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ゆ
く
ょ
ぅ
に
な
り
、
農
民
の
生
活
は
最
低
の
限
度
に
止
め
'ら
れ
た
の
.で
あ
る
。

.

 

n 
ノ
ヒ
キ
の
&
分
が
ど
の
く
ら
い
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
土
地
分
割 

令
に
お
い
て
ア
リ

イ

と

並
べ
置
か
れ
た
点
か
ら
み
て
も
、
■.相
当
の
も
の
で
あ
っ 

..た
■と
推
測
す
る
こ
.と
が
出
来
よ
ぅ
。

一
.七
七
八
年
ク
ッ
ク
が
発
見
し
た
当
時
に
は
島
々
に
国
王
が
あ
り
、
互
に
勢 

力
を
維
持
せ
ん
，と
し
て
争
っ
て
い
た
が
、
恐
ら
く
こ
の
段
階
に
来
.る
ま
で
に
、
 

幾
度
か
戦
乱
が
あ
り
、
土
地
の
支
廊
権
に
変
化
が
あ
っ
た
と
考
克
ら
れ
る
。
従 

っ
て
そ
こ
に
.複
雑
な
支
配
関
係
を
生
じ
た
。
ア
フ
プ
ア
ア
の
イ
リ
の
支
配
者
は 

ア
フ
プ
ア
ア
の
ア
リ
イ
で
あ
る
か
ら
問
題
は
な
い
が
、
イ
リ•

ク
ボ
ノ
は
■
王 

直
属
で
あ
り
、
そ
の
属
す
る
.ア
フ
プ
ア
ア
か
ら
独
立
し
て
い
た
。
国
王
の
勢
力 

が
拡
大
さ
れ
る
と
、
そ
の
ア
フ
プ
ア
ブ
の
土
地
を
併
合
し
て
大
き
く
な
っ
た
。
 

例
え
ば
ハ
ワ
イ
島
に
お
け
る
ワ
イ
メ
ア(

w
a
i
m
e
a
)

の
ア
フ
プ
ア
ア
の
十
分 

の
九
は
ワ
イ
カ
ロ
ア
の
イ
リ
と
プ
ゥ
カ
プ
の
イ
リ
と
に
包
含
さ
れ
て
し
ま
っ 

た
0
恐
ら
く
そ
の
逆
の
場
合
も
あ
っ
た
ろ
ぅ
。
又
他
の
ア
フ
プ
ア
ア
に
イ
リ
を 

も
つ
ア
リ
イ
も
発
生
し
た
。
.

カ
メ
ハ
メ
ハ1

世
が
一
七
九
五
.年
に
ハ
ワ
イ
諸
島
を
征
服
し
、
こ
こ
に
ハ
ワ 

イ
王
国
を
設
立
し
た
時
の
土
地
制
度
は
以
上
の
.如
き
状
態
に
あ
っ
た
。
即
ち
最 

大
の
区
劃
で
あ
る
モ
ク
は
単
な
る
地
理
的
区
劃
と
化
し
去
り
、
各
ア
リ
イ
及
び 

コ
ノ
ヒ
キ
に
は
ア
フ
プ
ア
ア
が
与
え
ら
れ
て
い
る
0
そ
の
ア
フ
プ
ア
ア
も
海
浜 

か
ら
山
上
に
至
る
土
地
を
含
む
原
型
に
近
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
然
ら
ざ
る
も
の 

も
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
領
す
る
ア
リ
イ
は
一
族
の
者
を
働
か
す
場
合
も
あ
つ
た

• 

六

(

四
二 

5

が
、
多
く
は
イ
リ
と
^
て
小
作
せ
し
め
、
貢
租
を
微
靡
す
る
0
イ
リ•

ク
ボ
ノ 

に
お
い
て
は
国
王
の
所
当
と
な
る
が
、
中
間
に
コ
ノ
ヒ
キ
が
介
在
す
る
0
全
土 

の
政
治
的
支
配
者
は
国
王
で
あ
る
が(

誰
も
土
地
の
所
有
者
で
.は
众
か
っ
た
。
 

土
地
を
譲
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
、
要
す
る
に
貢
租
の
徴
発
権
が
与
え
ら
れ
た
に 

過
ぎ
な
い
。
貨
幣
経
済
が
未
i

で
あ
っ
た
か

ら

、

土
地
の
売
買
質
入
は
存
在 

し
な
い
。
全
体
と
し
て
土
地
ば
か
り
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
財
貨
に
つ
い
て
所
有 

観
念
めm

達
が
不
十
分
で
あ
：っ
た
。
従
っ
て
後
に
な
っ
て
も
、
借
り
た
物
を
返 

さ
な
く
て
も
平
気
で
あ
り
、
他
に
寄
食
す
る
こ
と
も
何
と
も
思
わ
な
い
の
は

、 

当
然
で
あ
ろ
う
。：
か
か
る
状
態
の
.と
こ
ろ
に
、
西
欧
資
本
主
義
の
私
有
財
産
制 

を
採
り
入
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
.そ
の
困
難
さ
は
、
わ
が
明
治
維 

新
の
比
で
は
な
い
。
.

ハ
ワ
イ
の
状
徵
は
封
建
制
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
農
耕
民
族
と
し
て
の
発
展 

も
極
め
て
不
十
分
の
状
態
の
ま
ま
に
、
近
世
西
欧
文
化
に
接
触
し
た
も
の
で
あ 

る
。
そ
の
状
態
を
強
い
て
わ
が
国
の
場
合
と
比
較
す
れ
ば
、
縄
文
式
文
化
か
ら 

弥
生
式
文
化
に
移
る
頃
の
状
態
と
み
る
べ
き
.で
あ
ろ
う
。
た
だ
漁
撥
民
族
が
農 

耕
を
採
り
入
れ
、
新
し
い
土
地
制
度
を
作
り
つ
つ
•あ
っ
た
時
で
、
そ
の
外
的
影 

響
が
わ
が
国
の
場
合
は
隋
唐
文
化
で
あ
り
、

ハ
ワ
イ
の
場
合
は
西
洋
文
化
で
あ 

っ
た
。
し
か
も
そ
の
接
蝕
は
前
者
に
お
い
て
は
徐
々
で
あ
っ
た
の
に
、
後
者
に 

お
い
.て
は
急
激
で
あ
っ
た
。
こ
め
こ
と
が
そ
の
後
の
ハ
ワ
イ
王
国
に
は
致
命
的 

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

.(

昭
和
三
十
五
年
三
月
一一

十
四
日
稿〕

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
社
会
民
主
主
義
の
形
成
過
程

(

そ
の
ニ)

——

帝
国
主
義
の
時
期
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
と
労
働
代
表
委
員
会——

一、
は
し
が
き

I

民
主
社
会
主
義
の

幻
影 

ニ
、
帝
国
，主
義
段
階
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
労
働
者
階
級 

三
、

「

独
立
労
働

」

の
経
済
的
背
景

最
近
結
成
さ
れ
、
ジ
ャ

I
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
は
な
ば
な
し
く
宣
佞
さ
れ 

た
民
主
社
会
党
、
い
わ
ゆ
る
西
尾
新
党
の「

わ
れ
わ
れ
の
党
の
*
本
原
理」

な 

る
も
の
に
接
す
る
機
会
を
え
た
。
こ
れ
に
は
、

㈠
党
の
瑰
念
と
し
て
つ
ぎ
の
よ 

う
に
の
ベ
ら
れ
て
い
る
。

「

わ
れ
わ
れ
の
党
は
、
.民
主
社
会
主
義
.の
原
理
に
た
'つ
人
々
の
政
治
的
結 

合
体
.で
あ
る
。
党
は
資
本
主
義
と
左
右
の
全
体
主
義
と
に
対
決
し
、

一
切
の 

抑
庄
と
搾
取
と
か
ら
社
会
の
成
員
を
解
放
し
て
、
個
人
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら 

れ
、
人
格
の
自
由
な
発
展
が
で
き
.る
よ
う
な
社
会
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
も 

の
で
あ
る」

と
。

そ
し
て
㈡
党
の
基
本
原
理
と
し
て
、.S

個
人
の
尊
厳
と
人
格
の
自
由
，な
発 

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
.る
社
会
民
主
主
義
の
形
成
過
程

飯

田

：

鼎

展
、
(P
)
市
民
的
自
由
の
保
証
、

㈧
社
会
主
義
社
会
の
実
現
、
㈡
議
会
制
民
主
主 

義
の
擁
護
、
娲
平
和
主
義
の
i

の
擁
護
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し 

な
が
ら
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
も
の
.は
、s

党
の
性
格
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、，s

特
定
の
世
界
観
に
限
定
し
な
い
0
(P
)
階
級
政
党
で
な
い
こ 

と
、
つ
杏
り
国
民
政
党
で
あ
A
こ
と
、

㈧
労
働
者
、
農
秫
漁
業
者
、
中
小
商
工 

業
者
、
技
術
者
お
よ
び
管
理
者
、
自
由
i

者
、
さ
ら
に
家
庭
の
主
婦
を
も
平 

等
に
.参
加
さ
せ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

筆
者
が
、
い
ま
と
と

さ

ら

に

^
ま

?±
^
党
を
問
題
に
す
る
の
は

、

こ

の
基
本 

方
針
を
賞
い
て
い
る
倫
理
的
精
神
主
義
的
性
格——

観
念
史
観
に
通
ず
る
、
階 

•級
政
党
の
罾
^—

せ
#
ま
_
ネ
豸
の
拒
る
、
個
人
主
義
的
人
格
主
義
I

ブ 

ル
ジ
ョ
ァ
民
主
主
義
の
擁
護
、
こ
れ
ら
が
果
し
て
社
会
主
義
と
呼
ば
れ
る
に
値 

す
る
か
ど
う
か
を
検
尉
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
基
本
)1
理
わ
分
析
と
批
判
と 

を
通
じ
て
、
民
主
社
会
党
の
本
体
似
体
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
日
本
の
社
会 

主
義
運
動
や
労
働
運
働
'に
お
い
て

ど
の
，よ
う
な
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
る

か 

が
.、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
民
主
社
会
党
が
、
現
在

,
 

.

七

(

四
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の
段
階
に
お
い
て
、
何
故
に
発
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
そ
の
尨
然 

性
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
は
、
そ
れ
が
み
ず
か
ら
模
範
と
し
て
い
る
ィ
ギ
リ
ス 

労
働
党
の
成
立
と
発
'展
の
諸
契
機
を
把
握
す
る
た
め
に
も
、
'き
わ
め
て
重
要
で 

あ

-̂
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
.

基
本
原
理
全
体
に
た
い
す
る
批
判
は
の
ち
に
の
べ
る
こ
と
と
し
て
、
ま
ず
㈠ 

党
の
理
念
に
つ
い
て
み
る
に
、「

党
は
务
本
主
義
と
左
右
の
全
体
主
義
ど
に
対 

決
し…

…
」

.

(

傍
点
筆
者)
と
あ
る
が
、

こ
れ
を
読
ん
で
筆
者
は
、

い
ま
を
去 

る
一
一
十
数
年
の
昔
、■満
州
事
変
直
後
の
昭
和
七
年
ー
月
の
a

#民
双
ぼ
力
会
に 

お
い
て
採
択
さ
れ
た
新
運
動
方
射
、：
.い
わ
ゆ
る
三
反
綱
領(

反
資
本
主
義
、
反 

共
産
主
義
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
強
調)

を
想
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
 

「

歴
史
は
繰
り
返
す」

，と
か
、

そ
の
^
、

こ
の
綱
領
を
嫌
眾
し
た
は
ず
の
社
会 

大
衆
党
が
、
資
本
主
義
に
反
対
せ
ず
、

フ
ァ
’シ
ズ
ム
の
軍
門
に
降
っ
て
侵
略
戦 

争
の
遂
行
に
邁
進
し
た
と
い
う
^
^
的
な
事
実
を
顧
る
な
ら
ば
、
民
主
社
会
主 

義
者
た
る
者
、
厳
に
自
戒
自
粛
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
党
の
基
本
原
理
の
な
か
で
、「

わ
れ
わ
れ
は
、

左
右
い
ず
れ
の
形
を 

と
わ
ず
暴
力
f

と
独
裁
政
治
に
は
_

と
し
て
反
対
す
る
。
政
権
獲
得
後
も 

議
会
制
民
主
主
義
を
維
持
発
展
さ
せ
る」

と
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
暴
力
革
命 

と
独
裁
政
治
は
必
ず
し
も
共
産
主
義
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
だ
け
の
.代
名
詞
と
は
な
り 

え
な
い
。
む
し
ろ
ロ
に
民
主
主
義
を
と
な
え
な
が
ら
民
主
主
義
を
破
壊
し
、
議 

会
政
治
の
尊
厳
を
叫
び
な
が
ら
、
こ
れ
を
ま
っ
た
く
無
視
し
よ
う
と
す
る

M数 

の
暴
力
"
、
議
会
制
民
主
主
義
と
い
う
美
わ
，し
く
も
整
え
ら
れ
た
政
治
的
形
式 

よ
り
も
、
ネ
オ
•
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
呼
び
た
い
ほ
ど
の
悲
惨
な
一
九
六
0
申
^
の

.

八

(

四
ニ
四〕

わ
れ
わ
れ
の
祖
国
の
，政
治
の
内
容
こ
そ
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。

最
後
に
、
党
.の
性
格
の
問
題
で
あ
る
が
、「

#
帛
め
世
界
観
を
国
民
に
強
制 

す
る
も
の
で
は
な
い
.

」

.と
の
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
暗
に
、

，マ
ル
ク
ス
主
義
の 

理
論
的
基
礎
の
上
に
立
っ
て
い
る
日
ポ
ヰ
畠
党
ぉ
よ
ぴ
そ
の
砠
^
㈣
ま
エ
の
上 

に
立
つ
社
会
党
左
派
に
.た
い
す
る
攻
撃
で
あ
る
と

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ

.
 

も
そ
も
政
^
な
る
'も
の
ば
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
政
治
.の
歴
史
を
み
れ
ば
明
ら
か
な 

よ
う
に
、
利
害
を
異
に
ず
る
階
級
間
の
対
立
の
激
化
と
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
を

-ft
ま 

す
る
政
治
集
団
の
権
力
掌
握
の
苛
烈
な
闘
争
の
過
程
の
な
か
で
生
成
発
展
し
て 

き
た
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
ひ
と
つ
の
政
党
が
、
い
や
し
く
も
現
存
社
会
秩
序 

の
変
革
を
呼
号
し
て
把
会
於
裔
と
称
す
る
以
上
、
当
然
そ
れ
は
ガ
変
革
の
論
理
〃 

を
も
っ
て
武
装
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
'な
い
。
こ
れ
は
ひ
と
り
社
会
主
義
政
党
の 

問
題
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ブ
ル
ジ

3
ァ
政
党
の
場
合
に
も
妥
当
す
る
の
で 

あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
：
^
に
お
い
て
、.
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
#
^
的
イ
デ
オ
ロ 

ギ

I
と
な
っ
た
も
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
啓
蒙
思
想
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
政
党 

と
は
本
来
、
党
派
的
な
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
社
会
主
義
政
党
の
よ
う
に
革
新 

的
な
政
党
の
イ
デ
オ
ロ 
.ギ

!
は
、
そ
れ
が
も
っ
と
■も
よ
く
代
表
し
て
い
る
^
砠 

の
利
益
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
も
っ
て
こ
れ
.に
敵
対
す
る 

階
級
に
た
い
す
る
強
力
な
武
器
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る 

に
、
民
主
社
会
党
に
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
あ
る
だ
ろ
う 

か
。「
わ
れ
わ
れ
の
党
は
特
定
の
階
級
の
み
が
社
会
主
義
社
会
実
現
の
歴
史
的

.
 

使
命
私
与
え
ら
れ
た
と
し
て
、
そ
の
^

Mの
㈣
胄
の
み
を
代
表
す
る
階
級
政
党 

で
は
な
い
。
社
会
集
団
間
の
利
害
の
対
立
と
と
も
に
国
民
的
利
害
の
共
通
性
を

も
認
め
る
国
民
の
政
党
で
あ
る
。
.各
種
勤
労
者
の
集
団
的
利
害
を
調
整
し
、
議 

会
を
通
じ
て
政
治
に
反
映
さ
せ
る」

と
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
っ
と 

も問題なのは、階級の利备かかか

i
、

ト
i

ii'
i
i取
：
 

優
先
さ
せ
る
の
か
、
そ
の
い
ず
れ
を
選
ぶ
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
，。
こ
の
文
章 

だ
け
か
ら
判
断
す
れ
ば
、

る
か
ら
、
国
民
的
§

を
階
級
的
§

に
優
先
さ
せ
る
と
い
う
.こ
と
に
な
ら
ざ 

る
を
え
な
い
。
な
る
ほ
ど
、「

党
の
性
格」

の
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
党
を
支
持
す 

べ
き
階
層
に
言
及
し
、「

わ
れ
わ
れ
の
党
は
、
労
働
者
、
農
称
漁
業
者
、
中
小
商 

工
業
者
、
技
術
者
お
よ
び
管
理
渚
、
自
由
職
業
者
、
さ
ら
に
家
庭
の
主
婦
を
.も 

含
め
て
、
額
に
汗
し
勤
労
の
喜
び
と
苦
し
み
と
を
知
る
す
べ
て
0
働
ら
く
人
 々

が
、
平
等
の
資
格
で
そ
の
運
営
に
参
加
し
う
る
政
党
で
あ
る」

.と
し
て
、
さ
す 

が

に「

資
本
家」

も
し
く
は「

経
営
者」

と
い
う
言
葉
こ
そ
用
い
ら
れ
て
い
な 

い
が
、「

管
理
者」

と
い
う
表
現
か
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、

労
資
双
方
の
利 

軎
を
調
和
さ
せ
、
国
民
の
名
に
お
い
て
階
級
対
立
と
い
う
歴
史
的
現
実
を
隠
蔽 

し
よ
う
と
す
る
使
命
を
も
っ
て
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
疑
問 

の
余
地
は
な
い
。
戦
後
、
わ
が
国
に
も
、
国
民
協
同
党
と
い
う
性
格
の
あ
い
ま 

い
な
政
党
が
存
在
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
^
^
を
迎
っ
た 

か
は
こ
.
.こに
更
め
て
の
.ベ
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

だ
が
、.
.民
主
社
会
党
の
将
来
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
危
険
な
点
は
、

つ
ぎ
の 

よ
う
な
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
社
会
主
義
政
党
と
国
民
政
党 

と
の
双
方
の
性
格
を
同
時
に
担
お
う
と
す
る
矛
盾
で
あ
る
。
筆
者
の
こ
こ
で
も 

っ
と
も
強
調
し
た
い
こ
と
は
、
政
党
な
る
も
の
は
、
本
来
階
級
的
で
し
か
あ
り

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
社
会
民
主
生
義
の
形
成
過
程

え
な
い
と
い
う
歴
史
的
な
認
識
で
あ
る
。
世
界
い
ず
れ
の
国
を
み
て
も
、
階
級 

的
で
な
い
政
党
な
ど
あ
り
え
な
い
の
だ
。
い
わ
ん
や
資
本
家
的
搾
取
の
1

、
 

抑
圧
さ
れ
た
性
と
し
て
の
女
性
の
封
建
的
桎
梏
か
ら
の
解
放
と
そ
の
地
位
の
向 

上
、
被
压
迫
民
族
と
し
て
の
植
民
地
人
民
の
独
立
、
こ
れ
ら
の
た
め
に
真
剣
に 

闘
お
う
と
す
る
社
会
主
義
政
党
に
し
て
、
階
級
的
で
な
く
て
何
で
あ
り
え
よ
う 

か
。
こ
れ
を
阻
む
階
級
的
勢
力
に
対
し
て
や
は
り
階
級
的
な
立
場
を
明
ら
か
に 

す
る
こ
と
な
く
し
て
、
有
効
な
闘
い
を
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

繰
り
返
す 

が
、
階
級
的
で
な
い
政
党
な
ど
あ
り
わ
な
い
し
、
政
党
い
ル
本
办
ぼ
於
晰
か
い 

か
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。そ
れ
で
も
な
お
階
級
於
党
で
な
い
と
い
う
な
ら
ば
、
 

ト
れ
は
実
は
特
定
の
階
級
の
利
益
を
代
弁
い
か
'4e>
'
、i

取

い

i

备
か
%' 

と
に
、
自
己
の
政
治
的
野
望
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
、
真
実
を
お
し
か
く
し
あ 

ら
ゆ
る
^
®
.から
.の
票
を
え
よ
う
と
す
る
徒
党
の
集
ま
り
.に
す
ぎ
な
い
と
い
わ 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

筆
者
は
こ
こ
で
、

一
九
ニ
〇
年
代
の
末
期
か
ら
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
と
げ
、

三
〇
年
代
に
至
.っ
て
ド
ィ
ッ
の
政
権
を
掌
握
し
た
ナ
チ
ス
の
こ
と
.を
考
え
.な
い 

わ
け
に
：は
ゆ
か
な
い
。
民
主
社
会
党
を
も
っ
て
、
直
ち
に
文
明
の
敵
、
世
界
大 

■戦
の
火
つ
け
役
、
国
民
社
会
、王
義
者
労
働
党(Nationale sozialistis&e 

D
e
u
t
s
c
h
e

>
Hげ
a
c+
Q
J
P
g
^
H
t
e
i

)

と
同
一
視
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

と
も 

に
国
民
的
政
党
を
強
調
し
、
同
じ
く
社
会
主
義
な
る
文
字
を
冠
し
て
い
る
の
を 

み
れ
ば
、
，わ
れ
わ
れ
は
一
抹
の
不
安
だ
き
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
ナ
チ
ス
が
、

社
会
主
義
と
呼
称
し
、
ロ
に
革
命
的
言
辞
を
弄
し
な
が
ら
、
そ
の
実
、
ク
ル
ッ 

プ
財
間
を
先
頭
と
す
る
軍
需
資
本
家
と
結
ん
で
大
衆
を
偽
瞞
し
、
戦
争
と
フ
ァ

九

(

四
ニ
五)



シ
ズ
ム
の
カ
自
へ
駆
り
た
て
た
こ
と
を
思
い
、
ま
た
ナ
チ
ス
が
そ
の
中
核
的
な 

担
い
手
と
し
て
中
産
階
級
、
そ
れ
も
主
と
し
て
独
占
資
本
主
義
段
階
に
お
い
て 

没
落
を
蓮
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
下
層
中
産
階
敝
お
ょ
び
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
不 

満
分
子
な
ど
を
主
要
な
勢
力
と
し
て
獲
得
し
ょ
う
と
努
力
し
た
こ
と

.

を
思
う
と 

き
、
わ
れ
わ
れ
は
一
目
、
右
翼
社
会
民
主
主
義
者
と
し
て
の
民
主
社
会
党
の 

r

中
間
階
級
論」

に
、
重
大
な
関
心
を
払
わ
ざ
る
を
え
.な
い
の
で
あ
る
。.

昨
年
，一
一
月
、
ラ
イ
ン
河
畔
の
バ
ー
ト

*

コ
ー
テ
ス
べ
ル
ク
で
開
か
れ
た
ド
.
 

イ
ツ
社
会
民
主
党
特
別
大
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
綱
領
は
、
労
働
者
階
級
は 

も
は
や「

鉄
鎖
の
ほ
か
何
物
も
失
う
べ
き
も
の
を
%■
'
た
な
い
被
搾
i

級」

で 

は
な
く
な
り
、
資
本
家
と
対
等
の
地
位
を
獲
得
し
、
同
等
の
権
利
を
認
め
ら
れ 

て
い
る
と
主
張
し
、
社
会
民
主
党
は
労
働
者
階
級
の
政
党
か
ら
国
民
政
党
に
な 

っ
た
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
わ
が
一
民
主
社
会
党
も
基
本
的
に
は 

こ
れ
と
同
じ
立
場
に
立
っ
て
い
る
ょ
う
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
の
労
働
者
階
級 

は
果
し
て
中
産
階
級
化
し
つ
つ
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

.

「

労
働
者
階
級
の
中
産
階
級
化」

の
理
論
は
、

必
ず
し
も
西
独
の
社
会
民
主 

党
に
は
じ
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
理
論
家
ク
口
ス
ラ
ン 

ド
や
、
そ
の
著「

現
代
資
本
主
義」

を
も
っ
て
わ
.が
国
に
も
広
く
知
ら
れ
て
い 

る
ス
ト
レ
I
チー

、
あ
る
い
は
、
民
主
社
会
主
義
に
理
論
的
基
礎
を
提
供
し
た 

と
い
わ
れ
る
ダ
I
ビ
ン
等
が
、
早
く
か
ら
と
な
え
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
.わ 

が
国
の
民
主
'社
会
主
義
.の
理
論
は
、
要
す
る
に
こ
れ
ら
を
直
訳
式
に
輸
入
し
た 

も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
理
論
は
、
労
働
者
階
級
が
長
い
間
の
困
難
な
闘
争
を 

へ
て
、
.獲
得
し
た
も
ろ
も
ろ
の
権
利
や
賃
金
.お
よ
び
生
活
水
準
の
向
上
が
、
あ

一
.
0 

S
 
ニ 
六)

た
.か
も
資
本
主
義
が
自
動
的
に
も
た
ら
し
た
も
の
.で
あ
る
力
.の
如
き
錯
覚
を
お 

こ
さ
せ
、.
資
本
主
義
の
将
来
を
、メラ
色
を
も
っ
て
描
き
、
^

は
搾
取 

さ
.れ
る
階
級
で
な
い
中
産
階
級
.に
昇
り
う
る
と
い
う
幻
想
を
ひ
き
お
こ
そ
う
と 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

.だ
が
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

こ
の
よ
う
な
理
論
は
、
 

「

福
祉
国
家」

■イ
ギ
リ
ス
や
戦
後
め
ざ
ま
し
い

「

国
民
経
済
の
復
興」

を
な
し 

と
げ
た
と
い
托
れ
る
西
ド
イ
ッ
に
お
い
て
は
と
も
か
く
、
わ
が
国
の
勤
労
者
大 

衆
の
現
実
め
生
活
は
、

階
級
：̂

し
た
と
称
す
る
た
め
に
は
あ
ま
り
に 

も
み
じ
め
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
ろ
み
に
製
造
エ
業
労
働 

者
の
時
間
当
り
賃
金
を
比
較
し
て
み
よ
。
日
本
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
五
分
の
一
、
 

西
ド
イ
ッ
に
比
べ
て
も
二
分
の
一
の
低
さ
で
あ
る
。
ま
た
農
林
業
を
の
ぞ
く
® 

営

業

者(
=

小
零
細
企
業
者)

は
、
全
国
で
四
百
七
十
六
万
人
、
そ
の
家
族
従 

業
者
は
二
百
万
人
に
上
る
が
、
そ
の
一
世
帯
あ
た
り
の
平
均
月
収
は
ニ
万
三
千 

円
に
す
ぎ
な
い
。 

,

こ
の
よ
う
に
、
西
尾
新
党
が
中
産
化
し
た
と
称
す
る
わ
が
国
の
勤
労
者
の
収 

入
，は
、
.お
1
そ
中
産
階
級
と
い
う
範
疇
か
ら
程
遠
い
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
彼 

ら
の
政
策
が
、
勤
労
^'6

生
活
を
中
産
階
級
の
水
準
に
ま
で
も
っ
て
ゆ
こ
.'う
と 

い
う
€>
■.で
は
な
く
、
む
し
.ろ
働
く
大
衆
の
あ
.た
ま
に
、
中
産
階
級
の
幻
想
を
う 

え
.つ
け
よ
う
と
す
る
以
外
の
.刺
物
で
も
な
い
こ
と
が
わ
■か
る

.0
だ
が
、
そ
う
だ 

か
ら
と
い
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
西
尾
新
党
が
.こ
れ
ら
の
人
々
に
訴
え
る
力
を
も 

つ
て
い
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
零
細
企
業
者
の 

な
か
の
一
部
は
小
経
営
者
に
な
り
、
大
企
業
に
働
く
熟
_

働
者
が
労
働
貴
族 

fk
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
事
実
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
民
主
社
会
党
は
そ
の「

中

産
階
級
化
理
論」

を
も
っ
て
大
い
に
進
出
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ば
か
り 

で
は
な
い
、
全
労
傘
下
の
組
合
は
：も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
労
働
組
合
も
な
く
総 

評
か
ら
も
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
中
小
企
業
に
働
く
労
働
者
な
ど
は
む 

し
ろ
民
社
新
，党
に
大
き
な
期
待
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
.

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
わ
が
国
の
労
働
運
動
の
将
来
は
ぐ
決
し
て
平 

姐
な
も
の
で
は
な
い
。

ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
、「

民
主
社
会
主
義
の
偽
瞞
を
暴
.
 

露
せ
よ」

と
か
か
げ
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、■
勤 

労
者
大
衆
の
か
な
り
の
部
分
を
し
め
る
零
細
企
業
者
、
中
小
企
業
労
働
者
、
農 

民
な
ど
'の
な
か
に
、「

中
産
階
級
化
論」

の
幻
想
に
と
り
つ
か
れ
る
者
が
多
い 

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
人
々
を
い
か
に
し
て
真
実 

に
め
ざ
め
さ
せ
る
か
が
今
後
の
大
き
な
問
題
と
な
ろ
う
。

い
ま
や
わ
が
国
の
労
働
運
動
は
、
民
社
党
結
成
後
の
社
会
党
内
部
の
複
雑
な 

問
題
、
と
り
わ
け
人
事
を
め
ぐ
る
派
闕
的
抗
争
の
激
化
や
、
こ
れ
ら
.
.の事
情
を 

反
映
す
る
か
の
よ
う
に
、
三
井
三
池
労
働
組
合
に
は
分
裂
の
気
運
が
濃
厚
と
な 

り
つ
つ
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
次
第
に
大
き
な
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
よ
う 

.に
思
わ
れ
る
。
こ
の
重
大
な
時
期
に
あ
た
り
、
民
社
党
が
労
働
戦
線
の
絲一..

の 

た
め
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
の
分
裂
の
方
向
に
力
を
つ
く
す
よ
う
な
こ
と
が
あ

れ 

ば
、
そ
れ
は
み
ず
か
ら
呼
号
す
る
勤
労
大
衆
の
民
主
的
な
党
で
あ
.る
ど
こ
ろ 

力
、
社
会
主
義
を
裏
切
る
こ
と
で
あ
り
、
将
来
の
日
本
を
^

に
ま
き
こ
.む
か 

も
し
れ
ぬ
新
安
保
_

が
論
議
さ
れ
る
き
わ
め
て
重
大
な
段
階
に
お
い
で
、
自 

民
党
の
ネ
オ
•
フ
ァ
シ
ズ
ム
政
策
に
手
を
か
す
こ
と
に
な
る
と
い
わ
ね
ば
な
ち 

な
い
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
社
会
民
主
主
義
の
形
成
過
程

(

1)

河
上
丈
太
都
編
著「

麻
生
久
伝」

四
四
ニ
頁
。
'

ニ

い
ず
れ
の
国

•で
も
あ
れ
、
.労
働
運
動
史
の
研
究
に
：お
い
て
、
も
っ
と
も
重
要

な
課
題
の
ひ
と
つ
は
、
労
働
組
合
運
動
と
労
働
者
政
党
の
関
係
に
つ
い
て
理
論

的
に
把
握
す
る
こ
と
.で
あ
る
と
■い

っ
て
も
過
言
で
あ
る
，.ま
.い
。
こ
の
課
題
を
現

在
の
'わ
れ
わ
れ
が
お
か
れ
て
い
る
日
本
の
労
働
運
動
の
現
実
す
な
わ
ち
、
民
主

社
会
党
の
成
立
匕
と
も
な
う
労
働
戦
線
の
分
裂
従
っ
て
日
本
せ
#
殳
爿
総
評
、

民
主
社
会
党=

牵
労
会
議
と
の
対
立
の
激
化
お
よ
び
競
合
関
係
と
い
う
視
点
か

ら
眺
め
る
な
ら
ば
、
や
ば
り
そ
こ
に
社
会
民
主
主
義
も
し
く
は
民
主
社
会
主
義 

(

1
?

の
本
質
お
よ
び
性
格
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
.な
い
で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
す
で
に
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
，
ィ
ギ
リ
ス
社
会
民
主
主
義
の
形
成 

に
つ
い
て
特
別
の
関
心
.を
抱
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

で

は

更
に
ィ
ギ
リ
ス
帝 

国
主
義
の
確
立
期
に
.お
け
る
労
働
党
成
立
の
必
然
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も 

に
、
.そ
れ
が
揺
籃
期
に
お
い
て
悩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
^
^
盾
を
追
求 

.し
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
し
て
ィ
ギ
.リ
ス
社
会
民
主
主
義
に
刻
印
さ
れ
、
そ 

の
性
§

成
に
寄
与
し
た
か
を
論
じ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

ィ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
前
身
と
し
て
の
労
働
代
表
委
員
会
が
成
立
し
た
の
は
、
 

周
知
办
よ
う
に
ボ
ァ
戦
争
に
よ
っ
て
英
国
全
体
が
帝
国
主
義
的
興
奮
の
渦
に
ま 

き
こ
ま
れ
で
い
た
一
九
〇
〇
年
で
あ
っ
た
。
.労
働
組
合
運
動
の
歴
史
が
も
っ
と 

も
古
く
、
.オ
！
：
エ
ン
の
社
会
主
義
や
チ
ャ
I
チ
ス
ト
の
よ
.う
に
数
十
年
に
わ
た

ニ 

(

四
ニ
七)



る
輝
か
し
い
思
想
と
労
働
者
党
結
成
の
努
力
が
、
十
九
世
紀
前
半
か
ら
後
半
の 

イ

f

ス
労
働
者
階
級
に
深
甚
だ
影
響
を
あ
た
え
て
い
た
に
も
か
が
わ
ら
ず
、 

労
働
者
の
政
党
の
結
成
.は
何
故
に
、
_ ニ
〇
世
紀
の
第
一
申
ま
で
延
期
さ
れ
な
け 

れ
ば
な
ら
な
か
.っ
.
.たの
か
。
す
で
.に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、'
社
会
民
主
党
の
先 

駆
と
し
て
の
社
会
民
主
主
義
労
働
党
の
成
立
は
、
イ
ギ
リK

'

労
働
党
に
先
立
つ 

こ
と
ニ
五
年
、

一
八
七
五
年
三
月
ゴー

タ
に
お
い
て
ア
イ
ゼ
ナ
ツ
ハ
派
と
ラ
ツ 

サー

ル
派
と
の
合
同
に
よ
っ
て
実
双
し
、
歴
史
的
な
，

「

ゴ
ー
タ
綱
領」

钇
採
択 

し
た
こ
ど
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。.
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
よ
り
四
半
世
紀
も
お 

く
れ
て
発
足
し
た
イ
ギ
リ
ス
.労
働
党
出
現
吖
契
機
と
な
っ

た
も
む
は

㈣
が

。

こ 

.の
点
に
つ
い
て
は
、筆
者
は
敦
年
来
た
'え
ず
考
え
つ
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る
が
、 

そ
れ
は
従
来
ま
で
の
古
典
的
な
イ
ギ
リ
ス
赞
働
運
動
史
観
I

た
と
え
♦は
' 
ゥ 

X
ッ
ブ
夫
妻
や
G • 

D 

• 

H 

V

コ
ー
ル
の
そ
れ——

に
深
い
疑
問
を
も
つ
に
至

っ
た
。

'労
働
党
成
立
の
諸
契
機
と
し
，て
、：

従
来
と
ら
れ
て
き
た
古
典
的
な
解
釈
に
従 

え
ば
、
B -
一
 
八
八
〇
年
代
に
頂
点
に
達
し
た
慢
性
的
な
不
況
と
イ
ギ
リ
ス
資
本 

主
義
の
独
占
的
地
位
の
崩
壊
、

㈡
そ
の
結
果
と
し
て
、
労
働
組
合
総
評
議
会
を 

中
心
と
す
る
全
国
的
^

別̂
組
合
の
労
働
貴
族
的
な
地
位
か
ら
の
転
落
と
、
他 

方
に
お
け
る
不
熟
1

働
者
に
よ
る
新
組
合
主
義
運
動
の
勡
員
、
闫
社
^
ま
 ̂

の
復
活
と
そ
の
労
働
運
動
へ
の
影
響(

社
会
民
主
連
盟
、
独
立
労
働
党
、

フ
■
ヱ 

ビ
ア
ン
協
会
の
建
設
：}
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
の
が
淑
日
通
で
あ
る
。
' い
ぅ
ま
で
も 

な
く
、
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
^
実
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
の
有
力
な
条
件
で
あ
る 

こ

と
は
^
実
で
あ

る

と

し

て

も

、

こ

れ
ら
の
諸
要
素
を
た
だ
機
械
的
に
結
び
つ

け
る
だ
け
で
は
、
そ
の
必
然
性
を
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
意
味 

で
労
働
党
の
成
立
を
も
た
ら
し
た
内
的
も
し
く
は
外
的
な
契
機
は
何
で
あ
っ
た 

か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
'わ
れ
わ
れ
は
、
労
働
党
の 

成
立
が
ド
イ
ッ
社
会
民
主
党
よ
り
も
ニ
五
年
も
お
く
れ
て
、

一
九
0
◦
年
に
よ 

う
や
ぐ
誕
生
を
み
た
と
い
う
事
実
の
背
後
に
、
何
よ
り
も
ま
ず
イ
ギ
リ
ス
労
働 

者
階
級
の
帝
国
主
義
的
侵
略
政
策
.(=

軍
国
主
義)

と
反
1 )
吣
な
砠
ぬ
に
た
い 

す
る
抵
抗
の
不
可
.避
性
、
自
由
党
の
反
動
化
に
と
も
な
う「

自
由

U
労
働」

政 

策
の
破
線
、
.労
働
組
合
の
合
法
性
を
も
奪
お
う
と
す
る
公
然
た
る
攻
撃
な
ど
に 

よ
.？
て
、
’労
働
者
階
級
の
生
活
お
よ
び
権
利
が
危
機
に
追
い
や
ら
れ
た
と
い
う 

認
識
、
労
働
貴
族
層
の
特
権
的
地
位
の
喪
失
の
危
惧
、
耷
い
か
え
る
な
ら
ば
、
 

外
国
に
対
す
る
軍
国
主
義
的
侵
略
政
策
と
国
内
に
お
い
て
弾
圧
政
策
を
つ
づ
け 

る
保
守
党
政
府
に
た
い
し
て
^
働
者
階
級
が
、
そ
の
1

を
防
衛
す
る
た
め
に
、
 

社
会
主
義
政
党
の
結
成
を
せ
ま
ら
れ
、
起
ち
上
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
.と
い
う 

歴
史
的
な
必
然
性
を
こ
そ
感
じ
な
い
だ
ろ
う
か
。
厳
密
に
考
え
る
な
ら
ば
、
今 

世
紀
初
頭
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
成
立
は
、
世
界
資
本
主
義
の
帝
国
主 

義
的
な
段
階
へ
の
突
入
と
そ
の
矛
盾
の
激
化
^

―

世
界
再
分
割
を
め
ぐ
る
戦
争 

の
危
機
、
世
晁
的
な
規
模
に
お
け
る
労
資
の
は
げ
し
い
対
立
、
労
働
者
階
級
の 

意
識
の
尖
鋭
化
と
革
命
的
危
機
の
切
迫
そ
し
て
さ
ら
に
、
労
働
運
動
に
お
け
る 

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
分
裂——

の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
反
映
で
あ
る
と 

い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
う
し
た
観
点
に
立
つ
と
き
、
わ
れ 

.わ
れ
は
ど
う
し
て
も
イ
ギ
リ
ス
社
会
主
義
運
動
の
第
一
一
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル 

と
の
関
連
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
労
働
党
結
成
の
途
上
に
お
い
て
、

労
働
者
階
級
が
遭
遇
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
イ
デ
オ
ロ
ギー

的
派
閥
と
矛
盾
と
は
、
 

実
に
国
際
社
会
主
義
運
f

体
に
み
ら
れ
た
理
論
的
混
乱
と
不
統
一
と
無
縁
で 

は
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
成
立
の
内
的
お
よ
び
外
的
契
機
と
し
て
、
筆 

者
は
以
上
の

ニ
つ
を

把
握
す
る

こ

と

に

よ

っ

て
論
旨
を
展
開
す
る

も
の
で
あ 

る
。デ

ィ
ス
レ

I
リ

I
、
チH

丨

ン
バ
レ

シ

と

と

も

に

、

イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
の 

強
力
な
推
進
者
、
南

ア

フ

リ

ヵ

に

お
け
る
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
鉱
山
の
独
占
的
支
配 

者
と
な
っ

た

セ

シ

ル

.
ロ
ー
ズ

o
o>
&
 K

t
o
d
e
s
)

は
、

一

八
九
五
年
に
、.

つ 

ぎ
の
よ
う
な
こ

と

を

書
い
て
い
る
。

.

.

「

わ
た
し
は
昨
日
、

ロ
ン
ド
ン
の
イー

ス
ト

.
エ
ン
ド
に
い
っ
て
、

失
業 

者
の
会
合
に
出
席
し
た
。
わ
た
し
は
そ
こ
.で
非
常
に
乱
暴
な
演
説
を
き
い
.た 

が
、
そ
れ
ら
は
た
.だ
、『

パ
ン
、

パ
ン
そ
し
て
パ
ン』

と
い
う
叫
び
だ
け
で 

あ
っ
た
。
そ
し
て
帰
途
、
そ
の
情
景
を
熟
慮
し
た
結
果
、
わ
た
し
は
、
.帝
国 

主
義
の
重
要
性
と

V
う
も
の
を
、
い
'ま
ま
で
よ
り
も
一
層
強
く
信
ず
る
に
至 

っ
た…

…

。
わ
た
し
の
抱
懐
し
て
い
る
思
想
は
、社
会
問
題
の
解
決
な
の
だ
。
 

す
な
わ
ち
、
四
千
万
人
の
イ
ギ
リ
ス
本
囯
.の
人
民
を
し
て
、
血
腥
い
内
乱
か 

ら
救
う
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
植
民
地
の
政
治
家
は
、
余
剰
人
口
を
定
住
さ 

.

せ
、
工
場
や
鉱
山
で
生
産
さ
れ
た
商
品
の
新
し
い
市
場
を
供
給
す
.る
新
し
い 

土
地
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
.わ
た
し
が
つ
ね
に
言
っ
て
い
る
よ
う 

に
、
帝
国
と
は
要
す
る
に
、
。ハ
ン
と
バ
タ
I
の
問
激
か
か
^'
o

f

p
 

-方
が
、
内
乱
を
さ
：

£

た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
帝
国
主
義
者i

か
レ
か
小
か
心 

.な
ら
な
い
の
だ」

(

傍
点
筆
者)

。

.

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
社
会
民
主
主
義
の
形
成
過
程

十
九
世
紀
末
期
か
ら
ニ
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
の
動 

向
は
、
こ
の
ロ
！
ズ
の
述
懐
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
重
要
工
業
资
源
の
攫 

得
と
過
剰
人
口
の
は
け
ロ
と
し
て
の
植
民
地
の
飽
く
こ
と
を
知
ら
ぬ
略
奪
に
よ 

っ
て
、「

新
帝
鼠
主
義」

と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い(
る
。
と
く
に
南
ア
フ
リ 

力
帝
国
主
義
と
呼
ば
れ
た
.ア
フ
リ
ヵ
に
お
け
る
口
ー
ズ
の
政
治
的
権
力
的
支
配 

は
、
彼
の
失
脚
後
チ
立
丨
ン
バ
レ
ン
に
よ
っ
て
う
け
つ
が
れ
、

一
八
九
九
年
以 

後
、
本
格
的
な
ボ
ア
戦
争
を
ひ
き
お
こ
し
、
.レ
ー
ニ
ン
が
そ
の「

罾

_
ま
_
罾」 

に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
戦
#-
と
経
済
恐
慌
と
が
、
世
#
殳
の
双
ゆ 

代
の
主
要
な
歴
史
的
道
標
と
な
っ
た
。

帝
国
主
義
的
膨
脹
政
策
が
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
生
活
に
及
ぽ
し
た
い
ち
じ
る
し 

い
影
響
の
う
ち
、
も
，っ
と
も
注
目
す
ベ
き
も
の
は
、
戦
争
経
費
の
国
家
財
政
に 

占
め
る
割
合
の
増
加
で
：あ
ろ
う
。
ホ
ブ
ソ
ン
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「

僅 

か

一.

世
紀
の
四
分
の一

そ
こ
そ
こ
の
間
に
、
陸
海
軍
費
が
約
ニ
千
五
百
万
ボ
ン 

ド
か
ら
七
千
九
百
万
ポ
ン
ド
に
増
大
し
た
こ
と
は

、
帝
国
主
義
財
政
の
最
も
意 

義
深
い
事
実
で
あ
る」

。
し
か
し
な
が
ら
帝
国
主
義
戦
争
と
罾
罾
恐
慌
に
よっ
 

て
勤
労
者
大
衆
の
1

的
に
被
む
る
悲
惨
な
状
態
、
軍
需
予
算
の
膨
脹
、
イ
ン 

フ
.レ
ー
シ
ョ
ン
、
物
価
の
昂
騰
、
.実
質
賃
金
の
低
下
、
生
活
の
窮
乏
化
と
い
う 

連
鎖
反
痧
的
な
現
象
を
別
と
し
て
も
、

一

九
世
紀
末
期
以
後
の
帝
国
主
義
下
の 

英
国
に
は
'
大
資
本
家
セ
シ
ル

.
ロ
ー
ズ
を
し
て
、
ま
す
ま
す
帝
国
主
義
へ
の 

信
念
を
か
た
め
さ
せ
た
困
窮
>
絶
望
と
が
支
配
的
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
証
拠 

は
、
.数
多
く
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
0
 

.ゥ
ィ
リ
ア
ム

，
ブー

ス
は
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
状
態
に
つ
い
て
、

一

三

(

四
ニ
九)



「

最
暗
黒
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、

そ
れ
.は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
西
敵
す
る
人
口
を 

も
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
三
百
方
人
の
男
子
、
女
子
お
よ
.び
子
供
た
.ち
ノ
こ 

の
広
沢
な
絶
望
的
な
大
衆
は
、
名E

的
に
は
S'
由
な
状
態
に
あ
る
が
、
し
か
し 

爽
際
に
は
奴
隸
化
さ
れ
て
.い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
が
救
わ
な 

け
れ
ば
な
ら
ぬ
人
々
な
と
慨
嘆
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
チ
ィ

•オ
ザ
•
マ 

ニ
ー
は
、
そ
の
著「

胄
と
貧
困」

の
な
か
で
、

一
九
〇
八
年
の
国
民
^
矹
得
と 

I

家
族
当
り
の
所
得
と
を
比
較
し
て
、「

英
帝
国
の
全
収
入
の
半
分
が
、

そ
の 

人
口
の 
一
ニ
パ
I
セ
ン
ト
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て 

い
るi

。

こ
れ
を
逆
に
い
う
な
ら
ば
、

残
り
の
半
分
を
め
ぐ
'っ
て
、
全
国
民
の
.
 

八
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
々
が
、.
ひ
し
め
.き
合
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ぎ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ョ

ー

ク

市
に
お
け
る
労
働
者
階
級
を
対
象
と
し

て

、 

貧
乏
の
直
接
的
原
因
に
つ
い
て
綿
密
.に
調
査
し
た
ラ

ゥ
ン
ト

リ

ー
が
、「

第
一 

次
的
貧
乏」

——

た
と
え
ば
汽
車
に
乘
る
と
か
バ
ス
に
乗
る
と
か
と
い
う
こ
と 

は
ま
っ
た
く
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
半
べ>i 

Iの
新
聞
を
買
う
こ
と
も
せ
ず
、.
一
べ 

ニ
ー
ぐ
ら
い
の
安
音
楽
切
符
す
ら
賈
わ
な
い
と
い
う
、
そ
の
総
収
入
が
、
単
な 

る
肉
体
的
能
率
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
な
最
少
限
度
に
も
足
ら
ぬ
家
庭—

- 

を
、
ど
ん
な
労
働
者
で
も
、
三
人
の
子
供
が
あ
れ
ば
、
.あ
る
年
月
I

大
体
に 

お
い
て
十
年
間
程
度——

は
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い」

こ
と
を
指
摘
し 

て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
の
に
注
目
し
よ
う
。

「

一
週
ニ
〇
シ
リ
ン
グ
な
い
し
ニ
一 

シ
リ
シ
グ
を
獲
得
し
て
い
る
労
働
者 

は
、

ョ
ー
ク
に
お
い
て
は
比
較
的
少
数
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
.こ
の 

程
度
の
収
入
が
あ
っ
て
も
、
肉
体
申
を
保
持
す

る
た
め
に
は
、
，右
の
鉄

.則
の
前
に
屈
服
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
な
事
実
で
あ
る
。
こ
と
に
子 

供
が
三
人
以
上
：も
あ
る
家
庭
が
、
ど
の
よ
う
な
状
態
に
お
か
れ
る
か
を
-考
え 

.る
と
き
、
お
%■
い
半
ば
に
す
ぎ
る
も
の
が
あ
る
。
と
し
て
み
る
と
つ
ぎ
の
よ 

，う
な
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
明
瞭
で
あ
り
、
ま
た
し
た
が
っ
て
、
い
く
ら
強
調

し
て
も
差
支
え
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち

-

子
供
が
三
人
以
上
あ
っ
て
、
収
入
が
ニ
一
：シ
リ
ン
グ
八
ペ
ン
ス
を
超
え
な
い 

労
働
者
が
、
ぎ
り
ぎ
り
一
杯
の
肉
体
的
能
率
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
な
経 

費
以
外
の
支
出
を
し
た
な
ら
ば
、
か
れ
は
、
じ
ぶ
ん
自
身
の
肉
体
的
能
率
を 

.犠
牲
に
す
る
か
、
.あ
る
い
は
そ
の
家
族
の
ぞ
れ
を
犠
牲
に
す
る
か
し
な
け
れ 

'
ば
絶
対
に
暮
し
て
は
い
け
な
い」

。 

：

劣
恶
な
の
は
賃
金
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
不
^

f
■
者
の
生
活
を
一
層 

み
じ
め
な
も
の
に
し
て
い
た
の
は
、
そ
の
狭
く
暗
く
、
そ
し
て
不
潔
な
住
宅
で 

ぁ
っ
た
。 

.

.「

ひ
と
つ
の
部
屋
の
ダ
ブ
ル

.
ベ
ッ
ド
に
、

父
親
と
母
親
そ
し
て
赤
ん
坊 

そ
れ
か
ら
す
ぐ
下
の
赤
ん
坊
が
い
っ
し
ょ
に
寝
る
。

一
方
、

つ
ぎ
の
部
屋
の 

も
う
ひ
と
つ
の
ベ
ッ
ド
に
は
四
人
の
子
供
た
ち
が
，い
っ
し
ょ
に
寝
て
い
る
の 

だ
.

…
…

。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
、
尊
敬
に
値
す
る
、
勤
勉
な
、
真
面E

 

な
人
々
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
記
憶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
自 

分
の
仕
事
を
も
ち
、
.同
じ
部
屋
に
住
ん
で
い
る
の
だ
が
、
貧
民
窟
の
住
民
で 

.
は
な
い
。
彼
ら
は
お
ど
ろ
く
程
正
確
に
そ
の
家
賃
を
支
払
う
の
で
あ
っ
て
、
 

间
ら
か
の
哩
由
で
、
家
賃
を
滞
る
場
合
が
あ
っ
て
も
、
家
主
は
彼
ら
を
信
頼

’
 

S

•

し
て
い
る
の
だ
。」

わ
れ
わ
れ
が
以
上
に
お
い
て
論
証
し
た
の
は
、
帝
国
主
義
下
の
一
九
〇
〇
年 

驾
時
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
不
熟
^
^
働
者
の
悲
惨
な
状
態
で
あ
づ
た
。
こ
と 

さ
ら
に
こ
の
点
を
強
調
し
た
の
は
、
ま
彡
に
、
づ
ぎ
の
こ
と
を
言
わ
ん
が
た
め
-
 

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 

す
な
わ
ち
、
帝
国
主
義
の
勃
興
期
を
通
じ
て
、
世
界
の
労 

働
連
動
に
重
要
な
意
義
を
有
す
る
の
は
、
こ
の
ょ
う
な
不
熟
^
^
働
者
も
し
く 

. 

は
半
熟
,

働
者
と
熟
_

働
者
と
の
賃
金
.の
開
き
が
、
ま
す
ま
す
大
き
く
な 

る
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
、
こ
れ
で
あ
る
。
す

■で
に

.フ
リ
ー
ド
リ
ッ 

ヒ
‘
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
、「

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
労
働
者
階
級
の
状
態」

-に
つ

い

•
 

て
の
一
八
九
ニ
年
の
序
文
の
な
か
で
、
労
働
者
の
大
多
数
に
た
い
■し
て
労
働
者 

階
級
の
う
ち
の
貴
族
、
尋
働
者
の
特
権
的
な
少
数
者』

の
こ
と
を
論
じ
、「

一：

八

四

八

^

-

一

 
八
六
八
年
に
.お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
特
権
的
な
地
位
か
ら
持
続
的 

な
1

を
う
け
た
の
は
、

労
働
者
階
級
の
う
ち
で
も
、『

特
権
的
な
保
護
.さ
れ 

た
、
わ
ず
か
の
少
数
者』

だ
け
で
あ
っ
て
、
労
働
者
の
大
多
数
は
、
せ
い
ぜ
い 

そ
の
状
態
の
一
時
的
改
善
を
‘経
験
し
た
だ
け
で
あ
り
..：
：
、
イ
ギ
リ
ス
の
工
業 

上
の
独
占
の
崩
壊
と
と
も
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
階
級
は
こ
の
特
権
的
地
位 

を
央
う
で
あ
ろ
う」

と
の
べ
て
い
る
こ
と
は
ょ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス 

の
世
界
市
場
に
お
け
る
独
占
的
地
位
が
、
十
九
世
紀
末
に
崩
壊
し
た
こ
と
は
事 

実
で
あ
る
が
、
問
題
は
、
そ
の
崩
壊
が
い
か
な
る
方
法
で
お
こ
な
わ
れ
た
か
と 

い
う
点
で
あ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
.あ
ら
ゆ
る
独
占
を
す
べ
て
失
っ
て
し
ま
っ 

た
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
そ
う
で
は
な
い
。
工
業
上
の
独
占
は
破
壊
さ
れ
て
も
、
 

植
民
地
の
独
占
は
残
ク
た
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
工
業
土
の
独
占
の
崩
壊
を
植
民 

地
に
お
い
て
補
お
う
と
す
る
微
烈
な
意
図
は
、
勢
い
南
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
帝

ィ
ギ
リ
ス
祀
ぉ
付
る
姐
会
民
主
主
義
の
形
成
過
程

国
主
義
戦
争
と
い
う
冒
険
に
か
り
.た
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
高
賃
金
を 

う
け
と
る
^

^
働
者
が
ヴ

{
タ
ト
リ
ア
黄
金
時
代
の
栄
光
を
と
り
も
ど
し
、
 

依
然
と
し
て
そ
の
特
権
的
な
地
位
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
政
府
の
排
外
主 

義

，
侵
略
主
義
に
反
対
す
る
こ
と
に
■

的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
ば

.か
り

-
 

か
、
む
し
.ろ
.
4れ
.を
支
持
す
る
と
い
う
結
果
を
生
む
。

ま
こ
と
に

、

義
強
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
特
権
的
な
層
は
、
あ
る
程
度
、
幾
億
の
非
文 

明
諸
民
族
の
犠
牲
の
上
に
生
活
し
て
い
る
と
い
う
現
象
が
起
っ(I

〕。」

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
き
の
セ
シ
ル• 

ロ
ー
ズ
の
言
葉
を
想
い
お
こ
さ
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
.こ
の
真
の
意
味
は
、
資
本
家
が
植
民
地
か
ら
し
ぼ
り
と
っ 

た
超
過
利
潤
のr

部
を
利
用
し
て
、
本
国
の
熟
i

働
者
に
恩
恵
を
あ
た
え
、

.
 

彼
ら
を
買
収
し
、
全
体
と
し
て
の
労
働
者
階
級
の
戦
闘
性
と
連
帯
の
意
識
を
弱 

め
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
' 
産
業
の
平
和
を
隹
現
し
、
英
帝
国
の
繁
栄
を
も
た
ら 

す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
も
っ
と
も
露
骨
に
表
明
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
も 

ち
ろ
ん
ィ
ギ
リ
ス
の
場
合
、

一
八
八
◎
年
代
か
ら
一
九
〇
〇
年
ま
で
の
十
九
此 

紀
最
後
の
四
半
世
紀
の
間
に
労
働
者
階
級
全
体
の
実
質
賃
金
は
い
ち
じ
る
し
く 

上
昇
し
、

一
九
〇
〇
年
以
後
と
い
え
ど
も
必
ず
し
も
T -
落
し
な
か
っ
た
と
と
は 

事
実
て
あ
る
し
力
し
こ
れ
は
ク
チ
ン
ス

^
—
も
指
摘
し
て
い
る
ょ
う
に
、
広 

汎
な
労
働
者
大
衆
の
実
質
賃
金
は
上
昇
し
た
が
、
そ
れ
は
、
免
條
撕
心
か
^
 ̂

ら
し
た
諸
影
響
を
相
殺
し
う
る
a'
ど
充
分
な
上
昇
で
は
な
か
っ
か
し
、
む
し
ろ 

勤
労
者
大
衆
と
し
て
の
不
熟
®

働
，者
と
労
働
貴
族
と
し
て
の
^
!
労
働
者
と 

の
賃
金
の
差
は
、.

次
第
に
大
き
く
な
っ

て
ゆ
く
傾
向
を
生
じ
：̂
。
ホ
ッ
ブ
ス
バ 

ゥ
ム
に
ょ
れ
ば
、
.労
働
貴
族
の
実
際
の
大
き
さ
と
い
う
も
の
は
、
産
業
別
に
異

1

五

(

四
三
ー)



な
っ
て
お
.り
、

一
九
〇
六
年
の
賃
金
統
計
に
よ
れ
ば
、

㈠
労
働
貴
族
.が
、
势
子 

労
働
者
の
約一

一
〇
。ハ
.丨
セ
ン
ト
を
し
め
る
産
業
、
㈡
約 
一o

パ
ー
セ
ン
ト
を
し 

め
る
産
業
、

㈢ 一
0
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
産
業
の
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で 

き
る
と
.い
わ
れ
る
，奴
、
こ
れ
を
み
れ
ば
一
一
0
世
紀
初
頭
の
英
国
産
業
労
働
者
の 

ー
〇
。

(
—

セ
ン
ト
な
い
し
ニ
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
労
働
貴
族
と
呼
ば
れ
る
に
ふ 

さ
わ
し
い
比
較
的
高
い
鳥
金
と
雇
用
の
安
定
性
と
を
享
受
し
て
.い
た
も
の
と
厫 

わ
れ
る
。

'

帝
国
主
義
発
展
の
結
果
は
、
す
で
に
の
ベ
た
よ
ぅ
な
窮
迫
し
た
不
熟
f

働 

者
の
大
群
を
生
み
出
す
と
と
も
に
、
少
数
の
労
働
貴
族
層
と
の
.生
活
条
件
の
差 

を
は
げ
し
く
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
両
者
の
間
に
熟
，

働
者
よ
り
は
低
い 

が
、
不
熟
f

働
者
よ
り
は
高
い
賃
金
を
え

て

い

た
^
§

エ
が
介
在
し
て
い 

た
。
し
か
し
こ
れ
と
同
時
に
中
間
階
級
の
®
要
性
と
そ
の
労
働
運
動
へ
の
影
響 

も
ま
た
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
小
企
業
者
、
技
術
者
、
事 

務
系
職
員
、
教
員
お
よ
び
公
務
員
な
ど
の
隱
層
の
出
現
で
あ
る
。
こ
と
に
、
 

ィ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
が
、
ィ
ギ
リ
ス
帝
国
へ
と
伸
張
す
る
に
つ
れ
て
、
大

規

模

£
 

な
海
運
業
お
よ
び
輸
出
の
本
拠
で
あ
り
、
帝
国
の
基
軸
で
あ
る
ロ
ン
ド
ン
を
中 

心
に
、
帝
国
の
経
i

態
に
疮
じ
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
巨
大
な
財
政
機
構
に
配 

置
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
の
_

1
員
が
あ
ら
た
に
必
要
と
な
っ
た
。
.資
本
主
義
経 

済
が
独
占
段
階
に
達
す
る
と
、
本
国
に
は
帝
国
の
統
治
支
配
の
た
め
に
さ
ま
ざ 

ま
の
行
政
機
関
が
設
置
さ
れ
る
。
こ
の
機
関
は
、
植
民
地
諸
国
を
、
資
本
の
有
，
 

利
な
投
資
対
象
の
源
泉
と
し
て
充
分
绝
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
の
も
と
に
つ 

く
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
一
九
0

0年
代
の
イ
ギ
リ
ス
の
勤
労
者
大
衆
が
、

一
〇
パ

I
セ
ン 

ト
な
い
し
ニ
〇
パ~

セ
ン
ト
を
し
め
る
少
数
の
労
働
貴
族
層
の
ほ
か
に
、
新
興 

階
級
と
し
て
の
中
間
層
、
労
働
者
階
級
の
力
^
分
を
，し
め
る
半
熟
f

働
者
お 

よ
び
、
不
熟
練
労
働
者
と
か
ら
成
つ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ 

ば
、
と
れ
ら
の
諸
階
層
が
イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
あ
た
え
る
影
響
と
し
て
見
逃 

し
え
な
い
も
の
は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
ど
の
よ 

.う
な
形
で
あ
ら
わ
れ
た
か
と
い
う
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
オ
ー
ル
ド
•
ギ 

ャ
ン
グ
と
呼
ば
れ
た
指
導
者
を
頂
点
と
し
て
、
労
働
組
合
総
評
議
会
の
傘
下
に 

統
合
さ
れ
て
い
る
全
国
的
職
業
別
組
合=

熟
練
労
働
者
の
組
合(

そ
の
代
表
的 

職
種
と
し
て
は
、
鉄
銅
、
機
械
、
蒸
気
機
関
製
造
、
造
船
、
金
属
、
綿
業
、
建 

篥
業
、
指
物
業
、
印
刷
お
よ
び
メ
リ
ヤ
ス
業

)

に
加
入
し
て
い
た
^

^

働
者 

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
自
由
主
義
の
®

者
で
あ
り
、
自
由
：

=

労
働
政
策(

ブ 

ル
ジ
ョ
ァ
的
階
級
協
調
政
策)

の
^

#者
で
あ
り
、
ぼ
っ
て
労
働
運
動
の
保
守 

派
、
す
な
わ
ち
右
翼
お
よ
び
中
間
派
を
形
成
し
て
い
た
。
こ
れ
に
反
し
、
封
鎖 

的
な
熟
i

働
者
の
組
合
か
ら
閉
め
出
さ
れ
て
い
た
半
熟
i

働
者
お
よ
び

不 

熟

»
労

働

者(

波
止
場
労
働
者
、

運
輸
労
働
者
、

鉄
道
従
業
員
、

ガ
ス
労
働 

者
、
.
マ
ッ
チ
女
工
な
ど

)

は
、
社
会
員
'エ
連
盟
や
れ
#
、エ
義
者
同
盟
に
加
入
し 

て
い
た
社
会
主
義
者
に
よ
っ
て

胄
罾
さ

れ

、

一

八
八
〇
年
代
の
末
期
以
来
労
働 

組
合
蓮
動
に
お
け
る
左
翼
勢
力
の
主
柱
と
な
っ
た
。
ま
た
中
㈱
®
と
し
て
の
頭 

脳
労
働
者=

ホ
ヮ
イ
ト
.
.ヵ
ラ
ー(

事
務
系
労
働
者
、
書
記
、
販
売
人
、
管
理 

.者
お
よ
び
職
長
な

•ど)

は
、

一
部
の
急
進
的
な
分
子
を
除
い
て
は
多
く
小
ブ
ル 

.

ジ
ョ
ア
的
な
意
識
、
保
守
的
な
態
度
お
よ
•ひ
日
和
見
主
義
を
も
っ
て
特
微
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
な
か
か
ら
、
た
と
え
ば
フ
ヱ
ビ
ア
ン
社
会
主 

義
の
創
始
者
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
重
要
な
指
導
者
で
あ
っ

た

シ

ド

一

一
 

!

ゥ
ヱ
ッ
ブ
が
で
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
も
の
が
あ

ろ

う

.。
大
体
に
お
い 

て
、
帝
国
主
義
の
矛
盾
が
激
化
し
、
戦
争
の
危
機
の
切
迫
と
、
勤
労
者
大
衆
の 

窮
乏
化
と
が
、
英
国
の
空
気
を
一
層
重
苦
し
い
も
の
に
し
て
い
た
と
き
、
イ
ギ 

リ
ス
社
会
主
義
お
ょ
び
労
働
運
動
に
は
、
こ
れ
ら
の
破
局
に
対
処
す
る
た
め
の 

統
一
的
な
動
き
が
活
撥
と
な
り
な
が
ら
、
同
時
に
分
裂
的
な
傾
向——

と
り
わ

け
社
会
主
義
と
帝
国
主
義
と
.の

-
が
次
第
にnu

立
っ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
れ

は
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
者
階
級
の
调
題
で
あ
る
ば
か
り
で
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
 

イ
ギ
リ
ス
労
働
党
が
そ
の
草
創
期
に
缸
い
て
内
包
し
な
が
ら
も
、
徹
底
的
に
解 

決
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
諸
矛
盾
が
、
帝
国
主
義
と
闘
う
プ
口

レ

タ
リ
ア 

1
卜
の
国
際
的
な
組
織
と
し
て
の
第
二
イ
ン
タ
I
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
内
部
的
な
諸 

矛
盾
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に 

独

^

本̂
主
義
の
発
展
.に
と
も
な
う
労
働
貴
族
層
の
形
成
に
ょ
っ
て
、
^
■
者 

階
級
の
一
部
に
右
翼
日
和
見
主
義
が
枱
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
前
世
紀
最
後
の
時 

期
、
第
二
イ
ン
タ

I
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
お
い
て
中
枢
的
地
位
を
占
め
て
い
た
ド
イ 

ツ
社
会
民
主
党
を
は
じ
め
フ
ラ
ン
ス
独
立
社
会
党
の
内
部
に
も
、
眼
前
に
、
帝 

国
主
義
と
い
う
择
物
を
控
え
な
が
ら
、

マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
修
正
主
義
者
と
闘 

争
が
激
化
し
て
、
第
二
イ
ン
.タ
ー
内
部
に
お
け
る
も
っ
と
も
重
大
な
間
題
と
な 

っ
た
一
九
〇
〇
年
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
が
、
そ
の
誕
生
を
記
録
し
た
と
い
う
点 

に
わ
れ
わ
れ
は
特
別
の
関
心
.を
抱
く
.の
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
誕
生
は
、
，労
働
者
大
衆
の
政
治
的
な
闘
い
の
記
念
す
ベ 

,

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
社
会
民
主
主
義
の
形
成
過
程

き
勝
利
、
チ
ャ
I
チ
ス
ト
時
代
以
来
の
革
命
的
な
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
、
社
会

主
義
者
の
切
実
な
要
求
の
結
実
で
あ
っ
た
。
し
か
し
忘
れ
え
な
い
事
実
は
、
労

働
觉
は
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
、
統

.一
と
分
裂
の
矛
盾
に
悩
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
と
い
ぅ
事
実
で
あ
る
。

(

1)

社
会
民
主
主
義
の
本
質
に
か
ん
す
る

研
究
.は
、
こ
れ
を
無
批
判
的
に
礼 

譜
す
る
も
の
と
、

「

ブ
ル

ジ
ョ
ァ
階
級
の
利
益
に
奉
仕
す
る
も
の」
と
す
る 

二
つ
の
根
本
的
に
相
容
れ
な
.い
流
れ
に
ょ
っ
て
争
わ
れ
て
き
た
。
前
者
に
た 

い
す
る
批
判
と
し
て

.は
、

そ
の
社
会
主
義
に
た
い

す
る

理
論
的
な
基
礎
づ
け 

の
不
明
確
さ
、
後
者
に
た
い
し
て

は

左
翼

公
式
主
義
の
お
ち
い
り
易
い

教
条 

性
、
す
な
わ
ち
独
断
と

非
実
証
を
指
摘
し
て

お
き
た
い
。

(

2)

拙
稿

「

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
社
会
民
主
主
義
の
形
成
過
程

(

そ
の
一

)

.
 

I

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ァ
中
期
I

資
本
主
義
の
相
対
的
安
定
期—

に
お
け
る 

社
会
民
主
主
義
の
性
格
形
成
に

つ
い
て」

(

三
.田
学
会
雑
誌
第
五

ニ
卷
第
七 

号
所
収)

(

3) 

P
a
l
m
e

 D
u
t
t
; T

h
e

 Crisis of Britain and 

t
ha>
td
H
s
i
s
h 

Empire, I95i, pp. 78—79,

(

4)

.
こ
れ
に
つ

.い
て
の
す
ぐ
れ
た
分
析
と
し
て
は
入
江
節
次
郎
氏

「

帝
国
主 

義
移
行
期
の
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義

——

 

<世
界
の
エ
場

> 
か
ら
入
新
帝
国
主 

義 
>
.へ」

を
参
照

(

同
志

#
大
学
経
済
学
論
叢
、
第
九
卷
第
五
号

)

。

こ
の
新
帝
国
主
義
な
る
，概
念
を

'、
.

グ

ユ
■シ
ベ

ー

タ

ー
は
、，
つ
ぎ
の
ょ

.ぅ
な

.
 

言
葉
で
表
規
し
た
。

.

「

植
民
地
に
つ
い
て
、
デ
ィ

.ス
レ

.リー

は
、

一
八
五
ニ

一

七

(

四
三
三)



年
に
は
、T

こ
れ
ら
の
厄
介
な
植
民
地

.

…

：
は
、
わ
'れ
わ
れ
の
首
に
か
け
ら

れ
た
石

0
で
あ
る

』

と
書
い
て
い
た
の
だ

.が

-
-
そ
の
同

じ

植
民
地
を

こ

ん

ど
は
、
統
一
.的
帝
国
の
中
の
自
主
性
を
も
っ
た
一

員

と

す

る

、

と

云
い
だ
し 

'た
わ
け
だ
。
.こ
の
帝
国
を
関
税
同
盟
を
も
っ
て

結

び

、

植
民
地
の
無
主
地 

を
英
国
人
の
た
め
に
留
保
し
、
植
民
地
と
の
間
に
共
同
防
衛
組
織
を
.つ
く 

り
、
こ
の
全
機
樅
の
上
に
中
央
代
表
機
関
を
設
け
て
こ
れ
を
口
ン
ド
ン
'に
置 

き
、
こ
れ
に
依
っ
て
帝
国
政
府
と
誹
植
民
地
と
の
間
の
緊
密
化
.沽
潑
化
を 

因

る

と 
一

K

い
だ
し
た
の

で

あ

る

」
と

(Josepi 

A
,

 

S
c
h
u
m
p
e
t
e
r
;

 

I
mper

i
a
l
i
s
m

 

a
n
d

 Social Classes, 
1
9
5
1
.

都
留
重
人
訳
三

.七
I
H 

八
頁
、
岩
波
書
店

)

。

ま
た

¥
.
ド
ッ
ブ
は
、
こ
れ
に
，つ
い
て
、

「

投
資
分
野
を
拡
張
し
、
生
産 

設
備
の
全
能
力
を
ぅ
ご
か
す
た
め
に
新
市
場
と
い
ぅ
刺
戟
を
探
す

こ
上
、

地 

球
の
未
開
発
地
域
を
排
他
的
領
土
や
特
拖
的
市
場
に
分
割
す
る
た
め
の

競
 

争

1

で

あ

る

と

し

て

い

る

(
s
aurice 

D
o
b
b
; 

Mtudies 
in 

the 

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

 o
f

 Capitalism, 1
9
4
6
.

京
大
近
代
史
研
究
会
訳

I
、
 

一
三
九
頁
、

岩
彼
現
代
叢
書)

。

C
5)

レ
ー

_ン

「

帝
国
主
義
論

」

堀
江
邑
一
訳

(

国
民
文
庫
版

)

一
八
六 

頁
。

C
6)

ホ
ブ
ソ
ン

「

帝
国
主
義
論

」

矢
内
原
忠
雄
欽

(

岩
波
文
庫
版

)

上
巻
一 

五
四
頁
。

へ 
7
ン 

W
i
l
l
i
a
m

 B
o
o
t
h
;

 

In D
a

rtkest 

E
n
g
l
a
n
d

 

a
n
d

 

the 

W
a
y
'

一
A

(

四
三
四

)

(

8) 

Chiozza M
o
n
e
y
;

 

R
i
c
h
e
w
p
o
v
e
r
t
y
,

 1905, p. 

47,

(

9)

td
.
w
g
g

 

げo
h
m

 

K
o
w
n
t
r
e
e
;

 Poverty, 

A

 

wc+
u
d
y of 

T
o
w
n

 

Life, 

1
9
0
1
.

-*
沼
弘
毅
訳

「

貧
乏
研
究

」

一
四
九
頁

(

ダ
ィ
ヤ
モ
ン
ド 

社
、
但
し
邦
訳
は
一
九
二

 
ニ
年
版

)

。

(

10) 

Mrs. P
e
m
b
e
r

 R
e
e
v
e
s
; 

K
o
u
n
d

 a
b
o
u
t

 a

 P
o
u
n
d

 a

- ^e
e

k
t

 

1913, ch. IV. 

(quoted ia :
T
h
e

 G
r
o
w
t
h

 o
f

 British Indus— 

trial 

Relations, 

A

 

gc+
u
d
y fr

o
m

 the Standpoint 

o
f

 

H906

丨
 

14,1959, 

b
y

 

E
_ H.

 

P
helps w

r
o
w
n

J

(

11)

マ
ル
ク
ス
.
工
ン
ゲ
ル
ス
選
集

(

犬
月
版

)

補
巻
ニ
、
五

0
三
丨
五
〇

、
四

頁

。

(

12)

レ
ー
ー1

ン
、
前
掲
書
、

一
八
七
頁
。

(

13) 

G. 

D. 

H
.

 Cole; A

 Short History of

 w
r
i

c+isil W
o
r
k
i
n
g

 

Class 

M
o
v
e
m
e
n
t
,

 

1947, 

p. 

274.

実 名 M  /

質

賃

百

賃 金/年

金 金 h
ホ

芸

八

芬宇
九

八

八

互？
四

九 九

— 公
好

承

8

7ZS 
S  1

(
14)
ユ
ル
ゲ
ン

•
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
、

ー
八
六
九
年

|
ー
九
〇
三
年
の
、
ィ 

ギ
リ
ス
と
ド
ィ
ッ
の
労
働
貴
族
と
広
机
な
労
働
者
大
衆
と
の
実
質
賃
金
に
つ 

い
て
、
つ
ぎ
の
ょ
ぅ
な
比
較
を
試
み
て
い
る

(

前
表
と
同
様
に
、
*
に
注

れ
る

h 業 S て

メ

ャ

ス

業

印

刷

業

指

物

業

等

建

築

業

綿

業

種

々

の

金

属

エ

業

造

船

業

機
械
業

蒸

機
m
製
造
業

鉄

銅

業

男 

子 

労 • 
働 

者
の

所

得

上〇四 
シ〇

九 一 % 八 八 o 一
一

-し リお 

ンよ

■ *
—

一 〇 〇
一

八
%

グび
以四

〇 % 九 —し o 四

-

九

リお四 
ンよ五 
グぴシ 
以四リ

ハ
一

〇 八 — * 四 -J.* 上五ン
シグ

門 業 位

公 鉄 化 諸 陶 衣

製

学 業

お

上 器 服

事 薬 び

産

業 道 ' 品 業 業 業

八 八 % 〇

五 七 ミ
ニ

'— 為

_:

五 四 五 ハ
—し

—し
ハ 西 ；~ * ニ

イ
ギ
リ
ス

(

一
八
六
九

丨

一
八
七
九
：=

1

〇
〇
と
す
る

)

労

働

貴

族

広
饥
な
労
働
大
衆

mi

]t

木

S

氺

o

S
7C1
六

プu

•— A

八

六

3X o

八

7C1

氺 氺

s 1g

ド

イ

ツ

(

一
八
七
九

1
一
八
八
六

=

一
〇
〇
と
す
る

)

c_l
d
r
g
e
n
w
u
c
z
y
n
s
k
i
; 

D
i
e

^
J
JCD
o
r
i
e

 der L
a
g
e

 der 

Arbeiter, 

1
9
5
5
.

新
川
士
郎
訳

「

絶
対
的
窮
乏
化
理
論

1_
五
四
頁

(

有

斐

閣

)

。

(

15)

«
•
 J. w

o
b
s
T
b
a
w
m
; 

T
h
e

 

L
a
b
o
u
r

 

Aristocracy 

in 

lto
cf
h 

C
e
n
t
u
r
y

ttiritaln, 

(
D
e
m
o
c
r
a
c
y

 a
n
d

 the L
a
b
o
u
r

 M
o
v
e
m
e
n
t
,

 

E
s
s
a
y
s

 in h
o
n
o
u
r

 

OHJD
o
n
a

 "Torr, 

1954, p
.

to
1
6

)

(

1 6)

ホ
ッ
ブ
ス
バ
ウ
ム
は
、

一

九
〇
〇
年
代
に
お
け
る
労
働
貴
族
の
英
国
產 

業

^
働
者
中

i

占
め
る
割
合
に
つ
い
て
、

一

九
〇
六
年
の
賃
金
統
訃

(

但
し 

石
炭
業
を
食
ま
ず

)

を
^
礎
に
し
て
、
そ
の
割
合
、の
大
き
さ
に
ょ
っ
て
、
 

高
位
、
中
位
、
低
位
の
三
つ
に

わ
け
、
つ
ぎ
の
ょ
ぅ
な
興
味
深
い
数
字
を
示

ィ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
社
会
民
主
主
義
の
形
成
過
程

1産

1

九

(

四
三
五

)



湾義g
ィ 絹 ィ 煉 既 羊 食

瓦 物
お •

ン ン 織 X
び

製 織 飲
料

K タ お

ネ K 物
ゴ

ィ 靴 物
上
び

ル

産
ノレ 麻 業 ム 業 業 業

四
一 ■— » _ し 

ノヽ 五 五 五 七

九 ニ 四 八 四 四 七 八

一

〇
一 一

_ し 八 四
.1 ■>

四 ^ • 〇 八

(

17〕 

勾 

G
r
a
n
t
;
M
o
c
i
a
l
l
s
m

 .and 

the 
G13SS6W 

1
9
5
8
,

西
村

•
長
谷
川
共
訳
五
四
丨
五
五
頁(

理
論
社)
。

'

三

一
九
〇
〇
年
二
月
二
七
日
、
ロ
ン
ド
ン
の
フ
ァ
リ
ン
ド
ン
街
の
メ
モ
リ
ア
ル
•
 

ホ
一
ル
に
は
、
六
五
の
労
働
組
合
と
三
つ
の
社
会
主
義
団
体
と
.を
代
表
す
る
一 

ニ
九
名
の
人
々
が
出
席
し
、
労
働
代
表
委
員
会
を
開
催
し
た
。
.こ
の
会
合
に
代 

表
さ
れ
た
最
大
の
労
働
組
合
は
、
八
五
、
〇
〇
〇
名
の
合
同
機
関
士
組
合
で
あ 

っ
た
。
し
か
し
代
表
を
お
く
っ
た
六
五
の
組
合
の
ぅ
ち
、
三
七
は
五
、
〇
〇
〇 

名
以
下
、

一
一
は
’一
、
〇
0 

◦名
以
下
で
あ
っ
た
。

一
三
組
合
だ
け
が
一
〇
、
 

.o
〇
〇
名
以
上
、
機
関
士
組
合
の
ほ
か
に
四
組
合
だ
け
が
一
一
〇
、
〇
〇
〇
名
以 

上
の
組
合
で
あ
っ
た
。
こ
の
四
組
合
は
、
五
四
、
〇
〇
〇
名
の
合
同
鉄
道
従
業

ニ
〇

(

四
三六

；}

員
組
合
、
四
八
、
d
三
八
名
の
ガ
ス
お
よ
び1

般
労
働
者
組
合
、
三 
一
、

0

0
 

〇
名
の
製
靴
エ
組
合
、
ニ
九
、

0
〇
〇
名
の
ラ
ン
ヵ
シ
ア

•
チH

シ
ア
鉱
夫
連 

合
会
で
あ
っ
た
。
代
表
を
お
く
っ
^
社
会
主
義
団
体
は
、r

三
、
〇
0
〇
名
の 

党
員
を
も
つ
独
立
労
働
党(

T
tr
e Independent L

a
b
o
u
r

 P
a
rty

.

略
称 

I
,
L
.
P
.

)

九
、
〇

0
〇
名
の
社
会
民
主
連
盟(

The 

Social 

D
e
m
?

 

ciatic F
e
d
e
r
a
t
i
o
n

略

称

S
.
D
*
F
o

、
八
六
一
名
の
フ
31

ビ
ア
ン
協
# 

(
T
h
e

 

F
a
b
i
a
n

 

s
o
c
i
e
t
y
)

で
あ
っ
て
、
協
同
組
合
は
代
表
者
を
お
く
る 

よ
う
に
招
待
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
.疮
じ
な
か
っ
た
。
こ
の
労
働
者
代
表
会
護
が 

開
か
れ
る
に
至
っ
た
直
接
の
契
機
は
、
前
世
紀
の
八
〇
年
代
以
来
、
急
激
に
昂 

ま
っ
て
き
た
^

^
3e
義
と
不
罾
1

_
者
に
よ
る
ぼ
砠
ム
&

1&
の
^
矹
に
た
い 

す
る
資
本
家
侧
の
反
動
攻
勢
の
激
化
、
と
り
わ
け
、
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
に 

侵
略
的
帝
国
主
義
政
策
の
強
行
に
よ
っ
て
、
労
働
者
階
級
の
間
に
窮
乏
化
が
深
.
 

刻
を
極
め
た
結
果
、
云
い
か
え
る
な
ら
ば
、
保
守
党
の
反
動
化
、
自
由
党
の
帝 

国
主
義
化
に
と
も
な
うr

自
由=

労
働
政
策」

の
破
綻
に
よ
っ
て
、
労
働
者
階 

級
は
み
ず
か
ら
独
自
の
政
治
的
活
動
に
起
ち
上
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う 

事
態
の
な
か
に
胚
胎
し
て
い
た
。

一
八
九
九
年
に
、
プ
リ
マ
ゥ
ス
で
開
か
れ 

た
労
働
組
合
総
評
_
会

(Trades 

U
n
i
o
n

 

C
o
n
g
r
e
s
s
.

略

称

T
.
u
.
 

c 

.

)

に
お
い
て
、
合
同
鉄
道
従
業
員
組
合
が
、
労
働
者
議
員
を
増
す
手
段
を 

講
じ
る
た
め
に
、
労
働
組
合
、
協
同
組
合
お
よ
び
社
会
主
義
団
体
を
代
表
す
る 

'

特
別
会
議
を
要
望
す
る
決
議
案
を
提
出
し
た
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て 

い
る
。

資
本
家
的
反
動
攻
勢
は
、
す
で
に
新
組
合
運
動
の
発
展
と
ほ
と
ん
ど
時
を
同

じ
く
し
て
お
こ
っ
て
い
た
。

一
八
八
九
年
以
前
に
、

ロ
ン
ド
ン
の
サ
ウ
ス
•
メ 

ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
.
ガ
ス
会
社
は
一
〇
万
ポ
ン
ド
を
つ
い
や
し
て
組
合
を
お
し
つ 

ぶ
し
八
時
間
労
働
制
を
廃
止
し
た
し
、

一
八
七
五
年
に
は
、
も
っ
とi

n
s

裕
な
.
 

資
本
家
の
団
体
で
あ
る
船
舶
業
者
連
盟
は
、
船
乗
り
お
よ
び
河
岸
労
働
者
を
压 

迫
し
た
。
そ
の
他
ダ

I
ラ
ム
の
炭
坑
経
営
者
は
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
賃
金
切
り 

下
げ
を
要
求
し
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、

ヨ
I
ク
シ
ア
、
，ラ
ン
カ
シ
ア
お
よ
び 

ラ
ン
カ
シ
ア
お
よ
び
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
げ
し
い
®

が
も
ち
上
り
、
 

結
局
政
府
の
：

1
:
^

に
よ
ヮ
て
も
と
の
賃
金
を
確
保
し
た
に
す
ぎ
な
か
マ
た
。

と 

く
に
ー
八
九
六
气

^
豸
ィ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ス
コ
'ッ
ト
ラ
ン
ド
の
経
営
者
を
参 

加
せ
し
め
た
機
械
業
経
営
者
連
盟(Employers 

Federation 

of E
n


gineering Association)

の
よ
う
な
強
力
な
資
本
家
的
団
体
の
結
成
は
、
 

新
し
い
機
械
の
採
用
に
よ
っ
.て
^

^
働
者
に
不
熟
§

■
者
を
も
っ
て
代
え 

よ
う
と
し
た
0
当
時
ロ
ン
ド
シ
に
お
い
で
は
機
械
工
は
一
日
八
時
間
、
週
四
八 

時
間
労
働
を
雇
主
側
に
認
め
さ
せ
て
い
た
が
、
恭
に
お
い
て
ば
必
ず
し
も
そ 

う
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
合
同
機
械
工
同
盟
は
、
全
国
一
律
八
時
間
労
働
制 

を
確
保
す
べ
く
ス
ト
ラ
ィ
キ
に
突
入
し
経
営
者
側
は
ロ
ッ
ク
：
ア
ウ
ト
を
宣
言 

し
た
。
争
議
は
延
々
一
年
に
も
及
び
、
資
^
:
家
側
は
ド
ィ
ツ
の
資
本
家
シ
ー
メ 

ン
ズ(

S
i
e
m
e
n
s
)

の
支
持
の
も
と
に
、
組
合
は
ロ
ン
ド
ン
労
働
組
合
総
評
議 

会
か
ら
の
強
い
支
援
と
植
民
地
各
地
か
ら
の
二
八
、

0
〇
〇
ポ
ン
ド
に
の
ぽ
る 

闕
争
資
金
を
.も
っ
て
は
げ
し
く
闘
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
八
九
八
年
、
つ
.
 

ぎ
の
よ
う
な
条
件
で
：妥
協
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
㈠
彼
ら
自
身
の
工
場 

に
あ
っ
て
は
、
経
営
者
は
絶
対
の
支
醌
者
で
あ
る
こ
と
、S

出
来
高
払
制
の
採 

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
社
会
民
主
主
義
の
形
成
過
程

用
を
認
め
る
こ
と
、S

団
体
交
渉
、
㈣
組
合
員
は
非
組
合
員
の
賃
金
に
干
渉
し 

な
い
こ
と
な
ど
で
あ
っ(li 。

こ
の
よ
う
に
し
て
新
組
合
運
動
に
お
い
て
失
っ
た 

と
こ
ろ
を
急
速
に
恢
復
し
よ
う
と
す
る
^
本
家
的
攻
勢
は
^
烈
と
な
り
、
労
働 

.組
合
運
動
は
、.
十
九
世
紀
末
の
新
組
合
運
動
の
昂
揚
に
比
べ
て
そ
の
反
動
と
も 

い
う
べ
き
退
潮
期
に
.入
：っ
.，て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
資
本
家
的
な
攻
撃
の
は
げ 

し
さ
の
頂
点
と
し
て
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
反
動
的
な
性
格
を
物
語
る
も
の
と
し 

て
、
タ
ッ
プ

.
ヴH —

ル
事
件
は
、
ま
こ
と
に
典
型
的
な
も
の
七
い
え
よ
う
。

ィ
ギ
リ
ス
労
働
者
階
級
に
と
っ
て
は
、.

ボ
ア
戦
争
と
タ
ツ
フ
•
ヴ
ヱ
ー
ル
の 

判
決
と
い
う
一
一
重
.の
衝
撃
に
よ
っ
て
お
ど
ろ
か
さ
れ
た
一
一
0
世
紀
初
頭
、

工
ド 

ヮ
ー
ド
時
代
と
呼
ば
れ
た
こ
の
世
紀
の
は
じ
め
の
十
年
間
は
、
新
し
い
帝
国
主 

義
体
制
が
完
成
し
、

i
ギ
リ
ス
の
宿
敵
フ
ラ
ン
ス
と
ョ
I 
口
ッ
パ
に
お
け
る
反 

動
の
本
拠
と
し
て
の
.ロ
シ
ア
の
間
に
、
新
し
い
同
盟
関
係
が
生
ま
れ
、
そ
れ
と 

ド
ィ
ツ
と
の
間
に
は
げ
し
い
緊
張
関
係
が
醸
し
出
さ
れ
た
時
期
に
相
当
す
る
。
 

国
内
に
お
い
て
は
、

一
方
に
お
け
る
増
大
す
る
富
と
他
方
に
お
け
る
貧
困
の
堆 

積
、
国
際
的
に
は
帝
国
主
義
的
i

を
め
ぐ
る
f

の
危
機
、
こ
う
し
た
な
か 

で
、
労
働
者
階
級
の
状
態
は
悪
化
の一

途
を
た
ど
っ
た
。

一
九
〇
〇
年
が
ら
一 

九
〇
八
年
に
か
け
て
、
実
質
賃
金
は
ほ
と
ん
ど
上
昇
し
な
か
っ
た
の
に
反
し
、
 

利
潤
は
一

二

，

五
パ
'

—

セ
.ン
ト
も
増
加
し
た
。
成
年
男
子
労
働
者
の
八
人
の
う 

■ち
五
人
ま
で
が
、
絶
対
最
低
生
活
資
金(

当
時1

般
に
認
め
ら
れ
た
も
の
を
一 

週
三
〇

>
リ
ン
グ
と
し
て

)

以
下
し
が
得
て
お
ら
ず
、
婦
人
労
働
者
に
至
っ
て 

は
、
わ
ず
か
に
八
シ
リ
ン
グ
と
い
う
低
賃
金
で
あ
っ
た)

。
か
く
し
て
新
組
合
蓮 

動
と
f

的
社
会
主
義
運
動
に
た
い
す
る
反
動
と
し
て
の
資
本
家
的
攻
勢
の
激

ニ

ー

(

四
三
七)

■



化
、
労
働
者
階
級
の
そ
れ
に
た
い
す
る
必
死
の
闘
争
の
過
程
の
.な
.か
で
、
従
来 

イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
に
お
い
て
主
流
を
な
し
て
い
た
労
働
組
合
総
評
讓
会
に
お 

け
る
古
い
指
導
者

.
0
1
<
1
0

§
0<
5

0
の

「

自

ff
i
を

_」

政
策
は
、
い
ま
や 

深
刻
な
反
省
を
せ
ま
ら
れ
、
ま
た
各
方
面
か
ら
は
げ
し
い
非
難
攻
撃
を
あ
び
る 

に
至
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、

一
八
八
◦
年
代
に
お
け
る
新
組
合
運
動
と
社
会
主
義 

の
勃
興
に
よ
っ
て
ま
き
お
こ
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
労
15
#
に
お
け
る
^

か̂
ら
、
 

そ
れ
が
、j

九
〇
〇
年
の
労
働
代
表
委
員
会
と
な
っ
て
結
実
す
る
ま
で
の
経
緯 

に
つ
い
て
、
労
働
組
合
運
動
と
社
会
主
義
と
の
関
連
に
つ
い
て
注
目
し
つ
つ
、
 

理
論
的
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。..い
う
ま
で
も
な
く
一 
八
八
九
年
の
ド 

ッ
ク
♦ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
っ
て
絶
頂
に
罾
し
た
お
砠
ム
ロ
罾
1>
を
胄
罾
し
た
者
は
、
 

ト
ム

•
マ
ン
、
ジ
ョ

ン

.
パー

ン
ズ
お
よ
び
べ
ン
.
テ
ィ
レ
ッ
ト
の
よ
う
な
主 

と
し
て
社
会
民
主
連
盟
に
加
入
し
て
い
た
人
々
で
あ
っ
た
。
社
会
^
工
連
盟
が 

も
つ
根
本
的
な
矛
盾
は
、
本
質
的
に
は
保
守
办
H

主
義
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た 

H • 

M 

•
ハ
イ
ン
ド
マ
ン

)

の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
公
式
的
な
理
解
、
そ
の 

貴
族
的
俗
#

性̂
、

セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
こ
の
団
体
の
大
衆
と
の 

接
触
が
妨
げ
ら
れ
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
組
合
蓮
動
の
な
か
に
、

マ
ル
ク
ス
主
義
理 

論
の
正
し
い
理
解
で
は
な
く
、
誤
っ
た
解
釈
を
導
き
い
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

こ
う
し
た
社
会
民
主
連
盟
の
革
命
至
上
主
義
、
労
働
組
合
の
役
割
に
た
い
す
る 

ハ
イ
ン
ド
マ
ン
の
誤
っ
た
胄
砠
に
罾
罾
さ
れ
た
左
翼
八
ム
ま
ま
義
者
に
た
い
し 

て
、
ト
ム•

マ
ン
は
、

一
方
.に
お
い
て
労
働
組
合
の
も
つ
役
割
の
重
要
性
を
認 

.識
さ
せ
る
た
め
に
努
力
す
る
と
と
も
に
、他
方
、経
済
的
な
諸
条
件
の
攫
得
の
み

を
も
マ
て
、

労
働
組
合
の
任
務
と
考
え
て
い
た
熟
練
労
働
者
に
た
い
し
て
は
、
 

社
会
主
義
の
必
要
性
を
力
説
.，し
、
と
く
に
、
オ~

 H

ン
の
時
代
か
ら
チ
ャ
|
チ 

ス
ト

運
動
を
ベ
て

ノ

第
—-

イ

ン

タ

ー

ナ

.シ
ョ
ナ
ル
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
が

と

り
 

あ
げ
、

そ
の
後
マ
ル
ク
ス
の
友
ア
ダ
ム
•
ウ

ィ

ー

ラ

I 

Weller)

が
労
働
組
合
総
評
讓
会
に
お
い
て
こ
れ
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、

一
八
八
三
年
ま 

で
ほ
と
ん
ど
か
え
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
八
時
間
®

制
の
要
求
を
、
運
動
の
具 

体
的
な
目
標
と
し
て
掲
げ
た
の
で
あ
っ
‘た)

。
ト
ム
.
マ
ン
の
こ
ぅ
し
た
努
力
に 

も
か
か
わ
ら
ず
、
指
導
者
の
非
社
会
主
義
的
労
働
組
合
指
導
者
に
た
い
す
る
偏 

見
の
た
め
に
、
社
会
民
主
連
盟
の
運
動
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
の
工
業
地
帶 

，に
お
い
て
不
成
功
で
あ
り
、
ラ
ン
ヵ
シ
ア
地
方
に
多
く
の
支
部
を
も
つ
こ
と
は 

で
き
て
も
局
地
的
で
あ
り
、
そ
の
影
響
は
失
業
者
や
不
熟
i

働
者
を
の
ぞ
け 

ば
、
必
ず
し
も
大
き
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
社
会
民
主
連
盟
は
、
こ
の
意 

味
に
お
い
て
は
、r

自
由
-労
働」

.

政
策
の
影
響
の
も
と
に
あ
っ
た
熟
練
労
働
者 

を
社
会
主
義
の
側
へ
ひ
き
つ
け
る
こ
と
に
成
功
し
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま 

た
実
際
に
社
会
民
主
連
盟
と
し
て
、
労
働
組
合
を
通
じ
て
の
大
衆
へ
の
社
会
主
.
 

義
の
啓
蒙
を
放
棄
し
、
革
命
の
主
要
な
勢
力
と
し
て
の
組
i

働
者
へ
の
浸
透 

を
怠
っ
た
こ
と
は
、
戦
術
的
に
重
大
な
失
敗
で
あ
っ
た
。

マ
ル
ク
ス
主
義
が
英 

国
社
会
主
義
運
動
に
お
け
る
主
要
な
勢
力
と
し
て
の
地
位
か
ら
脱
落
し
て
い
っ 

た
の
は
、
ま
ず
第」

に
こ
こ
に
基
因
し
て
い
る
。

社
会
民
主
連
盟
の
ほ
か
に
、
当
時
、
社
会
主
義
団
体
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た 

も
の
に
は
、

フH

ビ
ア
ン
協
会
と
独
立
労
働
党
が
あ
っ
た
。
fj
l
は
、

ロ
ン
ド 

ン
を
中
心
と
す
る
知
！
^
級̂
、
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
層
か
ら
な
る
比
較
的
小
規
模
の

団
体
で
あ
り
、
労
働
組
合
運
動
と
の
関
係
に
か
ん
す
る
限
り
、
あ
ま
り
問
題
に 

か
レ
な
如
、っ
か
が
、
労
働
党
成
立
と
い
う
点
か
ら
み
て
、
社
会
民
主
連
盟
と
競 

合
関
係
に
あ
り
、
そ
の
形
成
に
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
演
じ
、
従
っ
て
イ
ギ 

リ
ス
社
会
民
主
主
義
に
特
異
な
性
格
を
附
与
し
た
の
は
、
独
立
^

■
党
で
あ
っ 

た
。
労
働
党
の
成
立
と
い
う
歴
史
的
な
一
事
件
に
む

か

っ

て
、
社
会
員
ま
連
盟 

と
独
立
免
働
党
は
、
労
働
組
合
を
め
ぐ
り
、
相
互
に
競
争
者
と
し
て
の
地
位
に 

立
ち
な
が
ら
運
動
を
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
わ
れ
わ
れ
は
、
社
会
民 

主
連
盟
と
ォ
ー

ル
ド

.
ユ
■ニ
ォ
二
，ズ
ム
と
の
矛
盾
、
社
会
民
主
連
盟
と
独
立
労 

働
党
と
の
原
則
的
な
背
反
、
オ

I
ル
ド

.
ユ
ニ
オ
ニ
ズ
ム
と
ニ
ユ

I
.
ユ
ニ
オ 

ニ
.ス
ム
の
矛
盾
と
と
も
に
' 
自
由
党
と
オ
！
ル
ド
.
ユ

ニオー一.、
ス
ム
.と
の
関
係
、
 

あ
る
.い
は
労
働
組
合
総
評
議
会
に
な
っ
て
代
表
さ
れ
る
全
体
と
し
て
■の
オ
I
ル 

ド

•
.ユ
ニ
ォ
ン
内
部
に
お
け
る
紙
合
間
の
矛
盾
.な
ど
に
つ
い
て
、
立
体
的
な
観 

察
を
試
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

独
立
労
働
党
は
、
傅
犬
な
指
導
力
を
有
し
て
い
た
ヶ

I
ァ

.
ハー

デ
ィ
の
個 

人
的
な
努
力
に
多
く
負

.っ
て
い
た
。
.彼
は
、
労
働
組
合
を
も
っ
て
大
衆
的
な
政 

党
を
結
成
す
る
た
め
の
主
要
な
手
段
と
み
な
し
て
い
た
と
、い
う
点
で
は
、

H 

.

 

M

.ハ
イ
ン
ド
マ
ン
と
は
ま
っ
た
く
対
照
的
な
地
位
に
立
っ
て
い
る
。

ハ
I
デ 

ィ
は
す
で
に
一
八
八
七
年
ー
' ^

、
ス
コ
ッ
ト
テ
ン
ド
炭
坑
夫
連
盟

(scottisil 

'Mine

rts
、
F
e
d
e
H
a
t
i
o
n
)

の
機
&9
紙

「

ザ

•

マ
イ

ナ

I」

を
発
刊
し
、
そ
の 

な
か
で
、
土
地
国
有
、
上
院
の
廃
止
、
義
務
教
育
の
無
料
、
議
員
の
有
給
制
な 

ど
を
要
求
と
し
て
か
か
げ
て
い
た
が
、
と
く
に
、
炭
坑
夫
出
身
で
，、
ノ
ー
サ
ン 

、、ハ
.

~

ラ
ン
ド
^
出
の
議
員
ト
—
，マ
ス
..

バ
'丨

ト(
T
i
i
o
m
a
s

bd
u
H
t

)

の
自
由

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
社
会
民
主
主
義
の
形
成
過
程

菌

針

"
；：

磨

党
追
随
政
策
に
た
い
し
て
は
げ
し
い
批
判
を
浴
せ
た
。
こ
れ
は
彼
の
旧
指
導
者 

に
た
い
す
る
挑
戦
で
あ
る
と
と
も
に
、r

自
由
a労
働」

政
策
に
た
い
す
る
訣
別
、
 

す
な
わ
ち
社
会
主
義
の
原
則
の
上
に
立
つ
労
働
者
代
表
を
議
会
に
お
く
る
と
い 

ぅ「

独
立
労
働」

の
宣
言
に
ほ
か
.な
ら
な
か
っ
た
。F

ザ

•
マ
イ
ナ
-」

を
通
じ
て 

彼
は
、「

自
由
〃
労
働」

派
の
議
員
を
は
げ
し
く
攻
撃
す
る
と
と
：も
に
、
当
時
労 

働
組
合
総
評
議
会
の
書
記
と
し
て
重
き
を
な
し
.て
い
た
.へ
ン
リ
I
.
ブ
口
ー
ド 

ハ
ー

ス
ト(

w
(l
)̂
y
 B

r
o
a
i
b
u
T
s
t
)

の
権
威
を
も
お
そ
れ
ず
非
難
し
、
自
由 

党
か
ら
の
幾
多
の
誘
惑
や
迫
害
に
も
め
げ
ず
、

一
八
八
八
年
五
月
十
九
日
、

ハ 

丨
デ
ィ
を
支
持
す
る
ニ
七
人
の
人
々
を
中
心
に
、
グ
ラ
ス
ゴ
ゥ
に
お
.い
て
、

ス
.
 

ゴ
ッ
ト
ラ
ン
ド
労
働
党
が
結
成
さ
れ
た
。
か
く
し
て「

独
立
労
働」

の
叫
び
は 

ま
ず
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
-ド
，の
一
.角
か
ら
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
わ
れ
わ 

れ
は
ハー

デ
ィ
を
し
て
、

旧
指
導
者
、
自
由
-労
働
派
議
員
に
挑
^
せ
し

め

た
 

重
要
な
原
因
と
し
て
、
.彼
が
そ
の
i

を

れ

#

し

て

い
た
炭
坑
労
働
組
合
の
イ 

ギ
リ
ス
労
働
組
合
運
動
.に
お
け
る
地
位
の
重
要
性
に
つ
い
て
考
慮
し
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。
.

.世
界
の
歴
史
に
お
い
て
は
じ
め
て
そ
の
苦
難
の
途
を
き
り
拓
い
た
イ
ギ
リ
ス 

.

の
労
働
組
合
蓮
動
も
、
産
業
部
門
の
相
違
や
そ
れ
に
と
も
な
ぅ
弱
点
を
も
っ
て 

い
た
。
ま
ず
豸
一
に
、
十
九
世
紀
ま
^
に
お
い
て
^
■
組
合
員
の
分
布
状
態
は
、
 

垒
国
に
わ
た
っ
て
ー
様
で
は
也
ぐ
、
地
域
的
に
は
げ
し
'い
濃
淡
が
あ
り
、
不
熟 

練
労
働
者
の
か
な
り
の
部
分
は
組
織
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
運
輸 

労
働
者
、
サ
ー
ヴ
ィ
ス
業
従
業
員
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
婦
人
労
働
者
や
非
筋 

肉
労
働
者
は
、.
ほ
と

ん

ど
組
合
を
結
成
し
て
い
な
か
っ
た
し
、
農
業
労
働
者
の

二

三

(

四
三
九)



如
き
も
、

一
八
八
〇
衷
に
お
け
る
長
い
苟
酷
な
恐
慌
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ご 

く
限
ら
れ
た
地
域
を
除
い
て
は
紙
織
さ
れ
ず
、
い
わ
ん
や
、
小
商
店
':
'
小
企
業 

の
劣
恶
な
労
働
条
件
の
も
と
に
呻
吟
し
つ
づ
あ
っ
た
、1

豸
が
、
i

組
ム
ロ
M 

‘動
の
恩
恵
に
浴
し
え
な
か
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
製
造
業
に
か
ん
す
る 

限
り
、も
っ
と
も
効
果
的
に
免
働
組
合
が
組
織
さ
れ
た
の
.は
、機
械
技
術
上
の
変 

.

革
の
衝
撃
が
き
わ
め
て
強
く
感
じ
ら
れ
た
産
業
に
働
く
人
々
の
間
で
あ
っ
て
、

.

十
九
世
紀
末
期
に
お

い

て

さ

え

、

こ

の
範
喃
に
属
す
る
人
.々
必
ず
し
も
多
く
は 

な
か
っ
.た
。
シ
ド
ニー

 
•ゥ
ヱ
ッ
ブ
が
、
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「

.一
八
四11 

年
の
英
国
に
お
い
て
、
労
働
組
合
の
世
界
は
、
人
口
稠
密
な
地
帶
に
働
く
熟
練 

労
働
者
か
ら
主
と
し
て
成
っ
て
お
り…

…

、
組
合
員
の
約
半
数
は
、
炭
坑
、
綿 

工
業
お
よ
び
i

業
の
三
大
主
要
産
業
に
属
し
て
い
た
。
.
.一
方
、

一
般
の
労
働 

者
や
婦
人
労
働
者
は
、
こ
の
当
時
、
大
体
に
お
い
て
非
組
合
員
で
あ
っ
たJ

。

そ 

し
て
こ
れ
ら
の
主
要
産
業
の
な
か
で
さ
え
も
綿
工
業
や
軽
金
属
工
業
の
場
合
の 

如
き
は
、
大
企
業
に
た
い
す
る
小
規
模
家
族
工
場
の
従
属
の
型
態
が
目
立
ち
、
i
 

と
く
に
毛
織
物
業
に
お
い
て
は
、
そ
の
職
種
の
多
様
性
の
た
め
に
、
し
ば
し
ば 

工
場
主
と
労
働
者
と
の
間
に
前
近
代
的
な
家
父
長
的
関
係
が
温
存
さ
れ
て
い
た 

と
い
わ
れ 1

^
。

機
械
金
属
工
業
，に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
パ
ー
ミ
ン
ガ
ム
一
.帯 

の
柽
金
属
工
業
に
お
い
て
は
、
小
規
模
な
家
内
工
業
経
営
が
か
な
り
支
配
的
で 

あ
っ
，だ
。
印
刷
業
や
製
靴
業
.の
如
き
は
一
八
九
〇
$

に
至
っ
て
よ
う
や
く
機 

械
技
術
的
な
革
新
が
は
じ
め
ら
れ
、
一
方
、
ィ
ー
ス
ト

•
ェ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
 

チ
ャ
ー
ル
ス

.ブ
I
ス
：の
古
典
的
な
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
.小
規
模 

経
営
や
苦
汗
労
働
が
i

仕
立
業
や
家
具
製
造
業
.に
お
い
て
と
く
に
い
ち
じ
る

'
ニ

四

(

四
四
〇
> 

し
か
っ
た
。
ま
こ
と
に
、
十
八
世
紀
に
は
じ
ま
っ
た
産
業
革
命
は
、
十
九
世
紀 

末
期
に
.な
っ
て
も
な
お
多
く
の
産
業
に
お
い
て
、
ひ
き
つ
，づ
き
起
っ
て
お
り
、
 

あ
る
産
業
に
お
い
て
は
、

^
だ
始
ま
っ
て
さ
え
い
な
か
っ
た
の
だ
0
 

.
さ
て
、
十
九
世
紀
末
期
に
お
：け
る
ィ
ギ
リ
ス
産
i

造
と
i

組
合
と
の
関 

連
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
な
考
察
を
^
み
た
の
办
、

独
立
労
働
党
の
基
盤
と
し 

て
の
炭
坑
労
働
者
の
組
合
蓮
動
の
特
殊
性
を
追
求
し
て
み
る
こ
と
.に
し
よ
う
。
 

周
知
.の
よ
う
に
産
業
革
命
の
中
心
と
し
て
の
ラ
ン
カ
シ
ア
地
方
は
綿
エ
員
地
帯 

で
あ
り
、
組
織
さ
れ
た
繊
維
工
業
労
働
者
の
大
部
分
は
、
こ
の
地
方
に
集
中
し 

て
い
た
し
、
ま
た
重
機
械
工
業
の
中
心
地
.は
ス
.コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ク
ー
フ
ィ
ド
地 

方
で
あ
づ
て
、
1

罾
双
エ
の
強
カ
な
砠
ム
ロ
は
-'
の
地
方
.に
,
0な
地
盤
を
有 

し
て
い
た
。
シ
ド
ニー

.
ゥ
エ
ッ
ブ
.の
い
わ
ゆ
垮「

労
働
組
合
員
の
約
半
数
を
.
 

し
め
る
炭
坑
業
、
綿
工
業
お
よ
び
機
械
業
の
三
大
主
要
産
業」

の
う
ち
、
綿H

 

業
お
よ
び
機
械
産
業
は
、
主
と
し
て
北
部
お
よ
び
北
西
部
の
大
f

に
集
中
し 

て
い
た
の
に
反
し
、
炭
坑
業
は
、
サ
ゥ
ス

•
ゥ
エ
ー
ル
ズ
、
ノ
ー
サ
ン
バ
ー
ラ 

ン
ド
、
ダ

I
ラ
ム
、
.ラ
ン
.カ
シ
ア
お
よ
び
チ
.エ
シ
ア
、
ラ
ナー

.ク

.シ
ア
な
ど
の 

中
心
地
を
は
じ
め
、
'英
国
全
土
に
ま
た
が
っ
て
い
た
。
文
明
の
世
界
か
ら
隔
絶 

さ
れ
た
僻
遠
の
地
に
、
し
か
も
光
を
奪
わ
れ
た
地
7
数
千
呎
の
深
淵
の
な
か
で
、
 

生
命
を
脅
か
^

険̂
に
さ
ら
.さ
れ
な
が
ら
、
.長
時
間
労
働
を
強
い
ら
れ
た
十
九 

世
紀
初
頭
ま
で
の
炭
坑
労
働
者
の
状
態
は
、
ま
さ
し
く
白
人
奴
隸
の
そ
れ
で
あ 

っ
过
、。
こ
の
こ
と
は
、
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
運
動
を
通
じ
て
の
彼
ら
の
は
げ
し
い
闘 

争
に
よ
っ
て
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
.チ
ャ
|
タ

ー

の
叫
び
が
こ
だ 

ま
し
た
一
八
四
一
年
、
ウ

ク

フ

イ

ー

ル
ド
に
お
い
て
、
最
初
の
全
国
的
組

織
大
英
国
炭
坑
労
働
者
連
盟(Tile M

i
n
e
r

°lAssociation of

. Great 

Britain a
n
d

 Ire
l
a
n
d
)

が
結
成
さ
れ
た
が
、
翌
一
八
四
一j

年
シ
ャ
フ
ッ
ベ 

リ
卿
の
努
力
に
よ
っ
て
®]
^
さ
れ
た
#
や
は

、

十
歳
以
下
の
男
女
児
童
労
働
者 

の
雇
用
、
居
酒
屋
で
の
賃
金
の
十
乂
払
お
よ
び
十
五
歲
以
下
の
少
年
に
よ
る
巻
き 

上
げ
ヱ
ン
ジ
ン

の
取
り
扱
い
を
禁
じ
た
。
そ
れ
以
後
、

一
八
五
〇
年
か
ら
一
九 

ー
〇
年
ま
で
の
六
〇
年
は
、
炭
坑
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
よ
り
よ
き
鉱
山
条
令 

を
獲
得
せ
ん
が
た
め
の
長
い
闘
争
の
歴
史
で
ん
01
、
炭
坑
労
働
組
合
は
、
罰
金 

制
度
、
ト
ラ
ッ
.ク*

シ
ス
テ
ム
な
ど
の
前
近
代
的
強
制
と
た
た
か
い
、
ま
た
婦
人 

お

よ

び

幼

少

^
-
^
働

の

禁

止

を

法

的

に

鏤

ち
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
組
合
運
動
史
上
最
初
の
全
国
的
職
業
別
組
合
と
し
て
、
 

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
を
代
表
す
る
一
一
ュ
I 
.
モ
デ
ル
の
先
駆
的
型
態
と
な
っ
た 

こ
の
炭
坑
労
働
者
連
盟
も
、

一
八
四
七
年
か
ら
四
八
年
に
か
け
て
の
経
済
的
危
，
 

機
と
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
運
動
の
衰
勢
の
な
か
に
、そ
の
基
盤
を
喪
失
し
、
一
八
五
〇 

年
代
に
お
け
る
マー

チ
ン
•ジ
ュ

ー

ド

o
y
J
P
M

c+
i
n
. 

J
u
d
e
)

に
.よ
る
再
建
の
努 

力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、再
び
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
的
精
神
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
 

.一
八
五
五
年
頃
に
は
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
と
い
わ
1
认
。

一
八
五
八 

年
か
ら
六
三
年
に
か
け
て
炭
坑
労
働
組
合
を
復
活
し
、
こ
れ
を
合
同
機
械
工
同 

盟
と
並
ぶ
巨
大
組
合
た
ら
し
め
、
さ
ら
に
労
働
者
出
身
の
最
物
の
下
院
讓
員
と 

な
っ

て

、

三
〇
年
後
の
一
八
八
〇
_

、「

独
立
労
働」

運
動
に
お
い
て
、炭
坑 

労
働
組
合
を
し
て
、
そ
の
口
火
を
き
ら
せ
る
礎
石
を
き
づ
い
た
指
導
者
ま
、
ア 

レ
キ
サ
ン
ダ
I 

•マ
ク
ド
ナ
ル
ド(Alexander M

a
c
d
o
n
a
l
d
)

で
あ
っ」

こ
。
 

彼
の
労
働
組
合
主
義
者
と
し
て
の
政
策
の
特
異
性
は
、
ジ
ャ
ン
タ

が

労

働

組

合
 

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
社
会
民
主
主
義
の
形
成
過
程

主
義
者
の
た
め
の
政
治
的
な
自
由
を
確
保
す
る
こ
と
で
満
足
し
て
い
た
の
に
反 

し
、
最
初
か
ら
労
働
条
件
の
立
法
的
な
措
置
を
強
く
要
求
し
た
点
に
あ
っ(

だ
。
 

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
、
炭
坑
労
働
者
の
要
求
が
、
労
働
条
件
の
改
善
、
主
従
法
の 

撤
廃
、
も
し
く
は
選
挙
法
の
改
正
な
ど
、
当
時
の
ジ
ャ
ン
タ
に
よ
っ
て
ひ
き
い 

ら
れ
た
全
国
：

業
別
組
合
が
主
要
な
闘
争
目
標
と
し
て
大
き
な
関
心
を
い
だ 

い
て
い
た
も
の
と
基
本
的
に
.は
一
致
し
な
が
ら
、.
こ
れ
ら
の
要
求
に
包
摂
し
え 

な
い
炭
坑
労
働
者
に
固
有
な
問
題
^

―

た
と
え
ば
、
八
時
間
労
働
を
め
ぐ
る
成 

年
男
子
労
働
者
と
子
供
労
働
者
の
問
題
、
.雇
主
に
よ
る
賃
金
支
払
基
準
の
不
当 

な
評
価
、
雇
主
代
理
人
に
よ
る
監
督
の
拒
否——

が
存
在
す
る
こ
と
に
注
目
し 

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
主
と
し
て 

鈹
山
取
締
条
令C

M
i
n
e
w
w
e
g
u
l
a
t
l
o
n

 A
c
t
)

の
改
正
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
る 

の
で
あ
る
以
上
、
炭
坑
労
働
組
合
は
ニ
ュ
！ 

•モ
デ
ル

」

ユ
ニ
オ
ン
の
中
核
と 

し
て
の
機
械
工
同
盟
ゃ
綿
業
労
働
組
合
よ
り
も
、
免
き务

！
：

か
改i

l
i
j
h

s'il 

法
化
の
た
め
の
議
会
活
動
に
熱
心
.に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
'
 

れ
ば
、
ジ
ャ
ン
タ
が
政
治
運
動
に
終
始
冷
淡
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
丨 

—

た
と
え
ば
、
第
一
イ
ン
タ

ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
成
立
に
あ
た
っ
て
、
彼
ら
が
独 

自
の
意
図
か
ら
こ
れ
に
参
加
し
た
事
実
を
想
起
せ
よ——

。
た
だ
、
そ
の
態
度
，
 

は
、
主
従
法
の
撤
廃
や
第
一一

次
選
挙
法
の
改
正
の
場
合
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
 

労
働
者
階
級
の
基
本
的
な
権
利
が
脅
や
か
さ
れ
、
も
し
く
は
そ
れ
が
い
ち
じ
.る 

し
く
不
利
な
立
場
に
立
た
さ
れ
た
と
き
に
は
、
熱
烈
な
関
心
を
示
し
な
が
ら
も 

概
し
て
_

的
な
日
和
見
主
義
に
お
ち
い
づ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま 

る
。
チ
ャ
一
チ
太
ト
時
代
の
末
期
か
ら
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
に
か
け
て
、
ジ
ャ

ニ

五

(

四
四
一)



シ
タ
の
政
治
運
動
に
お
け
る
い
ち
じ
る
し
い
特
徴
は
、
労
働
組
合
運
動
を
も
つ 

と
も
せ
ま
い
経
済
主
義
の
粋
©
な
かU

閉
じ
こ
め
よ
う
と
す
る
排
他
的
独
占
主
.
 

義
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
政
治
的
日
和
見
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

.

.

と
こ
ろ
が
嵌
坑
労
働
組
合
の
場
合
は
、
こ
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ク
の
政
策
に
一 

fs
追
随
し
な
が
ら
も
、
そ
の
特
異
性
た
と
え
ば
石
^
産
業
の
地
理
的
条
件
か
ら 

く
る
各
地
組
合
間
の
労
働
条
件
の
差
異
、
他
産
業
に
ば
稀
な
重
大
な
災
害
の
頻 

発
な
ど
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
国
家
に
よ
る
社
会
政
策
的
な
立
法
の
措
置 

が
、
緊
急
に
要
請
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
こ
の
目
的
を
達 

す
る
た
め
に
は
、
た
ん
に
各
地
域
の
組
合
が
、個
別
的
に
団
体
交
渉
に
よ
っ
て
有 

利
な
条
件
を
経
営
者
か
ら
獲
ち
と
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
り
、
ど
う
し
て
も 

労
働
組
合
出
身
の
す
ぐ
れ
た
闘
士
を
、自
由
党
員
と
し

て
議
会
に
お

く

り

出
し
、
 

こ
の
こ
と
を
通
じ
て
上
か
ら
の
国
家
に
よ
る
法
的
な
規
制
な
い
し
措
置
を
促
進 

す
る
以
外
に
は
方
法
は
見
出
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
八
五
0
年 

に
制
定
さ
れ
た
鉱
山
取
締
条
令
が
、

一
九一

一
年
ま
で
に
、

ー
八
五
ニ
年
、

一
 

八
六
〇
年
、

一
八
七
.ニ
年
、

一
八
八
七
年
と
修
正
さ
れ
て
い
る
の
は
、
炭
坑
労 

働
者
の
場
合
の
労
働
条
件
の
改
善
の
事
情
と
そ
の

#

員
員
と
の
相
違
を
# J

M

つ 

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

一
八
七
四
年
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー•

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
と

-̂
マ

ス

•
バ

ー
ト

の
二
人
の
炭
坑
夫
が
、
最
初
の
労
働
者
出
身
の
自
由
党
議
員
と
し
て
当
選
し
、
 

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
一
八
八
一
年
に
死
去
し
た
あ

と

、

バ

ー

ト

は
一
九
一
八
年
ま 

で
上
院
_
員
で
あ
っ
た
。
響

は

、

一
八
九
五
年
の
総
選
挙
に
お
い
て
、
バ
ー

.
 

ト

と

チ

ャ

ー

シ

ス.

フ
ェ
ン
ウ
ィ
ッ
ク

(Charles 

F
e
n
w
i
c
k
)

が

ノ

ー

サ

ン
バ
I
ラ
ン
ド
で
、
ジ

3
ン
•ウ
ィ
ル
ソ
ン

(
J
o
h
n

 W
i
l
s
o
n
)

が
ミ
ッ
ド

•
 

ダ

i
フ
ム
で
、
ベ

ゾ

•ピ
ッ
カ

I

ト

Q

s
 piclkaHd)

が
、ヨ

I

ク
シ
ア
で
、
 

ウ
ィ
ル

.
エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム

(■
win A

b
H a

h
a
m
)

が
サ
ウ
ス
*ウ
ェ
ー
ル
ズ
で 

当
選
し
て
以
来
、
炭
坑
夫
出
身
の
議
員
は
次
第
に
そ
の
数
を
増
し
、

一九
0
六 

年
の
総
選
挙
に
お
け
る
労
働
代
表
委
員
会
代
表
議
員
五
四
名
の
う
ち
、
十
四
名 

と
.い
う
多
数
を
し
め
た
こ
，と
に
興
味
を
感
ず
る
も
.の
で
あ
る
。
こ
の
事
情
を
説 

明
し
て
ビ
ー
リ
ー
お
よ
び
ペ
リ
ン
グ
は
、
炭
坑
夫
出
身
の
候
補
者
が
、
宗
教
的 

に
非
国
教
派
で
あ
り
、
政
治
的
に
は
ダ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
主
義
者
で
あ
る
こ
と
に 

よ
っ
て
、
自
由
党
と
緊
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
、
お
よ
2̂
選
举 

闘
争
に
お
け
る
資
金
面
で
の
徹
底
し
た
集
中
主
義
な
'と
を
強
調
し
て
い
る
が
、
 

現
象
的
に
は
と
も
か
く
そ
う
し
た
観
察
も
成
り
立
つ
の
で
あ
る
が
、
炭
坑
労
働 

組
合
が
、何
故
に「

1
豸

_」

運
動
の
先
頭
に
た
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
 

そ
の
原
因
.を
深
く
考
え
れ
ば
、「

自
由
党
と
緊
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た」

と 

す
る
見
解
は
、「

独
立
労
働」

が
4
由
党
よ
り
の
独
办
で
あ
る
以
上
、
パ
ラ
ド
ッ 

ク
ス
に
お
ち
い
ら
ざ
る
■を
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
、ど
う
し
て
も
さ
き
に
指
摘
し 

た
よ
う
な
炭
坑
労
働
者
を
し
て
独
自
の
政
治
運
動
に
目
ざ
め
さ
せ
た
客
観
供
な 

条
件
と
し
て
、
彼
ら
の
経
済
的
な
要
求
と
政
治
と
の
関
連
に
つ
い
て
法
目
し
な 

か
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

.わ
れ
.わ
れ
は
以
上
に
お
い
て
、
十
九
世
紀
末
期
に
お
こ
っ
た
独
立
労
働
運
動 

党
の
蓮
動
を
、
労
働
党
成
立
の
た
め
の
重
要
な
条
件
と
し
て
把
え
、
独
立
労
働 

の
支
柱
と
し
て
の
炭
坑
労
働
組
合
の
他
の
産
業
に
お
け
る
労
働
組
合
と
比
較
し 

つ
つ
考
察
し
て
き
た
。
独
立
労
働
の
要
求
が

一八
八
〇
年
か
ら
九
〇
年
代
に
か

435,897
20,957,529

15,215
3,232,993

ノ '― サ ン バ

ダ
ラ ン 力
3 ークシア，東ラ
9 ス タ
ダ - ビ
サ ク ス • ゥ I
お よびモ ンマ
ノ チ ン ガ
3 ニク シア，西ラ
グ *人 タ
チ エ
ス タ ッフ ォ -
サ フ 才
ク オ 一ウ ィ 、
ノ 一 ザ ン

力 ン バ

ロンドン地区し'
ク ロ イ ド ン ,ウ エ ス ト

ン ド，キ ン グ ス ト ン ， 

む）
ヨ ー ク シ ア ， 北う

- ラ ン ド  

ラ ム

シ ァ

イ. ディング
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ドルセックス， 
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計

州 名
1891年当時の 
総 人 口

1892年の労働組
合員の確定数

総人口に対する 
組合員の割合
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1505,311

2,464,415
548,886
707,978

1,103,452
353,758
801,738
308,072
266,549

5,517,583

ニ

七

(

四
四
三
'

)

1
11
.
2
1
1
7.
4
27.
3
46.
8
26.
7
06.
1
45.
7
34.
7
44,
5
24.
4
94.
2
14.
1

9

2
3.
4
9

け
て
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

.ド
に
お
こ
っ
た
と
い
う

^
実
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
ケ 

-

ア

•
ハ
I
デ
ィ
と
い
う
す
ぐ
れ
た
個
性
の
力
に
よ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
こ 

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
側
面
で
あ
っ
て
、
よ
り 

深
く
、
独
立
労
働
の
経
済
的
背
景
を
考
え
る
な
ら
ば
、
労
働
党
成
立
.に
ま
つ
わ 

る
も
っ
と
も
基
本
的
な
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(

1

)
W
i
l
l
i
a
m
s
;

 

Fifty Y
e
a
r
s

 M
a
r
c
h
, 

T
h
e

 

Rise 

of 

the L
a
b
o
d
r

 

Party, 

1949
.

鈴

木

茂
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実
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色丨

最

適

投

資

の

計

画

資

フ
ラ
ン
ス
電
力
の
場
合

.

一九四六年の

国
有
化
以
来
、
フ
ラ
ン
ス
電
力(

以
下
、
E
. 

D 

.
F

)

ま
、
 

電
力
讓

Q

遮
営
を
翕

化
す
る
た
め
に
、
数
多
く

Q

理
論
的

研

響

行

な

っ

て
き
た
0
そ
の
有
力
な
研
绝
ス
.タ
ッ
フ
、
マ
ッ
セ

(

g
g
ĈQ
g)

、
ジ
ブ
ラ 

brat)
、

ボ
ワ
ト
ウ(Boi

c+e
u
x
)
、

ジ

ゲ(Giguet
)
、

ア
イ H 
レ

>-!
«】】

？ 

H
e
t
)

等
は
、
貯
水
管
理
に
関
す
る
ス
ト
カ
ス
テ
ィ
ッ
ク
.
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
、
 

限
界
理
論
に
も
と
づ
く
料
金
制
の
翌
、
将
来
の
需
要
想
定
、
電
湄
開
発
投
資 

-
irT
pr
の
策
定
、
の
こ
と
き
興
味
あ
る
業
^
を
次
々

と
^

し̂
、
フ

ラ
.

ン
ス
に
お 

け
る
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
シ
ズ
•リ
サ

ー

チ
の
中
核
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
扱
か
う
の
は
、
こ
の
な
か
の
投
資
計
画(

生
産
的
投
資)

の
研
绝
で 

あ
る
。
こ
れ
は
、
初
期
の
限
界
代
替
法
か
ら
、
次
の
線
型
計
画
法
の
中
期
計 

両
、
さ
ら
に
は
ダ
イ
ナ
ミ
：ッ
ク
•
プ
ロ
グ
ラ

ミ
ン
グ
を
JS
用
す
る
長
期
計
画
、 

と
發
展
し
、
現
在
そ
の
双
対
問
題
の
解
明
が
企
て
ら
れ
て
い
る
点
で
、
極
め
て
. 

興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
.以
下
、
で
き
う
る
か
ぎ
り
、
技
術
的
な
概
念
の
吏
弔 

を
さ
けS1.

つ
、
そ
れ
を
紹
介
し
ょ
う
0

E 

. 

D
V
.
,
.
F

の
モ
デ
ル
の
立
て
方
や
反
. 

定
に
関
し
て
種
々
の
批
判
す
べ
き
点
も
あ
る
が
、
難
点
に
は
十
分
配
慮
を
1«
1
え

最
適
投
資
の
計
画

原 

豊

た
上
で
§

的
に
理
論
的
分
析
を
採
用
し
た
こ
と
は
、
大
い
に
多
と
す
べ
き
と 

こ
ろ
で
あ
ろ
ぅ
。

1
、
.

個

別

的

開

発

方

式.

E 
• 
D 
.
F
が
採
用
し
て
い
る
開
発
方
式
は
、
計
画
地
点
の
経
済
獲
を
個 

別
的
に
算
定
す
る
、
い
わ
ゆ
る
青
本(

N
o
t
e

 B
l
e
u
e
)

方
式
で
あ
る
。
こ
れ 

は
、

一
九
五
三
年
に
確
立
し
た
も
の
で
、
火
力
設
備
と
水
力
設
備
と
の
限
思
代 

替
に
よ
る
費
用
最
小
化
を
そ
の
目
標
と
し
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
方
式
の
基
礎 

と
な
る
原
理
を
み
よ
ぅ
。

.一
般
に
、
生
産
の
最
適
化
問
題
は
、
次
の
二
つ
の
側
面
を
も
つ
。

1

、
羽
潤
の
最
大
化
。.生
産

要

素

と

生

産

物

の

^

^

は

所

与

で

あ
る
。

ニ

、

費

用

の

最

小

化

。

生

産

要

素

の

^

^

と

生

産

量

は

所

与

で

あ
る
。

E 

.

DF
の
計
画
は
、
生
産
要
素
市
場
で
は
、
特
に
考
慮
す
る
ほ
ど
の
影 

響
を
も
た
な
'い
し
、
国
有
企
業
と
し
て
の
半
独
占
的
な
性
格
か
ら
い
っ
て
も
、
 

第
二
の
費
用
最
小
化
問
題
を
ア
タ
ッ
ク
す
る
方
が
、
よ
り
現
実
的
で
あ
る
。
し

ニ

九

(

四
四
五

〕


