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今
号
は
第
４
章
「
資
本
の
増
大
と
賃
金
」

の
後
半
に
入
り
ま
す
。
テ
キ
ス
ト
67
頁
９

行
目
か
ら
73
頁
９
行
目
で
す
。
レ
ポ
ー
タ

ー
は
引
き
続
き
徳
島
県
協
の
Ｈ
Ａ
さ
ん
で
す
。 

 

資
本
家
と
労
働
者
そ
れ
ぞ
れ
の
分
け
前 

 

Ｈ
Ａ
＝
ま
ず
相
対
的
労
賃
の
説
明
を
し
て
い

ま
す
。 

相
対
的
労
賃
＝
直
接
的
労
働
に
よ
っ
て
新

た
に
生
み
出
さ
れ
た
価
値
の
う
ち
、
蓄
積
さ

れ
た
労
働
す
な
わ
ち
資
本
の
得
る
分
け
前
と

比
較
し
て
の
、
直
接
的
労
働
の
分
け
前
を
表

現
す
る
。 

        

こ
の
よ
う
に
テ
キ
ス
ト
44
頁
で
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
本
来
労
賃
は
生
産
さ
れ
た

商
品
の
分
け
前
で
は
な
い
の
で
す
。
だ
が
資

本
家
に
し
て
み
れ
ば
、
労
賃
を
回
収
し
、
な

お
生
産
費
を
超
え
る
超
過
分
で
あ
る
利
潤
が

残
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。 

労
働
者
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
商
品
の
販

売
価
格
は
、
資
本
家
に
と
っ
て
は
次
の
３
つ

の
部
分
に
分
か
れ
ま
す
。 

①
原
料
の
価
格
と
、
道
具
・
機
械
・
そ
の
他

の
労
働
手
段
の
摩
損
分
の
回
収
。 

②
労
賃
の
回
収
。 

③
そ
れ
以
上
の
超
過
分
で
あ
る
資
本
の
利
潤
。 

①
は
、
も
と
か
ら
あ
っ
た
価
値
の
回
収
で 

        

す
。
②
と
③
は
、
明
ら
か
に
労
働
者
の
労
働

に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
、
原
料
に
付
加
さ
れ
た

新
価
値
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
で
す
。
そ
の
意

味
で
は
労
賃
と
利
潤
を
互
い
に
比
較
し
合
う

た
め
に
、
労
働
者
の
生
産
物
の
分
け
前
と
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

次
に
現
実
労
賃
は
同
一
不
変
、
も
し
く
は

騰
貴
し
て
も
、
相
対
的
労
賃
は
下
落
す
る
こ

と
が
あ
り
得
る
こ
と
を
、
す
べ
て
の
生
活
手

段
の
価
格
が
３
分
の
２
、
一
日
の
賃
銀
は
３

分
の
１
だ
け
下
落
し
た
と
仮
定
し
て
説
明
し

て
い
ま
す
。 

そ
こ
で
は
、
資
本
の
分
け
前
は
、
労
働
の

分
け
前
に
比
べ
て
増
加
し
、
資
本
と
労
働
と

みんなの学習講座 

『
賃
労
働
と
資
本
』
を
学
ぶ 
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の
間
の
社
会
的
富
の
分
配
は
い
っ
そ
う
不
均

等
に
な
る
と
い
う
の
で
す
。
資
本
家
は
同
じ

資
本
を
も
っ
て
、
前
よ
り
よ
り
多
く
の
労
働

を
指
揮
す
る
よ
う
に
な
り
、
つ
ま
り
低
賃
金 

                  

で
さ
ら
に
多
く
労
働
者
を
雇
え
る
よ
う
に
な

る
の
で
す
。
よ
っ
て
労
働
者
階
級
に
対
す
る

資
本
家
階
級
の
権
能
は
増
大
し
、
労
働
者
の

社
会
的
地
位
は
悪
化
し
、
い
ち
だ
ん
と
資
本

家
の
地
位
の
下
に
押
し
下
げ
ら
れ
た
の
で
す
。 

 

相
対
的
賃
金
・
利
潤
率
・
搾
取
率 

 

司
会
＝
な
ぜ
労
賃
は
分
け
前
で
は
な
い
と
い

え
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

Ｈ
Ａ
＝
商
品
を
つ
く
る
に
は
労
働
力
と
い
う

商
品
が
必
要
で
、
そ
の
価
値
と
し
て
支
払
わ

れ
る
の
が
賃
金
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

資
本
家
が
も
の
を
生
産
す
る
に
は
元
々
の
資

本
が
必
要
で
す
。
原
料
や
機
械
と
同
様
に
、

労
賃
す
な
わ
ち
生
産
さ
せ
る
労
働
者
も
あ
ら

か
じ
め
雇
い
ま
す
。
そ
の
時
点
で
労
賃
は
支

払
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
、
新
た
に
つ
く

ら
れ
た
生
産
物
か
ら
そ
の
分
け
前
で
労
賃
が

支
払
わ
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。 

Ａ
＝
賃
金
を
下
げ
る
と
い
う
理
屈
は
、
生
産

に
使
う
た
め
に
買
っ
た
道
具
や
機
械
の
代
金

を
、
商
品
が
売
れ
な
か
っ
た
の
で
、
安
く
し

て
く
れ
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
そ
ん
な
こ

と
通
じ
ま
せ
ん
よ
ね
。 

Ｙ
＝
価
値
を
貨
幣
で
表
し
た
の
が
価
格
で
す

か
ら
、
そ
の
商
品
が
ど
う
い
う
構
成
で
価
値

が
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
第
一
に

生
産
手
段
の
価
値
が
移
転
さ
れ
て
き
た
部
分

が
あ
り
、
第
二
に
、
生
産
す
る
労
働
者
の
賃

金
分
が
入
り
ま
す
。
そ
し
て
最
後
の
第
三
に

そ
の
労
働
者
が
剰
余
労
働
を
さ
せ
ら
れ
る
こ

と
で
つ
く
ら
れ
た
剰
余
価
値
分
と
い
う
よ
う

に
、
３
つ
の
構
成
に
よ
っ
て
商
品
の
価
値
が

構
成
さ
れ
て
、
価
格
と
し
て
売
ら
れ
る
の
で

す
。
問
題
は
第
三
の
そ
れ
以
上
の
超
過
分
で

あ
る
資
本
の
利
潤
と
い
う
部
分
で
す
。
第
二

の
労
賃
す
な
わ
ち
労
働
者
が
労
働
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
し
た
価
値
で
す
。 

司
会
＝
労
働
者
は
、
自
身
の
労
賃
分
の
価
値

と
、
資
本
の
利
潤
と
な
る
分
の
余
剰
の
価
値

と
い
う
両
方
の
価
値
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。 

Ｙ
＝
資
本
家
の
取
り
分
と
比
較
し
た
労
働
者

（
商
品
価
格
） 

商
品
の
価
値 

 

（
機
械
類
＋
原
材
料
） 

 

生
産
手
段 

 
 

（
労
働
力
の
価
格
） 

 

賃 

金 

（
資
本
の
利
潤
） 

 

剰
余
価
値 +

＝ 

＝ +

＝ 
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の
賃
金
の
こ
と
を
相
対
的
賃
金
と
い
い
、
ど

れ
だ
け
搾
取
さ
れ
て
い
る
か
は
搾
取
率
と
し

て
、
ｍ
／
Ｖ
（
剰
余
価
値
／
労
賃
）
で
表
さ

れ
ま
す
。
し
か
し
資
本
家
は
ど
う
考
え
る
か

と
い
う
と
、
労
賃
だ
け
で
な
く
原
料
や
機
械

な
ど
の
生
産
手
段
か
ら
も
剰
余
価
値
が
生
ま

れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
利
潤
率
と
し
て
、
ｍ

／
Ｃ
＋
Ｖ
（
剰
余
価
値
／
生
産
手
段
＋
労

賃
）
で
表
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
資
本
家
は
搾

取
率
で
考
え
ず
、
利
潤
率
で
考
え
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
考
え
方
か
ら
資
本
家

は
、
労
賃
は
分
け
前
だ
と
い
う
の
で
す
。 

Ｓ
＝
機
械
化
に
よ
り
生
産
手
段
Ｃ
が
増
え
、

分
母
が
大
き
く
な
る
の
で
、
有
機
的
組
成
の

高
度
化
に
よ
り
利
潤
率
は
常
に
下
が
っ
て
い

き
ま
す
。
そ
こ
で
、
逆
に
利
潤
率
を
上
げ
て

い
く
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
考
え
る
と
、

生
産
手
段
Ｃ
を
ど
れ
だ
け
節
約
す
る
か
に
な

り
ま
す
。
保
安
の
サ
ボ
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら

労
賃
Ｖ
を
下
げ
る
こ
と
で
す
。
合
理
化
に
よ

り
分
母
を
小
さ
く
す
る
と
利
潤
率
が
上
が
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。 

Ｔ
＝
そ
れ
は
労
働
者
を
危
険
に
さ
ら
し
、
資

本
家
は
儲
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

Ｙ
＝
労
賃
Ｖ
も
減
ら
し
た
い
の
で
、
労
働
者

が
権
利
を
主
張
し
、
賃
上
げ
を
要
求
す
る
こ

と
は
、
資
本
家
に
と
っ
て
邪
魔
な
の
で
す
。 

 

労
賃
と
利
潤
と
の
関
係
性
は 

 

Ｈ
Ａ
＝
労
賃
と
利
潤
と
の
騰
落
の
相
互
関
係

を
決
定
す
る
一
般
的
法
則
は
、「
利
潤
は
、

労
賃
が
下
落
す
る
の
に
比
例
し
て
増
加
し
、

労
賃
が
騰
貴
す
る
の
に
比
例
し
て
減
少
す

る
。」
と
い
う
こ
と
で
す
。 

こ
の
こ
と
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
異
論

を
唱
え
る
で
し
ょ
う
。「
資
本
家
は
労
働
者

の
賃
金
を
搾
取
し
て
儲
け
て
い
る
の
で
は
な

く
、
他
に
い
ろ
い
ろ
と
工
夫
を
し
て
利
潤
を

あ
げ
て
い
る
の
だ
と
。」 

こ
の
異
論
に
対
し
て
マ
ル
ク
ス
は
こ
う
答

え
て
い
ま
す
。 

①
労
働
は
、
そ
れ
が
資
本
家
に
も
た
ら
す
純

収
益
と
比
べ
れ
ば
よ
り
少
な
く
支
払
わ
れ
る
。 

②
商
品
価
格
の
変
動
に
も
関
わ
ら
ず
、
各
商

品
の
平
均
価
格
、
そ
れ
が
他
の
商
品
と
交
換

さ
れ
る
比
率
は
、
そ
れ
の
生
産
費
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
る
。 

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
資
本
家
階
級
の
内
部

で
の
騙
し
合
い
は
相
殺
さ
れ
る
の
だ
と
。
機

械
の
改
良
な
ど
は
、
あ
る
与
え
ら
れ
た
労
働

時
間
内
に
同
一
分
量
の
労
働
と
資
本
と
を
も

っ
て
よ
り
多
く
の
生
産
物
を
生
み
出
す
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
が
、
決
し
て
よ
り
多

く
の
交
換
価
値
を
つ
く
り
出
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
他
の
資
本
家
を
騙
し
て
少
し
ば
か
り

の
利
益
を
得
た
と
こ
ろ
で
、
結
局
商
品
の
社

会
的
平
均
価
格
は
生
産
費
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
騙
し
続
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
生
産
方
法
の
刷
新
に
よ
り
同
じ

コ
ス
ト
で
多
く
生
産
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

と
こ
ろ
で
、
も
の
の
価
値
は
下
が
り
交
換
価

値
総
体
が
増
え
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。 

最
後
に
、
一
国
の
で
あ
ろ
う
と
全
世
界
市

場
の
で
あ
ろ
う
と
、
資
本
家
階
級
す
な
わ
ち

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
、
生
産
の
純
収
益
を
ど
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ん
な
比
率
で
相
互
間
に
分
配
し
よ
う
と
も
、

こ
の
純
収
益
の
総
額
は
常
に
、
蓄
積
さ
れ
た

労
働
の
全
体
が
直
接
的
労
働
に
よ
っ
て
増
加

さ
れ
た
だ
け
の
額
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か

ら
こ
の
総
額
は
、
労
働
が
資
本
を
増
加
さ
せ

る
の
に
比
例
し
て
、
す
な
わ
ち
利
潤
が
労
賃

に
比
べ
て
増
加
す
る
の
に
比
例
し
て
増
大
す 

               

る
の
で
す
。
要
す
る
に
わ
れ
わ
れ
が
資
本
と

賃
労
働
と
の
関
係
の
内
部
に
立
ち
と
ど
ま
る

場
合
で
さ
え
も
、
資
本
の
利
害
と
賃
労
働
の

利
害
と
は
正
反
対
に
対
立
す
る
の
で
す
。 

 

資
本
の
利
害
と
賃
労
働
の
利
害 

 

Ｔ
＝
会
社
は
「
生
産
性
を
上
げ
ろ
」
と
言
う

の
で
す
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。 

Ｓ
＝
生
産
手
段
を
先
進
的
な
も
の
に
取
り
換

え
る
と
い
う
方
法
も
あ
り
ま
す
が
、
何
よ
り

も
労
働
者
の
働
き
方
や
意
識
を
ど
う
変
え
る

か
と
い
う
部
分
が
大
き
い
か
と
思
い
ま
す
。

今
の
働
き
方
改
革
も
同
じ
く
「
生
産
性
の
向

上
」
を
大
き
く
掲
げ
て
い
ま
す
。 

Ｈ
Ａ
＝
生
産
性
向
上
は
、
当
局
側
か
ら
だ
け

で
な
く
、
労
働
者
側
か
ら
の
提
案
と
い
う
形

で
も
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。 

Ｓ
＝
小
集
団
活
動
は
、
労
働
者
思
想
を
無
く

し
て
い
く
攻
撃
と
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
集
団
管
理
を
し
て
い
わ
ゆ
る
労
働

者
同
士
で
監
視
し
合
う
こ
と
や
、
一
緒
に
な

っ
て
会
社
の
こ
と
を
考
え
よ
う
と
い
う
、
思

想
攻
撃
で
あ
り
、
労
使
関
係
の
対
立
の
解
消

と
労
働
者
の
団
結
破
壊
が
狙
い
な
の
で
す
。 

Ｋ
＝
労
務
管
理
も
姿
が
変
わ
っ
て
き
て
、
昔

は
莫
大
な
お
金
を
か
け
て
攻
撃
を
か
け
て
き

た
け
れ
ど
も
、
今
は
も
う
成
果
主
義
賃
金
に

移
行
し
て
、
手
間
暇
も
お
金
も
か
け
ず
に
管

理
し
て
い
ま
す
よ
ね
。 

Ｔ
＝
郵
政
で
は
携
帯
端
末
で
す
べ
て
の
行
動

を
管
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
入
力
で
き
て
い
な

い
と
同
じ
仲
間
か
ら
注
意
さ
れ
る
。
労
働
者

同
士
で
管
理
し
合
っ
て
い
ま
す
。
挙
句
の
果

て
に
休
ん
で
い
な
い
の
に
休
憩
時
間
を
入
力

し
た
り
な
ど
、
嘘
の
入
力
が
横
行
し
て
い
ま

す
。
管
理
者
も
管
理
者
で
、
虚
偽
を
知
っ
て

い
て
、
あ
い
つ
は
作
業
が
早
い
と
言
う
の
で

す
。 

司
会
＝
み
ん
な
の
意
見
は
最
後
の
と
こ
ろ
に

集
約
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。「
要
す
る
に
わ
れ

わ
れ
が
資
本
と
賃
労
働
と
の
関
係
の
内
部
に

立
ち
と
ど
ま
る
場
合
で
さ
え
も
、
資
本
の
利

害
と
賃
労
働
の
利
害
と
は
正
反
対
に
対
立
す

小集団活動 
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る
。」
と
、
こ
れ
が
春
闘
を
た
た
か
う
意
義

で
す
ね
。
資
本
は
利
潤
を
最
大
限
獲
得
す
る

た
め
に
労
働
者
に
対
し
て
攻
撃
を
か
け
て
く

る
。
労
働
者
は
た
た
か
う
以
外
に
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。 

 

資
本
の
急
速
な
増
加
の
結
果 

資
本
の
権
能
が
増
大
す
る 

 

Ｈ
Ａ
＝
資
本
の
急
速
な
増
加
は
利
潤
の
急
速

な
増
加
に
等
し
い
。
利
潤
が
急
速
に
増
加
す

る
の
は
、
労
働
の
価
格
が
、
相
対
的
労
賃
が
、

同
じ
く
急
速
に
下
落
す
る
場
合
だ
け
で
あ
り
、

相
対
的
労
賃
は
、
た
と
え
現
実
労
賃
が
名
目

労
賃
・
労
働
の
貨
幣
価
値
と
同
時
に
騰
貴
し

て
も
、
利
潤
と
同
じ
比
率
で
騰
貴
す
る
の
で

な
け
れ
ば
、
下
落
し
う
る
の
で
す
。
例
え
ば

好
況
期
に
労
賃
が
５
％
だ
け
騰
貴
す
る
の
に

反
し
、
利
潤
の
方
は
30
％
だ
け
増
加
す
る

な
ら
ば
、
相
対
的
労
賃
は
増
加
し
た
の
で
は

な
く
、
減
少
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

そ
の
た
め
、
労
働
者
の
収
入
が
資
本
の
急

速
な
増
大
に
つ
れ
て
増
加
し
て
も
、
そ
れ
と

同
時
に
労
働
者
と
資
本
家
と
を
区
別
す
る
社

会
的
間
隙
が
増
加
し
、
同
時
に
労
働
に
対
す

る
資
本
の
権
能
が
、
資
本
へ
の
労
働
の
依
存

が
増
加
し
ま
す
。
労
働
者
は
資
本
の
急
速
な

増
大
に
利
害
関
係
を
も
つ
と
い
う
意
味
は
、

急
速
に
資
本
の
富
を
増
加
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

ま
す
ま
す
大
き
な
破
片
が
彼
の
手
に
落
ち
、

ま
す
ま
す
多
く
の
労
働
者
が
使
用
さ
れ
、
か

つ
生
み
出
さ
れ
、
資
本
に
依
存
す
る
賃
金
奴

隷
大
衆
が
ま
す
ま
す
増
加
さ
れ
う
る
と
い
う

こ
と
で
す
。 

労
働
者
階
級
に
と
っ
て
最
も
好
都
合
な
状

態
で
あ
る
で
き
る
だ
け
急
速
な
資
本
の
増
大

も
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
労
働
者
の
物
質
的
生

活
を
改
善
し
よ
う
と
も
、
利
潤
と
労
賃
と
は

相
変
わ
ら
ず
反
比
例
す
る
。
最
後
に
、
賃
労

働
に
と
っ
て
最
も
好
都
合
な
条
件
は
生
産
的

資
本
の
で
き
る
だ
け
急
速
な
増
大
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
た
だ
次
の
こ
と
を
意
味
す
る

に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。 

「
労
働
者
階
級
が
彼
ら
に
敵
対
す
る
権

能
・
彼
ら
に
君
臨
す
る
他
人
の
富
を
急
速
に

増
加
し
増
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
彼
ら
は
、

ま
す
ま
す
好
都
合
な
条
件
の
も
と
で
、
新
た

に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
富
を
増
加
さ
せ
、
資
本
の

権
能
を
増
大
さ
せ
る
た
め
に
労
働
す
る
こ
と

を
許
さ
れ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
よ
っ
て
引

き
ず
り
回
さ
れ
る
た
め
の
金
の
鎖
を
喜
ん
で

自
ら
鍛
え
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。」 

  

金
の
鎖
（
鉄
鎖
）
を
鍛
え
る
と
は 

 

Ｓ
＝
労
働
者
が
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
資

本
の
急
激
な
増
大
が
必
要
と
書
か
れ
て
い
ま

す
。
資
本
が
大
き
く
な
っ
て
い
け
ば
賃
金
も

少
し
ず
つ
上
が
る
。
労
働
者
の
生
活
が
良
好

で
あ
る
た
め
に
は
、
資
本
も
良
好
で
あ
る
こ

と
が
必
要
な
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
自
ら
喜

ん
で
こ
の
関
係
を
、
金
の
鎖
を
鍛
え
る
と
書

か
れ
て
い
る
の
で
す
。 

Ｙ
＝
資
本
主
義
の
仕
組
の
な
か
で
、
労
働
者
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が
資
本
の
権
能
の
増
大
に
よ
り
搾
取
さ
れ
続

け
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
結
局
は
資
本
を
没

落
さ
せ
る
労
働
者
の
意
識
を
つ
く
り
だ
し
て

い
く
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
皮
肉
を
込
め

て
書
か
れ
て
い
ま
す
ね
。 

Ｓ
＝
問
題
の
本
質
は
「
社
会
変
革
の
第
一
歩

は
労
働
者
の
権
利
意
識
で
あ
る
。
こ
れ
を
い 

               

か
に
高
め
る
か
。」
と
い
う
こ
と
で
す
。
労

働
者
は
今
こ
れ
を
奪
わ
れ
て
、
職
場
で
も
問

題
意
識
を
持
て
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
そ

れ
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
階
級
対
立
が
生
ま

れ
る
の
で
す
。 

司
会
＝
労
働
者
と
し
て
の
哲
学
を
し
っ
か
り

と
身
に
つ
け
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

Ｙ
＝
労
働
者
は
、
賃
金
を
労
働
力
商
品
の
再

生
産
費
に
等
し
い
状
態
に
し
て
い
く
た
め
に

は
、
資
本
家
と
た
た
か
っ
て
い
く
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
連
合
の
い
う
労
働
分
配
率

と
い
う
の
は
明
ら
か
に
違
う
。
こ
の
資
本
家

側
か
ら
分
け
前
を
も
ら
う
と
い
う
考
え
方
で

は
、
た
た
か
い
に
は
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。 

Ｓ
＝
郵
政
で
採
用
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
人

が
郵
政
ユ
ニ
オ
ン
に
入
る
と
な
っ
た
瞬
間
に
、

当
局
は
聞
き
つ
け
て
す
ぐ
に
保
留
に
な
り
ま

し
た
。
そ
れ
だ
け
団
結
を
恐
れ
て
い
る
の
で

す
。
国
労
や
Ｊ
Ａ
Ｌ
で
も
組
合
員
で
あ
る
こ

と
を
理
由
に
差
別
的
に
攻
撃
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
三
池
で
は
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
を
生
産

阻
害
者
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
解
雇
し

た
の
で
す
。
資
本
が
怖
が
る
の
は
労
働
者
の

団
結
で
す
。
遠
回
り
で
長
い
道
の
り
で
す
が
、

学
習
・
討
論
に
よ
っ
て
仲
間
を
地
道
に
増
や

し
て
い
く
し
か
な
い
の
で
す
。 

Ｙ
＝
ま
と
め
で
す
が
、
資
本
の
蓄
積
は
資
本

主
義
社
会
で
は
絶
対
法
則
で
あ
り
、
競
争
に

打
ち
勝
つ
た
め
に
も
蓄
積
し
ま
す
。
国
民
の

生
活
を
良
く
し
よ
う
と
生
産
を
し
て
い
る
の

で
は
な
く
て
、
剰
余
価
値
を
よ
り
増
や
し
て

蓄
積
し
て
い
く
た
め
に
生
産
を
行
っ
て
い
る

こ
と
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。 

『
資
本
論
』
で
は
、「
資
本
が
蓄
積
さ
れ

て
労
働
者
の
状
態
は
、
彼
が
受
け
取
る
支
払

い
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
高
か
ろ
う
と
安
か

ろ
う
と
悪
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。」
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
次
第
に
労
働
者
階
級

に
広
ま
っ
て
い
く
か
ら
反
作
用
で
労
働
者
が

団
結
し
て
立
ち
上
が
る
の
で
す
。
資
本
主
義

社
会
は
自
ら
崩
壊
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

資
本
主
義
が
自
ら
発
展
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
自

身
を
追
い
込
ん
で
い
く
と
い
う
矛
盾
で
も
あ

る
の
で
す
。 

三池闘争（警官隊との激突） 


