こ
で
最
後
に
、こ
の

著
者
自
身
の
立
場
に
つ
い
て
、 

若
千
、
感
想
をの
.

ベ
て
み
た
い
と
思
う
。

蒸
者
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム

ター

ル
は
、
現
在
アメ
リ

力
の
バ
I
ド
大
学
教
授
で
あ 

る
。

一
九
三
八
年
ア
メ
，
リ
カ
に
亡
命
す
る
ま
で
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
労
働
運

: 

六
.八

(

五
五
6)

動
め
渦
中
に
活
躍
し
た
第
：

一線
の
ジ
V
'丨
ナ
リ
ス
ト
ら
し
く
、
叙
逮
の
方
法
や 

.理

論

的

な

把

握
は
、

#

よ

り

も
公
式
主
義
的
な
解
釈
を
排
除
し
て、
あ
く
ま
で 

客
観
的
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
努
力
，が
み
な
ぎ
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
、
-そ
の
独 

特
の
理
論
と
相
ま
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
心
を
.と
ら
え
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場 

-に
立
つ
労
働
運
動
史
の
叙
述
が
、
と
..も

す

れ

ば

お

ち

い

り

が

ち

な

左

翼

公

式

、王 

義

に

対

し

て

、
.
本

書

が

深

い

反

省

を

せ

ま

っ
て
い
る
こ
，と
は
、
■何
人
も
認
め
な 

い
わ
け
に
'は

ゆ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
邦
訳
表
神
川
、/
神
谷
両
氏
が
本 

書
に
、；

さ
れ
、.す
ぐ
れ
た
訳
文
を
も
っ

て
、

わ
れ
わ
れ
に
紹
介
し
て
，下
さ
っ'
 

た
努
力
に
た
い
し
て#
1;
を
表
す
る
.も
0

で
.あ
る
。
し
.か
.し
讓
者
が
、
こ.の
# 

を
読
ん
で
、
も
っ
と
も
強
く
感
じ
た
こ
と
は
、
著
者
が
、
こ
の
時
期
の
ョ

ー

口 

ッ
パ
労
働
運
動
の"
悲
劇
性
"
，
を

強

調

す

る

あ

ま

り

、

'一種
の

宿

命

感

.に
お
ち 

い
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
う
け
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
社
会
民
主
主
義
政
党
と 

し
て
も
っ
と
も
古
い.歴
史
を
諮
る
社
会
民
主
党
と
、
も
っ
•と
も
強
力
な
共
産
党 

と
を
も
つ
ド
ィ
ッ
の
労
働
者
階
級
の
遮
動
が
、
な
ん
ら
見
る
べ
き
組
織
的
抵
抗 

.も
な
し
に
チ
チ
ス
の
軍
門
に
下
っ
た
と
い
う
ぞ
の
歴
史
的
な
悲
劇
を
強
調
す
る 

こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
誤
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
問
題
は
、
こ
の
悲
劇
の
原
因 

——
著
者
に
よ
れ
ば
、
プ
レッ
シ

ュ

ア
.

グ

ル

ー
プ
的
思
考
様
式
と
積
極
的
建 

設
的
な
政
策
の
欠'如
と
の
^
M

—

が

、

あ
た
か
も
こ
の
時
期
の
労
働
運
動
に 

と
っ
て
.皆
^

^
に
さ
け
が
た
か
っ
た
か
の
よ
う
に
力
説
‘さ
れ
て
い
る
こ
と
で 

あ
る
。
し
か
し
肇
者
は
思
う
。
社
会
民
主
主
義
の
実
践
的
政
策
の
欠
如
と
と
も 

に
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
到
来
こ
そ
、
ま
こ
と
に
現
代
社
会
の
宿
命
で
あ
り
、
し
か 

も
こ
の
.フ
ァ
シ
ズ
ム
の
形
成
が
、

何
程
か
、

下
か
ら
の
大
衆
の
支
持
の
上
に

(

盲E
E

的
な
ー
.

)

そ

の

力

を

増

大

し

て

ゆ

く

こ

と

の

う

ち

に

悲

劇

が

伏

^
^
し
て 

い
る
。
资
働
遮
動
が
悲
劇
に
お
ち
い
る
か
ど
う
か
は
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
す
る 

こ
の
肓
问
的
な
支
持
か
ら
大
衆
を
め
ざ
め
さ
せ
る
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
の
で 

は
な
い
だ
ろ
う
か
？(

岩
波
現
代
叢
書I
 

•几
.
各
ニ
〇
〇
H
Z

) 

I

―

一
 

九
五 

九
.
四

.
七
-
-
•

(

飯

田

鼎

)
•

宇

野

弘

蔵

著

'

『「

資

本

論

」

と

社

会

主

義

』

.

本
書
は
我
が
圍
の
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
#

の
重
鎮
で
あ
る
宇
野
氏
が
、
科 

学
と
し
て
の
経̂

学
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
の
経
済
学
の
理
論
創
造
に
取
り
組
む

i 

基
本
的
な
態
度
に
つ
い
て
、
嘗
簡
の
形
式
で
自
己
の
考
え
を
あ
ら
わ
し
た
も
の

.
 

で
'あ
る
。
そ
こ
に
は
幾
つ
か
の.問
題
点
が
指
摘
さ
れ
、
彼
独
自
の
理
解
が
录
さ 

れ
て
い
る
.が
、
そ
の
問
題
点
は
極
め
て
一
般
的
な
も
の
で
あ
り
、
我
々
が
等
し 

く
関
心
を
持
つ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
マ
ル
ク
ス
主
義
莉
学
は
、
理 

論
と
実
践
の
関
係
に
叨
確
な
解
明.を
与
え
て
は
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は

「

マ
ル 

ク
ス
茧
義
哲
学
者
が
、
科
学
と
.い
えば
、
自
然
1

を
意
味
す
る
も

の

と

し
、 

人
間
の
実
践
活
動
を
対
象
と
す
る
社
会
科
学
は
そ
れ
に
附
随
し
て
考
え
る

：

——

 

と
.い
ぅ

現
在
ま
で
の
状
態」

と
関
係
し
て
い
る
。
こ
こ
に
経
済
学
者
と
し
て
著

書

評

双

び

紹

介

.

者
が
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
問
題
意
識
が
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
問
題
意
識
が
ら 

理
論
と
し
て
の
、
若
し
く
は
科
学
と
し
て
の
経
済
学
に
当
然
眼
を
向
け
て
行
く 

こ
と
に
な
る
。
で
は
理
論
，と
実
践
の
関
係
を
ど

の
よ
.うに
と
ら
え
た
ら

よ
い
の 

か
。
こ
こ
で
箸
者
は
よ
く
い
わ
れ
る

r

理
論
と
実
践
の
統
一

」

を
次
の
よ
う
に 

理
解
す
る
。
そ
れ
は
，

f

理
論
が
実
践
活
動
の
基
準
と
し
て
役
立
つ
こ
と」
で
あ 

り
、
理
論
が「

実
践
的
な
活
動
に4

っ
て
そ
の
ま
ま
獲
得
さ
れ
る

」

こ
と
を
意 

味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
で
は
実
践
と
は
こ
の
場
合
何
を
さ
す
か
？

彼
は
実 

践
を
わ
け
て
日
常
的
実
践
と
政
治
的
実
践
と
研
究
室
の
実
践
の
三
つ
と
す
る
。 

日
常
的
実
践
と
は
人
間
の0
常
の
行
為
、
不
行
為
を
さ.し
.、
政
治
的
実
践
と
は

「

積
極
的
に
現
在
の
政
治
を
支
え
る
も
の
と
、
こ
れ
に
.反
対
す
る
も
の」

か
ら 

成
り
、
研
究
室
の
実
践
と
は
前
ニ
者
と
異
な
り
対
象
自
身
を
実
践
的
に
把
握
す 

、る

必

要

の

な

い

特

辣

な

実

践

で

あ

る

。

そ
し
て
マ

.
ル
.
ク

ス

主

義

で

い

う

理

論

と 

実
跋
の
統
一
と
.い
う
場
合
の
実
践
と
は
第
一
一
の
政
治
的
実
践
だ
け
を
さ
し
て
い 

る
と
す
る
。
だ.か
ら
そ
の
実
践
は
政
治
的
組
織
的
活
動
を
意
味
す
る
。
そ
う
い 

う
一
定
の
戦
略
、
戦
術
を
も
つ
败
治
組
織
は
こ
の
場
合
、
社
会
主
義
を
め
ざ
す 

も
の
で
あ
り
、
理
論
は
そ
の
政
治
的
実
践
.に
役
立
.つ
も
の
.な
の
で
あ
る
。

彼
の
い
う
理
論
と
は
こ
の

場
合
専
ら「

科
学
と
し
て
.Q

経
済
学」

に

限
ら
れ 

る
。
そ

し

て

こ
の
場
合
マ

ル

ク

ス

の『

資
本
論』

を
中
心
に
彼
独
自
の

経
済
学 

の
科
学
性
の
理
解
を
展
開
す
る
。
周
知0
よ
う
に
.
マ
_ル
ク
ス

は
経
^
3 1

論
家
で 

あ
る
と

共
に
す
ぐ
れ
た
政
治
的
実
践
家
で
あ
づ
た
。

「

マ
ル
ク
ス
が

経
済
学
の 

原
理
論
を
大
成
す
ざ
の
に
彼
の
社
会
主
義
®
a /
.
'
-場
と
実
践
連
動
とが
非
常
に
重 

要

.^
役

割

を

も

っ
て
い
'

た
こ
.と
.

に
は
、
異
論
は
あ
り
ま
せ
ん。
.し
か
し

そ
の
点

.
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