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プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は 

ど
の
よ
う
に
発
生
し
た
の
か 

 

司
会
＝
今
月
４
月
号
で
、
第
一
章
「
ブ
ル
ジ

ョ
ア
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
の
完
結
と
な
り
ま

す
。
今
回
の
命
題
は
「
近
代
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

が
ど
こ
か
ら
発
生
し
、
ど
の
よ
う
に
発
展
し

て
い
く
の
か
」
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。
ま
ず
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
発
生
の
お

さ
ら
い
を
お
願
い
し
ま
す
。 

Ｙ
Ｊ
＝
第
１
回
目
（
２
月
号
）
の
時
に
、
ブ

ル
ジ
ョ
ア
の
発
生
を
討
論
し
た
の
で
思
い
出

し
て
下
さ
い
。
１
４
９
２
年
コ
ロ
ン
ブ
ス
に

よ
る
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
発
見
、
１
４
９
８
年 

        

バ
ス
コ
・
ダ
・
ガ
マ
に
よ
る
イ
ン
ド
へ
の
航

路
発
見
な
ど
に
よ
る
市
場
の
拡
大
で
、
原
産

地
イ
ギ
リ
ス
の
毛
織
物
の
需
要
が
大
き
く
な

り
羊
毛
価
格
が
騰
貴
し
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス

の
毛
織
物
工
業
の
発
展
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
資

本
主
義
を
切
り
開
い
た
と
、
大
塚
久
雄
氏
の

『
近
代
欧
州
経
済
史
入
門
』
を
読
め
ば
一
目

瞭
然
に
分
か
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

14
世
紀
ま
で
遡
り
、
富
農
（
ヨ
ー
マ
ン
）

の
出
現
か
ら
始
ま
る
と
あ
り
ま
す
。 

Ｍ
＝
何
だ
よ
。
そ
の
「
ヨ
ー
マ
ン
」
と
い
う

の
は
？ 

ど
う
し
て
出
て
き
た
の
か
ね
？ 

Ｙ
Ｊ
＝
１
３
８
１
年
、
ウ
オ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ

ー
を
先
頭
に
し
た
イ
ギ
リ
ス
で
起
き
た
大
農 

        

民
一
揆
の
中
で
、
農
奴
は
賦
役
労
働
か
ら
地

代
の
金
納
化
（
そ
れ
も
長
期
低
額
の
借
地
権

で
）
に
移
行
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
農
奴
の

中
か
ら
「
荘
園
領
主
の
裁
判
権
か
ら
独
立
し
、

イ
ギ
リ
ス
王
権
に
直
属
す
る
解
放
状
態
を
勝

ち
取
っ
た
農
民
層
」
が
出
て
き
ま
す
。
そ
し

て
「
歴
史
上
そ
の
比
を
み
な
い
ほ
ど
裕
福
で

か
つ
不
羈
独
立
の
精
神
に
富
み
、
勇
敢
、
闊

達
、
素
朴
、
廉
直
」
の
徳
性
を
も
っ
た
イ
ギ

リ
ス
・
ヨ
ー
マ
ン
層
が
成
長
し
た
の
で
す
。

こ
の
ヨ
ー
マ
ン
が
毛
織
物
工
業
を
営
み
、
新

大
陸
の
発
見
か
ら
市
場
を
拡
大
し
、
欧
州
各

国
の
毛
織
物
工
業
を
凌
駕
し
て
い
く
ん
で
す
。

そ
の
後
１
６
４
９
年
、
ヨ
ー
マ
ン
の
首
領
ク
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ロ
ム
ウ
エ
ル
が
指
導
す
る
最
初
の
ブ
ル
ジ
ョ

ア
革
命
で
資
本
主
義
に
導
い
た
の
で
す
。 

Ｍ
＝
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
発
生
は
わ
か
っ
た
よ
。

肝
心
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
ど
こ
か
ら
出
て
き

た
ん
だ
。 

Ｙ
Ｊ
＝
15
世
紀
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
毛

織
物
市
場
が
拡
大
し
、
毛
織
物
業
そ
の
も
の

が
国
家
の
主
力
産
業
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
領
主
・
地
主
ら
は
小
作
人
が
耕
し
て

い
た
解
放
農
地
を
強
制
的
に
非
合
法
で
取
り 

            

上
げ
、
生
け
垣
や
塀
で
囲
い
込
み
、
農
民
を

追
い
出
し
、
毛
織
物
の
原
料
と
な
る
羊
の
放

牧
を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
第
１
次
エ
ン
ク

ロ
ー
ジ
ャ
ー
（
囲
い
込
み
）
と
言
い
ま
す
。

土
地
を
追
わ
れ
た
農
民
は
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ

ャ
ー
の
賃
金
労
働
者
と
な
り
ま
し
た
。 

Ｍ
＝
し
か
し
、
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
で
追
い

出
さ
れ
た
農
民
が
、
熟
練
を
要
す
る
マ
ニ
ュ

フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
の
織
機
を
動
か
す
労
働
者
に

そ
う
簡
単
に
成
れ
た
の
か
な
？ 

 

労
働
者
は
国
家
権
力
の 

暴
力
で
つ
く
ら
れ
た 

 

Ｋ
Ｊ
＝
そ
う
で
す
ね
。
土
地
を
追
わ
れ
た
農

民
は
、
盗
賊
か
浮
浪
者
と
な
り
、
特
に
浮
浪

者
は
、
訓
練
所
に
送
り
込
ま
れ
て
工
業
労
働

に
必
要
な
技
術
を
強
制
的
に
仕
込
ま
れ
た
の

で
す
。
し
か
し
過
酷
労
働
か
ら
逃
げ
出
せ
な

い
よ
う
、「
血
の
法
律
」
で
裁
き
ま
し
た
。

具
体
的
に
は
、「
鞭
打
ち
と
焼
き
ご
て
の
烙

印
で
、
奴
隷
化
と
死
刑
の
処
罰
を
も
っ
て
臨

み
、
特
に
浮
浪
民
の
う
ち
24
歳
以
下
の
男

子
及
び
20
歳
以
下
の
女
子
は
、
強
制
的
に

徒
弟
た
ら
し
め
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
の

労
働
に
耐
え
う
る
よ
う
に
技
術
的
、
社
会
的

訓
練
を
施
し
た
」
と
言
い
ま
す
。
国
家
権
力

の
力
で
暴
力
的
に
賃
金
労
働
者
に
変
え
ら
れ

た
ん
で
す
。
こ
の
結
果
、
生
産
手
段
を
奪
わ

れ
た
大
量
の
労
働
者
が
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ

ー
で
働
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
毛
織
物
工

業
は
急
激
に
イ
ギ
リ
ス
農
村
全
土
に
及
び
産

業
の
基
軸
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。 

Ｍ
＝
そ
う
だ
よ
ね
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
が
国
家
権

力
を
利
用
し
て
暴
力
で
安
く
こ
き
使
え
る
賃

金
労
働
者
を
つ
く
っ
た
ん
だ
。 

Ｙ
Ｊ
＝
そ
の
後
は
、
す
で
に
学
ん
だ
よ
う
に
、

市
場
の
拡
大
に
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
生
産

で
は
広
が
る
需
要
に
追
い
付
か
な
い
。
18

世
紀
の
後
半
か
ら
19
世
紀
初
頭
の
産
業
革

命
に
よ
っ
て
、
工
業
生
産
に
革
命
を
も
た
ら

し
、
全
産
業
の
司
令
官
、
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア

階
級
が
誕
生
す
る
と
と
も
に
、
工
業
生
産
を

担
う
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
も
増
大
し
た
の
で

産業革命期の工場 



 - 42 - 

す
。
併
せ
て
、
18
世
紀
の
第
二
次
エ
ン
ク

ロ
ー
ジ
ャ
ー
に
よ
り
、
一
部
は
農
村
で
毛
織

物
の
労
働
者
に
な
り
、
そ
の
他
は
産
業
革
命

の
進
展
と
と
も
に
、
都
市
部
に
勃
興
し
た
工

場
労
働
者
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
没
落

し
た
自
営
農
民
も
、
産
業
革
命
に
お
け
る
労

働
者
の
主
要
な
供
給
源
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

明
治
政
府
の
殖
産
興
業
、 

富
国
強
兵
か
ら
労
働
者
が
発
生
す
る 

 

司
会
＝
そ
れ
で
は
日
本
の
労
働
者
は
い
つ
頃

か
ら
発
生
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

Ｓ
Ｅ
＝
明
治
政
府
は
、
巨
額
の
国
費
を
使
っ

て
富
岡
製
糸
工
場
と
か
い
ろ
ん
な
官
営
工
場

を
作
り
ま
し
た
。
だ
が
こ
れ
ら
官
営
工
場
は

無
償
に
近
い
金
額
で
ほ
と
ん
ど
が
民
間
に
払

い
下
げ
ら
れ
た
ん
だ
よ
。
そ
ん
な
中
で
、
三

井
だ
、
三
菱
だ
、
住
友
だ
、
安
田
と
か
が
財

閥
と
な
り
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
し
て
い
く
わ
け
だ

ね
。
日
本
の
資
本
主
義
が
確
固
た
る
も
の
と

な
る
わ
け
だ
。
三
池
炭
鉱
は
国
か
ら
払
い
下

げ
ら
れ
た
と
あ
る
け
ど
も
、
最
初
は
藩
営
の

囚
人
労
働
で
、
そ
の
後
は
官
営
と
な
り
、
囚

人
を
ど
ん
ど
ん
連
れ
て
き
て
、
た
だ
で
こ
き

使
っ
た
こ
と
が
三
池
の
解
脱
塔
に
詳
し
く
説

明
が
書
い
て
あ
る
。
そ
し
て
三
井
は
巨
万
の

富
を
築
い
た
ん
だ
。
八
幡
製
鉄
所
な
ん
か
も

当
初
は
官
営
だ
っ
た
ん
だ
か
ら
ね
。
や
は
り

日
本
も
最
初
は
、
国
家
権
力
で
労
働
者
を
つ

く
り
だ
し
た
ん
だ
と
思
う
よ
。 

Ｋ
Ａ
＝
日
本
で
は
、
生
糸
産
業
が
唯
一
の
輸

出
産
業
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
女
工

哀
史
の
話
で
わ
か
る
よ
ね
。
小
作
農
の
娘
が
、

貧
困
が
理
由
で
女
郎
屋
に
売
ら
れ
る
か
、
絹

織
物
を
織
ら
さ
れ
に
繊
維
工
場
へ
行
く
か
の

時
代
で
、
最
初
に
主
た
る
工
場
労
働
者
に
な

っ
た
の
が
女
性
だ
っ
た
ん
だ
よ
。 

Ｋ
Ｕ
＝
Ｋ
Ａ
さ
ん
が
言
う
と
お
り
、
当
時
の

日
本
の
工
業
は
生
糸
の
繊
維
工
業
に
偏
っ
て

い
た
か
ら
、
女
子
工
員
が
圧
倒
的
に
多
か
っ

た
ん
だ
ね
。
そ
れ
を
輸
出
し
て
欧
州
か
ら
軍

艦
や
工
作
機
械
を
買
い
、
技
術
者
を
連
れ
て

き
て
殖
産
興
業
、
富
国
強
兵
へ
と
つ
な
が
っ

て
い
く
ん
だ
。 

Ｙ
＝
女
子
労
働
だ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
労
働

者
と
し
て
の
源
泉
は
、
多
く
の
下
級
武
士
に

も
あ
て
は
ま
る
ん
だ
な
。
明
治
維
新
の
廃
藩

置
県
で
、
下
級
武
士
の
多
く
が
失
業
し
ち
ゃ

う
わ
け
で
し
ょ
。
あ
る
程
度
政
府
か
ら
少
額

の
金
禄
公
債
の
保
証
が
出
た
ん
で
す
け
ど
、

か
な
り
上
級
の
武
士
で
な
い
と
そ
れ
を
元
手

に
生
活
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
、
結
局

失
業
に
追
い
込
ま
れ
、
後
に
労
働
者
に
な
っ

た
人
も
随
分
い
た
ん
で
す
ね
。 

 

ラ
ダ
イ
ト
運
動
か
ら
階
級
的
な
団
結
へ 

 

司
会
＝
日
本
に
お
け
る
労
働
者
の
発
生
に
つ

い
て
は
、
皆
さ
ん
お
分
か
り
い
た
だ
け
た
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
は
、
最
初
に
戻
っ
て
、

労
働
者
の
運
動
は
ど
う
発
展
、
推
移
し
た
の

か
で
す
。「
宣
言
」
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級

の
さ
ま
ざ
ま
な
発
展
段
階
を
経
過
す
る
と
述

べ
、
そ
の
反
抗
を
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
諸

関
係
に
向
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
生
産
用
具

げ 
 

だ
つ 
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そ
の
も
の
に
も
向
け
る
。
機
械
を
打
ち
こ
わ

し
工
場
を
焼
き
払
う
」
と
あ
り
ま
す
。
だ
が

そ
の
間
違
い
も
、「
工
業
の
発
展
と
共
に
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
が
ま
す
ま
す
大
き
な
集
団

に
寄
せ
集
め
ら
れ
、
自
分
自
身
の
力
を
強
く

感
じ
」
た
時
か
ら
、「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
対
抗

す
る
同
盟
を
結
び
始
め
、
か
れ
ら
の
労
働
賃

金
を
維
持
す
る
た
め
に
、
集
会
を
も
ち
、
労

働
組
合
を
つ
く
っ
て
、
不
時
の
反
抗
の
た
め 

             

に
食
料
を
準
備
す
る
」
こ
と
に
変
わ
り
ま
す
。

そ
れ
が
「
宣
言
」
の
言
う
「
労
働
者
が
団
結

し
、
革
命
の
準
備
を
す
る
」
こ
と
な
の
で
す
。

私
が
国
鉄
時
代
に
闘
っ
た
反
合
理
化
闘
争
は

技
術
革
新
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
導
入
に
対
し

て
絶
対
反
対
で
闘
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
を

「
現
代
版
ラ
ダ
イ
ト
（
打
ち
こ
わ
し
）
運
動

だ
」
と
揶
揄
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
合

理
化
絶
対
反
対
は
誤
り
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

Ｙ
＝
こ
の
「
宣
言
」
で
言
っ
て
い
る
、
機
械

ぶ
ち
壊
し
は
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
で
起
こ
っ
た

の
で
す
が
、
そ
れ
と
今
の
反
合
理
化
闘
争
の

機
械
導
入
阻
止
と
は
違
う
と
思
い
ま
す
。
な

ん
で
反
対
す
る
か
と
い
え
ば
、
機
械
が
導
入

さ
れ
れ
ば
人
が
減
ら
さ
れ
、
搾
取
が
ま
す
ま

す
強
化
さ
れ
ま
す
。
資
本
家
は
機
械
導
入
で

人
を
減
ら
し
、
儲
け
を
増
や
す
と
い
う
こ
と

で
す
か
ら
、
そ
れ
は
や
は
り
絶
対
反
対
が
正

し
い
選
択
で
す
。 

 

Ｓ
Ｅ
＝
当
時
の
機
械
打
ち
壊
し
運
動
と
い
う

の
は
、「
機
械
が
俺
の
仕
事
を
奪
っ
た
、
だ

か
ら
こ
の
機
械
は
、
敵
だ
」
と
い
う
こ
と
で

壊
し
た
。
で
も
そ
の
機
械
を
資
本
家
は
よ
り

優
秀
な
も
の
に
入
れ
替
え
る
わ
け
で
し
ょ
う
。

結
局
壊
し
た
こ
と
で
弾
圧
さ
れ
、
逮
捕
さ
れ
、

解
雇
さ
れ
る
。
労
働
者
の
闘
い
は
、
機
械
打

ち
壊
し
で
は
、
解
決
し
な
い
こ
と
、
そ
こ
に

本
当
の
敵
が
誰
で
あ
る
か
を
労
働
者
が
学
び
、

団
結
で
闘
う
こ
と
に
発
展
す
る
ん
で
す
ね
。 

 

政
党
は
労
働
者
自
身
の
競
争
に
よ
り
繰
り

返
し
破
壊
さ
れ
る
、
し
か
し
、
そ
の
た
び

に
復
活
す
る 

 

司
会
＝
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
階
級
に
発
展
し
、

政
党
に
組
織
さ
れ
常
に
く
り
か
え
し
破
壊
さ

れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
び
に
復
活
す
る
」

と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
原
因
は
「
労
働
者
自

身
の
あ
い
だ
の
競
争
」
だ
、
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

Ｋ
Ａ
＝
や
っ
ぱ
り
人
よ
り
い
い
暮
ら
し
を
し

た
い
と
か
、
ち
ょ
っ
と
得
し
た
い
と
い
う
気

持
と
い
う
の
は
必
ず
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

労
働
者
同
士
で
競
争
が
必
ず
起
き
て
し
ま
う
。 

三池炭鉱における採掘作業（明治時代） 

や 
 

ゆ 
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Ｋ
Ｕ
＝
成
果
主
義
で
労
働
者
同
士
が
競
争
す

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
す
か
。 

司
会
＝
し
か
し
、
こ
こ
は
政
党
と
い
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
時
代
か
ら
い
っ
て
労
働
者
間
の

競
争
と
は
な
ん
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。 

Ｙ
＝
こ
の
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
情
勢
は
１

８
３
０
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
、
ル
イ
・
フ
ィ
リ

ッ
プ
の
圧
政
と
弾
圧
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な

社
会
主
義
運
動
が
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
か
ら
の

亡
命
者
の
間
で
「
亡
命
者
同
盟
」
が
作
ら
れ
、

そ
れ
が
分
裂
し
て
「
ド
イ
ツ
正
義
者
同
盟
」

と
い
う
秘
密
結
社
が
作
ら
れ
た
。
パ
リ
で
武

装
蜂
起
し
た
が
弾
圧
さ
れ
失
敗
し
て
し
ま
っ

た
。
同
盟
員
も
パ
リ
や
ド
イ
ツ
、
ロ
ン
ド
ン
、

ス
イ
ス
へ
逃
れ
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
。
同
盟

の
な
か
は
思
想
的
に
ば
ら
ば
ら
な
状
態
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
、
同
盟

内
の
ワ
イ
ト
リ
ン
グ
派
と
論
争
を
起
こ
し
、

ワ
イ
ト
リ
ン
グ
派
は
影
響
力
を
な
く
し
ま
す
。

結
局
「
ド
イ
ツ
正
義
者
同
盟
」
は
破
壊
さ
れ

「
共
産
主
義
者
同
盟
」
と
改
称
さ
れ
、
さ
ら

に
大
き
な
組
織
と
な
る
ん
だ
。
エ
ン
ゲ
ル
ス

も
マ
ル
ク
ス
も
共
産
主
義
者
同
盟
に
加
盟
す

る
ん
だ
ね
。
だ
か
ら
こ
こ
で
い
う
労
働
者
間

の
競
争
と
は
、
革
命
の
方
法
を
巡
っ
て
の
労

働
者
政
党
間
の
分
裂
の
歴
史
だ
と
思
う
よ
。 

Ｋ
Ｕ
＝
労
働
者
の
分
裂
の
歴
史
と
い
う
こ
と

で
は
現
在
の
日
本
も
そ
う
だ
。
戦
後
社
会
党

と
総
評
が
結
成
さ
れ
総
資
本
対
総
労
働
と
い

わ
れ
た
三
池
と
安
保
闘
争
が
闘
わ
れ
た
け
れ

ど
も
、
１
９
８
０
年
代
後
半
は
、
総
評
・
社

会
党
が
解
体
さ
れ
労
働
組
合
の
中
に
労
資
協

調
路
線
が
浸
透
し
て
し
ま
っ
た
。
第
二
組
合

を
作
っ
て
競
争
と
分
断
を
煽
っ
て
階
級
闘
争

が
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
労
働
者
の
意
識

も
資
本
主
義
的
常
識
が
深
ま
り
、
成
果
主
義

に
よ
り
労
働
者
間
で
競
争
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。 

 

ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
は
、
こ
れ
以
上
社
会
の

支
配
階
級
と
し
て
と
ど
ま
る
能
力
を
、
も

た
な
い 

 

Ｋ
Ａ
＝
次
に
最
後
の
方
で
す
け
れ
ど
、
最
新

版
だ
と
Ｐ
60
の
３
行
目
の
「
貧
窮
は
人
口

や
富
よ
り
も
っ
と
急
速
に
発
展
す
る
。
…
社

会
は
も
は
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
も
と
で
は

生
存
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア

階
級
の
生
存
は
も
は
や
社
会
と
相
容
れ
な
い

の
で
あ
る
」
と
書
い
て
あ
り
、
全
く
そ
の
通

り
だ
と
思
い
ま
す
。
現
在
も
労
働
者
は
、
過

労
死
す
る
ま
で
働
か
さ
れ
、
若
者
は
非
正
規

で
年
収
２
０
０
万
円
以
下
。
結
婚
も
で
き
な

い
。
私
た
ち
の
厚
生
年
金
も
削
減
さ
れ
て
き

て
、
ま
す
ま
す
労
働
者
の
貧
窮
化
が
進
ん
で

い
て
資
本
主
義
で
は
生
き
て
い
け
な
い
と
こ

ろ
ま
で
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

 

で
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
富
裕
層
は
増
々
富
を
増

や
し
肥
え
太
り
大
企
業
の
内
部
留
保
は
３
６

６
兆
円
超
（
16
年
財
務
省
統
計
）
ま
で
増

え
、
格
差
は
い
っ
そ
う
深
ま
っ
て
い
て
も
、

ま
だ
ま
だ
搾
り
取
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
な

ぜ
、
「
宣
言
」
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
は

「
自
分
の
階
級
の
生
存
条
件
を
、
規
制
的
法

則
と
し
て
社
会
に
強
制
す
る
能
力
を
持
た
な

い
」
と
あ
る
の
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
が
依
然

と
し
て
生
存
し
つ
づ
け
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。 

あ
お 
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Ｙ
Ｊ
＝
こ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
生
存
条
件

と
は
何
か
な
ん
だ
。
マ
ル
ク
ス
は
『
資
本

論
』
の
中
で
「
生
産
と
消
費
の
矛
盾
」
と
し

て
取
り
上
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
資
本
家

は
自
分
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
対
し
て
は
、

搾
取
の
対
象
と
し
て
そ
の
販
売
す
る
労
働
力

を
極
限
ま
で
安
く
買
い
た
た
く
。
そ
の
こ
と

に
よ
り
、
生
産
さ
れ
た
商
品
の
購
買
者
と
し

て
の
労
働
者
の
消
費
は
制
限
さ
れ
過
剰
生
産

が
発
生
す
る
」、「
す
な
わ
ち
商
品
の
買
い
手

と
し
て
の
労
働
者
と
、
労
働
力
の
売
り
手
と

し
て
の
労
働
者
と
の
間
に
生
じ
る
矛
盾
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
矛
盾
が
恐
慌
を
引
き
起
こ

す
基
礎
と
な
っ
て
い
る
」
こ
と
を
解
き
明
か

し
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の

生
存
条
件
は
「
搾
取
の
諸
条
件
」
が
良
好
に

続
く
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
に
「
搾
取
の
諸

条
件
」
と
「
搾
取
実
現
の
諸
条
件
」
が
相
矛

盾
す
る
も
の
と
し
て
資
本
主
義
の
体
内
に
宿

っ
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
で
は
指
摘
し
て
い
る

の
で
す
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
恐
慌
に
よ
っ
て
、

資
本
主
義
は
自
動
崩
壊
し
ま
せ
ん
。「
労
働

者
階
級
の
革
命
的
団
結
に
よ
っ
て
ブ
ル
ジ
ョ

ア
階
級
の
支
配
を
打
倒
す
る
と
き
が
き
た
」

と
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
説
く
の
で
す
。 

 

資
本
主
義
は
労
働
者
の
革
命
に
よ
っ

て
の
み
し
か
崩
壊
し
な
い 

 

司
会
＝
そ
こ
で
す
ね
。
第
一
章
の
最
後
の
ブ

ル
ジ
ョ
ア
は
「
何
よ
り
も
、
彼
ら
自
身
の
墓

堀
人
を
生
産
す
る
」
と
言
っ
て
労
働
者
の
階

級
的
任
務
を
暗
示
し
て
い
ま
す
が
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。 

Ｋ
Ｕ
＝
簡
単
に
言
え
ば
墓
堀
人
と
は
、
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
で
あ
る
。
資
本
家
を
墓
に
放
り
込

む
の
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
し
か
い
な
い
。

そ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
が
つ
く

っ
て
き
た
が
、
そ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
を
酷
使

す
れ
ば
、
抵
抗
し
一
企
業
か
ら
全
国
的
に
横

の
団
結
を
深
め
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
を
倒
し
墓
に

放
り
込
む
た
め
に
、
革
命
を
起
こ
す
。
こ
の

革
命
に
よ
っ
て
の
み
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
を
打

倒
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

し
か
し
、
革
命
的
団
結
が
な
か
な
か
で
き

て
こ
な
い
。
こ
の
主
体
形
成
が
課
題
で
す
。 

司
会
＝
そ
う
で
す
ね
。
第
一
章
の
結
論
「
か

れ
ら
の
没
落
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
勝
利

は
、
と
も
に
不
可
避
で
あ
る
」
と
い
う
法
則

に
自
信
と
確
信
が
持
て
る
か
が
今
後
の
課
題

と
な
り
ま
す
ね
。 

次
回
は
第
一
章
で
議
論
し
た
も
の
の
ま
と

め
を
出
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

炭労反合闘争 ― 三池闘争（1959.11.8） 


