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一
人
八
五
年
一
月
七
日
発
生
し
た
ウ
ラ
ジ
ミ
ル
県
オ
レ
ホ
ヴ
ォ

l
ズ
ェ
ヴ
ォ
村
の
ニ
コ
ル
ス
カ
ヤ
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
テ
ュ
ア
に
お
け
る
い
わ
ゆ

る
モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ
キ
は
、

ロ
シ
ヤ
労
働
運
動
に
一
時
期
を
凶
す
る
・
も
の
で
あ
っ
た
。
乙
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
お
い
て
、
労
働
者
は
か
つ
て
な

い
組
織
性
、
強
固
な
団
結
を
示
し
、

ロ
シ
ヤ
社
会
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
「
労
働
者
の
政
治
的
学
校
で
あ
り
、
資
本

家
と
ツ
ア
ー
ル
権
力
に
対
す
る
ロ
シ
ヤ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
よ
り
大
衆
的
、
よ
り
組
織
的
斗
争
の
出
発
点
に
な
り
、

持－

工
場
法
制
定
の
道
へ
と
至
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
」

ツ
ア

I
リ
ズ
ム
を
し
て

こ
の
小
論
は
、
モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ
キ
の
過
程
に
お
け
る
労
働
者
階
級
の
意
識
の
発
展
を
そ
の
行
動
、
要
求
を
通
じ
て
検
討
す
る
乙
と
を
目

的
と
し
て
い
る
。
従
来
こ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
、
労
働
者
の
組
織
性
、
そ
の
政
治
的
意
識
の
成
長
、
及
び
ス
ト
ラ
イ
キ
の
与
え
た
影
響
と
言
う
点

で
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
組
織
性
の
発
展
と
政
治
意
識
の
成
長
と
の
関
係
が
必
ら
ず
し
も
明
確
で
な
い
様
で
あ
る
。
即
ち
モ
ロ
ゾ
フ
の
労

働
者
は
如
何
な
る
目
的
意
識
を
も
っ
て
組
織
的
斗
争
を
行
な
っ
た
か
と
言
う
問
題
で
あ
る
ο

更
に
労
働
者
の
階
級
的
連
帯
意
識
と
、

反
政
府

的
、
反
ツ
ア

l
リ
ズ
ム
的
意
識
の
関
係
に
つ
い
て
も
一
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
こ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
お
い
て
こ
の
二
つ
の
意
識
が

モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ
キ
に
つ
い
て
（
倉
附
）

九
五



モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ
キ
に
つ
い
て
（
倉
崎
）

労
働
者
の
聞
に
同
時
的
に
形
成
さ
れ
た
と
す
る
主
張
、
及
び
こ
の
二
つ
を
区
別
せ
ず
単
に
階
級
的
、
或
は
政
治
的
意
識
が
形
成
さ
れ
た
と
す
る

守
し
〕
、

J
J
’J
ノ

主
張
に
若
干
の
疑
問
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
階
級
的
な
連
帯
的
斗
争
は
、
ツ
ア
ー
ル
専
制
の
も
と
で
は
客
倒
的
に
反
政
府
的
行
動
で
あ
る
こ
と

を
否
定
す
る
・
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
両
者
は
区
別
さ
れ
る
べ
、
き
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
意
識
的
指
導
の
存
在
と
言
う
条
件
の
下
に
お
い
て
、
日

に
お
い
て
は
、
よ
り
次
元
の
高
い
意
識
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

常
経
済
要
求
の
段
階
に
お
い
て
も
形
成
さ
れ
得
る
意
識
で
あ
る
が
、
後
者
は
、
特
に
伝
統
的
に
ツ
ア
ー
ル
に
対
す
る
幻
想
の
在
在
し
た
ロ
シ
ヤ

乙
の
こ
と
に
注
目
し
つ
つ
、

モ
ロ
ゾ
フ
工
場
の
労
働
者
の
政
治
意
識
の
発
展
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、

ロ
シ
ヤ
労
働
者
階
級
の
革
命
政
治

ツ
ア
ー
ル
幻
砲
の
克
服
過
程
を
よ
り
は
っ
き
り
と
さ
せ
る
一
つ
の
手
掛
り
を
得
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

意
識
の
形
成
過
程
、
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t
八
一
年
の
第
二
次
革
命
的
情
勢
期
に
昂
揚
し
た
労
働
運
動
は
入
一

t
八
五
年
に
至
る
工
業
危
検
に
よ
っ
て
一
時
中
断
さ
れ
た
が

労
働
者
に
と
っ
て
不
利
な
条
件
が
子
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
乙
の
時
期
の
労
働
運
動
は
、
斗
争
形
態
と
し
て
騒
擾
（
回
o
h
z
m
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市
）
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ま
た
乙
の
時
期
の
労
働
運
動
の
発
展
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
な
乙
と
は
、
同
一
工
業
部
門
に
お
け
る
数
工
場
の
同
時
的
な
斗
争
、
及
び
同

一
工
場
で
の
短
期
間
に
お
け
る
系
統
的
な
繰
り
返
し
の
ス
ト
ラ
イ
キ
斗
争
が
見
ら
れ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が

ま
だ
萌
芽
江
も
の
で
は
あ
る
が
、
労
働
者
階
級
の
聞
に
階
級
的
連
帯
意
識
、
及
び
系
統
的
、
組
織
的
斗
争
に
つ
い
て
の
意
識
の
成
長
を
証
明
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。

労
働
者
の
要
求
は
、
賃
金
、
罰
金

l
控
除
、
工
場
売
店
、
労
働
施
設
の
改
善
、
職
制
の
横
暴
、
解
雇
問
題
な
ど
の
日
常
経
済
要
求
が
そ
の
殆

ん
ど
大
部
分
を
占
め
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
要
求
が
強
固
な
組
織
、
団
結
の
も
と
で
斗
わ
れ
る
時
、
政
治
問
題
佑
す
る
。

ツ
ア
ー
ル
政
府
は
警

察

l
軍
隊
を
し
ば
し
ば
出
動
さ
せ
、
労
働
者
を
開
圧
す
る
一
方
、
労
働
者
の
斗
争
を
そ
ら
せ
る
た
め
に
婦
女
子
労
働
を
制
限
す
る
法
律
を
公
布

し
て
、
そ
の
懐
柔
に
努
め
た
。

し
か
し
な
が
ら
乙
の
時
期
の
労
働
運
動
は
、
全
体
と
し
て
は
自
然
発
生
的
な
段
階
に
と
ど
ま
り
、
経
済
斗
争
の
域
を
出
る
こ
と
は
出
来
な
か

っ
た
。
先
進
的
な
個
々
の
労
働
者
に
よ
る
反
ツ
ア
ー
ル
的
な
運
動
は
容
在
し
は
し
た
が
、
労
働
者
大
衆
の
聞
で
反
政
府
的
な
志
向
が
表
面
佑
す

る
様
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
こ
の
様
な
時
点
に
お
い
て
、
ま
た
工
業
危
機
が
最
も
深
佑
し
た
時
期
に
お
い
て
モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ
キ
は

発
生
し
た
の
で
あ
る
。

各
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。
の
の
S
S
5
2
J昌
宏
「
吋
・
・

H
由印斗・

。J

「勺・

H
ω
N
．

ス

ト

ラ

イ

キ

の

背

景

｜

労

働

者

の

状

態

モ
ロ
ゾ
フ
工
場
の
労
働
者
の
状
態
に
つ
い
て
述
べ
る
乙
と
は
、
そ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
の
要
求
と
関
連
し
て
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
モ
ロ
ゾ
フ

工
場
に
は
極
め
て
厳
重
な
労
働
者
の
服
務
規
定
が
あ
り
、
こ
れ
が
労
働
者
の
状
態
を
大
き
く
規
制
し
て
い
る
。
即
ち

パ
ス
ポ
ー
ト
を
工
場
事
務
所
に
提
出
し
、
代
わ
り
に
賃
金
手
帖
を
う
け
と
る
こ
と
。

モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ
キ
に
つ
い
て
（
倉
崎
〉

九
七
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す
べ
て
の
雇
傭
条
件
を
無
条
件
に
遂
行
す
る
こ
と
。

3 

内
規
を
厳
格
に
守
り
、
「
忠
実
で
従
順
な
敬
意
あ
る
態
度
で
上
司
に
接
し
、
友
人
関
係
で
は
一
致
協
力
し
て
出
申
し
分
の
な
い
様
に
す
る
」

こ
と
。

4

経
営
者
に
出
来
る
だ
け
損
害
を
与
え
な
い
様
、
努
め
る
こ
と
。

5 

労
働
者
が
擢
病
し
、
前
借
金
を
受
け
取
っ
た
場
合
、
そ
れ
を
返
済
す
る
た
め
、
契
約
期
聞
を
越
え
て
働
く
こ
と
。

6 

契
約
期
闘
が
満
了
す
る
ま
で
、
一
雇
傭
条
件
で
定
め
ら
れ
た
賃
金
の
引
き
上
げ
を
要
求
せ
。
さ
る
こ
と
。

7 

経
営
者
に
損
害
を
与
え
、
或
は
そ
の
利
訴
を
損
ね
た
時
は
、
物
質
的
な
責
任
を
と
る
こ
と
。

9 

そ
の
他
の
工
場
監
督
者
の
話
し
を
盗
み
聞
き
し
た
と
判
断
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
責
任
を
と
る
こ
と
。

持－

作
業
を
中
止
さ
せ
る
目
的
で
ス
ト
ラ
イ
キ
を
計
画
し
た
場
合
、
刑
事
上
の
責
任
を
と
る
こ
と
。

8 

経
営
者
、
管
理
者
、

が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
侵
犯
に
対
し
て
は
す
べ
て
罰
金
、
解
雇
と
言
う
罰
が
加
え
ら
れ
る
。
特
に
第
三
項
、
第
七
項
が
広
範
に
適
用
さ
れ
、

い
わ
ゆ
る
職
制
の
主
観
的
な
判
断
に
よ
っ
て
多
額
の
罰
金
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
遅
刻
伯
カ
ぺ
イ
ク
、
作
業
中
の
私
語
刊
カ
ぺ
イ
ク
、
作

業
終
了
前
の
若
替
え

ωカ
ペ
イ
ク
、
欠
勤
一
日
に
つ
き
1
ル
ー
ブ
ル
の
如
き
は
一
応
客
観
的
な
事
実
｜
労
働
者
の
側
の
落
度
だ
と
し
て
も
、
労
働

者
を
苦
し
め
た
罰
金
は
こ
の
様
な
も
の
で
は
な
く
、
製
品
検
査
、
納
入
の
際
、
そ
の
製
品
が
不
合
格
、
不
良
品
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
場
合
、
「
経

営
者
の
利
益
を
損
ね
た
」
と
言
う
理
由
で
課
せ
ら
れ
る
罰
金
で
あ
っ
た
。
製
品
検
査
の
基
準
と
し
て
は
一
応
「
技
術
的
欠
陥
」
に
関
す
る
内
規

が
存
在
し
は
し
た
が
、
乙
れ
は
全
く
注
目
さ
れ
ず
、
労
働
者
に
対
す
る
保
護
の
保
障
、
弁
解
の
権
利
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
検
査
基
準
は
職
制

た
る
検
査
係
り
の
主
観
的
な
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
。
工
場
主
モ
ロ
ゾ
フ
は
「
納
品
係
り
は
封
働
者
が
不
良
品
を
全
く
生
産
し
な
い
で
良

品
の
み
を
生
産
す
る
様
、
検
査
を
厳
重
に
し
：
：
：
成
績
の
不
良
な
係
り
員
を
解
職
す
る
」
旨
警
告
を
発
し
、
更
に
彼
が
工
場
を
視
察
し
た
際
、

検
査
係
り
員
巨
o官
民
が
こ
れ
以
上
の
も
の
を
生
産
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
っ
て
彼
に
差
し
出
し
た
製
品
に
さ
え
不
満
の
意
を
示



持

4

し
、
も
っ
と
労
働
者
か
ら
罰
金
を
と
る
様
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
検
査
基
準
な
る
も
の
が
如
何
な
る
も
の
か
を
示
す
と
共
に
、
い
わ
ゆ

る
職
制
に
殆
ん
ど
無
制
限
の
罰
金
を
徴
収
す
る
こ
と
を
可
能
た
ら
し
め
た
。
「
ど
ん
な
に
努
力
し
て
も
、
ど
ん
な
に
立
派
に
や
っ
て
も
作
業
に
対

す
る
罰
金
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
一
労
働
者
は
述
べ
、
更
に
彼
は
自
分
の
製
品
が
何
故
悪
い
の
か
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
上
司
に

恭

5

対
す
る
反
抗
と
判
断
さ
れ
、

2
ル
ー
ブ
ル
の
罰
金
を
新
た
に
徴
収
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ウ
ラ
ジ
ミ
ル
県
々
知
事
の
苫
国

2
5

で
さ
え
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
「
私
は
多
く
の
労
働
者
の
賃
金
手
帖
を
見
た
が
、

長

6
た
」
と
報
告
し
て
い
る
。
製
品
に
対
す
る
罰
金
を
原
料
の
組
悪
佑
、
機
械
整
備
の
見
習
工
の
整
理
、
機
械
運
転
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
が
増
大
さ

罰
金
の
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
労
働
者
は
設
も
い
な
か
っ

せ
て
い
る
。

ま
た
工
場
側
の
都
合
に
よ
る
休
業
に
対
し
て
は
、
労
働
者
に
l
カ
ペ
イ
カ
の
保
障
も
与
え
ら
れ
な
い
反
面
、
労
働
者
の
責
任
に
よ
る
欠
勤
に

対
し
て
罰
金
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
労
働
者
は
大
き
な
不
満
を
表
明
し
て
い
る
。
更
に
契
約
期
間
中
に
労
働
者
が
退
職
を
望
め
ば
、
そ
の

雇
傭
の
日
か
ら
計
算
し
て
、

総
賃
金
の
弘
が
控
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

従
っ
て
希
望
退
職
と
言
う
こ
と
は
事
実
上
あ
り
得
な
か
っ

た
。
逆
に
経
醤
者
は
何
の
予
告
も
な
く
、
何
時
で
も
労
働
者
を
解
雇
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
こ
と
を
労
働
者
は
「
我
々
兄
弟
を
愚
弄
す
る

や

7

も
の
」
と
感
じ
て
お
り
、
こ
れ
に
激
し
い
怒
り
を
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
労
働
者
の
「
責
任
に
よ
る
」
欠
勤
、

遅
刻
、
退
職
に
対
す
る
罰
金
制
そ
の
も
の
の
不
合
理
性
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
彼
等
と
比
較
し
て
工
場
側
の
責
任
に
よ
る
休
業
に

何
の
保
障
も
な
い
と
言
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

罰
金
は
工
業
危
機
の
時
期
に
著
る
し
く
増
大
し
、

一
織
工
が
「
一
八
七
四
年
に
は
罰
金
は
か
な
り
大
き
な
原
因
に
対
し
て
も
初
カ
ペ
イ
ク
を

越
え
る
こ
と
は
な
く

m
t日
カ
ペ
イ
ク
で
あ
っ
た
が
、

一
八
八
四
年
に
は

m
t
mカ
ぺ
イ
ク
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
様
に
一
八
人
四
年
に
は

八
一
年
の
一
五
六
%
に
遥
し
、
全
賃
金
の
四

o
t五
O
%
を
占
め
る
様
に
な
っ
た
。
こ
の
様
な
罰
金
額
の
増
大
は
、
労
働
者
の
生
活
を
者
る
し

く
低
下
せ
し
め
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ
キ
に
つ
い
て
（
禽
崎
）

九
ブL



モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ
キ
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（
倉
崎
）

一0
0

次
に
労
働
者
の
賃
金
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
み
よ
う
。
賃
金
の
形
態
と
し
て
は
、
織
工
、
紡
績
工
、
染
色
工
に
は
い
わ
ゆ
る
出
来
高
払
い
給

が
適
用
さ
れ
、
機
械
修
理
工
等
の
付
随
的
な
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
は
日
給
制
が
と
ら
れ
て
い
た
。
入
0
年
代
の
初
頭
か
ら
始
ま
っ
た
工

業
危
機
は
モ
ロ
ゾ
フ
工
場
に
も
重
大
な
影
響
を
与
え
、
同
工
場
に
お
い
て
八
二

t
八
四
年
に
か
け
て
五
回
の
賃
金
の
引
き
下
げ
が
行
わ
れ
、
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
入
四
年
末
の
賃
金
は
八
一
年
の
そ
れ
に
比
し
て
実
に
二
五
%
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
賃
金
引
き
下
げ
は
、
賃
金
平
の
引

き
下
げ
と
言
う
形
態
と
共
に
、
織
工
に
つ
い
て
は
、
従
来
よ
り
細
い
糸
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
単
位
時
間
内
の
生
産
高
を
減
少
さ
せ
、
或
は

製
品
検
査
を
厳
重
に
す
る
な
ど
の
手
段
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
か
く
て
モ
ロ
ゾ
フ
工
場
に
お
け
る
労
働
者
の
賃
金
は
平
均
入
一
年
お

tMA

ル
ー
ブ
ル
、
入
二
／
八
三
年
ロ

t
日
ル
ー
ブ
ル
、
八
四
年
末
に
は
約
7
ル
ー
ブ
ル
、
前
後
に
な
っ
て
い
る
。
モ
ロ
ゾ
フ
工
場
に
お
い
て
は
二
交

代
制
一
二
時
間
労
働
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
官
庁
統
計
に
よ
れ
ば
隣
接
す
る
モ
ス
ク
ワ
県
で
繊
維
工
の
成
年
男
子
労
働
者
の
賃
金
は
最
高
知
ル

後

U

1
0フ
ル
、
最
低
7
ル
ー
ブ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
モ
ス
ク
ワ
県
と
ほ
ぼ
同
じ
生
活
条
件
に
あ
る
ウ
ラ
ジ
ミ
ル
県
の
モ
ロ
ゾ
フ
工
場
の
労
働
者
は
、

ま
さ
に
そ
の
最
低
を
受
け
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
、
成
年
男
子
一
人
当
り
の
生
活
費
と
し
て
月
日
ル
ー
ブ
ル
を
必
要
と
し
て
い

た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
「
最
近
、
わ
が
工
場
に
お
い
て
巨
額
の
罰
金
と
低
い
賃
金
の
た
め
に
生
活
し
て
行
く
こ
と
が
決
定
的
に
不
可
能
に

持ロ

な
っ
た
」
と
言
う
労
働
者
の
言
葉
も
決
し
て
誇
張
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
賃
金
の
支
払
い
が
不
定
期
的
で
あ
っ
た
こ

と
も
労
働
者
の
困
窮
を
促
し
た
。
現
金
を
も
た
な
い
労
働
者
は
工
場
売
店
に
お
い
て
チ
ケ
ッ
ト
で
生
活
必
需
品
を
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
が
、
そ
の
場
合
組
悪
な
も
の
を
割
高
で
買
わ
さ
れ
た
。
工
場
売
店
の
利
用
率
を
高
め
る
た
め
に
、
故
意
に
賃
金
支
払
い
を
経
営
者
は
遅
ら

せ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。

な
要
求
が
賃
金
率
引
き
下
げ
反
対
と
、
工
場
売
店
の
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
で
も
、
賃
金
遅
払
い
に
伴
な
う
工
場
売
店
問
題
が
、
労
働
者
に

と
っ
て
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

一
八
八
一

t
入
二
年
に
二
回
の
部
分
的
ス
ト
ラ
イ
キ
と
九
回
の
騒
擾
が
発
生
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
心
的

乙
の
他
に
も
労
働
時
間
、
婦
女
子
労
働
、
住
宅
等
の
問
題
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
述
べ
る
こ
と
に
す
弘

さ
て
入
0
年
代
前
半
の
工
業
危
機
の
時
期
に
、
モ
ロ
ゾ
フ
工
場
で
は
労
働
者
の
大
量
解
雇
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
危
機
が
最
も
深
刻
で



且

T
M

あ
っ
た
一
八
八
四

t
八
五
年
の
年
間
労
働
日
は
二
人
三

t
二
入
四
日
（
平
年
は
三

0
0
1三
一

O
日
）
で
あ
り
、
大
規
模
な
繰
短
も
行
わ
れ
て

は
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
工
場
経
営
者
が
、
賃
金
引
き
下
げ
に
よ
る
生
産
コ
ス
ト
の
低
廉
化
を
不
調
打
開
の
重
要
な
手
段
に
し
た
こ
と
を
意
味

す
る
。
そ
れ
と
共
に
罰
金
の
強
佑
は
、
労
働
者
の
経
済
的
収
奪
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
労
働
者
支
配
の
強
力
な
武
器
と
し
て
特

別
に
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。

* 
1 

2
・S
・、『
o
b
O回
向
。
国
の
宍
S
E
一
O
℃
開
｝
内
。
図
。

ω匂
何
回
。
穴
〉
泊
の
、
『
〉
戸
山
田
〈
〉
］
戸
∞
∞
印
吋
・
］
F

由
w
n・H，司・］
5

同】〉切
O
ぷ
何
一
切
』
回
忌
出
向
閉
山
Z
S何
回
目
u
Oの《
U
S
S
回
U内目何回－
w

同
J
H
H
Y

ぷ－

r
n↓－
u－
E
0・
織
工
図
。
』
R
O
回
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
・
・
「
わ

れ
わ
れ
自
身
は
機
械
を
設
置
し
、
ま
た
糸
一
本
用
意
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
製
品
の
中
の
よ
じ
れ
た
糸
一
本
に
対
し
て
も
罰
金
が
課
せ
ら
れ
る
」
。

（
尚
上
掲
警
は
以
上

p
h・
と
略
す
る
）
0

2
・
s・4
0包
O
目
向
。
出
の
間
内
包
昌
一
一
司
宍
白
ω
・
・
円
い
吋
℃
－
N

吋・

の
冨
・
同
】
・
コ
・
の
叶
℃
・
H
A
H
－吋・

℃－

h
・
の
↓
℃
・
H
A
F
叶・

同u
－h
・
の
叶
℃
－
H

∞印・

匂－

h
・の叶間以－

E
∞
・
織
工
罫
）
ω
旬
。
回
供
述
一
「
以
前
に
は
一
人
の
見
習
工
が
川
崎
J
叩
台
の
機
械
が
受
け
持
っ
て
い
た
が
現
在
は
河
台
で
あ
る
。
だ

か
ら
見
習
工
は
機
械
を
整
備
す
る
時
間
も
な
い
」
。

同y
h・
の
↓
司
・
ド
ミ
・

同
】
・
同
・
の
↓
目
u

．H

印0
・

同y
h・
の
叶
同
M

－
E∞
一
織
工
穴
o
g
o回
供
述
一
「
以
前
に
は
一
級
品
の
キ
ャ
ラ
コ
一
重
ね
の
労
賃
は
必
カ
ベ
イ
ク
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
拘
｝
紛
カ
ベ

イ
ク
で
あ
る
。
更
に

7
1
セ
ル
地
一
環
ね
の
長
さ
は
か
つ
て
は
臼
ア
ル
シ
ン
と
さ
れ
て
い
た
が
、
現
視
は
伍
｝
侃
ア
ル
シ
ン
と
さ
れ
て
い
る
」
。

可－

h
・
の
J
2
u
－
E
由
一
装
飾
工
の
巾
富
市
問
。
回
の
供
述
一
「
作
業
の
純
度
に
対
す
る
要
求
は
強
く
な
っ
た
。
納
品
係
り
の
と
こ
ろ
に
製
品
を
も
っ
て
行

く
と
、
彼
は
そ
れ
を
よ
り
分
け
、
背
信
行
為
を
行
な
い
、
光
沢
が
足
り
な
い
と
言
っ
て
、
再
び
や
り
直
す
様
に
命
ず
る
。
そ
れ
を
再
三
行
な
う
の
で

あ
る
。
以
前
に
は
却

J
mル
ー
ブ
ル
稼
い
だ
の
に
、
最
近
で
は
休
日
が
な
い
と
し
て
も

M
ル
ー
ブ
ル
し
か
稼
げ
な
い
。
実
際
に
は
原
料
が
不
足
す
る

の
で
、
月
7
1
9
ル
ー
ブ
ル
し
か
稼
げ
な
い
」
。

普

2 
* 
3 

告舎

4 

各

5 

普

6 

並

守

庁

d

発令守勢

10 9 8 
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努帯保持

14 13 12 11 

明

Y
同
・
の
叶
℃
・

Hg
・
織
工
寸
E
F
画
。
回
の
供
述
一
「
一
八
八
四
年
の
復
活
祭
以
来
、
賃
金
率
が
三
度
下
げ
ら
れ
、
月

7
ル
ー
ブ
ル
以
上
稼
ぐ
こ
と
は

出
来
な
い
。
そ
の
中
か
ら

3
ル
ー
ブ
ル
罰
金
と
し
て
と
ら
れ
、

1
ル
ー
ブ
ル
が
石
炭
代
、
病
院
費
、
浴
場
費
と
し
て
控
除
さ
れ
る
の
で
労
働
者
の
手

に
残
る
の
は
3
ル
ー
ブ
ル
で
あ
る
」
0

の冨・目
y
h・の叶閉
M

・J
『

ω。・

。冨・目
y
h・。寸可・一戸印（）・

労
働
者
の
官
憲
に
対
す
る
供
述
に
関
す
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
直
接
的
な
不
満
を
示
す
言
葉
は
見
当
ら
な
い
。

の冨－
E
・E
－、
H

，obo民
O
Zの目〈
F
A
昌一一句民白山・の、
H

，目】・
M
M
－

ス

ト

ラ

イ

キ

の

経

過

と

労

働

者

の

成

長

モ
ロ
ゾ
フ
工
場
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
、
そ
の
組
織
性
に
お
い
て
、
従
来
の
ス
ト
ラ
イ
キ
斗
争
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
が
、

こ
こ

で
ス
ト
ラ
イ
キ
の
経
過
、
特
に
そ
の
要
求
の
発
展
過
程
を
検
討
し
つ
つ
、
そ
の
組
織
、
労
働
者
の
意
識
が
ど
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
論
じ

〕’』、。
1
L
 

ス
ト
ラ
イ
キ
斗
争
の
組
織
性
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
、
そ
の
指
導
者
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
織
工
ロ
・
〉
・

3
0出
i

2
2
5
w
回
・
。
・
回

ohRO国”
p
『

H

・

s－
S
回
曲
目
。
回
が
そ
の
最
も
重
要
な
指
導
者
で
あ
る
。
特
に
ヨ

E
2
2
5
は
理
論
的
な
面
で
指
導
的
な
役
割
を

果
し
た
。
彼
は
ス
ト
ラ
イ
キ
参
加
、
指
導
の
か
ど
に
よ
り
、
出
生
地
へ
の
追
放
、
十
七
ヶ
月
間
の
投
獄
、

シ
ベ
り
ア
流
刑
等
の
経
験
を
も
ら
、

ま
た
一
入
七
人
年
設
立
さ
れ
た
「
ロ
シ
ア
労
働
者
北
部
同
盟
」
に
参
加
し
て
い
る
。

「
北
部
同
盟
」
に
は
甲
山
田
空
O
回
も
参
加
し
て
い
た
。

A 

八
三
年
六
月
シ
ベ
リ
ア
の
流
刑
地
か
ら
ス
モ
レ
ン
ス
ク
県
に
帰
還
し
、
周
年
七
月
か
ら
翌
八
四
年
三
月
頃
ま
で
モ
ロ
ゾ
フ
の
ニ
コ
ル
ス
カ
ヤ
マ

ニ
ュ
フ
ァ
ク
テ
ュ
ア
で
働
い
て
い
る
が
、
こ
の
時
す
で
に
労
働
者
の
斗
争
に
お
い
て
指
導
的
な
重
要
な
役
割
を
果
し
た
。
即
ち
八
十
四
年
二
月

賃
金
率
の
引
き
上
げ
を
織
工
達
が
経
営
者
に
請
願
し
よ
う
と
し
た
際
、
請
願
で
は
な
く
斗
争
を
準
備
す
べ
き
こ
と
を
訴
え
た
。
－
A
O
Z
2
2
5
の



こ
の
様
な
思
想
は
、
単
な
る
宣
伝
、
啓
蒙
だ
け
で
は
な
く
煽
動
活
動
を
行
い
、
実
際
に
ス
ト
ラ
イ
キ
斗
争
を
指
導
し
た
「
北
部
同
盟
」
に
参
加

し
て
い
た
時
期
、

及
び
「
同
盟
」
員
で
あ
っ
た

M
E
4宮田、

「
労
働
解
放
」
団
の
コ

h
a
g
g
の
思
組
の
影
響
下
に
培
わ
れ
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
後
、
彼
は
三
つ
の
工
場
を
転
々
と
し
た
後
、
再
び
八
十
四
年
十
一
月
ニ
コ
ル
ス
カ
ヤ
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
テ
ュ
ア
に
就
労
し
た
。
こ
こ
で

彼
は
十
数
人
の
労
働
者
サ
ー
ク
ル
を
組
織
し
、
読
書
会
を
や
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
彼
は
ま
だ
人
民
主
義
の
影
響
も
か
な
り
受
け
て
お
り
、

サ
ー
ク
ル
で
読
ま
れ
た
も
の
は

「

O
吋
巾
占
巾
門
司
，
国

g
g
E巾

ω回
目
出
向

R
E
－－u
「
勺
同
門
内
問
国
国
宝

E
G
M
F」

ま
た
一
入
七
九
年
拘
禁
中
に
知
己
に
な
っ

「
知
識
の
な
い
人
々
を
啓
発
す
る
様
忠
告
」
さ
れ
て
い

で
あ
り
、

た
人
民
主
義
者
ご
苦
言
か
ら
「
批
判
的
に
思
題
す
る
も
の
の
先
駆
者
」
と
評
さ
れ
、

る
。
彼
は
モ
ロ
ゾ
フ
工
場
に
就
労
し
て
極
め
て
わ
ず
か
の
聞
に
、
労
働
者
の
聞
に
一
定
の
影
響
力
を
得
た
こ
と
は
、
労
働
者
遠
か
ら
「
学
生
」

と
あ
だ
名
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

S
E
E
B
も
ス
ト
ラ
イ
キ
指
導
の
罪
科
に
よ
っ
て
追
放
流
刑
の
経
験
者
で
あ
っ
た
。

回
o
h
R
O
回
は
上
記
二
人
の
様
な
斗
争
歴
は
持
っ
て
い
な
い
が
、

3
0
E
2
2
5
の
良
き
協
力
者
で
あ
っ
た
。

労
働
条
件
の
著
る
し
い
悪
佑
と
言
う
条
件
の
中
で
彼
ら
に
よ
っ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
の
計
嗣
が
作
ら
れ
た
。

一
八
八
五
年
一
月
五
日
、

ス
ト
ラ
イ
キ
の
具
体
的
な
計
断
を
立
て
る
た
め
に
、

－A
。
国
円
巾
内
国
民

0
・
図
。
』

R
O国

を
中
心
と
す
る
先
進
的
な
労
働
者

十
九
人
が
参
加
し
た
会
合
が
ズ
ェ
ヴ
ォ
村
の
或
る
居
酒
屋
で
聞
か
れ
た
。

こ
こ
で
ス
ト
ラ
イ
キ
開
始
の
日
を
七
日
に
す
る
こ
と
、
要
求
書
を

玄
osn巾何回
R
O

が
起
草
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

こ
の
決
定
に
基
づ
き
、

ヨ
S
2
2
5
w
回
o
h
R
O
P

甲山田
E

O
回
が
要
求
書
を
作
製
し
、

翌
六

目
、
前
日
と
同
じ
居
酒
屋
で
約
五
十
人
の
労
働
者
達
に
よ
っ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
の
最
終
的
な
打
ち
合
わ
せ
が
行
わ
れ
た
。
前
述
の
三
人
は
こ
の
席

で
、
労
働
者
の
団
結
と
組
織
的
な
斗
争
を
訴
え
る
演
説
を
行
っ
て
い
る
。
乙
の
時
作
ら
れ
た
要
求
書
は
次
の
通
り
。

一
、
経
営
者
は
月
二
回
以
上
、
労
働
者
か
ら
罰
金
を
徴
収
し
て
は
な
ら
な
い
。
若
し
、
労
働
者
が
三
回
罰
金
を
課
せ
ら
れ
る
場
合
は
、
彼
を

賃
金
支
払
い
の
上
解
雇
す
べ
き
で
あ
る
。
若
し
経
賞
者
が
こ
の
条
件
に
同
意
出
来
な
い
場
合
は
、
罰
金
額
を
賃
金
の
五
私
以
下
と
し
、
そ

モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ
キ
に
つ
い
て
（
倉
崎
）

一O三
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一O四

れ
を
越
え
る
も
の
は
免
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
出
来
高
払
い
の
賃
金
率
を
一
入
八
四
年
復
活
祭
ま
で
の
賃
金
率
に
す
る
こ
と
。

、
若
し
経
営
者
が
以
上
の
条
件
に
同
意
し
な
い
時
は
、

一
人
八
五
年
の
復
活
祭
ま
で
の
賃
金
を
支
払
っ
た
上
で
労
働
者
を
解
雇
す
る
様
要

求
す
る
。

四
、
労
働
者
の
責
任
で
欠
勤
し
た
場
合
は
、
罰
金
は
1
ル
ー
ブ
ル
を
越
え
な
い
こ
と
、

義

2

一
日
に
つ
き
伺
カ
ペ
イ
ク
を
労
働
者
に
支
払
う
こ
と
。

工
場
経
営
者
の
責
任
で
労
働
者
が
仕
事
が
出
来
な
い

時
は
、

玄

8
2
0固
に
告
ぐ
、
我
々
織
工
、
紡
績
工
は
こ
の
様
な
低
い
賃
金
率
で
は
：
：
：
決
し
て
働
く
こ
と
に
同
意
し
位
い
で
あ
ろ
う
。
若
し
貴
下

が
賃
上
げ
を
し
な
い
な
ら
、
復
活
祭
ま
で
の
賃
金
を
支
払
っ
て
、
全
員
を
解
雇
せ
よ
。
若
し
貴
下
が
そ
れ
も
し
な
い
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
復
活

祭
ま
で
騒
乱
を
続
け
る
で
あ
ろ
う
：
：
：
貴
下
は
工
場
を
動
か
す
こ
と
は
出
来
な
い
」
。

こ
の
要
求
書
を
一
見
し
て
明
ら
か
な
こ
と
は
、
要
求
が
罰
金
、
賃
金
の
問
題
に
限
ら
れ
て
い
る
乙
と
、
要
求
貫
徹
の
決
意
が
な
み
な
み
な
ら

ぬ
も
の
で
あ
る
と
言
う
乙
と
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
こ
の
要
求
が
多
様
性
に
欠
け
、
ま
た
労
働
者
の
斗
う
決
意
を
示
す
も
の
と
は
言
え
、
賃
上
げ

か
、
さ
も
な
く
ば
解
雇
か
と
言
う
非
原
則
的
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
罰
金
回
数
が
月
三
回
を

後

4

越
え
る
場
合
は
解
雇
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
こ
の
様
な
要
求
書
の
持
つ
欠
陥
は
ツ
ア
ー
ル
専
制
と
言
う
条
件
の
下
で
は
や

む
を
得
な
い
と
は
言
え
、
要
求
書
が
い
わ
ゆ
る
大
衆
討
議
に
か
け
ら
れ
ず
、
少
数
の
労
働
者
の
み
で
検
討
さ
れ
た
故
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

即
ち
、
労
働
者
の
声
を
反
映
し
て
は
い
る
が
、
ま
だ
多
分
に
観
念
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
斗
争
の
発
震
の
中

で
、
こ
の
様
な
欠
陥
は
次
第
に
克
服
さ
れ
て
行
っ
た
。

十

t十
五
人
の
労
働
者
が
織
物
工
場
に
や
っ
て
来
て
、
「
今
日

は
祭
日
だ
、
仕
事
を
や
め
て
外
へ
出
ょ
う
」
と
叫
び
な
が
ら
ガ
ス
の
栓
を
捻
っ
て
消
し
た
。
職
制
の
阻
止
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
者
達
は
作

一
月
七
日
午
前
六
時
頃
、

ス
ト
ラ
イ
キ
は
ま
ず
織
物
部
門
か
ら
始
ま
っ
た
。



業
を
止
め
て
、
外
に
出
た
。
労
働
者
達
は
同
じ
様
な
方
法
で
こ
れ
を
拡
げ
て
行
き
、
九
時
頃
に
は
、
織
物
、
紡
績
部
門
で
完
全
に
作
業
が
停
止
さ
れ

ω膏

6

た
。
（
約
三
百
人
の
染
色
工
は
最
初
ス
ト
ラ
イ
キ
に
合
流
し
な
か
っ
た
が
翌
日
、
知
事
の
命
令
に
よ
っ
て
作
業
を
停
止
し
た
。
）
ス
ト
ラ
イ
カ
l

は
約
八
千
人
に
達
し
た
。
乙
の
問
、
工
場
売
店
の
掠
奪
や
、
職
制
、
特
に

E
o吉
田
の
家
な
ど
へ
の
暴
行
、
破
壊
が
行
わ
れ
た
が
、
玄
O
E
2
2
5
u

回
O
員
。
回
の
説
得
に
よ
っ
て
そ
れ
は
中
止
さ
れ
、
そ
れ
以
後
再
び
こ
の
様
な
こ
と
は
お
こ
っ
て
い
な
い
。
県
知
事
。
百
回
何
回
開
。
は
、
こ
の
ス
ト

ラ
イ
キ
中
に
、
工
場
内
を
歩
き
ま
わ
り
、
労
働
者
に
就
労
す
る
様
説
得
し
て
い
る
が
、
彼
は
「
私
に
接
す
る
労
働
者
の
態
度
は
全
く
て
い
ね
い

で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
八
日
よ
り
配
置
さ
れ
た
軍
隊
と
も
、

一
月
十
一
日
の
逮
捕
者
奪
回
の
時
の
衝
突
以
外
に
は
衝
突
ら
し
い
衝
突
は

発
生
し
て
い
な
い
。
労
働
者
の
こ
の
様
な
態
度
は
何
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
そ
の
第
一
に
考
え
ら
れ
る
乙
と
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
指
導
者

達
の
統
制
力
の
大
き
き
で
あ
ろ
う
。
次
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
野
働
者
の
い
わ
ゆ
る
政
府
観
で
あ
る
。

3
2
2
2
5
は
七
日
付
け
の
内
務
大

臣
宛
て
の
手
紙
の
中
で
「
国
家
警
察
員
が
到
着
し
、
す
べ
て
の
乙
と
が
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
就
努
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
に
加
え
ら
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
侮
蔑
を
紙
に
書
い
て
表
現
す
る
乙
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

勢

S

る
。
そ
れ
は
現
地
に
来
て
見
て
、
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
る
・
：
・
：
当
地
の
長
官
の
言
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
聞
か
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い

る
。
乙
れ
は
明
ら
か
に
中
央
政
府
に
よ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
へ
の
介
入
と
言
う
よ
り
、
労
働
者
の
側
に
立
つ
て
の
調
停
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
政

梼

9

府
、
或
は
「
ツ
ア
ー
ル
に
対
す
る
労
働
者
の
素
朴
な
信
頼
が
暗
に
示
さ
れ
て
い
る
」
。

Z
S
2
2
5
で
す
ら
乙
う
で
あ
っ
た
。

乙
の
様
な
労
働

者
の
思
掴
が
、
軍
隊
と
の
摩
擦
を
避
け
注
せ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

以
上
述
べ
た
様
に
、

ス
ト
ラ
イ
キ
は
そ
の
最
初
の
段
階
に
お
い
て
、
そ
の
要
求
の
内
容
か
ら
見
て
も
、
そ
の
斗
争
の
過
程
か
ら
見
て
も
、
反

経
営
者
的
で
あ
る
が
、
決
し
て
反
政
府
的
で
は
な
か
っ
た
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

入
白
、
会
社
側
は
八
十
四
年
十
月
一
日
よ
り
八
十
五
年
一
月
一
日
ま
で
の
聞
の
罰
金
に
つ
い
て
、
不
良
伝
作
業
に
対
し
て
課
し
た
罰
金
を
返

済
し
、
そ
の
上
で
賃
金
を
支
払
い
、
全
員
を
解
雇
す
る
、
た
だ
し
就
労
を
望
む
も
の
は
、
八
十
四
年
十
月
一
日
の
契
約
に
従
っ
て
再
雇
傭
す
け
叩

モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ
キ
に
つ
い
て
（
倉
崎
）

一O
五
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六

旨
の
回
答
を
行
な
っ
た
。

こ
の
回
答
は
、
工
場
内
の
掲
示
板
に
貼
り
出
さ
れ
た
が
、
労
働
者
に
よ
っ
て
は
ぎ
取
ら
れ
た
。

九
日
、
回
目
言
。
聞
は
再
検
討
さ
れ
た
要
求
書
を
も
っ
て
約
千
人
の
労
働
者
と
共
に
県
知
事
。
苫

5国
5
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来
た
。
九
日
提

出
の
要
求
書
は
七
日
、
八
日
の
労
働
者
集
会
に
お
い
て
討
議
さ
れ
た
。

こ
の
集
会
場
に
参
加
し
た
努
働
者
数
は
必
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
会
場
が
労
働
者
宿
舎
の
廊
下
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
そ
れ
程
多
数
の
も
の
が
参
加
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
現
実
に
開

始
さ
れ
た
ス
ト
ラ
イ
キ
斗
争
は
、
そ
の
要
求
を
多
様
に
、
ま
た
よ
り
具
体
的
な
も
の
に
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
原
則
的
な
も
の
に
し
た
と
言
え

ょ
う
。
九
日
要
求
の
中
で
、
前
記
要
求
に
付
加
さ
れ
た
も
の
を
要
約
す
る
と
、

一
、
年
少
者
の
指
働
時
聞
を
短
縮
す
る
こ
と
。

二
、
綿
フ
ァ
ス
チ
ャ
ン
織
工
の
基
本
賃
金
率
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、

ζ

れ
を
決
定
す
る
こ
と
。

三
、
契
約
期
間
中
の
一
方
的
な
解
雇
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
れ
は
契
約
期
限
の
一
八
八
五
年
復
活
祭
に
行
な
う
べ
き
で
あ
る
。

尚 四
、
三
十
年
間
勤
続
の
油
差
工
泊
・
口
・

2
5詰
g
の
解
雇
に
反
対
す
る
。

梼

U

一
時
的
な
も
の
と
し
て
食
料
の
支
給
を
要
求
し
て
い
る
。

要
求
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
七
日
要
求
に
お
け
る
会
社
の
譲
歩
か
、
ま
た
は
全
員
解
雇
か
と
言
う
内

容
の
も
の
が
、
九
日
要
求
に
お
い
て
は
、
三
の
様
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
七
日
要
求
の
一
、
即
ち
罰
金
回
数
が
月
三
聞
を
越
え

る
場
合
は
解
雇
す
べ
き
で
あ
る
と
言
う
要
求
は
削
除
さ
れ
、
罰
金
額
を
賃
金
の
五
%
以
下
に
す
る
様
に
と
言
う
乙
と
だ
け
に
な
っ
て
い
る
。
乙
の

改
正
は
要
求
作
製
者
の
意
識
の
前
進
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
要
求
作
製
者
達
H
指
導
者
達
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
過
程
の
中
で
七
日
要
求
の

如
、
き
二
者
個
別
一
的
な
要
求
を
一
般
労
働
者
が
望
ん
で
い
な
い
こ
と
を
知
っ
た
の
で
み
る
。
ま
た
会
社
回
答
は
ま
さ
に
七
日
要
求
の
も
っ
こ
の
弱

点
を
巧
み
に
つ
い
て
来
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
が
九
日
要
求
の
改
正
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
、
二
、
四
の
要
求
は
斗
争
の
中



で
、
指
導
部
が
労
働
者
大
衆
の
声
を
直
接
聞
き
、
こ
の
両
者
の
結
び
つ
き
が
よ
り
緊
密
な
も
の
に
な
っ
た
と
言
う
こ
と
と
、

一
人
の
労
働
者
、

一
部
門
の
仲
間
の
た
め
に
全
体
が
斗
う
と
一
言
う
連
帯
性
を
示
し
て
い
る
。

労
働
者
は
今
や
自
分
達
自
身
で
要
求
を
作
り
、
単
に
指
導
部
の
指
示
に
よ
っ
て
動
く
の
で
は
な
く
、
自
覚
的
に
斗
い
始
め
た
。

会
社
側
は
九
日
要
求
を
「
不
正
な
る
も
の
」
と
し
て
乙
れ
を
全
面
的
に
拒
否
し
た
が
、
暴
動
の
再
発
を
恐
れ
た
知
事
の
勧
告
に
よ
っ
て
、
食

料
支
給
の
み
ぞ
承
認
し
た
。
回
答
は
十
一
日
掲
示
さ
れ
た
。
回
答
は
八
日
の
も
の
と
全
く
同
じ
で
、
た
だ
「
就
労
を
望
れ
U

も
の
は
今
日
午
前
十

且菅沼

時
に
仕
事
に
つ
く
乙
と
、
そ
れ
を
望
ま
な
い
も
の
は
昼
休
み
に
事
務
所
に
出
頭
し
、
賃
金
の
決
済
を
す
る
こ
と
」
と
言
う
条
項
が
つ
け
加
え
ら

れ
て
い
る
。
八
日
に
出
き
れ
た
要
求
に
対
し
て
十
一
日
回
答
が
な
さ
れ
た
の
は
偶
然
で
は
な
く
、
九
日
に
知
事
が
要
請
し
て
い
た
ス
ト
ラ
イ
キ

鎮
圧
の
た
め
の
増
援
部
隊
の
到
着
を
待
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

九
月
十
日
は
全
く
作
業
は
行
わ
れ
ず
、
軍
隊
と
の
衝
突
も
な
く
、
い
わ
ば
小
康
を
保
っ
て
い
た
が
、
乙
の
聞
に
労
働
者
は
新
ら
し
い
要
求
書

に
つ
い
て
の
討
議
を
重
ね
て
い
た
。
乙
の
段
階
に
お
い
て
、
要
求
作
製
は
大
衆
的
に
行
わ
れ
始
め
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
冨
O
E
2
2
5
は

次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
労
働
者
は
一
緒
に
な
っ
て
そ
の
状
態
を
話
し
合
っ
た
。
労
働
者
の
希
望
に
従
っ
て
私
と
∞

gRF国
が
要

求
書
を
起
草
し
た
o

t
－
－
：
わ
れ
わ
れ
は
労
働
者
の
希
望
を
労
働
者
の
言
葉
で
書
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
何
も
の
を
も
つ
け
加
え
て
は
い
な

ぃ
。
乙
の
要
求
書
は
提
出
す
る
前
に
封
働
者
の
宿
舎
で
読
ま
れ
、
全
員
に
よ
っ
て
同
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
意
を
表
明
し
た
労
働
者
は
千

且菅沼

人
で
あ
っ
た
」
。

十
一
日

3
8
0
ω
O回
の
再
回
答
は
再
ぴ
労
働
者
の
手
に
よ
っ
て
破
ら
れ
た
。
県
知
事
。
冨
吉
田

5
は
労
働
者
に
こ
の
回
答
を
認
め
1

「
資
働

持

M

者
と
工
場
当
局
の
聞
で
結
ぼ
れ
た
契
約
に
よ
っ
て
復
活
祭
ま
で
、
そ
れ
に
従
っ
て
働
く
様
勧
告
す
る
た
め
」
封
働
者
宿
舎
の
各
棟
よ
り
十
人
づ

つ
の
代
表
を
召
集
し
た
が
、
労
働
者
は
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
。

乙
の
日
す
で
に
増
派
さ
れ
た
軍
隊
は
工
場
の
要
所
に
配
置
さ
れ
て
お
り
、
工
場
内
外
の
労
働
者
は
包
囲
さ
れ
て
い
た
。
。
苫
E
2
5
は
、
工

モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ
キ
に
つ
い
て
（
倉
崎
）

一O七



モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ
キ
に
つ
い
て
（
倉
崎
）

一O
八

場
事
務
所
附
近
の
労
働
者
群
に
会
社
回
答
の
線
で
ス
ト
ラ
イ
キ
を
中
止
す
る
様
説
得
を
始
め
た
。
労
働
者
は
そ
の
様
な
条
件
で
は
再
就
労
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
し
、
ま
た
賃
金
の
決
済
を
誰
も
し
は
し
な
い
と
一
斉
に
答
え
た
。

そ
し
て
こ
の
労
働
者
群
の
先
頭
に
い
た
回
o
h
E固
と
織
工

E
g
u両
国
国
が
前
に
進
み
出
て
、
要
求
書
を
手
渡
し
た
。

知
事
の
命
令
で
そ
の
場
で
二
人
は
逮
捕
さ
れ
た
。

労
働
者
と
軍
隊
の
衝
突
が
始
ま
つ

た
。
「
す
べ
て
の
資
本
家
ょ
、
わ
れ
わ
れ
に
謝
罪
せ
よ
、
ど
こ
に
正
義
が
あ
る
の
か
」
、

「
資
本
家
と
話
し
合
っ
て
も
無
駄
だ
」
、
「
わ
れ
わ
れ

一
人
の
た
め
の
全
体
だ
」
、
「
わ
れ
わ
れ
の
同
志
を
奪
い
返
叫
」
と
言
う
絶
叫
が
起
り
、

逮
捕
者
に
群
衆
が

は
全
体
の
た
め
の
一
人
で
あ
り
、

殺
到
し
た
。
乙
の
時
か
ら
ス
ト
ラ
イ
カ
l
の
大
量
逮
捕
と
、
会
社
の
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
挙
げ
ら
れ
た
積
極
的
分
子
の
そ
の
出
生
地

へ
の
追
放
が
始
ま
っ
た
。

軍
隊
と
労
働
者
の
衝
突
の
時
の
、

い
わ
ゆ
る
労
働
者
の
声
に
つ
い
て
若
干
述
べ
て
見
た
い
。

こ
れ
は
資
本
家
に
対
す
る
労
働
者
の
強
い
不

信
、
激
し
い
怒
り
と
共
に
、
労
働
者
の
強
固
な
連
帯
意
識
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
一
方
、

こ
の
声
は
政
府
に
対
す
る
怒
り
と
か
抵
抗
と
か
を

表
明
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
勿
論
乙
の
声
か
ら
だ
け
で
労
働
者
の
聞
に
反
政
府
的
な
意
識
、
志
向
が
全
然
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
を
速
断

す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
前
述
の
玄

E
2
2
5
自
身
の
政
府
へ
の
請
願
書
、
或
は
知
事
の
報
告
な
ど
か
ら
察
し
て
、
多
数
の

労
働
者
の
聞
に
公
然
た
る
、
ま
た
自
覚
的
な
も
の
と
し
て
は
反
政
府
的
な
意
識
は
ま
だ
寄
し
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
で
労
働

者
の
資
本
家
に
対
す
る
不
信
の
念
は
一
経
営
者
玄
0
3
ω
O回
個
人
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
全
資
本
家
階
級
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、

こ
の
声
か
ら
も
推
察
き
れ
得
る
が
、
十
一
日
提
出
の
要
求
は
こ
の
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。

ス
ト
ラ
イ
キ
斗
争
と
そ
の
過
程
に
お
け
る
大

衆
的
な
討
議
は
、
労
働
者
に
自
覚
的
な
も
の
と
し
て
の
階
級
意
識
を
植
え
つ
け
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

十
一
日
要
求
書
は
、
直
接
工
場
経
営
者
に
あ
て
た
も
の
と
、

ツ
ア
ー
ル
政
府
へ
の
も
の
と
こ
通
り
に
分
か
れ
て
い
た
。

こ
の
要
求
書
を
要
約
す
る
と
、
ま
ず

3
0
3
ω
O固
に
あ
て
た
も
の
は

（

I
）
 

一、
一
八
八
四
年
復
活
祭
以
降
の
罰
金
の
返
済
。



二
、
罰
金
は
賃
金
の
五
%
を
越
え
ざ
る
こ
と
。

三
、
経
営
者
が
都
合
に
よ
っ
て
労
働
者
を
解
雇
す
る
時
は
、
入
五
年
三
月
二
十
三
日
ま
で
の
賃
金
を
あ
ら
ゆ
る
控
除
な
し
に
全
額
支
払

加つ乙ル』。

四

一
八
八
二
年
度
以
前
の
賃
金
率
を
回
復
す
る
乙
と
。

五
、
ス
ト
ラ
イ
キ
中
の
労
働
者
の
休
業
に
対
し
て
そ
れ
は
経
営
者
の
責
任
で
あ
る
か
ら
、

－
日
初
カ
ペ
イ
ク
支
払
う
こ
と
。

六
、
契
約
期
間
中
に
、
経
営
者
は
賃
金
の
説
明
も
し
な
い
で
一
方
的
に
新
ら
し
い
仕
事
を
押
し
つ
け
な
い
乙
と
。

七

一
方
的
に
機
械
の
運
転
速
度
を
速
め
た
り
、
組
悪
な
原
料
を
与
え
た
り
し
な
い
こ
と
。

入
、
製
品
検
査
に
際
し
て
は
、
第
三
者
た
る
労
働
者
の
証
人
の
立
ち
合
い
を
認
め
、
納
入
の
際
に
従
来
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
た
端
数
の

製
品
に
つ
い
て
も
納
品
簿
に
記
載
す
る
乙
と
。

九
、
ス
ト
ラ
イ
キ
期
間
中
、
食
料
を
支
給
す
る
乙
と
。

品官服

十
、
労
働
者
に
よ
っ
て
指
名
き
れ
た
職
員
、
職
工
長
を
解
雇
す
る
乙
と
。

次
に
政
府
に
対
す
る
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（

E
）
次
の
要
求
に
合
致
す
る
法
律
を
公
布
す
る
乙
と
。

一
、
罰
金
は
賃
金
の
五
%
を
越
え
ず
、
月
＝
回
以
上
た
ら
ざ
る
乙
と
。

二
、
欠
勤
に
対
す
る
罰
金
は
1
ル
ー
ブ
ル
以
下
と
し
、
経
営
者
の
責
任
に
よ
る
休
業
に
対
し
て
は
一
日
に
つ
き
伺
カ
ペ
イ
ク
一
交
代
に

っ
き
却
カ
ぺ
イ
ク
支
払
う
こ
と
。

三
、
経
営
者
は
労
働
者
を
解
雇
す
る
場
合
、
そ
の
十
五
日
前
に
予
告
し
、
ま
た
労
働
者
が
退
職
を
望
ひ
場
合
は
、
そ
の
十
五
日
前
に
予

告
す
れ
ば
何
の
控
除
も
う
け
る
乙
と
な
し
に
、
賃
金
の
全
額
を
う
け
と
り
、
退
職
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

モ
ロ
ゾ
フ
久
ト
ラ
イ
キ
に
つ
い
て
（
倉
崎
）

一O
九



モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ
キ
に
つ
い
て
（
倉
崎
）

一一

O

四
、
製
品
に
合
致
し
な
い
様
な
組
惑
な
原
料
が
支
給
さ
れ
た
場
合
、
直
接
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
証
言
を
採
用
し
、
そ
れ
を
商
品

納
入
簿
に
記
入
す
る
こ
と
。

五
、
賃
金
を
国
家
に
よ
っ
て
統
制
す
る
こ
と
。

六
、
賃
金
支
払
い
を
定
期
佑
し
、
十
五
日
以
上
、
或
は
十
五
日
の
後
の
最
初
の
土
曜
日
以
後
に
な
ら
ざ
る
こ
と
。

長
押
川

七
、
ア
ル
テ
ェ
リ
の
自
由
選
挙
、
そ
の
改
選
は
三
カ
月
以
内
毎
に
行
な
う
こ
と
。

以
上
で
あ
る
。

一
見
し
て
明
ら
か
な
様
に
、
こ
れ
は
経
済
要
求
で
あ
る
。
罰
金
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
全
面
的
な
廃
止
で
は
な
く
、
そ
の
制
限
を
要
求
し

た
の
に
過
ぎ
な
い
。
罰
金
は
例
え
そ
れ
が
如
何
に
少
額
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
存
在
自
身
が
、
経
営
者
に
対
す
る
労
働
者
の
身
分
的
な
隷

属
関
係
の
寄
在
を
意
味
す
る
。
こ
の
様
な
意
味
で
、
乙
の
要
求
の
中
に
直
接
的
に
政
治
的
、
革
命
的
な
も
の
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、

い
わ
ば
改

良
的
な
要
求
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
良
く
検
討
す
る
と
、
こ
の
要
求
を
単
な
る
経
済
要
求
、
改
良
の
そ
れ
と
規
定
出
来
な
い
要
素
を
も
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

ツ
ア
ー
ル
の
専
制
と
言
う
条
件
の
も
と
に
お
い
て
は
特
に
そ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
経
営
者
に
対
す
る
労
働
者
の
権
利
要
求

H
身
分
保
障
の
要
求
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
（

I
）
の
三
、
六
、
七
、
八
、
（

E
）
の
三
、
四
は
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
来
、
労
働
者

の
解
雇
に
反
対
し
て
行
わ
れ
た
ス
ト
ラ
イ
キ
は
多
数
存
す
る
が
、
そ
れ
は
経
営
者
の
労
働
に
対
す
る
攻
撃
か
ら
自
ら
を
守
る
と
言
う
防
衛
的

な
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
乙
の
要
求
は
事
実
上
契
約
期
間
中
、
経
営
者
に
よ
る
労
働
者
の
一
方
的
な
解
雇
を
禁
じ
た
も
の
で
、
労
働
者
の

側
の
積
極
的
な
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
同
じ
様
な
意
味
で
商
品
納
入
の
際
の
労
働
者
の
立
会
い
、
証
言
の
要
求
は
、
単
に
検
査
係
り
の

専
横
に
反
対
す
る
と
一
一
一
一
一
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
制
限
し
、
監
視
す
る
と
言
う
立
場
が
見
ら
れ
る
。
労
働
者
は
職
制
の
横
暴
を
制
限
し
、
監

視
す
る
権
利
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
様
な
要
求
は
、
ツ
ア
ー
ル
専
制
の
も
と
に
お
い
て
は
、
客
観
的
に
政
治
的
な
性
格
を
持
た
ざ
る
を

得
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
ブ
ル
ひ
ョ
ア
ッ
ー
に
対
す
る
身
分
的
隷
属
が
脊
在
し
、
ブ
ル
U
ョ
ア
ジ

l
が
専
制
と
癒
着
し
て
い
る
と
言
う



条
件
の
も
と
で
、

ζ

の
要
求
が
ツ
ア
ー
ル
専
制
制
度
に
直
接
向
け
ら
れ
た
も
の
で
な
く
て
も
、
そ
れ
は
専
制
体
制
に
対
す
る
労
働
者
の
重
大
な

挑
戦
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
様
な
意
味
で
、
労
働
者
は
そ
の
連
帯
意
識
、
組
織
性
と
言
う
面
で
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
的
な

そ
の
側
面
に
お
い
て
も
大
き
く
成
長
し
た
と
見
る
ベ
・
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
問
題
に
す
べ
き
乙
と
は
、
労
働
諸
条
件
を
国
法
に
よ
っ
て
規
制
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
と
言
う
点
で
あ
る
。
こ
の
意
識
は
、
軍
隊
と
の

衝
突
に
際
し
て
の
労
働
者
の
声
に
つ
い
て
述
べ
た
際
に
若
干
述
べ
た
が
、
第
一
に
モ
ロ
ゾ
フ
工
場
と
言
う
一
企
業
内
の
団
結
、
組
織
と
言
う
意

識
か
ら
一
歩
前
進
し
て
、

ロ
シ
ヤ
の
全
労
働
者
の
連
帯
、
共
同
の
利
害
と
言
う
視
点
に
立
っ
た
と
言
う
こ
と
と
、
第
二
に
公
然
た
る
政
治
斗
争

へ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
と
言
う
こ
・
乙
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
例
え
ば
「
南
ロ
シ
ヤ
労
働
者
同
盟
」
、

「
ロ
シ
ヤ
労
働
者
北
部
同
盟
」
の
如
、
き

先
進
的
な
労
働
者
の
団
体
、
或
は
ブ
ラ
ゴ
エ
フ
団
の
如
き
労
働
者
の
社
会
民
主
々
義
的
組
織
に
よ
っ
て
労
働
者
の
政
治
的
権
利
の
獲
得
、
或
は

労
働
条
件
の
改
善
に
関
す
る
立
法
の
要
求
等
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
ス
ト
ラ
イ
キ
斗
争
の
過
程
の
中
で
、
大
衆
討
議
を
経
て
、
か
か

る
要
求
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
は
ロ
シ
ヤ
労
働
運
動
史
上
最
初
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
要
求
の
内
容
そ
れ
自
体
は
、
身
近
か
な
日
常
要
求
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
を
階
級
的
な
視
点
か
ら
政
府
に
提
起
し
た
と
言
う
こ
と
は
客
観
的
に
政
治
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
労
働
条
件
の
国
法
に
よ
る
規
制
と
言
う
思
想
は
、
モ
ロ
ゾ
フ
工
場
の
労
働
者
大
衆
の
承
認
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
提

案
者
は
一
般
の
労
働
者
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
ο

前
述
の
如
く
、
こ
の
要
求
書
の
執
筆
者
三

O
E
B
E
E－
∞
。
言
。
固
で
ゐ
り
、
彼
等
の
様
な

先
進
的
な
労
働
者
に
よ
っ
て
前
記
の
思
組
が
労
働
者
に
提
案
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

ヨ
S
2
2
5
は
一
入
七
八
年
ぺ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
創
立

さ
れ
た
一
ロ
シ
ヤ
労
働
者
北
部
同
盟
）
に
参
加
し
、
他
の
重
要
な
指
導
者
の
一
人
己
－

X
E
z
g
も
ま
た
「
同
盟
」
員
で
あ
っ
た
こ
と
、
回
o
h
R
O
回
が

ヨ
S
2
2
5
の
強
い
思
組
的
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
要
求
書
の
作
製
過
程
と
関
連
し
て
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

「
同
盟
」
の
綱
領

は
ラ
ッ
サ
l
ル
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
た
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
ゴ

l
タ
綱
領
の
影
山
科
を
強
く
受
け
て
い
た
。
ゴ

l
タ
綱
領
に
は
周
知
の
通
り
、

国
家
権
力
に
対
す
る
過
小
評
価
、

及
び
そ
れ
に
対
す
る
幻
想
が
存
在
し
て
い
る
が
、

P
A
O
Z
2
2
5
も
ま
た
ゴ

l
タ
綱
領
の
思
想
的
影
響
を

モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ
キ
に
つ
い
て
（
倉
崎
）



モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ
キ
に
つ
い
て
（
倉
崎
）

受

け

て

い

た

で

あ

ろ

う

と

言

う

こ

と

は

想

像

に

か

た

く

な

い

。

「

資

本

の

諸

関

係

に

お

い

て

、

．．．．．．．．．．．．． 

そ
れ
に
相
応
す
る
報
酬
を
与
え
る
と
言
う
法
規
を
遅
か
れ
早
か
れ
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
信
じ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

彼
は
官
憲
の
訊
聞
に
対
し
て

労
働
に
対
し
て

三
O
E円
l

m
m
E
o
の
前
記
の
政
府
へ
の
歎
願
書
と
合
わ
せ
考
え
る
と
、
彼
が
政
府
の
役
割
を
労
使
閣
の
調
停
者
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
が
、
ま
す
ま
す

明
白
に
な
る
と
共
に
、
政
府
の
階
級
的
基
盤
に
大
き
な
関
心
を
払
っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
モ
ロ
ゾ
フ
工
場
の
労
働
者
も
政
府
の
仲
介
、

或
は
そ
の
援
助
を
期
待
し
て
い
た
様
で
あ
る
。
軍
隊
に
よ
る
厳
し
い
弾
圧
、
大
量
逮
捕
と
言
う
条
件
の
中
で
一
月
一
六
日
ス
ト
ラ
イ
キ
は
尚
統

行
さ
れ
て
い
た
が
、
官
憲
は
次
の
様
に
報
告
し
て
い
る
、
「
労
働
者
が
就
労
し
な
い
の
は
、
就
労
し
た
場
合
、
他
の
労
働
者
の
暴
行
を
恐
れ
て
い

品
A
M
M

る
か
ら
で
は
な
く
、
国
家
へ
の
請
願
書
を
も
っ
て
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
派
遣
さ
れ
た
労
働
者
の
代
表
が
帰
っ
て
来
る
の
を
待
っ
て
い
る
か
ら
だ
」

と
。
労
働
者
の
閣
の
資
本
家
と
は
斗
う
が
政
府
は
調
停
者
で
あ
る
が
故
に
そ
れ
と
の
直
接
的
な
斗
争
を
避
け
る
と
言
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ

の
傾
向
は
古
来
ロ
シ
ヤ
に
寄
在
し
て
い
た
ツ
ア
ー
ル
幻
想
と
結
び
つ
き
、
か
な
り
一
貫
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
様
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
関

連
し
て
以
下
に
述
べ
る
事
実
は
注
目
に
価
す
る
。

一
一
月
の
∞

Z
R
E
逮
捕
に
続
い
て
、
資
料
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

一
一一、
一五、

一
七
日
に
か
け
て
六

O
六
人
の
出
生
地
追
放
（
い

わ
ゆ
る
会
社
側
の
作
製
し
た
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
逮
捕
者
の
中
か
ら
不
穏
分
子
を
選
び
出
し
、
こ
れ
を
追
放
す
る
。
従
っ
て
逮
捕
者
の

実
数
は
こ
れ
よ
り
は
る
か
に
大
き
い
）
が
出
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
大
量
逮
捕
、
追
放
に
対
し
て
は
、
少
な
く
と
も
資
料
の
上
か
ら

は
大
き
な
衝
突
は
な
か
っ
た
様
で
み
の
る
。
一
二
日
三

O
O
人
の
労
働
者
が
逮
捕
さ
れ
た
が
、
の
百

E
2
5
は
こ
れ
が
「
暴
力
的
な
行
為
な
し
に

品
官

m
出

品

官

m
4

行
わ
れ
た
」
と
報
告
し
て
お
り
、
一
四
日
の
一
三
七
人
逮
捕
に
つ
い
て
も
、
衝
突
に
つ
い
て
の
記
録
は
な
く
、
追
放
に
関
し
て
は
「
労
働
者
は

普
忽

こ
れ
に
つ
い
て
無
関
心
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
様
な
官
憲
に
対
す
る
無
抵
抗
は
、
斗
争
の
中
心
的
な
指
導
者
回
S
R
E
W
E
E
Z
O回

が
逮
捕
さ
れ
、

3
0
E
2
2
5
が
地
下
に
潜
入
し
、
サ
ブ
リ
ー
ダ
ー
が
検
束
さ
れ
て
い
た
と
言
う
条
件
を
考
え
る
な
ら
ば
、
組
織
的
統
制
に
ま
ず

第
一
に
起
因
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
事
実
、

一
一
日
以
降
、
指
導
部

ω組
織
的
な
指
導
は
崩
壊
し
、
労
働
者
集
会
と
か
、
そ
の
要
求



の
検
討
と
か
言
う
乙
と
は
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
一
一
日
以
後
、
ス
ト
ラ
イ
キ
が
全
面
的
に
中
止
さ
れ
る
一
九
日
に
至
る
聞
の

労
働
者
の
官
憲
に
対
す
る
無
抵
抗
は
労
働
者
大
衆
自
身
の
志
向
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
乙
の
段
階
に
お
い
て
労
働
者
大
衆
の
間

に
反
政
府
的
、
反
ツ
ア

I
リ
ズ
ム
的
意
識
は
少
な
く
と
も
表
面
佑
せ
ず
、
努
働
者
は
ツ
ア
ー
ル
専
制
政
府
の
反
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
性
格
を
自
覚

的
に
は
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ス
ト
ラ
イ
キ
は
、

一
四
日
頃
か
ら
次
第
に
後
退
し
、
部
分
的
に
作
業
が
再
開
さ
れ
一
四
日
約
入
O
O人、

一
五
日
一
、
二

O
O人、

一
七
日

一
、
八
O
O人
が
就
労
し
、

一
九
日
ス
ト
ラ
イ
キ
は
一
応
終
結
し
た
。

一
入
日
に
一

O
日
以
降
地
下
に
潜
入
し
て
い
た
ヨ
0
5
2員
。
が
逮
捕

さ
れ
た
こ
と
は
、
ス
ト
ラ
イ
カ
l
遣
の
士
気
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
様
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
彼
が
モ
ス
ク
ワ
に
行
き
、
斗
争
資
金
を
作
っ
て

帰
っ
て
来
弘
と
か
、
或
は
前
記
の
様
に
政
府
に
歎
願
し
に
行
っ
た
と
か
言
う
噂
を
労
働
者
は
素
朴
に
信
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

乙
の
斗
争
に
お
い
て
労
働
者
は
ヨ
8
2
0固
か
ら
重
要
な
譲
歩
を
獲
得
す
る
こ
と
は
つ
い
に
出
来
な
か
っ
た
。
即
ち
一
八
八
四
年
一

O
月
の

契
約
に
従
っ
て
再
就
蛍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
た
だ
工
場
側
が
回
答
し
た
入
四
年
一

O
月
以
降
の
罰
金
返
済
は
実
行
さ
れ
た
。
し
か

し
モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ
キ
は
、
隣
接
す
る
工
場
の
労
働
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
罰
金
を
制
限
す
る
斗
争
へ
と
彼
等
を
導
き
、
乙
の
問
題
に

つ
い
て
の
同
時
的
な
ス
ト
ラ
イ
キ
の
契
機
を
作
っ
た
。
と
の
斗
争
の
直
接
の
圧
力
の
も
と
に
、
政
府
は
翌
年
い
わ
ゆ
る
罰
金
法
を
制
定
し
、
部

分
的
に
で
は
あ
る
が
、
野
働
者
に
譲
歩
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
の
指
導
者

3
0
5
2異
0・∞
g
E
F
E
E民
自
ら
三
三

人
は
裁
判
に
か
け
ら
れ
、
ツ
ア
ー
ル
の
陪
審
員
で
さ
え
、
そ
の
無
罪
巻
認
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
等
は
政
府
に
よ
っ
て
有
罪
と
さ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
流
刑
地
に
送
ら
れ
た
。

以
上
、
モ
ロ
ゾ
フ
工
場
の
一
二
日
間
に
わ
た
る
ス
ト
ラ
イ
キ
に
つ
い
て
述
べ
て
来
た
が
、
乙
の
斗
争
の
過
程
に
お
い
て
労
働
者
は
ど
の
様
に

成
長
し
た
か
に
つ
い
て
総
括
し
て
見
ょ
う
。

ま
ず
第
一
に
言
え
る
乙
と
は
、

こ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
組
織
的
に
斗
わ
れ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ

ぅ
。
要
求
が
三
度
に
わ
た
っ
て
野
働
者
の
集
会
に
お
い
て
討
議
さ
れ
た
乙
と
、

一
時
的
な
暴
動
が
労
働
者
自
身
の
手
に
よ
っ
て
制
止
さ
れ
た
乙

モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ
キ
に
つ
い
て
（
倉
崎
）

一一一一一



モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ
キ
に
つ
い
て
（
倉
崎
）

四

と
は
、
こ
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
モ
ロ
ゾ
フ
労
働
者
の
こ
の
組
織
性
は
秀
れ
た
指
導
者
達
の
功
績
に
か
か
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
が
、
労

働
者
は
目
的
な
し
に
組
織
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
労
働
者
を
し
て
か
か
る
組
織
性
告
発
揮
せ
し
め
た
そ
の
根
底
に
ぎ
り
ぎ
り
の
経
済
要
求

が
あ
っ
た
。

乙
の
要
求
の
故
に
彼
等
は
統
一
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
斗
争
の
過
程
に
お
い
て
、

素
朴
な
日
常
要
求
に
政
治
的
性
格
が
付
与
さ
れ

た
。
労
働
者
大
衆
自
身
は
一
経
営
者
に
対
す
る
要
求
か
ら
政
府
に
対
す
る
全
階
級
的
な
要
求
、
労
働
法
規
制
定
に
関
す
る
要
求
へ
の
発
展
が
如

何
な
る
政
治
的
な
意
義
を
有
す
る
か
を
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
酌
府
を
労
使
聞
の
調
停
者
と
見
な
す
政
府
観
は
克
服
さ
れ
る
に
至

ら
な
か
っ
た
が
、

一
一
日
要
求
は
資
本
家
階
級
に
対
す
る
労
働
者
階
級
の
権
利
要
求
で
あ
る
が
故
に
、
政
治
要
求
で
あ
り
、
ス
ト
ラ
イ
キ
は
反

専
制
の
政
治
斗
争
の
性
格
を
客
観
的
に
持
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

一
一
日
要
求
は
単
に
労
働
者
階
級
の
連
帯
性
を
示
す
も
の
と

し
て
だ
け
で
は
な
く
、
以
上
の
様
に
よ
り
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
‘
き
で
あ
ろ
う
。

モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ
キ
は
ま
さ
に
こ
の
点
で
、
そ
の
組
織

性
の
高
さ
と
共
に
従
来
の
ス
ト
ラ
イ
キ
と
区
別
さ
れ
る
べ
‘
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
方
ス
ト
ラ
イ
キ
の
過
程
に
お
い
て
政
府
に
対
す
る
幻
砲
が

強
く
支
配
し
て
い
た
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

即
ち
「
ツ
ア
ー
ル
政
府
は
労
働
者
に
対
す
る
最
も
凶
悪
な
敵
、
資
本
家
の
擁
護
者
、
労
働
者
の
検
束
者
で
あ
る
以
と
言
う
こ
と
を
労
働
者
は

少
な
く
と
も
行
動
で
示
さ
れ
る
様
な
形
で
は
意
識
し
得
な
か
っ
た
。
乙
の
様
な
意
味
で
、
階
級
的
な
連
帯
意
識
、
資
本
家
階
級
に
対
す
る
労
働

者
階
級
の
権
利
要
求
と
言
う
能
動
的
な
労
働
者
意
識
と
、
反
ツ
ア
ー
ル
、
反
政
府
意
識
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ

キ
で
形
成
さ
れ
た
労
働
者
の
意
識
は
前
者
で
あ
り
、
労
働
者
が
後
者
を
自
己
の
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
も
う
一
度
、
激
し
い
斗
争
と
言
う
政

治
学
校
に
学
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
前
者
が
後
者
に
発
展
、
転
佑
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
多
言
を
要
し
な
い
で
あ

ろ
う
。
七
日
の
要
求
の
段
階
で
は
従
来
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
見
ら
れ
る
労
働
者
の
意
識
か
ら
殆
ん
ど
一
歩
も
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、

一
一
日

要
求
に
お
け
る
労
働
者
の
意
識
は
大
き
く
前
進
し
、
直
接
後
者
の
政
治
的
意
識
に
発
展
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
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モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ
キ
に
お
い
て
、
反
ツ
7
1
ル
、
反
政
府
と
言
う
意
味
で
の
政
治
意
識
が
覚
醒
さ
れ
た
と
す
る
見
解
は
〉
・
コ

E
R
3
4
0
E宅・同・
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Y

Z
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o
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O
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回
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R
S・唱。、『句－

H
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）
に
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れ
る
。

結

語

に

か

え

て

モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ
キ
に
お
け
る
労
働
者
の
斗
争
の
発
展
過
程
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ツ
ア
ー
ル
専
制
下
の
ロ
シ
ヤ
に
お
い
て
は
、

経
済
要
求
に
基
づ
く
斗
争
で
あ
っ
て
も
、
経
済
斗
争
で
あ
る
と
言
う
様
に
単
純
に
規
定
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
れ
は
政
治
斗
争
の
側
面
を
有

し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
思
う
。
モ
ロ
ゾ
フ
労
働
者
が
政
府
の
階
級
性
に
つ
い
て
正
し
い
見
解
を
持
た
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
斗
争
は
客
観
的
に
反
専
制
の
斗
争
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ
キ
の
特
殊
性
を
示
す
と
共
に
ロ

シ
ヤ
労
働
運
動
の
特
殊
性
の
一
つ
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

モ
ロ
ゾ
フ
ス
ト
ラ
イ
キ
の
如
、
き
斗
争
は
八
五
年
以
降
の
ロ
シ
ヤ
労
働

運
動
に
一
つ
の
傾
向
性
と
な
っ
た
が
、
こ
の
様
な
労
働
運
動
の
ゐ
り
方
は
、

西
欧
先
進
諸
国
の
そ
れ
と
は
多
分
に
異
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。乙

の
問
題
を
明
か
に
す
る
た
め
に
は
、
尚
多
く
の
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。



-5-

On "Morozof-Strike" 

by Shigeru KURASAKI 

.. Morozof-Strike" which took place at the village Orehovo-Zyevo 

in Wuladimir Province in January, 1885, has been highly appraised 

because of its organizaton, its scale, and the laborers' exceptional 

class consciousness, which proved that the systematic labor struggle 

cannot be achieved without the laborer's objective consciousness. 

The object of this article is to describe the relations between the 

growth of the laborers' class consciousness and the development of 

the labor organization in the process of the strike. The writer has 

tried to prove the following points: firstly, the labor strike originated 

from the struggle against the employer in an enterprise and developed 

into the class struggle between the capitalist and the laborers which izg 

was based on the economic request. Secondly, this class struggle was 

obliged to become a political st:.-uggle under the absolute monarchy in 

Russia, though it did not lead up to the anti-emperor or anti

government feeling. Lastly, this article will offer a key to understand 

how the Russian laborers came to dispense with the adoration of 

their emperor which had existed in their mind traditionally. 




