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「

ド
イ
ツ
人
民
も
ま
た
革
命
的
伝
統
を
.も
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
が
、
他
の
国
々
の
最
良
の
革
命
家
た
ち
と
も
肩
を
な
ら
べ
5

る
人
材
を
生
み
出
し 

た
時
代
、
ド
イ
ツ
人
民
が
、
も
し
集
中
し
た
国
民
の
場
合
だ
っ
た
ら
、
す
ば
ら
し
い
結
果
を
も
た
ら
し
，
た
に
ち
が
，
レ
な
い

根
気
と
精
力
と
を
発
揮 

L

た
時
代
、
ド
イ
ツ
の
農
民
と
平
民
と
が
、
彼
ら
の
子
孫
を
し
|ば
し
ば
た
じ
ろ
が
せ
る
に
た
る
よ
う
な
思
想
と
計
画
を
い
だ
い
た
時
^
、
そ
う
い 

う
時
代
が
か
っ
て
あ
っ
た
の
.で
あ
る
。」

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、「

ド
イ
ツ
農
.民
戦
争」

.の
冒
頭
に
、
以
上
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
が
、

わ
れ
わ
れ
は
今 

日
、
こ
の
文
章
を
更
め
'て
眛
わ
う
.べ
き
で
は
な
か
ろ
う
.か
。
'

'

,

ド
イ
ツ
人
の
民
族
的
誇
り
、
農
民
戦
争
：の
指
導
者
ト
マ
ス
•
ミ
ユ
ン
ツ
ァ
'や
宗
教
改
革
の
先
駆
者
マ
ル
テ
ィ
ン
•
ル
ツ
タ
ー
を
ま
つ
ま
で
も
な 

く
、
ド
イ
ツ
人
は
十
八
世
紀
以
来
す
ぐ
れ
た
文
化
を
創
造
し
た
。
カ
シ
ト
に
は
じ
ま
り
、
：シH—

リ
ン
グ
、

.フ
ィ
ヒ
テ
を
へ
て
へ
I
ゲ
ル
に
よ
っ 

て
完
成
さ
れ
た
理
想
主
義
哲
学(

観
念
論)

、
バ
-ツ
-
か
ら
へ
ン
ー
デ
ル
、
；
ハ
イ
ド
.ン
そ
し
て
、'尤
ィ
ツ
ァ
ル
ト
を
へ
：で
べ
!
ト
ー
ヴH

ン
ほ
よ
び
ブ
ラ 

丨
ム
ス
に
至
る
古
典
的
な
音
楽
芸
術
、

レ
ツ
ク
ン
ダ
、
デー

テ
、

シ
ラ
ー
.お
よ
び
ハ
イ
ネ
を
生
.み
出
し
た
一
ド
イ
ツ
文
学
、
ま
こ
と
に
十
八
«:
.紀
ト 

.

一
八
九
〇
年
か
ら
一
九
一
四
年
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
労
働
運
動
に
お
け
る
若
千
の
問
題 

ニ
1£(

五
四
ー)



ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
は
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
が
y
そ

の「

ド
イ
ツ

-.
イ
.デ
オ
ロ
ギ
丨
1-
;の
な
,
.で
、；
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ル
ジ
ョ 

ア
ジ
ー
に
比
較
し
て『

無
ヵ
な
ド〗

イ
ツ
市
民
が
な
し
と
げ
た
こ
'と
は

、

わ

ず

か

に

昏

ル

か

魚

％

だ
：け

：で
あ
；；っ
た

1
と
の
べ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら 

ず
、

他
の
ョ
ー
ロ
 
：ッ
。ハ
の
諸
民
族
が
な
ル
と
げ
え
な
が
：マ
た
科
学
的
社
会
主
義
の
建
設
者
.マ
ル

夕

：
ス

お

，
よ

び

.：エ
ン
ゲ
ル
ス
の
出
現
を
.準
備
し
た
こ 

と
に
お
い
て
、「

文
明
.ョ
ィ
ロ
::
'
/
.
パ
；の
三
大
国
，で.̂!
る
イ
ギ
リ
ス
人
、
ド
イ
ツ
-人
お
よ
.び
フ
ラ
ン
：ス
1
1—
た
.る
光
栄
を
担
う
も
の
で
Iあ
っ
た
。
 

'
.従
っ
て
ド
イ
ツ
が
革
命
的
伝
統
をも

. ：

つ
と
い
う
.意
味
は
ま
た
、科
学
的
社
会
主
義
.の
理
論
.を
も
っ
て
武
装
さ
れ
た
，プ
ロ
レ
タ
リ
ア
^
級
の
政
党
、 

社
会
民
主
党
が
、
-も
.っ
と
も
早
ぐ
、
そ
の
.姿
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
後
の
社
会
主
義
鎮
庄
法
.の
試
煉
に
も
耐
え
：てI

八

九

〇
年
代
に.は
、

第
一
一
イ
ン 

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
；を
中
心
と
す
る
国
際
労
働
運
動
.
.社
会
主
義
運
動
に
指
導
的
な
役
割
を
果
し
た
と
い
う
事
実
：の
な
か
に
見
出
さ
れ
な
げ
れ
ば
な 

ら
な
.い 

o '

-
■
 

■ 

; 

- 

:
'
• 

:

.'

わ
れ
わ
れ
が
、
ド
イ
：ツ
の
歴
史
に
お
い
て
も
っ
と
も
興
味
を
感
ず
.
.る
の
は
、
実
：

は
：：

こ
の
一
八
九
〇
年
か
ら
ー
九
一
四
年
の
第
一
次
世
界
大
戦
の 

勃
発
に
至
る
一一

五
年
間
に
お
付
る
ド
イ
ツ
資
本
主
義
の
発
展
と
社
会
.民
主
党
の
内
部
矛
盾
と
の
関
係
で
あ
っ
.て
、
問
題
は
、

ユ
ン
ヵ
ー
お
よ
び
ブ 

ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
を
支
柱
と
す
る
ド
イ
ツ
帝
国
主
義
政
策
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
の
社
会
民
主
党
内
部
に
お
け
る
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
的
分
裂
、
す
な 

わ

ち

改

ii
主
義
を
掲
げ
る
修
正
派
と
伝
来
の
合
法
主

義•
議
会
主
養
に
よ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
を
固
執
す
る
中
央
派
、
そ
し
て
マ
ル
ク
ス 

お
よ
び

.エ
ン
ゲ
ル
ス
.の
伝
統
を
正
し
く
承
け
継
ご
う
•と
す
る
革
命
的
な
左
派
の
出
琪
以
来
、
社
会
民
主
党
は
、
帝
国
主
義
政
策 <==

最
大
限
利
潤
追 

求
の
た
め
の
侵
略
戦
争
の
政
策)

に
抗
議
も
よ
う
と
す
る
第
ー
一
イ
ン
タ
.

—
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
三
回
に
わ
た
る
決

讓

(
1

八
九
一
年=

プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
大
会
、

.
一
八
九
三
年

=

チ
ェ
丨
リ
ヒ

大
会
、

一
 

<

九
.六
年=

ロ
ン
.ド
ン
大
会)

に
必
ず
し
も
徹
底
し
た
態
度
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
に
存
す
る
の
で
あ 

る
。
ひ
と
つ
に
は
、
一

八
七
0
年
か
ら
七

1
.年
に
か
げ
て
0
會
仏
戦
争
の
結
果
：ど
し
で
の
エ
油
ザ
ス
：
.
ロー

ト
リ
シ
ゲ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
奪 

取
を
契
機
と
し
て
ノ
フ
ラ
ン
.ス
は
.ロ
シ
ア
に
接
近
し
て
ド
イ
ツ
に
対
抗
す
る
.と
い
.う
、
国
際
政
治
上
：一
種
の
均
衡
状
態
が
ョ

ー

ロ

ツ

パ
を
支
配
し 

た
こ
と
も
あ

っ
て
、
ド
イ
ツ
の
社
会
主
褰
者
の
間
'に
は
、「

祖
国
防
衛」

と
い
う
の
ち
に
イ
ン
■タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
裏
切
る
結
果
と
な
っ
た

招

タ

主

義

が

反

©
的
な
ッ
ァ
ー
リ
ズ
ム
打
侄
と
い
ぅ
恰
好
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
相
ま
っ
て
、
.根
強
く
培
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
.そ
の
意
味
で
は
、

ロ
ー
ザ

•
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
が
、
強
調
し
て
い
■る
ょ
.ぅ
に
>
第

.一
次
世
界
大
戦
を
導
き
出
す
と
こ
ろ
の
系
譜
は
、

一

八
七
〇
年
か
ら
七
一
年
の
戦 

争
の
な
か
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
L

M
。；

そ
れ
ゆ
え
、
以
上
の
ょ
ぅ
な
問
題
意
識
の
上
.に
立
っ
て
十
九
世
紀
末
期
か
ら
今
世
紀
初
頭
ま
：で
‘
0
ド

，
イ

ッ

の

歴

史
.を
顧
み
る
と
き
、
こ
の
時
代 

の
研
究
は
実
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ
ッ
革
命
.め
失
敗
、
一
ヮ
：イ
マー

ル
体
制
の
も
.と
に
お
け
る
根
対
的
安
.定
ぞ
，し
て
そ
の
崩
壊
、
つ
い
に 

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の「

第
三
蒂
国
卜
と
い
ぅ
世
界
史
の
上
で
も
変
転
目
ま
ぐ
る
し
レ
悲
劇
’の
ニ
時
期—

j

九
一
j〇
年
か
ら
三
〇
年
代
に
い
た
る—
 

の
理
解
の
た
め
に
不
可
欠
の
前
提
で
あ
各
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
.い
;°
そ
れ
ゆ
え
、
東
西
両
ド
イ
ッ
に
お
い
て
十
九
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
初

頭

 

に
か
け
て
の
研
究
が
非
常
にf

ん
で
あ
る
の
は
、
ょ
く
通
解
で
き
る
し
、
と
く
に
ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
に
お
い
て
、
勞

働

講

史

4

会
運
動
史 

.
の
面
か
ら
、
こ
の
点
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
k
る)

。
.

、
一
九
六
〇
年
八
月
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
み
で
第
十
ー
回
国
際
歴
史
学
者
会
議
が
開
催
さ
れ
た(

紀
、
そ
こ
で
の
ド
イ
ッ
歴
史
学
者
た
ち
の
成
果
は
、
 

「

ド
イ
ツ
_民
主
共
禾
国
に
お
け
る
歴
^
的
研
究」

(
H
i
s

g-rische F
o
r
s
c
h
u
n
g
e
n

 in 

d
s 

D
D
W

丨A
n
a
l
y
s
s

 u
n
d

w
e
;
c
i
c
h

c+
-e)

..と
題
し
、「

呀
ヒ
电 

科
学
雑
誌」

c
z
l
c
h
r
l
f
t

 f
u
r

 G
e
l
l
s
w
i
s
s
l
c
h
a
f
t
)

の
別
#
と
し
て
公
刊
さ
れ
て
い
る
.こ
と
は3E

知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
内
容
の 

.

紹
介
に
つ
い
て
は
、

い
ず
れ
•の
ち
の
機
会
に
ゆ
ず
る
が
、
.
と
も
か
く
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
に
お
い
て
、
帝
国
主
義
の
矛
盾
が
、
も
っ
と
も
尖
鋭 

な
形
で
は
げ
し
く
な
っ
て
V
っ
^
一
 

八
九
〇
年
頃
か
ら4

九
一
四
年
に
か
け
て
の
社
会
運
動
史
に
か
ん
す
る
研
究
が
、
精
力
的
に
つ
づ
け
ら
れ
て 

い
る
が
、
：そ

の

な

か

に

は

、

.■
'
ひ

と

つ

の

き

わ立
っ
.た
.特
徽
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
に
と
り
あ
げ
た
、'ハ
ル
テ
ル
の
労
作
も
そ
の
主
要
な
業 

績

の
ひ
と
つ
の
，典

型

で

あ

る

と

い

え

ょ

ぅ

。

で

は

そ

の

特

徴

と

は

，可
か

。

.

:

:ゾ

ル
テ
ル
'の
研
究
は
、「

軍
国
主
義
と
戦
争
と
閼
ぅ
ド
イ
ッ
社
会
民
主
主
義
左
派j

と
顧
し
六
0

0
頁
を
遛
え
る
大
冊
で
、
；そ
の
精
カ
的
な
勉 

強
に
た
い
1
て
敬
意
を
表
す
べ
き
カ
作
.で
あ
る
が
、
..
'
-い
ま
こ
と
さ
ら
に
こ
の
書
を
ど
り
あ
げ
忒
そ
の
内
容
を
吟
味
し
批
判
し
ょ
ぅ
と
す
る
の
1
、

气
 

■ 

, 

■ 

■ 

■ 

■

1

八
九

0
年
か
ら
一
九
一
四
年
に
か
け
て
の
ド
イ
ッ
労
働
運
動
に
お
け
る
若
干
の
問
題

 

.
 

ニ

七

(

五
四
三)



以
飞
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
，.す
な
わ
ち
、
：も
し
こ
.の
研
梵
が
、

イ
ツ
.社
会

主

義

運

動.'
*

に

か

ん

す

る

軟

後

の

主

荽

な

業

績

の

ひ

と

つ

で 

あ
る
な
ら
ば
、
.そ
の

な

か

に

は

当

然

、

ド

イ

グ

民

主

共

和

国

；に
お
け
る
研
究
の
方
向
や
間
題
意
識
が
明
ー
瞭
に
反
映
し
.て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で 

あ
り
、
ま
た
事
実
筆
者
は
、
.こ
れ
を

読
み
つ
つ
、
こ
の
こ

と

を
も
っ
と
も
強
く
意
識
し
た
の
で
あ
っ
た
。
 

::筆
者
は
ま
だ
ド
イ
ツ
勞
働
連
動
史
や
社
会
運
動
史
の
研
究
に
志
し
て
日
.%
浅
く
、
従
っ
て
研
究
動
向
な
ど
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
と
し
た
も
の 

を
把
握
す
る
ほ
ど
ま
で
.に
は
い
っ
て
い
な
い
，が
、
た
だ
夥
し
い
出
版
物
を
注
意
深
く
見
ま
も
る
だ
け
で
も
、
労
働
運
動
史
研
究
の
方
法
論
に
、
何 

か
公
式
主
義
的
な
傾
向
が
色
濃
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
.気
、が
す
る(

1.
6〕

、
.そ

れ

が

ま

た

ド

イ

ツ

民

主

共

和

国

に

お

け

る

労

働

運

動

史

研

究

の

特

徴

で 

も
あ
り
、.
欠
陥
を
も
形
づ
く
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
^

こ
の
仮
定
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

筆
者
が
、

こ
の
バ
ル
テ
ル
の
研
究
y
通
じ 

て
、
論
じ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
主
と
し
て
戦
後
の
ド
イ
ツ
労
働
運
動
史
斫
究
に
あ
ら
わ
れ
た
成
果
と
欠
陥
が
何
で
あ
る
か
、
す
な
わ 

ち
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
い
わ
ゆ
る「

ド
イ
ツ
人
民
の
革
命
的
伝
統」

：
を
高
く
：評
価
し
よ
う
と
.す
る
傾
向
の
な
か
で
、

却
っ
て
そ
の
た
め
に
教
条
主

義

•
公
式
主
義
に
お
ち
い
っ
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
の
は
何
故
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
追
.求
し
て
み
た
い
と
思
う
。

. 

.

.

.

.
- 

• 
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(

1)

エ
ン
ゲ
ル
ス「

ド
.イ
ツ
；
農
民
戦
争」

、
マ
ル
ク
ス
•
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
第
十
六
巻C

大
月
版)

一
頁
。

(

2)

エ
ン
ゲ
ル
ス

「

初
期
の
共
産
主
義
的
宣
伝
活
動

」

。

マ
ル
ク
ス

•
,

エ
ン
ゲ
ル
ス

選
集
第

一
卷 

一
ニ
，
一，一
頁
。;

ハ
 
3

w
o
s
a
w
u
x
e
m
b
u
r
g

 ; 

A

u

s

g

i

w:
M
t
e
w
e
d
s
, 

B
d
.

 

I, 

S
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.

 

2
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007.
(

4)

十
九
世
紀
末
期
か
ら
今
世
紀
初
頭

.に
か
け
て
の
労
働
連

.動
を
主
題
に
し
た
も
の
で
、
最
近
の
も
の
で

.は
、

つ
ぎ
の
も
の
が
注
目
を
ひ
く
。

西
独

'で
は

^

s
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o
c
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な
ど
が
あ
る

0

?

)

こ
の
会
議
の
模
様
に
つ
い
て
は
、
労
働
運
動
史
研
究
会
編
集

「

労
働
運
動
史
研
究

」

一
i

ハ
ー
年
一
月
号
所
収
の
塩
铒
庄
兵
衛
氏
と
ス
テ
パ
ノ
ゥ
女
史
の
報 

告
に
く
わ
し
い
。

ハS

「

労
働
運
動
史
研
究

」

一
九
五
ル
年
七
月
号
所
収

「

九
州
大
学
，に
お
け
る
西
洋
资
働
運
動
史
研
究

」

-の
な
.か
で
、

小
林
栄
三
郎
教
授
は
、

「

総
じ
て
こ
の
時

期
の
労
働
者
の
状
態
に
か
ん
す
る
東
独
の
研
究
は
、
た
ぶ
ん

.に
公
式
的
で
こ
ち
ら
の
知
り

.た
い
肝
心

.の
i-
.':
こ
.：ろ
が
抜
け
て

い
る
感
が
あ

.り

-
、
西
ド
ィ
ツ
の
方

が
か
え

つ
て
実
証
性
に
富
む
研
究
書
を

出
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ま
た
問
題
意
識
が
ず
ぃ
ぶ
ん
ゎ
れ
ゎ
れ
と
食
ぃ
ち
が

つ
て
い
て
困
り
ま
す

」

と
の
べ
て
お
ら 

れ
る
が
全
く
同
感
で
あ
る

0

'て

 

'
 

'

.

ニ

.
'
■:

本
章
は
、
.
.十
章
.か
ら
成
っ
て
い
る
。

-

第
一
章
一
九
一
四
年
力
ら
_
.
1九
ー
.九
年
に
か
け
て
.の
世
界
大
戦
の
起
源
に
つ
'い
.て
。，
 

'

第

二

章

戦

争

は

、
不
可
避
に
さ
れ
た
。

：

第

三

章

\
1九

1
.四
年
八
月
四
日
と
社
会
民
主
党
。

：
：

，

第
1

早
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
左
派
、
独
：立
の
グ
ル
.丨
プ
を
形
成
す
る
。

第
五
^

煽
動
が
ら
行
動
.へ
。

'

.

..

.

•

第
六
章
主
要
な
敵
は
、
自
国
の
な
が
に
■い
，る
。

.

 

■

第
七
章
社
会
排
外
主
義
政
策
は
、
'太
衆
の
行
動
力
を
無
力
に
す
る
：。

第
八
章
ロ
シ
ア
革
命
の
影
響
。 

：

;:
;

::
- 

第
九
章
一
月
ス
ト
ラ
イ
キ
I

国
民
的
な
行
為

，
一
八
九
〇
年
か
ら
一
九
一
四
年
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
労
働
運
動
に
お
け
る
若
干
の
問
題

 

一
一
九(

五
四
五

)
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三

〇(

五
四
六)

.
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•

 

'

 

.

.

.

.

:
|

.*
,

.

,
第

十

章

ス

.パ
、ル
タ
ク
ズ
団
、
.：#

^

を
準
(1
す
る
。ノ 

ベ

'

.

^

.

.目
次
を
み
れ
ば
明
ら
か
：な
'よ
？

に
、
本

書

は

、
’
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
か
ら
、
社
会
民
主
党
：の
分
裂
以
後
、
'V

丨
ザ
•
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
お 

七 

.
よ
び
ヵ
ー
ル
*
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
等
に
よ
る
左
.派
の
独
立
の
革
命
的
政
党
と
し
て
の
ス
パ
ル
タ
ク
ス
団
の
結
成
.か
ら
、

ロ
シ
ア
革

命
以
後
に
■お
け

'

! 

_
 

+
 

: 

.
 

,
 

, 

V 

' 

. 

*

.る
そ
の
'革
命
的
蜂
起
の
失
撒
ま
で
め
、
ド
イ
ツ
現
代
史
に
お
け
る
も
っ
と
も
悲
壮
な
.一
時
期
を
、
.豊
富
な
資
料
を
も
っ
て
生

；き

生

き

と

：

S

写
し
た 

'I 
.

も
の
で
あ
っ
て
、
■そ
の
限
り
で
は
、
こ
れ
ら
の
英
雄
的
な
指
導
者
の
行
動
や
思
想
な
ど
が
克
明
に
追
求
さ
れ
て
お
り
、
読
む
者
を
び
き
つ
け
ず
に 

ノ 

は
お
か
な
い
。：
.と
く
に
、
へ
ヵ
'ゥ
ツ
キ
ー
の
.日
和
見
主
義
へ
0
移
行
に
つ
い
て
の
分
析
に
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
が
8

;
§
以
下)

、

し
か 

|

 

し
、
本
書
を
読
む
に
つ
れ
.

P
、
、

筆
者
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
を
も
つ
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

H

著
者
は
、
第
.一

次
世
#
大
戦
勃
発
時
に
お
け
る
勞
微
者
階
級
の
動
き
、
と
く
に
労
働
組
合
の
役
割
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
。

㈡

そ
の
摄
合
、，
労
働
組
合
内
部
の
分
裂
の
様
相
は
ど
の
よ
う
で
あ
.？
た
か
。
社
会
民
主
党
内
部
に
お
い
て
ヵ
ゥ
ツ
キ
I

主
義
に
よ

っ

て

代

表

、■

'

 

.

さ
れ
る
日
和
見
主
義
的
な
指
導
者
と
労
働
貴
族
層
と
の
関
係
、

.

 

㈢

ロ
I
ザ
、
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
等
の
革
命
的
な
左
派
を
支
持
し
て
い
る
階
層
的
基
盤——

不
熟
練
も
し
く
は
半
熟
練
労
働
者
•
失
業
若
を
底 

'

 

辺
と
し
、
そ
の
上
に
立
つ
勞
働
組
合
の
尖
鋭
な
分
子
と
労
働
組
合
と
の
M
係
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。

㈣
ー
意
識
の
お
く
れ
た
労
働
者
、
す
な
わ
ち
農
業
労
働
者
、
中
小
企
業
労
動
者
の
状
態
。

.

.

以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
左
派
の
形
成
過
程
の
な
か
で
も
っ
と
も
問
題
と
さ
れ
る
日
和
見
主
義=

機
会
主
義
の
本
質
と
は
何
か
、

日
泊
見
主
義
が
党
内
^
で
支
配
的
と
な
っ
た
と
い
う
事

実

は

、
当

然「

下

か

ら」
の
こ
れ
を
支
持
す
'る

階

層

が

前

提

と

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と 

く
に
そ
の
階
層
的
基
盤
、
従
っ
て
労
働
組
合
内
部
に
お
け
る
芽
盾
と
分
裂
の
進
行
な
ど
、
こ
れ
ら
の
問
題
.に
つ
い
て
焦
点
を
し
ぼ
り
な
が
ら
、
本

書
の
内
容
に
接
近
す
る
と
と
も
に
、
そ
.の
矛
盾
や
欠
陥
に
も
ふ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
.し
よ
う
。

.

. 

.
.
.

,

I 

. 

著
者
は
ま
ず
、「

ド
イ
ツ
経
済
発
展
の
特
殊
性」

Q
i
e

 B
e
s
o
n
d
e
H
h
e
i
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 der d
e
u
t
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c
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o:k
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E
a
t
w
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n
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題
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L

に
わ
た
っ
て
、
ド
イ
ツ
帝
国
主
義
形
成
の
基
盤
と
そ
の
特
殊
性
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
を
要
約
し
て
み
I

f
、

,

㈠

フ
ラ
ン
ス
•
フ
ロ
イ
セ
シ
戦
争
に
お
け
る
広
汎
な
市
場
の
創
出
と
、
さ
ら
に
.そ
の
勝
利
の
結
果
獲
得
さ
れ
た
賠
償
金
五
〇
億
フ
ラ
ン
が 

ル
ー
ル
工
業
地
帯
へ
借
款
と
し
て
投
資
さ
れ
る
と
と
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
独
占
資
本
主
義
の
中
核
と
-^
て
の
重
エ
業
は
、
鞏
固
な
基
礎
を
き
ず
r 

た
。
 

：

.

.

.

.

. 

.
 

e

そ
れ
に
も
.か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
根
強
い
封
建
的
残
滓
、
小
国
分
立
、
：国
民
的
な
統
一
の
欠
如
、
こ
ぅ
し
た
特
徴
的
な
事
実
は
、
ド

イ
ツ
の
工
業
国
へ
の
途
を
阻
む
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
.
鉄
道
網
め
盤
傭
、
飛
躍
的
な
産
業
発
展
の
結
果
と
し
て
の
大
規
模
な
住
宅
建
設
の
の
ち
に 

は
、
大
工
業
の
急
速
な
発
展
が
み
ら
れ
た
。
 

■ 

■

5
1

国t
L

産
業
に
お
け
る
異
常
な
ほ
ど
の
低
賃
金
、
力
ル
テ
ル
お
よ
び
ト
ラ
ス
ト
に
よ
る
ド
イ
ツ
.国
勺
に
.お
け
る
独
占
価
格
の
^-
持
お
よ
、L>
'

€
 

税
障
壁
を
通
じ
て
、
先
進
資
本
主
義
国
と
の
競
争
力
の
強
化
を
実
現
し
た
。

ゾ
：
こ

低
賃
金
の
基
盤
と
し
て
の
農
村
、

レ
丨
ニ
.
ン
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
甘
典
的
な
理
論
、「

資
本
主
義
発
展
の
ニ
つ
の
途J

の

「

プ
ロ
イ
セ 

ン
型」

と
呼
は
れ
た
よ
ぅ
に
封
建
的=

領
主
経
済
か
ら
ユ
ン
ヵ
丨
的
、

ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
な
経
営
へ
の
移
行
に
と
も
な
い
、
多
く
の
小
農
民
は
没
落 

して、

小
数
の
大
農
業
経
営
者
の
も
と
に
靡
靡
さ
れ
、
隸
属
化
さ
れ
て
い
っ
た
。.一

八
八
ニ
年
か
ら一

九
〇
七
年
ま
.で
の
間
に
、
.農
業
従
事
者
の 

数

は

四

〇

ハ
ー

セ
ン
ト
か
ら
一
一
七
•

一
 

パ

|

セ
ン
ト
に
減
少
し
、
逆
に
エ
.業
に
お
い
て
は
三
21
:

パ
丨

セ
シ
ト
か
ち
四
一.j 

•

一
。ハ
I

セ
ン
ト
に
增 

大
し
た
ま
た
全
農
業
經
営
の
〇
；.
四
.パ
丨
セ
ン
ト
を
し
め
る
一

1三
、
〇
〇
〇
の
ユ
ン
ヵ
丨
'の
，家
族
が
、
全
農
地
面
積
の
四
分
の
一
を
し
め
た
。
 

農
業
に
お
け
石
半
封
建
的
な
II
係
を
：利
用
し
、
劣
悪
な
労
働
条
件
を
，強
制
す
る
ユ
ン
力
ー
の
支
配
に
た
い
す
る
抵
抗
と
し
て
の
勞
働
眵
動
の
退 

象
' 

と
く
に
工
業
地
帯
へ
の
農
民
の
移
動
：は
、
農
業
部
門
に
お
け
る
深
刻
な
劳
働
力
不
足
を
も
た
ら
し
、
農
業
の
令
機
、

従
っ
て
ド
イ
ツ
独
占
资 

本
の
強
カ
な
支
柱
と
し
て
：の
ユ
：シ
ヵー

め
経
済
的
な
基
盤
を
危
機
に
お
と
じ
い
：れ
る
も
め
ー
で
あ
っ
た
。

.

.

.

.::
'
'
_
^
^
^
^
^
^

ノ
\

,S

こ
こ
に
本
い
て
こ
の
危
機
を
回
避
す
る
た
め
に
、
夏
期
の
間
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
1
ガ
リ
；.ツ
イ
:-'
エ
ンC

ホ
： -

ラ
ン
ド
南
部)

，
お
よ
び
イ
.タ
リ
ア
り
一 

一
八
，九
◦
年
か
ら
.一
九
一
四
年
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
労
働
運
動
に
お
け
る
若
干
の
間
題 

•
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部
か
ら
季
節
労
働
者
を
移
入
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
全
く
無
権
利
の
し
か
も
極
端
に
低
い
賃
金
を
支
払
わ
れ
た
農
業
季
節
労
働
者
の

流
入
は
、

1
方

に

お

い

て

絶

え

ず

、

相

対

的

過

剰

人

口

，を

滞

留

せ

し

め

る

こ

と

を

通

じ

て

、

ユ
：ン
ヵ
ー
の
地
位

.を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
農
業
お

よ
.びH:

業
に
お
け
る
労
働
者
階

-M
の
闘
う
力
を
弱
め
る
役
割
を
果
し
、
他
方
、
.
ド
イ
ツ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ト
を
し
て
、
.
そ
の
庄
力
の
も
と
に
低
賃

金
政
策
を
維
持
せ
し
め
、
海
外
へ
の
膨
脹
政
策
を
遂
行
さ
せ
た

.%
の
で
あ
る
沄
3
. 

2
7
-
3
0

)

。

著
者
バ
ル
テ
ル
が
、
ド
イ
ツ
資
本
主
義
発
展
の
特
殊
性
と
し
て
以
上
の
五
項
目
に
わ
け
て
追
求
し
て
い
る
な
か
で
も
、
と
く
に
重
要
視
す
べ
き

も
の
は
、
主
と
し
て
ポ
I
ラ
ン
ド
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
か
ら
の
農
業
季
節
労
働
者
の
問
題
で
あ
ろ
う
.0
こ
れ
に
つ
い
て
は
最
近
、

ニ
ヒ
ト
ヮ
イ
ス
の 

(

1)

. 

：

.

.

注
目
す
ベ
き
研
究
が
あ
る(Johannes Nichtweiss ; 

s
e 

auslaadischs Saisonarbeiter i:a der 

Landwirtschaft d
e
r

o:stHchen u
n
d

mittleren 

Gebiete, des beutscilen Reiches，
1

009011914, 1959 )。

こ
の
点

の
'
指

摘

と

な

ら

ん

で
著
者
は
、
ド
イ
ツ
独
占
資
本

D
侵
洛
主
^
 

的
傾
向
、
そ
0
も
っ
と
も
典
型
的
な
も
の
と
し
て
.の
バ
ル
ヵ
ン
•
中
東
諸
国
>:
東
南
ア
ジ
ア
お
よ
び
.南
ア
フ
リ
ヵ
そ
し
て
モ
ロ
ッ
コ
に
お
け
る
植 

民
：地
獲
得
の
た
めの

英

，
仏
と
の
は
げ
し
い
争
い
、
そ
し
て
こ

れ

ら

.
と

い

わ

ば
裏
腹
の
関
係
に
あ
る
秘
密
外
交
政
策
に
つ
.い
て
、
き
わ
め
て
詳
細 

に
描
写
し
て
い
る(ss. 

4
f

67)。

：

こ
う
し
た
ド
イ
ツ
帝
国
主
義
の
侵
略
的
政
策
は
、

一
八
九
九
年
の
ボ
ア
戦
争
、

一
九
〇
四
年
.の
：日
露
戦
争
など
の
一
連
の
帝
国
主
_
11
争
に
つ 

づ
い
て
、
大
規
模
な
世
界
戦
争
を
誘
発
ざ
せ
る
も
っ
と
も
危
険
な
要
素
で
あ
っ
て
、
と
く
に
.一
九
〇
五
年〜

七
年
に
か
け
て
の
第
一
次
ロ
シ
ア
革 

命
は
、
革
命
運
動
の
激
化
に
脅
え
る
支
配
階
級
を
し
て
、
反
動
的
政
策
丨
帝
国
主
義
的
な
利
益
の
追
求
に
.は
相
互
.に
敵
対
し
、
’戦
争
の

危

険

を

さ

(

3〕

え
冒
し
な
が
ら
、
社
会
主
義
運
動
の
弾
圧
に
た
い
し
て
は
比
類
な
き
国
際
的
連
帯
.の
精
神
を
保
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
：ろ

で

この
よ
う
な
'戦
争
と
社
会
主
義
運
動
の
弾
庄
の
危
機
に
た
い
し
て
、

ロ

ー

ザ

や

リ

ー

プ

ク

ネ

ヒ

ト

等
の
活
潑
な
反
戦
運
動
が
展
開
さ 

れ
、
そ
し
て
ま
た
戦
争
の
危
機
が
深
ま
れ
ば
深
ま
.る
ほ
ど
思
想
的
に
も
戦
術
的
に
も
、
社
会
民
主
党
内
部
の
対
立
が
明
瞭
に
な
り
、
、
い
わ
ゆ
る
左 

派

•
中
央
派
そ
し
て
右
派
の
派
間
坑
争
が
激
化
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
筆
者
が
最
初
に
提
出
し
て
お
い
た
問
題
提
起
に
従
っ
て
、
著
者
バ
ル
テ
ル

の
見
解
を
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。

U

の

お

は

”

第
五
十
I

、
第
三
I

稿

「

十
九
世
■

期
か
ら
.
.ニ
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
5

ド
イ
グ
帝
国
東
部
お
告
^

(

2 )

Q b
l
e 

H
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S

 

d
e
r

 

I

s
 

R
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e
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 E
l
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i

n

 

v
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19G7 a
u
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 D
l
s
l
n
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h
e
r
a
l
e
g
e
b
e
n

 

i
 prof. 

b
r
. 

e
y*
o
s
t
e
s
. 

I

,
 

B
d
.

 

I
L

 

M
W
- 

t

 

n

i

l

 奢
 

i

w

g

d
 

d
e
r

 

A
b

i
d

i
n

B
e;r
l

I
 Li

e
b
e
r
m

屋

I
 s

l
f

r
g

 a
m

 5, 

A
p
r
i
l

1

0
こ
こ

で
ベ-

ベ
ル
は
、
首
相
フ
ォ
ン
..ビ
エ
!
 

ロ
I

の
證
の
背
後
に
秘
め
ら

ナ
モ
t
 n

に
た
>
す
る
帝
国
主
義
的
野
望
を
暴
露
し
て
い
る(

三
田
学
会
雑
誌
第
五
十
S

第
一
一
号
拙
稿
参
照)

。

疒)

M
^
J
S
d
a
, 

w
d
.
I
. 

s
.
19 

(Nr. 

3 

d
e
r

 

Q
u
e
l
l
s

 ; G
e
h
e
i
m
a
b
k
o
m
m
e
n

 v
e
r
s
c
H
e
d
s
e
r

 e
u
r
o
&
s
c
h
e
r
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t
a
a
f
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.
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.

わ
れ
わ
れ
は
、
.
さ
き
に
指
摘
し
た
問
題
を
謹
し
つ
つ
著
者
、、ハ
ル
テ
ル
の
革
命
的
な
左
派
の
：役
割
.に
つ
.い
て
の
評
I

と
り
あ
げ
る
な
ら
文
、
 

つ
ぎ
の
ょ
う
な
文
章
が
注
目
を
ひ
く
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

r

フ
ク
不
ヒ
ト
が
，

一
脔
の
#
行
荀
の
.意
志
に
反
し
て
、
そ
の
無
条
件
の
必
要
性
を
確
信
し
て
.、
：
ド
イ
ツ
_に
お
け
る
独
立
の
社
会
主
義 

^

•
反
軍
国
主
義
的
組
織
の
結
成
を
援
助
し
-^
は
、
彼
の
歴
史
的
な
功
績
に
属
す
る」

(

«1
6
9

)

V 

青
年
、̂

者
の
蓮
動
に
た
い
し
、.
リ
丨
プ
ク
ネ
ヒ
ト
が
あ
た
え
た
I

r

そ

の

運

動

.に

お

け

る

比

類

な

き

役

割

に

づ

す

で

に

ょ

く

知

ら

i
 

れ
て
お
り
' 

ま
た
最
近
で
は
、
ゥ
ォ
.ル
タ
！

ズ
ィ
丨
ガ
丨
の
發
な
ど
が
あ
>
て
、

ロ
；丨
ザ
や
リ
丨
プ
ク
ネ
ヒ
4

の
革 

運
f

力
な
り
広
.は

ん

な

地

域

に

わ

た

：
っ
、
て

社

会

民

主

党

の

青

年

贊

や

社

会

主

義

者

の

#

; ^
青
年
、
あ
る
い
は
ま
た
勞
働
組
合
の
靑
年
部
員 

力
ら
相
当
の
支
持
と
信
頼
を
え
て
、
た

こ

と

が
わ
か
る

。
'し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
リ
丨
プ
ク
ネ
ヒ
ト
ら
の
活
動
が
勞
馨
階
級
の
強
力 

一
八
九
◦
年
か
ら一

九」

四
年
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
労
働
運
動
に
お
け
る
若
于
の
‘問
題 

三

三

(

五
四
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,な
支
持
を
え
て
ド
た
と
：い
う
具
体
的
•
積
極
的
な
証
抛
に
は
*

ら
な
い
し
、
東
た
：も
し
得
て
い
た
ど
1>
て
：も
ど

，の

よ

う

な

職

種

の

勞

働

者

で

あ

る

. 

が
が
^

適
と
な
ろ
う
。
こ
.の
.意
味
で
、
'著
者
I
勞
働
運
動
に
お
け
る「

指
導
者
と
大
衆」

.
上
：の
関
係
を
究
明
す
る
の
に
全
く
成
功
し
て
V
な
V
0 

つ
'ま
り
、：
著
者
が
最
初
に
間
題
を
提
起
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
.第
一
'
次
世
界
大
戦
と
い
う
一
大
深
淵
を
前
に
し
て
、
.は
げ
し
く
な
る
階
級
的
対
立 

と
抗
争
、
第
一
次
ロ
シ
ア
，革
命
に
み
ら
れ
る
休
制
的
な
危
機
感
、
背
酷
な
，弾
庄
の
な
か
で
、
勞
働
者
階
級
内
商
に
お
け
る
深
刻
な
殷
摇
や
分
裂
が 

る
ず
発
生
し
な
け
"L
vf
な
ら
な
、，し
、
そ
う
し
た
過
程
の
な
か
で
は
：じ
め
て
、
左
派
：、
中
央
派
■お
よ
び
右
派
な
ど
の
分
裂
の
必
要
性
と
本
質
が
印 

ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、

い
わ
ゆ
る「

麟
ク
辦 
'

欠
.
I」

に
つ
い
て
は
ま
っ

.た
く
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
一
体
ど
う
.し 

た
.わ
ナ
で
あ
ろ
う
か
。
と
く
に
、
ド
イ
ツ
の
場
合
は
イ
ギ
リ
ス
と
異
な
っ
：て
、：

勞
働
組
合
と
社
会
民
主
主
義
政
党
と
の
_
係
が
、
政
党
の
優
位
，
 

す
な
わ
ち
政
党
政
策
の
組
合
支
配
と
い
う
傾
向
が
、
早
く
か
ら
濃
厚
で
あ
り
、
そ
れ
故
ま
た
労
働
組
合
の
色
わ
け
が
、
.
た
と
え
は
、

「

キ
リ
ス
ト 

教

j

労
働
組
合
も
し
く
は「

ヒ
ル
シ
ユ
•
ド
ゥ
力ー

的」

組
合
と
い
う
よ
う
に
、
比
較
的
は
っ
き
り
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た。

と
こ
ろ
が
、
パル
 

テ
ル
の
場
合
は
、
こ
う
し
た
労
働
組
合
内
部
の
錯
雑
し
た
問
題
や
勢
力
関
係
、
そ
し
て
、
そ
れ
と
政
党
と
の
関
係
に
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
ず
に
、
大 

i

を
不
可
避
な
ら
し
め
た
責
任
を
、
も
っ
ば
ら
日
和
見
主
義
者
、
す
な
わ
ぢ
中
央
派
の
指
導
者
べ
'丨
べ
ル
お
よ
び
カ
ウ
ツ
キ
ー
に
帰
せ
し
め
る
こ 

と
だ
ナ
に
論
点
を
集
中
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
：'ベ
]
ベ
ル
お
よ
び
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
日
.和
見
主
義
•
.機
会
主
義
へ
の
移
行
、
と
く
に
カ
ウ
ツ
キ
ー
の 

敌
痕
と
行
動
と
は
、

レー

 

ニ
.シ
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
非
難
さ
れ
た
よ
う
に
、r

階
級
的
な
裏
切
り」

、
-»
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
抛
棄」

で
あ 

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
彼
ら
の
そ
の
行
動
を
指
摘
す
る
こ
と
と
、
何
故
彼
ら
が
そ
の
よ
う
な
背
信
行
為
を
犯
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た 

か
と
い
う
こ
と
の
客
観
的
な
分
析
と
は
、
お
の
ず
か
ら
別
の
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ウ
ツ
キ
-
や
べ
丨
ベ
ル
を
し
て
中
央
派

(
=

合
法 

マ
ル
ク
ス
主
義
者

)

に
と
ど
ま
ら
し
め
.た
所
以
は
、
も
ち
ろ
ん
彼
ら
自
身
の
責
任
と
し
て
^

、
や
は
り
労
働
者
階
級
の
か
な
り
の
部
分
が
、
■こ
れ
を 

支
時
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
.っ
た
ろ
う
か
。
と
り
太
け
、
ベ
ー
べ
ル
を
批
判
し
て
、

「
明
ら
か
に
ベ
ー
べ
ル
は
、

ド
イ
ツ
帝
国
主
義
者
の
戦
争 

S

因
を
過
小
評
価
し
、s

：

合
法
化
を
恐
れ
た」

(

⑴
•
さ)

と
の
：ベ
、

さ
ら
に
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
の
ベ
て
い
る
の
は
、
理
論
的
•.分
析
的
で
は
な

く
、
公
式
主
義
的
な
規
定
の
仕
方
で
あ
.る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
-°
す
な
わ
ち
、

_「

ひ
と
握
り
の
労
働
者
層
の
上
得
せ
る
生
活
水
準
に
幻
惑
.さ
れ
、
絶
え
ず
増
大
す
る
議
会
の
影
響
の
旬
影
に
と
ら
え
ら
れ
た
機
会
主
義
者
た
ち 

.は
、

ブ

ル

ジ

ョ
ア
ジ

ー

と
国
家
と
の
妥
協
の
政
策
を
熱
望
し
て
い
た
の
で
あ
る

.

3
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切
，
00
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•
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ひ
と
つ
は
黎
明
期
の
労
働
運
動
以
来
、
'
ウ
ィ
‘ル
.へ
ル
ム
•
リ~

プ
ク
ネ
ヒ
ト
と
と
も 

に
ド
イ
ツ
労
働
運
動
の
発
展
の
た
め
に
偉
大
な
役
割
を
果
し
た
べー

ベ
ル
、

「

パ
パ
、
ベ
I
ベ
ル」

と
い
う
愛
称
を
も
っ
て
親
し
ま
れ
た
ベー
ベ 

ル
が
、
当
時
の
労
働
者
階
級
か
.ら
獲
ち
え
.て
い
た
圧
倒
的
な
支
持
と
信
頼
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、

一
八
九
〇
年
代
の
経
済
恐
慌
の
時
期
に
お 

け

るr

自s

労
働
組
合
運
動」

の
.発
展
.で
あ
る
。
ベー

ベ
.ル
.が
、
ド
イ
ツ
労
働
者
階
級
が
社
会
主
義
鎮
圧
法
の
も
と
.に
弾
圧
さ
れ
て
W
た
と
き
、
.
 

ウ
ィ
ル〈

ル
ム

.
リ
ー
プ
'ク
ネ
ヒ
'ト
と
と
も
に
.、.
社

会

民

主

党

の

組

織

を

壊

滅

か

ら

ま

も

る

た

め

，に
、

.合
法

.
•非
合
法
‘の
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
.駆
使 

し
て
闘
っ
た
こ
と
は
、

フ
リ
ー
ド
リ
ツ
ヒ
，•
ェ
ゾ
ゲ
ル
ス
も
高
く
評
価
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
0 

|

八
九
〇
年
代
に
ド
イ
ツ
帝
国
主
義
の
内 

包
す
る
矛
盾
が
は
げ
し
く
な
り
、
労
働
貴
族
層
の
増
大
に
と
も
な
い
、
そ
の
イ
デ
オ
.口
ギ
ー
と
し
て
の
改
良
主
義
が
.
.登
場
し
、
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る 

修
正
主
義
論
争
が
党
の
.性
格
に
か
が
わ
.る
重
大
な
問
題
と
し
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
.と
き
、
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
た
い
し
て
、
カ
ウ
ツ
キ
ー
、
ベ 

丨
ベ
ル
等
は
、
い
わ
ゆ
る
正
統
派
マ
ル
，ク
ス
主
義
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、

マ
ル
ク
ス
以
来
の
プ
ロ
.レ
タ
.リ
ア
隙
級
.の
.党

と

し

て

の

社

会

民

主

党 

の
古
い
.伝
統
を
擁
護
す
る
の
に
つ
と
め
た
の
で
あ
っ(

V

.勞

働

者

大

衆

の

彼

ら

に

.た

い

す

る

信

仰

と

も

い

う

べ

き
信
頼
が
、
牢
固
と
し
て
抜
く
ベ 

か
ら
ざ
る
ほ
ど
の
も
の
.で
^
っ
た
こ
と
.は
想
像
.に
雜
く
な
い
。
ニ
〇
世
紀
に
入
り
、
帝
国
主
義
戦
争
め
危
璣
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
ょ
う
に
パ
ル 

カ
ン

•
中
東
も
し
く
は
モ
ロ
ツ
コ
な
ど
の
植
民
地
獲
得
の
闘
争
を
通
じ
て
、
次
第
に
不
可
避
な
も
の
に
.み
え
.は
じ
め
、
.こ

の

ょ

う

な

状

勢

を

反

映 

しV

社
会
民
主
党
内
部
に
も
、「

ブ
只
レ
タ
リ
ア
国
際
主
義」

を
放
_
し

て「

祖
国
防
衛」

^
と
な
え
：る

右

派(

⑴
ぼ
良
主
義
者)

の
勢
力
が
強
く 

.な
っ
た
と
き
、
カ
ウ
ツ
キ~

、

ベ
I
ベ
ル
等
の
，態

度

が"
か

今

て

の

社

会

主

義

鎮

圧

法

下

に

お

皆

苛

烈

：な
闘
争
の
.ゆ

た

か

な

経

験

を

生

か

す

こ

と 

，な

く

あ

るV

は
ま
た
、
ベ
ル
ン
シ
'ュ
タ
イ
ン
の
改
良
主
義
に
た
い
し
て
、

ロ
ー
ザ
.等
.と
共
同
し
で
、
社
会
民
主
党
の
：「

光
栄
あ
る」

.伝
統
を
擁
護 

一
八
九
〇
年
か
ら
ー
九
一
四
年
に
か
け
て
の
：ド
イ
ツ
労
働
運
動
に
お
け
る
若
干
の
：間
•題

 

' 

三
五
'(

.五
五
ニ
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三
六
一(

五
五
ニ)

し
た
そ
の
革
命
的
社
会
主
義
者
：と
し
て
の
貴
.重
な
教
訓
を
：学
ば
ず
、
次
第
に
日
'和
見
主
義
者
の
一
立®
に
罾
近
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
や
は
り
、
勤 

労
大
衆
の
べ
丨
ベ
.
ル
、
.
；カ
ウ
'ツ

キ

ー

に

た

い

す̂
信
仰
が
、，
そ
れ
ほ
ど
急
速
に
.衰
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
よ
る
の
で
は
な
か
ら
た
ろ
う
か
。
 

つ
ま
り
カ
ウ
ツ
キ

—

、

ベ

ー

べ

ル

が

中

央

派

と

し

て

左

右

両

派

.の

間

を

終

始

動
揺
し
つ
づ
け
る
：

こ
..

と
が
で
：き
た
の
は
、.:

半

ば

は

彼

ら

；が
.
過

去

に

築
 

き
上
げ
た
労
働
運
動
の
先
駆
者
..
老
練
者
と
：し
て
の
：輝

か
1.
:

い
功
績
に
よ
る
も
.の
で
あ
り
、
他
は
そ
の
当
時
な
お
労
働
者
大
^
 

か
づ
て 

'の
勇
敢
な
闘
士
と
し
て
の
ィ
メ
ー
ジ
が
残
像
と
^
て
焼
き
づ
け
ら
れ
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
ノ
実
際
に
支
持
を
え
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う 

ほ
か
は
.な
ぃ
。
然
る
に
著
者
は
こ
の
よ
う
な
点
に
は
ま
っ
た
.く
ふ
れ
ず
に
、
，
た
だ
、
中
央
派
を
裏
切
り
.者
、
日
和
見
主
義
者
、
'
あ
る
い
は
機
会
主 

義
者
な
ど
と
規
定
し
て
い
る
め
は
、
い
さ
さ
'か
公
式
主
義
の
そ
し
り
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
：か
り
か
、
.日
和
見
主
義
の
本
質
そ
の
も 

の
を
解
明
す
る
何
ら
の
手
が
か
り
を
も

提
供
す
る
も

.の
で
：は
な
い0
.そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
'パ
ル
テ
ル
の
公
式
主
義
的
な
規
定
に
た 

い
す
る
批
判
と
し
て
.
、
，
' 

1

八
九
〇
年
、
.
ビ
，ス
マ
ル
タ
の
；退
場
と
'社
会
主
義
鎮
压
法
撤
廃
以
後
の
ド
ィ
ツ
労
働
運
動
の
発
展
を
概
観
し
、
そ
の
な
か 

で
、
中
央

派(

ベ
丨
べ
ル
•
カ
ウ
ツ
キ

'

の
■日
和
見
主
義
移
行
の
基
盤
が
ど
こ
.に
.あ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
：に
.し
よ
1

。

.

.

一：八
九
0

年
以
後
め
勞
輝
組
合
運
0

の
発
展
の
過
程
..で
、.，
い
；
ち

じ

る
.し
.い
特
微
と
み
.ら
れ
る
事
実
.は
.、.
童
.エ
.業
の
.み
な
ら
ず
、
家
内
労
働
や
手 

エ
業
に
基
礎
を
お
-<
輊
エ
業
部
門
に
も
労
働
組
合
が
急
速
な
勢
い
：で
そ
の
勢
カ
.を
伸
張
し
た
こ
と
で
あ
づ
た
。
す
な
わ
ち
、：
一.
八
九
〇
年
、
印
刷 

勞
働
者
の
五
一
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
を

し

め

る

全
ド

ィ

ツ

印

刷

工

組

合(v
e
H
b
a
n
d

 

d
e
r

 B
u
c
M
r
u
c
k
e
r

 D
e
u
t
s
c
.
M
a
n
d
s
)

が
洁
或
さ
，ft
た
の
を
尤
じ
め 

と
し
て
、
，
手

袋

製

造

エ

の

組

合

C

七
六
.
•七
パ
ー
セ
ン
ト
V
由

鞣

匠

C
六
七
パ
ー
セ
ン
ト)

彫

刻

師

(

五
九
パ
ー
セ
ン
ト)

、

銅
細
工
.師

(

三
七 

。ハ
I

セ
ン
ト)

、
煙
草
精
選
.エ

(

三
ー
一
•
五
.。ハ
1

セ
ン
卜〕

と
い
う
よ
う
に
、
'軽
工
業
部
門
に
お
け
る
組
'織
率
は
、
急
速
な
テ
ン
ポ
を
も
っ
て
の 

び
て
い
ク
た
。

.い
う
ま
で
も
な
く
労
働
組
合
に
：た
い
す
る
資
本
の
攻
撃
の
集
中
点
は
重
工
業
で
あ
り
、

'第一
次
世
界
大
戦
勃
発
の
年
一
九
一
四
年 

ま
で
に
は
、
金
属
、
，.木
材
、，
建
築
、
運
輸
、
繊
維
産
業
、
製
造
業
の
六
巨
大
組
合
が
、
：組
織
さ
れ
た
労
働
者
の
約
六
〇
。ハ
ー
セ
ン
卜
を
し
め
て
'い

(

5)

た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の

.ほ
か
に
特
異
な
存
在
を
誇
る
鉱
山
労
働
者
の
組
織
が
あ
る
。

.

:

一
ノ
プ
◦
年
プ
月

.
ハ
レ
ー
に
お
い
て
最
初
の
ド
イ
ツ
欽
山
労
働
者
の
大
会(Deutsche Bergarbeitertag)

が
開
かe
た
0.
こrv

と
キ
i
、
 

こ
の
自
体
は
必
ず
し
も
社
会
民
主
党
の
集
会
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
ポ)

、

一' 八
九j

年
の
泰
、

ス
ト
ラ
イ
キ
が
勃
発
し
、
約 

ニ
〇 

〇
〇
〇
人
の
勞
働
者
が
争
議
に
参
加
し
た
が
、
こ
の
と
き
、「

グ
ル
.ツ
ク
，
ア
ゥ
フ
.

」
G
,
f
k
a
u
f
-
=
「

御
安
全
£

と
い
う
炭
坑
夫
の
挨
按 

を
意
味
す
る> 

と
称
す
る
首
脳
部
と
く
に
ス
テ
ツ
ツ
エ
ル
f

 rr
d

 s
t
f

1> 

や
フ
ス
ア
ン
ゲ
ル
：
S

 

ら

の

一

窆

指

導 

さ
れ
た
I

者
I

S

I
し
た
た
.め
、
炭
I

働
者
の
敗
北
：I

$

 

f

 

.

し

塵

墨

f

寒
の
も
と
に
立
つ
こ
と
を
拒

否

す

る 

保
守
系
の
組
合
主
義
者
と
く
に
才
、
ト
！

ヒ

T
 (otto H

u
e
)

と
彼
に
讓
す
る
人
々
は
、
'労
働
組
合
の
政
治
的
中
立
性
を
強
調
し
、
政
治 

が

•
宗
教
的
な
問
題
は
、
勞
働
者
の
組
合
の
内
部
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
2

い
と
し
て
、
労
働
組
合
運
動
i

l

l

ら
の
影
響 

を
彳
カ
キ
，̂
し
よ
う
と
し
た

.
も
ち
ろ
ん
こ
の
勞
働
組
合
の
政
治
的
中
立
性
の
思
想

.は
、
社
会
民
主
党
系
の「

自
由
勞
働
組
合」

に
た
い
し 

て
、
必
ず
し
も
充
分
I

透
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
. 

'
た
と
え
ば
、
煉
瓦
勞
働
潜
、
木
材
労
働
者
や
そ
の
他
多
く
の
.組
合
は
、
こ
れ
を
■

し 

た
と
い
わ
れ
る
。
だ
が
そ
れ
に
も
か
.か
わ
ら
ず
、
す
で
に
ヵ
丨
ル
•
レ
ギ
エ
ン

f

H

y

i

e

n

)

や
エ

t
 (

A
* -
l
 E

l
m
)

ら
は
そ
の
思
想
の 

洗
礼
を
う
け
、
当
時Q

勞
働
組
合
運
動
S

.け
る
決
定
的
指

導

者

で

あ

-
た

テ

ゥ

ダ
ス
ト
-
ベ
I

ベ
ル
の
胸
の
な
か
に
も
、
こ
の
ょ
う
な
.思
想
の 

定
J

み
t

」

と
が
目
さ
れ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
.0

こ
う
し
た
雰
面
気
の
な
か
に
、
.
キ
リ
ス
ト
教
欽
山
.労
働
者
組
合
の
勢
力
の
進
展
を
み
た
こ

で
は
炭

坑

霞

組
合
の
.み
I

ず
、
ド
イ
ツ
露
運
動
全
体
の
流
れ
の
な
か
に
，
I

 

ぃ
た 

^

1

1

^

-
 

 ̂

 ̂

I

f

 

^

t 

T

 ̂

^

 ̂

 ̂

 ̂

 ̂

^

^
,
1I

I

0
 

し
な
け
れ
は
な
ら
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
、
そ
の
理
由
と
し
て
、‘

れ
わ
れ
は
、
/バ
i
テ
ル
禮
摘
す
る
ょ
うy

、

•

る
い
ほ
^
^

ら
ず
ト
イ
ツ
民
主
共
S

の
.研
究
者
に
共
通
な
規
定
の
仕
方
t

て
、

指

導

着

の

ベ

右

翼日
和
聖

義

」

.と
い

$

簡
単
な
論
法 

で

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

つ
ぎ
に
か
か
げ
る
表
ハ
第
一表

：}

に
ょ
っ
て
、
今
世
紀
初
頭
に
お
け
る
反
社
会
民
主
主
義
的
な
組
合

^

'

1
A九
〇
年
か
ら
一
九

.'

四
年
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
.労
働
運
動
に
.お
け
る
若
千
の
_問
戴
'
, 

三

匕(

五
五
三〕



(第 ― 表 )

年 次 自由労働組合 ヒルシュ•.ドゥ：/'
カー労働組合 キy夂ト教労働組合

1890 227,738 62,643 , .... . へ

1891 227,659 65,588
1892 237,049 45,254 ----.•
1893 223,530 61,154
1894 246,494 67,078
1895 259,175 66,759 5,500
1896 329,230 71,767 8,055
1897 412,359 79,553 21,000
1898 493,742 82,755 34,270
1899 580,473 86,777 56,391
1900 680,427 91,661 76,744
1901 677,510 95,057 84,497
1902 738,206 102,561 84,667
1903 887,698 . 110,215 91,440
1904 1,052.108 111,889 118,917
1905 1,344,803 116,143 .191,690
1906 1,689,709 .118,508 260,040
1907 1,865,506 108,889 284,649
1908 1,831,731 105,633 260,767
1909 1,832,667 108,028 280,061
1910 2,017,298 122,571 316,115
1911 2,320,986 107,743 350,574
1912 2,530,390 109,225 350,930
1913 2,548,763 106,i618 341,735
1914 2,521,303 77,749 218,197
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三

八
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五
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合

：
'
 

「
— 

(

1 0
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)

I
'

一

二

f

ト 

1

1

 

2
 

2
 

2
 

2
 

3
 

3
 

3
 

3
 

2

yx
,
v 

: 

: 

V

:

,

合
運
動
に
お
け
る
分
裂
的
傾
向
の
}
層
の
促

^
 

:

,

|
15
4

07
8
鉍

76
7

邱

75
5

穴

61
町

61
2

招

89
s

71
:

s

昝

進

、
従
っ
て
.日
和
見
主
義
の
発

生

は

、

.
つ

ぎ 

旬

« :
62
，
65
'
45
，
61
，
67
’
66
’
71
’
79
5
,82
,
86
7
’ 即

-

卿

^ 2
11
*8
16
-1

^
〒

0̂
6

08
*0
22
*5
07
-7
09
*2

^
77
7
,

の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ

■

-

.

.

 

.

/-
ば

な

ら

な

い

.0
:
.

满 |!

: 

I 

業 

_

| |
!1
_

労

22
22
23
22
24
25
32
41
49
58
68
67
73
88
05
34
68
86
83
83
01
32
0

53
C

54
8

52
，
ミ

由 

1
1
1
1
1
1
2
-
2

 

2, 

2
* 

2
1 
.

形
^
！
-̂

-
ラ

イ

ン

*
ウ
エ
ス
ト
フ
ア

1

レ
ン

自 

. 

ノ 

.

.

-

-；

-
.-
-
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-
-
-
-
-1

——

-̂

-
---
1
-

-

-

-

-
1

j 

-..―

.

―

.

——

^

——

I

石
炭
シ
ン
ジ
ケ

ー
ト
、ラ
ィ
ン

•

ウ
.

エ
ス
ト
フ

J

18
9

0
18
9

1
18
9

2
18
9

3
18
9

4
18
9

5
18
9

6
18
9

7
18
9

8
18
9

9

19
0
019
0
119
0
219
0
319
0
419
0

5

119
0

7
19
0

8
19
0

9

1
19
1

1
19
1

2

ば

 

r

 

レ
ン
銑
鉄
シ
ン
ジ
ヶ

 

I ト
の
結
成
、

レ 

.

一

'
.
.
.

 

■ 

V

丨
ニ
ン
の
表
現
を
か
：り
る
な
ら
ば
、「

カ
ル
テ 

ル
が
全
経
済
生
活
の
基
礎
.の
ひ
と
つ
と
.な
り
、
資
本
主
義
が
帝
国
主
義
に
転
化
す
る」

と
い
5

段
階
で
は
、
そ
の
巨
大
ト
ラK

ト
に
働
く
勞
働
者 

や

事

務

員

^

^

い

う

ま

で

も

な

く

労

働

者

階

級

全

休

の

数

か

ら

み

れ

ば

き

わ

め

て

わ

ず

が

で

あ

る

が

I

た

と

え

ば

レ

ー

ニ

ン

.に
よ
れ
ば
ド
ィ
ツ 

鉱
山
業
最
大
の
企
業
で
あ
る
ゲ
ル
ゼ
ン
キ
ル
へ
ン
欽
山
会
社

s
e
l
s
e
n
k
i
r
c
H
e
n
e
r

 
B
e
r
g
w
e
l
k
s
g
s
e
u
s
c
h
a
f
t
)

に
丈
、

|

九
つ
\
年
こ
、
四
六
、

•

.爭 

、
* 1) 

'
■
.
.

〇
四
八
人
の
労
働
者
と
事
務
員
が
働
い
て
い
た
と
い
わ
れ
、
そ
の
結
果
は
、
こ
れ
ら
の
巨
大
独
占
休
.に
働
く
人
々
は
労
働
者
階
級
の
上
層
部
分
と 

し
て
の
劳
働
貴
族
と
し
て
、
本
来
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
下
層
と
の
.間
に
区
別
を
も
う
け
る
ご
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
労
動
貴
族
層
の 

形
成
は
、
尨
大
な
植
民
地
領
有
と
世
#

市
場
に
お
け
る
独
占
的
地
位
を
享
受
し
て
.い
た
ィ
ギ
リ
ス
.の
場
合
.が
も
マ
と
も
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
た

/ I

年 代 全 従 業 員
これらのラ去で束 
部諸;Hfからの鉱山 
労®者

全従業員と 
の牝率

1893 158,306 39,388 24.88
1897 184,589 ― - --
1900 204,298 69,698 34.11
1902 248,233 77,675 31.29
1904 272,323 87,967 32.30、
1905 281,599 94,873 33.69

1871 1880

5,205!
4,5971

10,742

10,573
16,246
2,048;

28,8571

と

く

を

ィ
ッ
の
場
合
t

ま
っ
た
く

組
織
さ
れ
て
-
>な
I
移
民
労
働
者
が
大
量
に
流
入
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
低
賃
金
に
支
え
ら
れ 

て
組
線
労
働
者
全
体
が
、.
あ
た
か
も
特
権
的
な
存
在
で
あ
る
か
の
如
き
観
を
呈
す
る
に
至
っ
た
。
第
一
S 8
は
、

一
八

七

一
年
か
ら
一
九
o

五
.
 ̂

ま
で
の
間
に
お
い
て
、；
東v

%
i

ン
、
西
プ
ロ
ィ
セ
ン
、
ポ—

ゼ：

ン
お
よ
び
シ
ユ
レ
ジH

.
V

の
諸
_
か
ら
の
デ
ユ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
、
ア
ル
ン
ス 

ベ
ル
ク
、

ミ
ュ
ン
ス
タ
丨
お
よ
、び
ル
I
ル
な
ど
の
重
工
業
地
帯
.へ
.
の
勞
働
移
動
の
.現
象
を
：示
し
て
い
る
0
'-
と
く
に
、
そ
の
な
か
で
も
、

ド
ル
トム
 

I

90
5

一
ン
ト
の
.紙
山
監
督
区
に
お
け
る
欽
山
従
業
員
の
う
ち
、
東
部
か
ら
の
移
住
労
働
者
の
增
加
率
は
、

ー
八
九
三
年
を
一

〇
〇
と
し
た
場
合
.|

九
〇
筆

に

は

一 .

四
〇

•
九
。ハ
1
セ
ン
ト
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
る
。
第
一
1S C
は
、
こ
の
事
実 

を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
と
い

.え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、

ル
ー
ル

地

帯

を

中

心

と

す

.る

地

方

へ

の

東

部

諸

州

か

ら

の

労
働
者
、
と
く
に
農
業
部
門
か
ら
の

流
入
は
、
炭
坑
業
に
お
け
る
低
賃
金
構
造
を
固
定
化
し
、
賃
金
格
差
を
拡
大 

.し
、
勞
働
貴
族
層
の
形
成
と
と
も
に
こ
れ
と
.は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
低
赁
金

* 

 ヽ

4)

' 

-

'
労
働
者
を
も
排
出
せ
し
め
る
こ
と
と
な
る(

第
四
表)

。
第
四
^ 1
を
み
る
に
、

I

1890

■M— a—  in ii 丨丨丨, i i i

1900 1905

22,451
38,627
8,764

69,842

60,765
99,997
27,691

188,453

87,941
126,382
39,645

253,968

第' ― ■ 表ノ

1885代地

14,584
24,332
3,858

42,774

テユツセルドル 

アルンスベルク

ス.
地 帯

第 三 表 :

級
の
勞
傲
者
は
、. 一,

八
七
八
年
に
週
給
一
;

六
六
マ
ル
ク
で
あ
っ
た

も

の

が
、
 

そ
れ
か
らI

三
年
後
の
一
八
九一

年
に
は
®
♦
◦
八
マ
ル
タ
と
六
五
パ
ー
セ
ン 

ト
の
賃
金
上
#
で
あ
ク
た
の
に

：反
し
、
一I.

級
の
.勞
働
者
は
約
一
.|

六
。ハ
I
セ
ン 

ト
三
級
の
勞
働
者
は
約
匹
六
。ハ
I
セ
ン
ト
、
そ
し
て
四
級
の
勞
働
者
の
場
合 

に
は
わ
ず
か
に
六
。ハ
I
セ

:^
ト
弱
の
上
.昇
に
し
か
^

ぎ

な

か

っ

た(

但
し
こ 

の
：場
合
、'.
一
級
労
働
者
と
は
、
本
来
^
採
炭
夫
、.
二
級
は
.'
*

地
下
労
働
者—

た

と

え

ば 

'蓮
.搬
夫
匍
翦
手
な
ど
、
三
級
と
は
、
地
上
労
働
者
、.ぞ
し
て
最
後
に
四
級
労
_
者
と

i

、

一
八
九

0
年
か
ら
一
九
一
四
年
に
か
け

V

の
ド
イ
ツ
労
働
運
動
に

お
け
る
若
干
の
間
題

三

九

C

五
五

5



年 代 一 紙 ニ 級 三 級 四 級

1878 2.66 2,13 2.24 1.05
1879 2.55 2,05 . 2 . 2 0 1.01
1880 2.70 2.09 2.20 1.02
1881 2.79 2.10 2.24 1.02
1882 3.01 2,20 2.30 1.04
1884 3.08 2.24 2.36 1.06
1885 3.04 2.22 2.39 1.06
1886 2,92 2,17 2.35 1.00
1887 2.92 2.14 2.37 0.99
1888 2.96 2M 2.36 1.01
1889 3.42 2.60 2.57 1.12
1890 3,98 2.93 2.82 1.23
1891 4,08 2.95 2.85 1.23

雄位マル第四表 :

青
年
労
働
者
で
ぁ
づ
た

.0
そ
し
て
：そ
.れ
ら

Vの
割
合
は
、

が
、
全
従
業
員
の
各
ニ
〇
。ハ：

丨

，

セ
ン
ト
、

—.
紙
が
六
〇

パ 

- 

.

15
> 

な
い
し
五
パ
ー
セ
：シ
ト
を
し
め
て
い
た

,と
い
わ
れ
る

0
〕

':

四

〇

(

五
五
六) 

八

九

〇

年

ま

で

に

'
ー
一
級
お
ょ
び
三
級 

セ
ン
ト
弱
、
四
紙
は
四
パ

ー

セ
ン
ト

:.

鉱
山
労
働
者
の
場
合
；に
み
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
階
層
分
化
は
、
そ
の
他
の
部
門
の
勞 

.働
者
の
場
食
に
も
、
多
が
れ
少
な
か
れ
認
め
ら
れ
た
現
象
で
あ
.っ
て
、
と
り
わ
け
欽
ti
l 

労
働
者
の
場
令
、
：青
年
勞
働
著
の
労
働
条
件
.は
劣
惡
で
あ
り
、

一
八
八
九
年
の
ル
ー
ル 

地
帯
に
：お
け
る
鉱
山
労
働
者
の
ス
卜
ラ
イ
キ
の
如
き
は
、
青
年
層
の
不
満
が
発
端
と
な 

っ
て
勃
発
し
た
も
の
：で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
八
九
〇
年
代
か
ら
一
九

-
一
四
年
ま
で
の
ド 

イ

ツ

帝

国

主

義

の

爛

熟

期

に

.お
い
て
、
独
古
休
や
尨
大
な
官
僚
機
構
に
奉
仕
す
ベ
き
こ
.
 

う
し
た
靑
年
労
働
者
I

教
員
、
商
店
員
、
.農
夫
、
下
級
官
吏
な
ど
を
ふ
く
む
I

を 

ど
ち
ら
の
伽
に
ひ
き
つ
け
る
か
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
.な
青
年
運
動
の
な
か
に
そ
の
：革
命
的
な
情
熱
を
稀
薄
化
せ
し
め
る
か
、
も
•し
く
は
プ
ロ
レ
タ
リ 

ア
社
会
主
義
の
理
論
を
注
入
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
帝
国
主
義
と
軍
国
主
義
に
反
対
す
る
勢
力
た
ら
し
め
る
か
、
社
会
民
主
党
に
と
っ
て
実
に
緊 

急
の
問
題
と
な
っ
た
。
そ
し
て
後
者
こ
そ
リ
I
プ
ク
ネ
ヒ
ト
に
課
せ
ら
れ
た
歴
史
的
な
使
命
で
あ
.っ
た
0
:
:

以
上
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、

一
八
九o

年
代
か
ら
一
九
一
四
年
ま
で
の
ド
イ
ツ
帝
国
主
義
の
矛
/1
が
も
っ

と
も

激
化
し
た
段
階
に
お
い 

て
、

労
働
運
動
に
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
き
わ
だ
.
.っ
た
諸
特
徴
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
.る
。
す
な
わ
ち
、

㈠

い
わ
ゆ
る
正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
義
者(

力
ー
ル•

カ

ゥ
ツ
キ
ー
、
ア
ゥ
グ
ス
ト

.

べ
ー
べ
ル)

：を
中
核
と
す
る
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
指
導
.の
も 

と
に
あ
っ
：た
自
由
労
働
組
合
運
動
の
発
展
、
そ
し
て
こ
れ
と
■は
対
照
的
に
、
.保
守
的
な
ヒ
ル
シ
ユ
' 
•'ド
ゥ
ン

カ

ー

的

労

働

組

合

や

、

反
動
的
な
キ 

リ
ス
ト
教
系
の
労
働
組
合
の
勢
力
め
伸
張
。
 

_ 

_

t

1

八
九
◦
年
代
に
至
っ
て
完
成
し
た
ル
ー
.ル
地
帯
を
中
心
と
す
る
独
占
の
形
成
に
と
も
な
ぅ
資
本
の
攻
勢
の
激
化
、
そ
し
て
そ
s

i
利

潤

の「

わ
け
ま
え」

に
あ
ず
か
る
労
働
貴
族
層
の
発
生
、
そ
れ
と
同
時
に
移
民
労
働
者
の
大
量
の
流
入
に
よ
っ
て
、
極
端
な
低
賃
金
を
強
い
ら
 ̂

る

不

熟

練

な

青

年

労

働

者

の

左

翼

化

。

”

か
く
し
て
社
貪
秦
内
部
に
お
け
る
日
和
見
主
義
の
発
生
は「

自
由
労
.働
組
合」

：胸
部
に
お
'け
る
左
右
両
黛
へ
の
分
解
の
反
映
で
あ
っ

た
こ
と
。
.
.

こ
れ
を
要
す
る
に
、
ド
ィ
ツ
社
会
民
主
党
の
支
柱
と
し
て
の「

自
由
勞
働
組
合
運
動」

を
掌
握
し
て
い
.た
べ
丨
べ
ル
と
ヵ
ゥ
ツ
キ
丨
を
し
て
、
 

合
法
'マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
さ
ら
に
日
和
見
主
義
に
接
近
せ
し
め
た
も
の
は
、
裏
を
が
え
せ
ば
、
中
央
派
に
反
対
す
る
左
翼
社
会
民
主
主
義
者
が
、
、
 

ダ
位
組
合
運
頭
に
お
I
て
決
定
的
な
影
.
力
を
も
つ
こ

と
が
で
き
ず
、
彼
ら
が
炭
坑
勞
働
者
を
は
じ
め
鉄
鋼
.
金
！

I

禹
劳
働
者
を
中
心
と
す
る
組
織 

劳
侧
者
の
中
.

肉

迫

し

こ

れ

に支
！：d

的
な
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
.と
、
そ
.七
て
わ
ず
が
に
半
失
業
者
、
不
熟
練
劳
働
卷 

お
よ
ひ
靑
年
労
働
者
を
組
織
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
事
実
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
疑
い
え
な
い
.。
な
ぜ
、
そ
ぅ
な
ら

a
ば
な
ら
k 

か

っ

た

か

W
題
は
こ
の
点
に
あ
る
.。
こ
れ
に
つ
い
て
、

ヮ
ル
タ
ー
•
ゥ
ル
、'フ
リ
ヒ
ト
が
、

つ
ぎ
の
よ
ぅ
に
の
ベ
て
い
る
の
は
当
時
の
事
情
を
物 

語

っ

て

い

る

？

.

，

 

. 

.

「

ロ
シ
ァ
と
は
対
照
的
に
、
ド
ィ
ツ
.に
お
.い
て
は
、
十
九
世
紀
か
ら
ニ
0
世
紀
へ
の
転
換
期
の
富
主

_
の
時
期
の
始
め
に
、
社
会
民
主
党
労 

働
組
合
お
よ
び
同
業
組
合
の
強
力
な
組
織
が
存
在
し
て
ぃ
た
。
し
か
し
な
が
ら
A

k
か
：

》

レ4

ぎ

な

、
■か

歡

会

馨

忠

一
 

©
力
決
定
^I

な
影
響
！
^
 

^
ハ
ぃ
た
。
s '
I :
4
j党
か
&
獅
ル
、

f

昏

6
於
# '
®'
彬

か

か

T.
:

、

cl :
l

&

 6

勝
-

6心

ー16
7
-

)

ォ
ロ
ギ
ー
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
.は
、
選
挙
に
よ
っ
て
、
.よ
り
高
い
投
票
数
の
：獲
得
と
平
和
的
な
貫
徹
を
_
指
し
て
い
た
の
で
あ
っ

た」
(

傍
点
筆
者) 

• 

•

'
,

こ
れ
は
た
し
が
に
，事
実
で
あ
る
が
、
.で
は
な
ぜ
そ
ぅ
な
.ら
な
け
れ
ば
な
ら
•な
か
っ
た
の
か
と
い
ぅ
点
に
な
る
と
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
て 

ー
八
九

0
年
か
ら
一
九

1
四
年
に
か
け
て
の

*ト
ィ
.ツ

労

働

運

動

に

お

け

る

蒞

干

の

問

題

.

.

四 
一

(

It

:
五
七
ノ



.

. 

四
ニ 

(

五
五
八

)
：

.ず
、
た
だ
日
和
見
主
義
者
、
裏
切
々
者
、.

機
会
主
義
者
の
背
信
の
た
め
で
あ
る
と
い
う「

お
定
ま
り」

.の
結
論
が
で
て
く
る
に
す
ぎ
な
、
。
そ
し 

て
ド
ィ
ッ
労
働
運
動
の
歴
史
上
、

一

九
一
四
年
の
第
一
次
世
界
大
戦
の
'勃
発
後
、
闘
い
の
あ
ら
ゆ
る
重
大
な
局
面
に
：お
い
て
さ
え
、
こ
の
よ
う
な 

日
泡
見
主
義
者
、
裏
切
り
者
と
い
う
断
定
が
横
行
し
、
そ
の
た
め
に
、
却
っ
て
日
和
見
主
義
•
機
会
主
美
の
本
質
が
瞹
昧
に
さ
れ
、
何
故
に

そ
1 

を
防
ぎ
え
な
か
っ
た
か
と
い
う
真
摯
な
理
論
的
反
省
を
欠
く
結
果
、
>ド
ィ
ッ
民
主
共
和
国
に
お
.け
る
歴
皮
研
究
、
と
く
に
労
働
運
動
史
研
究
の
方 

法
は
、
勢
い
公
式
主
義
に
流
れ
ざ
る
を
.え
な
い
0
こ
れ
は
ひ
と
り
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
、'ハ
ル
テ
ル
の
.研
究
に
特
有
な
も
の
.で
は
な
く
、
ク
チ
ン
ス 

キ
I
な
ど
に
も
っ
と
も
典
型
的
に
み
ら
4
^
0 

: 

_

V

f
者
は
以
上
の
•試
論
に
お
い
て
、

一
八
九
〇
年
代
か
ら
一
九
一
四
年
の
第
ー
；
次
世

#-
-
大
戦
に
至
る
時
期
に
お
け
る
ド
ィ
ッ
労
働
蓮
動
史
研
究
に 

お
い
て
、
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
と
み
ら
れ
る
日
和
見
主
義
の
発
生
の
歴
史
的
意
_
に
つ
い
て
、
バ
ル
テ
ル
の
著
書
を
批
判
し
つ
つ
、
展
開
し
て 

き
た
。
資
料
的
な
裏
づ
け
が
不
充
分
な
た
め
、
臆
測
に
r

づ
く
大
胆
な
規
定
に4

っ
.て
、

必
ず
し
も
正
し
い
見
解
と
.は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な 

い
o
:と
も
あ
れ
、労
働
運
動
史
の
研
究
は
、
歴
史
研
究
の
本
来
の
姿
と
し
て
た
：ん

に「

か
く
あ
り
き」

と
い
う
事
実
の
探
求
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
丈 

な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
勞
働
者
階
級
：の
生
活
条
件
の
維
持
お
よ
び
改
善
そ
し
て
そ
の
解
放
の
た
め
の
教
訓
を
学
び
と
る
こ
と
に
、
 

そ
の
目
^
ガ
秘
め
ら
れ
.て
い
る
と
す
れ
ば
、
何
よ
り
も
ま
ず
客
観
的
に
事
実
を
評
価
す
る
こ
と
が
必
要
で
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の
は
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に
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の
点
で
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る
。
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