
ロ
シ
ア
領
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
労
働
者
の
動
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を
め
ぐ
る
情
勢

－
「
工
場
社
会
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観
点
か
ら

福

兀

健
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【
要
約
】
　
本
稿
の
目
的
は
、
一
九
・
二
〇
世
紀
転
換
期
に
お
け
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
の
繊
維
業
都
市
ウ
ッ
チ
に
焦
点
を
あ
て
、
労
働
者
の
政
治
的
動
員
を

め
ぐ
る
情
勢
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
行
論
で
は
「
工
場
社
会
」
と
い
う
本
稿
独
自
の
分
析
枠
組
が
設
定
さ
れ
、
ウ
ッ
チ
労
働
者
の
行
動
を
～

都
市
に
お
け
る
工
場
内
部
に
留
ま
ら
な
い
、
帝
国
規
模
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
位
置
づ
け
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
八
九
〇
年
代
で
は
、
労
働
者

は
法
律
を
駆
使
し
て
生
活
改
善
を
目
指
し
て
い
た
も
の
の
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
お
け
る
工
場
制
度
の
変
更
を
へ
て
か
ら
は
、
法
律
で
は
な
く
政
党
組
織
に

対
し
て
生
活
の
安
定
を
求
め
始
め
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
本
稿
は
ま
た
、
特
に
労
働
者
と
国
民
民
主
党
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
論
じ
、
同
党
に
と

っ
て
労
働
者
動
員
に
は
階
級
闘
争
か
ら
国
民
的
一
体
性
を
防
衛
す
る
と
い
う
意
義
が
あ
り
、
実
際
に
ウ
ッ
チ
で
は
そ
の
理
念
か
ら
影
響
を
受
け
た
組
織
が

成
立
し
た
こ
と
を
解
明
し
た
。
以
上
の
考
察
を
通
じ
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
に
お
け
る
労
働
運
動
は
ロ
シ
ア
帝
国
の
工
場
政
策
と
密
接
な
関
連
性
を
も
ち
、

ま
た
運
動
の
形
態
も
階
級
闘
争
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
七
巻
四
号
　
一
δ
一
四
年
七
月

序
　
問
題
の
所
在

本
稿
の
目
的
は
、
一
九
・
二
〇
世
紀
転
換
期
に
お
け
る
ロ
シ
ア
領
ポ
ー
ラ
ン
ド
（
以
下
、

　
　
　
　
　
　
①

ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
）

の
繊
維
業
都
市
ウ
ッ
チ
に
焦
点

を
あ
て
て
、
労
働
者
の
政
治
的
動
員
を
め
ぐ
る
情
勢
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
か
つ
て
ロ
ー
ザ
（
ル
ー
ジ
ャ
）
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
は
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
の
産
業
発
展
に
は
ロ
シ
ア
東
方
市
場
が
欠
か
せ
な
か
っ
た
と
い
う
経
済
分
析
に
基
づ
き
、
ロ
シ
ア
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
プ
ロ
レ
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②

タ
リ
ア
ー
ト
の
連
帯
を
主
張
し
た
が
、
そ
の
際
に
彼
女
が
注
目
し
た
の
が
ウ
ッ
チ
繊
維
業
で
あ
っ
た
。
当
時
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
と
並
ぶ
産
業
的
中

心
地
と
し
て
の
ウ
ッ
チ
に
は
多
く
の
労
働
者
が
集
ま
っ
て
お
り
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
が
率
い
て
い
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
お
よ
び
リ
ト
ア
ニ
ア
社

会
民
主
党
（
「
八
九
三
年
成
立
）
の
他
に
も
、
社
会
民
主
党
の
国
際
主
義
に
対
し
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
独
立
と
社
会
革
命
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
し

た
ポ
ー
ラ
ン
ド
社
会
党
（
一
八
九
二
年
成
立
）
、
さ
ら
に
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
近
代
的
国
民
思
想
の
構
築
を
主
導
し
た
国
民
民
主
党
（
一
八
九
七
年
成

立
）
が
、
ウ
ッ
チ
労
働
者
の
動
員
に
と
り
組
ん
で
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
に
お
け
る
労
働
者
動
員
の
問
題
に
対
し
て
は
社
会
主
義
運
動
研
究
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
従
来
で
は
主
流
で

あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
理
解
は
一
面
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
、
「
階
級
意
識
」
や
「
国
民
意
識
」
と
い
っ
た
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
で
は
な
く
、
ウ
ッ
チ
の
労
働
者
た
ち
が
直
面
し
た
情
勢
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
労
働
者
動
員
の
問
題
を
理
解
し
よ

う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
こ
う
し
た
本
稿
の
試
み
を
、
広
く
研
究
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
た
い
。
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（一

j
　
研
　
究
　
史

　
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
本
格
化
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
労
働
運
動
史
学
に
お
い
て
、
最
初
に
国
民
民
主
党
と
労
働
者
の
関
係
を
規
定
し
た
の
は

カ
ラ
ビ
ン
ス
キ
で
あ
る
。
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
期
に
執
筆
さ
れ
た
彼
の
著
作
で
は
、
国
際
主
義
を
掲
げ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
お
よ
び
リ
ト
ア
ニ
ア

社
会
民
主
党
が
「
正
統
」
と
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
民
の
連
帯
を
主
張
し
、
階
級
闘
争
に
対
抗
し
た
国
民
民
主
党
は
「
階
級
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

識
を
欠
い
た
」
組
織
だ
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
当
時
に
あ
っ
て
は
、
国
民
民
主
党
に
よ
る
労
働
者
の
動
員
は
、
関
心
を
払
わ
れ
る
べ
き
研
究
対
象

と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
史
学
史
の
知
見
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
、
人
民
共
和
国
の
歴
史
学
は
～
九
五
六
年
に
転
機
を
迎
え
て
、
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

条
主
義
が
見
直
さ
れ
る
な
か
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
社
会
党
に
関
心
が
集
ま
っ
た
。
社
会
党
研
究
の
復
権
に
伴
っ
て
、
労
働
運
動
史
学
は
愛
国
的
な
要

請
に
も
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
だ
が
社
会
民
主
党
と
社
会
党
は
、
独
立
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
つ
つ
も
、
革
命
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

困
指
す
社
会
主
義
政
党
で
あ
り
、
労
働
運
動
史
の
研
究
対
象
は
こ
の
二
つ
の
政
党
に
限
定
さ
れ
続
け
た
の
で
あ
る
。
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か
か
る
状
況
に
対
す
る
反
省
は
、
一
九
八
○
年
に
始
ま
っ
た
「
連
帯
」
運
動
を
き
っ
か
け
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
へ
の
国
民
的
な
信
頼
や
、
共
産
党
体
制
に
回
収
さ
れ
な
い
対
抗
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
諸
問
題
が
露
呈
す
る
な
か
で
、
既
存
の

労
働
運
動
史
学
も
、
自
ら
の
あ
り
方
に
再
考
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
八
六
年
、
他
な
ら
ぬ
統
一
労
働
者
党
の
歴
史
学
雑
誌
に
て
、

「
労
働
者
層
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
非
階
級
的
潮
流
の
位
置
と
役
割
」
と
題
す
る
討
論
が
組
ま
れ
た
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と

　
　
　
　
⑥

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
動
向
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
考
察
を
行
っ
た
の
は
モ
ナ
ス
テ
ル
ス
カ
で
あ
っ
た
。
先
述
の
討
論
に
も
参
加
し
て

　
　
　
　
　
　
　
⑦

い
た
彼
女
に
よ
れ
ば
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
に
お
い
て
国
民
民
主
党
は
社
会
民
主
党
や
社
会
党
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
労
働
者
を
動
員
し
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

そ
こ
で
形
成
さ
れ
た
運
動
は
、
自
由
主
義
や
社
会
主
義
と
対
立
す
る
独
自
の
運
動
理
念
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル

な
労
働
運
動
の
再
評
価
は
、
従
来
の
社
会
主
義
中
心
的
な
研
究
に
替
わ
る
、
新
し
い
労
働
運
動
史
研
究
に
開
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
体
制
転
換
に
伴
い
労
働
運
動
史
か
ら
研
究
者
の
関
心
が
離
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
八
○
年
代
に
成
立
し

た
問
題
意
識
は
十
分
に
掘
り
さ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
国
民
民
主
党
と
労
働
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
労
働
運
動
史
学
に
替
わ
る
よ
う
に
し
て
九
〇
年
代
以
降
に
発
展
を
み
た
国
民
民
主

主
義
硯
究
に
お
い
て
も
進
展
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
ヴ
ァ
ピ
ン
ス
キ
の
著
作
を
も
っ
て
本
格
化
し
た
国
民
民
主
主
義
研
究
が
政
治
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

や
農
民
運
動
に
主
た
る
関
心
を
払
っ
て
き
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
近
年
で
は
日
本
で
も
、
国
民
民
主
党
の
指
導
者
ロ
マ
ン
・
ド
モ
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ス
キ
に
焦
点
を
あ
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
近
代
的
国
民
思
想
の
成
立
を
め
ぐ
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
連
の
研
究
で
は
都
市
労

働
者
に
対
す
る
関
心
は
低
く
、
言
及
さ
れ
て
も
モ
ナ
ス
テ
ル
ス
カ
の
議
論
を
超
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
管
見
の
限
り
で
は
ク
ラ
ゴ
に
よ
る

論
稿
が
、
こ
れ
ま
で
に
労
働
者
の
間
で
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
正
面
か
ら
論
じ
た
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
彼
女
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
の
繊
維

工
場
で
上
位
の
職
階
に
就
く
に
は
ド
イ
ツ
語
能
力
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
こ
と
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
話
者
労
働
者
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ズ
ム
を
選
ば
せ
た
と
主
張
し
た
。
だ
が
当
該
地
域
の
労
働
者
に
は
、
社
会
主
義
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
よ
り
も
早
く
か
ら
「
法
律
」
と
い
う
問
題

解
決
の
回
路
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
先
行
硬
究
者
は
総
じ
て
そ
う
し
た
法
律
を
過
小
評
価
し
、
労
働
者
と
そ
れ
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
問
わ

3　（535）
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な
か
っ
た
。
ク
ラ
ゴ
に
関
し
て
い
え
ば
、
職
業
に
対
す

る
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
差
別
だ
け
で
は
、
労
働
者
の
政
治
的

動
員
の
問
題
を
十
全
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

だ
。　

以
上
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
伝
統
的
な
労
働
運
動
史

学
に
は
、
社
会
主
義
申
心
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
法
律
や

制
度
の
果
た
し
た
役
割
を
十
分
に
考
慮
に
い
れ
な
か
っ

た
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
問
題
点
を
指
摘
で
き
る
。
本

稿
は
こ
れ
ら
の
点
を
克
服
し
て
労
働
者
動
員
の
問
題
を

考
察
す
る
た
め
に
、
「
工
場
社
会
」
と
い
う
オ
リ
ジ
ナ

ル
な
概
念
を
設
定
す
る
。
次
節
で
は
そ
れ
に
関
す
る
説

明
を
し
た
い
。
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（
二
）
方
法
と
対
象

　
本
稿
で
は
「
工
場
社
会
」
概
念
を
、
「
工
場
労
働
を
め
ぐ
る
人
間
関
係
の
総
体
」
と
定
義
し
て
使
用
す
る
。
一
九
世
紀
後
半
以
降
、
ロ
シ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

帝
国
政
府
は
工
業
化
へ
の
関
心
を
強
め
、
安
定
的
な
産
業
発
展
の
た
め
に
工
場
を
管
理
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
。
そ
し
て
官
庁
問
の
人
蔭
関
係

が
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
か
ら
帝
国
各
地
に
ま
で
延
び
た
結
果
、
そ
れ
は
、
企
業
家
、
労
働
者
や
彼
・
彼
女
ら
を
組
織
し
よ
う
と
す
る
各
政
党
が
織
り

な
す
ロ
ー
カ
ル
な
人
間
関
係
と
絡
ま
り
合
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
確
か
に
個
々
の
労
働
者
に
と
り
可
視
的
な
の
は
そ
の
ご

く
一
部
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
労
働
運
動
は
、
か
か
る
帝
国
規
模
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
も
と
で
展
開
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
工
場
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社
会
」
と
い
う
観
点
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
労
働
運
動
を
ロ
シ
ア
帝
国
史
の
文
脈
に
位
置
づ
け
る
と
共
に
、
国
家
機
関
・
企
業
家
・
労
働
者
の

関
係
を
よ
り
多
面
的
に
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
ま
た
、
労
働
者
が
直
面
し
た
情
勢
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
「
国

民
」
や
「
階
級
」
の
安
易
な
本
質
化
を
避
け
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
本
稿
は
ポ
1
ラ
ン
ド
王
国
の
繊
維
業
都
市
ウ
ッ
チ
に
焦
点
を
あ
て
る
。
そ
れ
は
、
ウ
ッ
チ
の
発
展
が
ロ
シ
ア
東
方
市
場
を
欠
い
て

は
あ
り
え
ず
、
そ
れ
だ
け
ロ
シ
ア
帝
国
と
ウ
ッ
チ
と
が
強
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
当
該
地
域
に
固
有
の
労
働
者
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
よ
り
も
ウ
ッ
チ
の
方
が
適
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
考
察
対
象
と
な
る
時
期
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
お
い
て
各
政
党
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
労
働
者
サ
ー
ク
ル
が
広
ま
る
の
は
一
九
〇
〇
年
ご
ろ
か
ら
だ
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
【
九
〇

五
年
革
命
ま
で
の
時
期
を
一
八
九
〇
年
代
と
二
〇
世
紀
初
頭
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
「
工
場
社
会
」
の
な
か
で
ウ
ッ
チ
労
働
者
の
行

動
を
捉
え
つ
つ
、
従
来
で
は
十
分
に
光
が
当
て
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
国
民
民
主
党
と
労
働
者
の
関
係
に
つ
い
て
も
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
以
下
、

第
一
章
で
は
「
工
場
社
会
」
を
構
成
す
る
諸
主
体
の
布
置
を
概
観
す
る
。
第
二
章
で
は
、
一
八
九
〇
年
代
の
「
工
場
社
会
」
に
つ
い
て
考
察
す

る
。
第
三
章
で
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
「
工
場
社
会
」
と
、
そ
こ
で
の
国
民
民
主
党
と
労
働
者
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
史
料
に
関
し
て
付
書
す
れ
ば
、
本
稿
で
は
政
府
関
連
は
史
料
集
を
網
羅
的
に
参
照
す
る
。
労
働
運
動
の
史
料
と
し
て
工
場
監
督
宮
の
文
書
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

最
も
重
要
な
も
の
に
属
す
る
と
の
評
価
が
与
え
ら
れ
つ
つ
も
、
こ
れ
ま
で
工
場
監
督
官
に
つ
い
て
の
認
識
が
一
弼
的
で
あ
っ
た
た
め
に
、
労
働

者
と
監
督
官
の
関
係
に
関
し
て
も
偏
っ
た
理
解
が
な
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
は
、
こ
の
こ
と
へ
の
批
判
に
基
づ
い
て
新
た
な
歴
史
像
を
提
示
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
⑰

ま
た
、
党
知
識
人
の
思
考
を
追
跡
す
る
際
に
は
、
国
民
民
主
党
の
年
次
報
告
書
や
印
刷
物
を
利
用
す
る
。
そ
し
て
、
党
中
央
関
連
に
比
べ
て
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

方
の
活
動
実
態
を
伝
え
て
く
れ
る
も
の
は
希
少
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
な
か
で
連
盟
の
労
働
者
活
動
家
に
よ
る
回
想
録
は
貴
重
な
情
報
源
と
な
る
。

①
本
稿
で
い
う
ロ
シ
ア
領
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
よ
り
厳
密
に
定
義
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

　
ウ
イ
ー
ン
会
議
で
創
設
さ
れ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
の
領
域
的
範
囲
を
指
す
。
当
該

　
地
域
は
一
月
蜂
起
（
一
八
六
三
年
）
後
に
「
ヴ
ィ
ス
ワ
流
域
地
方
」
と
し
て
ロ
シ

　
ア
帝
国
に
統
合
さ
れ
た
の
だ
が
、
慣
屠
的
に
は
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
」
と
表
現
さ

　
れ
続
け
た
。
そ
こ
で
以
下
で
は
当
該
地
域
を
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
」
と
表
記
す
る
。

②
四
霊
×
Φ
ヨ
9
「
伊
q
、
ミ
鴨
寄
ミ
§
肺
、
ミ
隷
肉
ミ
ミ
6
ミ
ミ
お
ぎ
N
§
恥
▼
（
冨
督
N
貫
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｝
○
。
Φ
○
。
）
、
肥
前
栄
一
訳
噸
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
産
業
的
発
展
輪
未
来
社
、
～
九
七
〇
年
。

　
本
文
中
に
記
し
た
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
経
済
分
析
は
、
今
日
で
も
大
筋
に
お
い
て

　
支
持
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
、
彼
女
の
政
治
的
な
主
張
に
対
す
る
評

　
価
と
は
区
別
さ
れ
る
。
藤
井
和
夫
『
ポ
ー
ラ
ン
ド
近
代
経
済
史
ー
ボ
ー
ラ
ン
ド

　
王
国
に
お
け
る
繊
維
工
業
の
発
展
（
一
八
一
五
～
一
九
一
八
年
）
』
日
本
評
論
社
、

　
一
九
八
九
年
。
神
代
光
朗
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
の
経
済
的
発
展
を
め
ぐ
る
「
東
方

　
市
場
」
論
争
に
つ
い
て
」
阪
東
宏
編
『
ポ
ー
ラ
ン
ド
史
論
集
』
三
省
堂
、
一
九
九

　
六
年
。

③
ψ
二
巴
呂
ぴ
ω
下
魚
一
撃
N
ミ
。
§
§
言
N
ξ
ぎ
§
譜
§
ミ
＼
翁
§
ミ
ミ

　
N
℃
O
軌
∴
℃
q
N
（
℃
≦
2
　
≦
鴛
ω
暴
妻
鋤
藁
㊤
繰
）
．

④
｝
’
－
老
い
罫
．
．
↓
冨
、
Ω
8
α
○
匡
9
日
目
①
．
ぎ
昏
Φ
蜜
≦
勺
畠
9
冨
津

　
田
ω
8
ユ
。
回
忌
『
ざ
．
、
⑦
竃
§
亀
§
織
の
g
暗
§
①
一
ム
（
一
8
刈
）
も
．
総
卯
〉
・
○
類
σ
ω
江

　
§
遂
恥
ミ
無
ミ
欺
ミ
恥
ミ
減
禮
亀
目
腎
ミ
鋳
ミ
ミ
（
乏
鴇
α
叫
≦
巳
9
≦
o
℃
o
N
5
鋤
診
ざ
Q

　
剛
o
N
5
巴
b
O
8
）
。
ω
b
お
山
｝
伊

⑤
ψ
囚
壁
甑
匿
軍
．
、
〉
騨
¢
≦
口
。
総
ω
8
脚
Φ
。
N
弾
宮
一
曙
。
N
冨
一
鞭
δ
伍
。
≦
o
≦
く
寧

　
芝
。
δ
渉
o
N
尽
目
竃
粟
。
。
・
く
「
o
σ
o
勇
肌
o
N
①
い
．
．
芝
一
℃
o
謝
ぎ
ミ
黛
越
ミ
い
ミ
ミ
ら
籍
．
勢
曙
恥

　
§
ミ
§
v
ρ
押
。
N
」
把
℃
a
器
α
．
ψ
園
蟄
ぴ
陣
渉
隆
£
ρ
（
℃
≦
冨
　
乏
霞
ω
鑓
壽
’

　
一
㊤
刈
。
。
y
川
名
隆
史
「
労
働
運
動
と
民
族
問
題
i
一
九
世
紀
後
半
の
ポ
ー
ラ
ン

　
ド
王
国
」
買
橋
論
叢
』
九
三
（
六
）
、
一
九
八
五
年
。
加
藤
一
夫
『
ア
ポ
リ
ア
と

　
し
て
の
民
族
問
題
ー
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
と
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

　
ム
㎞
社
会
評
論
社
、
一
九
九
｝
年
。

⑥
、
、
≦
Φ
㎞
ω
8
π
。
冨
酔
睾
』
δ
匹
霧
。
芝
団
9
長
肘
8
婁
≦
珍
。
α
。
鼠
。
。
巨
「
0
9
巳
？

　
鎚
ヨ
謹
勺
2
ω
o
①
（
×
H
×
－
×
×
≦
）
．
．
．
N
℃
o
甘
藍
N
ミ
冒
鷺
ω
（
お
。
。
O
）
．
「
非
階
級
的

　
潮
流
」
と
は
、
階
級
的
潮
流
で
あ
る
社
会
主
義
諸
派
か
ら
区
別
さ
れ
る
運
動
一
般

　
を
意
味
す
る
。

⑦
↓
弩
N
ρ
ω
．
胡
喝
。
。
．

⑧
β
ζ
。
器
ω
8
話
訂
．
、
窯
霞
酔
口
母
。
α
。
≦
。
き
ま
鴛
《
ω
蔓
。
N
ξ
毛
紆
互
四
魯

　
U
o
δ
江
£
o
歪
拳
螺
8
げ
。
臼
8
N
Φ
σ
q
ρ
”
．
さ
ミ
鴨
b
、
禮
脳
①
（
一
㊤
Q
Q
ω
）
．

⑨
幻
・
ミ
磐
ぶ
ω
厚
き
ミ
§
ミ
寒
ミ
。
神
ミ
§
N
§
山
℃
給
～
昏
暮
§
§
℃
§
賊

　
辞
ミ
§
．
・
暁
ミ
融
業
言
“
ミ
N
ミ
睦
苛
§
§
（
○
ω
ω
o
ぎ
2
ヨ
u
乏
「
o
o
冨
≦
レ
Φ
o
。
O
）
．
農
民

　
運
動
の
代
表
的
研
究
は
、
θ
≦
o
一
ω
鐸
さ
さ
織
。
§
b
§
嚇
簿
ミ
亀
蹟
ミ
暮
象
さ
登

　
思
ミ
ミ
甘
ミ
き
N
Q
。
o
Q
予
N
ミ
《
（
U
¢
傷
。
≦
鋤
ω
9
冠
N
巨
三
9
。
甫
く
留
≦
巳
o
N
p
。
　

　
譲
輿
ω
鑓
ミ
勲
6
Φ
b
。
）
．
英
語
圏
で
の
優
れ
た
研
究
に
は
、
ω
．
℃
o
洋
Φ
罫
当
§
§

　
ミ
欺
ミ
嚇
ミ
騎
ミ
じ
◎
鴨
晦
ミ
N
き
ミ
慰
、
N
ミ
貸
鷺
ミ
隷
晦
§
蹴
ミ
地
馬
、
ミ
凡
翫
塗
§

　
≧
～
謹
融
§
ミ
ー
O
§
ミ
墜
、
o
§
い
・
猟
（
O
昏
議
¢
巳
く
興
匹
け
《
℃
篤
ω
ω
”
匿
①
≦
団
。
蒔
’

　
b
。
O
O
O
）
．
次
の
論
文
集
は
現
在
の
研
究
水
準
を
知
る
上
で
有
益
。
さ
ご
職
。
ミ
自

　
b
鴨
ミ
罫
ミ
“
貸
糞
－
謹
ミ
萄
勘
b
N
賊
亀
鴨
ミ
さ
ミ
特
。
翻
竜
鶏
謡
轟
9
き
凡
§

　
昼
ミ
ミ
飛
隷
q
ミ
貸
腎
象
ミ
尽
6
ミ
N
貸
特
笥
ミ
蒋
職
腎
、
冬
亀
ミ
肉
。
§
織
噛
ミ
謬
ミ
吻
ミ
鵡
。

　
鳶
℃
免
N
I
鳴
O
O
題
’
け
H
．
H
H
マ
℃
o
ユ
話
9
日
．
o
っ
幹
。
「
ω
匹
。
ぴ
q
o
一
》
．
≦
鎖
8
轟
’

　
（
≦
＜
量
≦
鉱
9
≦
o
＞
畠
ヨ
ζ
震
ω
N
既
Φ
貯
8
0
応
診
噛
卜
。
O
這
Y

⑩
宮
崎
悠
『
ポ
ー
ラ
ン
ド
問
題
と
ド
モ
フ
ス
キ
ー
国
民
的
独
立
の
パ
ト
ス
と
ロ

　
ゴ
ス
』
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
。

⑪
野
〉
・
9
p
・
o
亀
ρ
．
．
日
誇
．
燭
9
ω
ぎ
①
ω
ω
．
o
h
零
＆
9
ぎ
簸
守
。
8
蔓
℃
。
匿
。
ω
脂
縣

　
暮
Φ
図
Φ
ぎ
く
Φ
鵠
甑
。
訂
o
h
≦
o
爵
一
霞
噌
O
冨
6
り
ω
乞
簿
幽
。
ゆ
巴
彗
山
勺
9
一
ユ
。
巴
H
Q
Φ
コ
飢
畝
Φ
ω
冒

　
菊
¢
ω
ω
一
き
℃
o
一
き
血
．
ω
↓
Φ
艮
臨
Φ
ぎ
山
冠
ω
石
墨
騙
。
。
O
山
麓
ρ
．
．
的
ミ
ミ
。
沁
ミ
に
ミ
”
釦
⑩

　
（
8
0
0
）
．

⑫
　
和
田
春
樹
門
近
代
ロ
シ
ア
の
発
展
構
造
（
～
）
（
二
）
1
一
八
九
〇
年
代
の

　
ロ
シ
ア
」
『
社
会
科
学
研
究
㎞
一
七
（
二
）
、
一
七
（
三
）
、
一
九
六
五
年
。
こ
の

　
論
稿
の
史
学
史
的
な
位
置
づ
け
は
、
池
田
嘉
郎
「
ロ
シ
ア
史
研
究
の
中
の
戦
後
歴

　
史
学
一
和
田
春
樹
と
田
中
陽
児
の
仕
事
を
中
心
に
」
州
史
潮
』
七
三
、
二
〇
一

　
三
年
を
参
照
。

⑬
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
の
労
働
運
動
史
研
究
の
問
題
点
を
整
理
し
た
閃
．

　
囲
鴛
N
く
》
ω
犀
ρ
．
．
℃
錠
瓢
Φ
O
o
ま
く
o
N
p
Φ
国
日
。
ω
o
≦
蜜
吐
口
。
げ
δ
σ
0
9
ざ
N
く
芝

　
図
「
ひ
竃
ω
け
≦
δ
勺
。
δ
鉱
ヨ
⇔
即
糧
嚢
Φ
脚
。
ヨ
凶
Φ
×
同
×
一
×
×
≦
δ
障
⊆
し
d
鋤
O
琶
鋤
げ
矧
ω
け
♀
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ロシア領ポーランドにおける労働者の動員をめぐる情勢（福元）

　
曙
o
N
口
Φ
－
8
『
ζ
強
盛
冨
一
理
0
8
鎚
α
ρ
．
．
㌔
詰
轟
N
ミ
衷
無
。
遷
B
塁
レ
（
一
㊤
⑩
O
）

　
は
、
現
在
で
も
そ
の
価
値
を
ま
っ
た
く
失
っ
て
い
な
い
。

⑭
尋
ミ
§
ミ
翁
、
§
。
ミ
§
ミ
尊
q
N
簑
ミ
鴨
ぎ
薄
§
ミ
ミ
§
、
N
竈
S
山
℃
ミ
、

　
8
冨
ρ
出
．
閃
暑
b
呂
。
「
ρ
（
℃
〈
『
ヴ
咽
　
　
ぜ
く
四
「
o
α
N
p
ρ
毛
自
σ
■
　
｝
㊤
①
O
）
［
以
下
、
菟
ミ
庵
］
　

　
尊
q
織
ミ
蹴
。
§
篤
臨
q
ミ
隷
貯
超
、
S
ミ
鳩
軸
普
N
亀
遮
霜
暗
ミ
嵩
貯
簿
篭
◎
む
神
帖
さ
㌧
け
H
．
o
N
．
H
H
・

　
ロ
。
α
話
“
乞
．
O
盤
δ
吋
。
毛
ω
臨
。
㍗
O
話
σ
o
毛
ω
貯
風
噂
（
℃
ぐ
く
客
”
ゼ
く
帥
「
ω
N
p
⊃
♂
く
自
⊃
層
一
〇
①
卜
⊃
）
［
以

　
下
、
§
鳶
H

⑮
竃
’
ω
」
。
。
（
≦
器
℃
）
■

⑯
．
、
u
o
賦
。
。
8
藁
＝
ぴ
q
一
三
母
＆
o
≦
①
馳
．
．
ミ
魯
。
ミ
轟
ご
鋒
ド
下
｝
O
（
ら
昏
。
Φ
■

　
一
〇
。
。
ω
山
Φ
ω
蒔
）
＼
巴
．
類
．
勺
9
0
噸
窯
即
暫
。
≦
ω
ζ

ウ
ッ
チ
の
工
場

（㎜

j
　
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
職
業

⑰
『
全
ポ
ー
ラ
ン
ド
評
論
㌔
誌
着
帽
職
§
N
8
尊
。
葱
島
（
～
八
九
五
～
一
九
〇
五

　
年
、
ル
ブ
フ
［
現
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
リ
ヴ
ィ
ウ
］
で
、
｝
八
九
九
年
か
ら
毎
月
、
そ

　
れ
以
前
は
隔
週
で
刊
行
）
、
『
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
℃
o
白
鷺
（
一
八
九
六
～
｝
九
〇
六

　
年
、
ク
ラ
ク
フ
で
毎
月
刊
行
）
、
槻
た
い
ま
つ
℃
自
ぎ
織
ミ
島
（
一
八
九
九
～
～
九

　
〇
一
年
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
不
定
期
刊
行
）
。
な
お
、
『
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
』
は
杉
山
裕

　
也
氏
（
静
岡
県
教
員
）
所
蔵
の
も
の
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
謝
意

　
を
記
し
て
お
き
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
利
用
に
関
す
る
貴
任
は
本
稿
筆
者
に
あ
る
。

⑱
き
隷
物
ミ
藁
．
ぎ
ミ
曇
ミ
ミ
魯
営
㌧
ミ
愚
。
ミ
ミ
§
賞
ミ
轟
蕊
鳴
も
。
α
冨
9

　
ω
．
鷹
。
鼠
。
置
Φ
ゆ
q
ρ
（
H
）
憎
砂
質
p
ρ
「
コ
陣
p
◎
切
供
P
評
O
≦
蝉
U
ぐ
唄
同
村
ω
N
簿
≦
鋤
．
一
㊤
ω
0
1
一
⑩
ω
刈
）
［
以
下
、

　
映
ミ
諌
ミ
ぎ
ミ
曇
ミ
ミ
］
．

　
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
南
西
、
豊
か
な
森
林
や
ヴ
ィ
ス
ワ
川
の
支
流
に
囲
ま
れ
た
ウ
ッ
チ
。
そ
の
繊
維
業
の
歴
史
は
、
未
だ
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
が
独

自
の
憲
法
や
議
会
、
軍
隊
を
保
持
し
て
い
た
一
九
世
紀
初
頭
に
始
ま
る
。
時
の
財
務
大
臣
ル
ベ
ツ
キ
は
、
交
通
の
要
所
に
あ
り
、
か
つ
材
木
・

水
資
源
に
恵
ま
れ
た
ウ
ッ
チ
に
こ
そ
殖
産
興
業
の
た
め
の
条
件
が
揃
っ
て
い
る
と
い
う
提
言
に
応
じ
て
、
そ
こ
に
ド
イ
ツ
か
ら
企
業
家
や
手
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

業
職
人
を
誘
致
す
る
政
策
を
実
施
し
た
。
ウ
ッ
チ
繊
維
業
の
起
点
に
は
、
こ
の
ド
イ
ツ
系
の
入
植
政
策
が
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
後
、
一
八
三
〇

年
と
一
八
六
三
年
の
蜂
起
を
経
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
は
ロ
シ
ア
帝
国
の
一
地
方
（
「
ヴ
ィ
ス
ワ
流
域
地
方
」
）
へ
と
再
編
さ
れ
、
上
述
の
自
治
に

関
わ
る
諸
機
関
を
失
っ
た
。
し
か
し
、
実
の
と
こ
ろ
帝
国
へ
の
統
合
は
、
あ
る
逆
説
的
な
可
能
性
を
ウ
ッ
チ
繊
維
業
に
与
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、

五
〇
～
七
〇
年
代
に
進
ん
だ
鉄
道
敷
設
と
関
税
障
壁
の
撤
廃
と
に
よ
っ
て
、
広
大
な
ロ
シ
ア
東
方
市
場
が
ウ
ッ
チ
の
商
品
に
開
か
れ
た
の
で
あ

る
。
藤
井
和
夫
は
、
ド
イ
ツ
系
企
業
家
を
中
心
と
し
た
繊
維
業
が
既
に
十
分
に
成
長
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
う
し
た
条
件
の
活
用
を
可
能
に
し
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表①　ウッチ市の人口（人）

500，000

400，000

300，000

200，000

100，000

　　　　　0
　　　　　　　1865年　　1877年　　1885年　　1890年　　1895年　　1900年　　1905年　　1914年

全人ロ40，12151，385108，450125，218168，512283，206343，944477，862

女性人口　20，951　20，616　54，171　63，553　86，646　145，136175，974249，510

　五6疲’1）g紛θmiasta，　t．1，　red．　R．　Rosin，（PWN：Warszawa，1988［wyd．　drugie］），　s．196を

　もとに筆者作成。

　
　
　
②

た
と
す
る
。
ウ
ッ
チ
繊
維
業
の
主
要
生
産
物
は
大
衆
向
け
の
低
質
な
綿

製
品
で
あ
り
、
八
○
年
代
に
は
そ
の
総
生
産
量
の
約
七
五
％
が
東
方
市

場
に
輸
出
さ
れ
た
。
ウ
ッ
チ
繊
維
業
は
、
こ
の
よ
う
に
東
方
市
場
向
け

の
生
産
に
よ
っ
て
発
展
し
、
そ
の
過
程
で
生
産
手
段
の
機
械
化
と
生
産

の
集
中
に
拍
車
が
か
か
っ
た
。
そ
し
て
か
か
る
産
業
構
造
の
変
化
、
つ

ま
り
機
械
制
大
工
場
の
台
頭
の
な
か
で
大
量
の
安
価
な
労
働
力
の
需
要

　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
労
働
力
の
形
成
に
つ
い
て
考
察

し
よ
、
つ
。

　
表
①
は
、
当
時
の
ウ
ッ
チ
市
人
口
が
一
貫
し
て
上
昇
し
て
い
る
こ
と

を
示
す
。
再
び
藤
井
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
人
山
増
加
に
は
三
つ
の
要

因
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
市
域
の
拡
大
」
、
「
自
然
増
」
、
「
移

住
」
で
あ
り
、
最
後
の
も
の
が
五
～
七
割
を
占
め
た
。
こ
の
移
住
湿
た

ち
は
繊
維
業
に
従
事
し
て
生
計
を
立
て
た
が
、
逆
に
繊
維
業
の
発
展
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
外
部
か
ら
の
労
働
力
供
給
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。

だ
が
、
こ
こ
で
主
た
る
移
住
者
層
の
変
化
に
注
意
し
た
い
。
表
②
を
み

て
一
八
六
二
年
と
一
八
九
七
年
に
お
け
る
各
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
比
率

を
比
較
し
た
と
き
、
前
者
で
は
既
に
見
た
ド
イ
ツ
系
の
入
植
を
反
映
し

て
彼
ら
が
全
人
口
の
六
割
を
占
め
る
が
、
そ
の
後
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
と

ユ
ダ
ヤ
人
住
民
が
大
き
く
数
値
を
伸
ば
し
て
い
る
。
ロ
シ
ア
系
住
民
は
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表②　各エスニック集団の比率（％）

［］ロシア

ロポーランド

三三ユダヤ

魑ドイツ

　　1，叩　詔A．≦

瀦
麟
詰
め
㌦
．
・
．
巨

　糞憩　　　蹴．ヒ．溝

σ　　　　　　　　P

．灘難織雛

@漂

浄認

ﾀL

@緊：1

ｷ導　　　“
@灘　．．　こ

羅、辮
「

　双宏剣ｨ

i菱

P燃

@’～駅

眺
　
幌
　
幌
　
幌
　
幌
　
嘱
　
幌
　
幌
　
幌
　
幌
　
鰯

10

　
　
9
8
7
6
5
4
3
2
1

　　　　　　　　　　　1862年　　　　　　　　　　1897年

W．　PuS，　”Die　Berufs一　und　Sozialstruktur　der　Wichitigsten　Ethnischen

Gruppen　in　Lodz　und血re　Entwickdung　in　den　Jahren　1820－1914，”　In：」．

Hensel（Hrsg．），　Polen，　Deutsche　und／beden　勿Lod2　J820－1939’Eine

Schwierige　NachbarschOft，（Fibre：OsnabrUck，1999），　S，35－36をもとに筆者作

成。

基
本
的
に
警
察
や
行
政
職
に
就
い
て
い
た
た
め
、
ウ
ッ
チ
の

繊
維
工
場
に
は
ド
イ
ツ
系
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
、
ユ
ダ
ヤ
人
と

い
う
三
つ
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
が
お
も
に
関
わ
っ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
わ
り
方
に
は
相
違
が

あ
っ
た
。
ク
ラ
ゴ
に
よ
れ
ば
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
の
繊
維
工

場
で
は
ド
イ
ツ
語
が
圧
倒
的
な
地
位
を
確
立
し
て
お
り
、
一

八
八
九
年
目
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
の
「
マ
イ
ス
ト
ロ
ヴ
ィ
エ

ヨ
。
冨
胃
。
≦
δ
」
（
管
理
職
や
職
長
と
い
っ
た
上
位
の
職
階
を
包
括

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

す
る
表
現
）
は
全
体
の
一
割
ほ
ど
だ
と
報
告
さ
れ
た
と
い
う
。

つ
ま
り
ド
イ
ツ
系
の
移
住
に
始
ま
っ
た
ウ
ッ
チ
繊
維
業
で
は
、

企
業
家
、
管
理
職
や
職
長
の
多
く
を
ド
イ
ツ
語
話
者
が
占
め

た
一
方
、
工
場
で
必
要
と
さ
れ
た
単
純
労
働
は
、
後
か
ら
流

入
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
や
ユ
ダ
ヤ
人
が
担
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
新
参
者
た
ち
は
、
い
つ
ご
ろ
、
ど
こ
か
ら
や
っ
て

来
た
の
か
。

　
ま
ず
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
に
つ
い
て
い
え
ば
、
当
該
地
域
に
お

け
る
農
奴
解
放
令
（
一
八
六
四
年
三
月
）
を
う
け
て
、
余
剰
農

村
人
口
が
都
市
へ
流
入
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
農
奴
解

放
後
の
農
村
社
会
で
は
土
地
な
し
農
民
の
増
加
や
平
均
耕
作
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⑥

地
の
縮
小
が
進
ん
で
お
り
、
農
業
で
生
計
を
立
て
ら
れ
な
く
な
っ
た
人
び
と
が
移
住
者
の
大
部
分
を
構
成
し
た
。
こ
の
と
き
、
ウ
ッ
チ
が
帰
属

す
る
ピ
ョ
ー
ト
ル
ク
フ
県
や
そ
の
西
隣
の
カ
リ
シ
県
な
ど
、
周
辺
地
域
の
農
民
た
ち
が
ウ
ッ
チ
に
移
住
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
基
本
的
に

彼
・
彼
女
ら
は
リ
テ
ラ
シ
ー
が
な
く
手
に
職
も
も
っ
て
お
ら
ず
、
不
熟
練
労
働
者
と
な
っ
た
。
そ
し
て
「
農
民
」
た
ち
は
都
市
郊
外
に
住
み
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

き
な
が
ら
故
郷
農
村
と
の
結
び
つ
き
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
次
の
世
代
に
な
る
と
こ
の
絆
も
失
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
ウ
ッ
チ
と
農
村

の
関
係
は
、
モ
ス
ク
ワ
と
農
村
の
そ
れ
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
モ
ス
ク
ワ
も
近
代
的
な
繊
維
工
場
を
擁
し
、
周
辺
地
域
の
農
民
を
引

き
つ
け
た
と
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
こ
で
は
農
民
疑
労
働
者
に
よ
る
農
村
と
都
市
の
還
流
的
移
動
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ウ
ッ
チ
に
流

れ
着
い
た
「
農
民
」
に
は
、
男
女
を
問
わ
ず
、
村
に
帰
る
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
境
遇
に
お
か
れ
た
こ
と
は
彼
・
彼
女
ら
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

識
を
大
き
く
規
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
も
う
一
方
の
新
参
者
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
に
う
つ
ろ
う
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
で
は
一
八
六
二
年
に
定
住
区
域
が
廃
止
さ
れ
る
な
ど
、
帝
国
本
土

よ
り
も
ユ
ダ
ヤ
人
の
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
八
八
二
年
に
本
土
で
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
し
て
よ
り
制
限
的
な
法
律
が
制
定
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

た
こ
と
を
契
機
に
、
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
帝
国
西
部
諸
県
か
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
に
む
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ロ
シ
ア
語
を
話
す
ユ
ダ
ヤ
人

た
ち
は
「
リ
ト
ヴ
ァ
ク
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
知
的
・
経
済
的
に
多
様
な
諸
集
団
か
ら
な
っ
て
お
り
、
そ
の
一
部
か
ら
は
小
規
模
な
企
業
や
工
房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

で
働
く
手
工
業
者
や
労
働
者
が
現
れ
た
。

　
以
上
を
ふ
ま
え
て
、
一
九
世
紀
末
ウ
ッ
チ
の
繊
維
工
場
に
つ
い
て
整
理
し
た
い
。
ウ
ッ
チ
繊
維
業
は
主
要
生
産
物
を
ロ
シ
ア
東
方
市
場
に
輸

出
し
て
お
り
、
そ
の
工
場
は
ド
イ
ツ
系
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
、
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
な
る
多
民
族
空
間
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
ド
イ
ツ
語
が

優
遇
さ
れ
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
が
成
立
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
工
場
労
働
で
生
き
て
ゆ
く
ほ
か
は
な
か
っ
た
民
衆
の
行
動
に

大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
、
「
工
場
社
会
」
に
お
い
て
も
重
要
な
意
義
を
も
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
本
節
で
は
ウ
ッ
チ
に
限
定
さ
れ
る
人
間
関
係

に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
工
場
社
会
」
は
そ
れ
だ
け
で
は
完
結
し
な
か
っ
た
。
当
時
、
安
定
的
な
産
業
発
展

を
重
要
課
題
と
し
て
い
た
国
家
は
、
工
場
と
い
か
な
る
関
係
を
構
築
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
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（
二
）
工
場
監
督
官

ロシア領ポーランドにおける労働者の動員をめぐる情勢（福元）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
荒
又
重
雄
に
よ
れ
ば
、
「
帝
政
ロ
シ
ア
の
労
働
政
策
の
基
本
構
造
は
、
一
八
八
六
年
工
場
法
が
こ
れ
を
最
も
よ
く
示
し
て
い
る
」
。
正
式
名
称

は
「
工
場
工
業
施
設
の
監
督
に
関
す
る
、
お
よ
び
工
場
主
と
労
働
者
と
の
相
互
関
係
に
関
す
る
」
法
律
と
い
い
、
国
家
と
工
場
の
関
係
と
い
う

観
点
か
ら
重
要
な
の
は
、
工
場
監
督
官
に
現
場
で
工
場
を
管
理
す
る
役
目
が
委
ね
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
近
年
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
に
お
け
る

統
治
機
構
の
研
究
が
進
め
ら
れ
た
結
果
、
一
月
蜂
起
以
後
も
多
く
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
住
民
が
帝
国
統
治
に
参
与
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

　
⑫つ

た
。
と
り
わ
け
、
ほ
ぼ
す
べ
て
が
正
教
の
ロ
シ
ア
系
で
あ
っ
た
警
察
に
対
し
て
、
工
場
監
督
官
を
含
む
技
術
官
職
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ボ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ラ
ン
ド
系
住
民
が
そ
の
大
部
分
を
構
成
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
い
ず
れ
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
に
属
し
て
い
よ
う
と
、
帝
国
に
仕
え
る
官
僚
に

と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
各
省
庁
の
方
針
に
従
っ
て
自
ら
の
職
務
を
全
う
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
国
民
史
的
な
価
値
観
を
投
影
す

る
こ
と
は
戒
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
本
稿
で
問
題
と
な
る
工
場
監
督
官
は
財
務
省
商
工
局
に
所
属
し
、
元
来
は
違
法
な
女
性
・
児
童
労
働
を
取
り
締
ま
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

一
八
八
六
年
工
場
法
は
そ
れ
に
加
え
て
、
監
督
官
に
「
工
場
主
と
労
働
者
と
の
問
で
の
口
論
や
誤
解
を
防
ぐ
べ
く
方
策
を
た
て
る
こ
と
」
を
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

じ
、
そ
れ
は
労
使
双
方
か
ら
監
督
官
に
む
け
ら
れ
た
文
書
あ
る
い
は
口
頭
に
よ
る
訴
願
の
審
議
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
工
場
監
督

官
は
、
工
場
主
と
も
労
働
者
と
も
異
な
る
財
務
官
僚
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
労
働
現
場
に
お
け
る
法
律
施
行
の
監
督
と
労
使
間
の
調
停
を
遂
行

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
八
八
六
年
工
場
法
が
ピ
ョ
ー
ト
ル
ク
フ
県
で
施
行
さ
れ
た
の
は
一
八
九
一
年
一
〇
月
か
ら
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

そ
れ
に
よ
っ
て
同
県
に
は
工
場
監
督
官
一
名
が
配
属
さ
れ
た
が
、
県
は
さ
ら
に
三
つ
の
地
区
に
分
割
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
助
手
　
名
が
置
か
れ
た
。

九
〇
年
代
の
ロ
シ
ア
帝
国
で
は
財
務
大
臣
ヴ
ィ
ッ
テ
の
も
と
で
工
業
化
政
策
が
推
進
さ
れ
、
工
場
監
督
官
に
は
そ
の
政
策
を
担
う
エ
イ
ジ
ェ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ト
と
し
て
の
役
割
が
与
え
ら
れ
た
の
だ
。
こ
こ
に
は
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
政
策
理
念
を
背
負
い
つ
つ
も
、
赴
任
し
た
地
区
に
お
け
る
工
場
主
や

労
働
者
の
様
々
な
ニ
ー
ズ
に
む
き
合
わ
ね
ば
な
ら
か
っ
た
と
い
う
工
場
監
督
官
の
歴
史
的
位
置
が
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
が
書
い
た
報
告
文
書
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を
史
料
と
し
て
利
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
点
が
非
常
に
重
要
と
な
る
。

　
本
節
で
は
、
企
業
家
や
労
働
者
が
互
い
に
不
満
を
抱
え
た
際
に
依
拠
で
き
る
工
場
法
の
制
度
に
つ
い
て
み
た
。
ロ
シ
ア
帝
国
に
お
い
て
ス
ト

ラ
イ
キ
は
違
法
で
あ
り
、
工
場
で
の
紛
争
を
解
決
す
る
に
あ
た
っ
て
は
工
場
監
督
官
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
前

提
と
し
て
、
次
章
で
は
一
八
九
〇
年
代
に
お
け
る
工
場
社
会
の
実
態
を
検
討
し
た
い
。
な
お
、
以
下
で
は
日
付
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
暦
で
表
記
す

る
。
一
九
世
紀
で
は
＝
一
日
、
二
〇
世
紀
で
は
一
三
日
を
引
け
ば
、
ロ
シ
ア
暦
に
換
算
で
き
る
。

12　（5“）

①
藤
井
、
前
掲
書
、
第
一
章
～
第
三
章
。
ド
イ
ツ
か
ら
職
人
を
誘
致
す
る
こ
と
は
、

　
こ
の
地
域
で
は
先
例
が
あ
っ
た
。
山
田
朋
子
『
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
貴
族
の
町
－
農

　
奴
解
放
前
の
都
市
と
農
村
、
ユ
ダ
ヤ
人
』
刀
水
書
房
、
二
〇
〇
七
年
を
参
照
。

②
藤
井
、
前
掲
書
、
第
五
章
。

③
同
書
、
＝
四
～
＝
七
頁
。
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
に
よ
れ
ば
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
王

　
国
の
繊
維
業
は
、
ロ
シ
ア
帝
国
の
な
か
で
モ
ス
ク
ワ
地
方
と
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
地
方

　
に
次
い
で
第
三
位
に
あ
っ
た
。
い
舞
Φ
ヨ
9
茜
曝
P
帥
○
．
曜
肥
前
訳
、
五
六
頁
。

④
藤
井
和
夫
コ
九
世
紀
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
工
業
労
働
者
の
形
成
ー
ウ
ッ

　
ジ
繊
維
企
業
の
労
働
者
」
『
経
済
学
論
究
』
六
三
（
三
）
、
二
〇
〇
九
年
。

⑤
9
曇
。
暗
ρ
8
』
鉾
思
』
H
山
四

⑥
。
。
9
盛
Φ
臣
Φ
乱
。
N
噌
↓
書
踏
篭
§
執
q
骨
ミ
§
執
蔓
ミ
鴨
ぎ
N
慧
恕
自
旨
ミ
糞

　
a
駄
〈
①
鼠
2
0
h
O
罠
∩
認
。
汐
①
の
の
“
O
窪
。
謎
。
■
お
の
O
）
噌
薯
■
囲
G
。
O
山
霊
．

⑦
〉
．
N
芝
葺
。
壽
惹
．
甦
隠
旨
、
＆
ミ
、
§
器
き
・
壽
無
ミ
ミ
馨
誌
。
N
o
。
ミ
∴
禽
鼻

　
（
℃
ヌ
「
ぼ
一
ぜ
く
毘
旨
ω
N
ゆ
毛
ρ
H
O
刈
心
）
魍
ω
．
一
心
鳥
1
一
α
ρ

⑧
有
馬
達
郎
「
帝
政
ロ
シ
ア
綿
工
業
の
発
農
構
造
（
二
）
」
『
新
潟
大
学
経
済
論

　
集
㎞
四
四
、
一
九
八
八
年
、
二
五
～
二
七
頁
。
近
年
、
農
村
の
男
性
が
モ
ス
ク
ワ

　
へ
出
稼
ぎ
に
赴
く
と
い
う
就
労
実
態
に
対
応
し
て
、
モ
ス
ク
ワ
で
は
市
の
人
口
に

　
占
め
る
男
性
の
割
合
が
高
か
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
高
田
和
夫
糊
近
代

　
ロ
シ
ア
農
民
文
化
史
研
究
－
人
の
移
動
と
文
化
の
変
容
㎞
岩
波
書
店
、
二
〇
〇

　
七
年
、
二
九
六
～
二
九
九
頁
。
表
①
に
よ
れ
ば
、
ウ
ッ
チ
市
の
入
口
に
お
け
る
男

　
女
の
割
合
は
常
に
ほ
ぼ
一
対
　
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
も
、
ウ
ッ
チ
周
辺
で
は
村
と

　
街
の
還
流
的
移
動
が
多
く
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

⑨
6
．
≦
⑦
爵
。
。
噂
ミ
。
ミ
禽
恥
ミ
ミ
織
勘
§
s
冨
ミ
帖
§
ミ
欺
恥
ミ
§
鴨
．
§
ミ
簿

　
O
ミ
吻
職
§
、
、
§
、
ミ
§
ミ
N
o
。
鰯
◎
山
も
ミ
、
（
宕
。
嵩
『
興
づ
H
躍
ぎ
。
置
d
巳
く
Φ
邑
蔓
即
Φ
ω
。
。
…

　
O
Φ
鋭
巴
げ
b
8
①
）
’
呂
．
○
。
Q
。
歯
ρ

⑩
囮
ω
“
。
§
鼻
、
、
↓
冨
言
鼠
ω
『
O
o
ヨ
ヨ
§
茸
ぎ
叶
げ
Φ
勺
。
匿
邑
集
Φ
ぎ
ま
誌
一
⇔

　
笹
。
団
。
貝
ω
同
○
。
8
山
⑩
峯
．
、
、
o
§
。
①
（
6
田
）
噌
9
．
8
－
O
㎝
・

⑬
荒
又
重
雄
糊
ロ
シ
ア
労
働
政
策
史
㎞
恒
星
社
厚
生
閣
、
～
九
七
～
年
、
四
頁
。

　
一
八
八
六
年
工
場
法
の
全
文
は
以
下
で
確
認
。
誇
δ
■
じ
d
o
員
。
気
嚢
魍
ミ
§
§
§

　
骨
曾
ミ
き
沁
§
§
§
脳
§
魅
℃
§
§
N
。
。
串
這
N
へ
。
・
斜
（
聞
O
O
∩
∩
行
り
国

　
ζ
o
o
臣
p
N
8
0
）
．
∩
頴
？
3
㊤
．

⑫
N
。
ぴ
．
》
．
9
≦
善
ρ
、
。
貯
遷
ミ
肋
ミ
“
紺
§
罫
ミ
斜
（
貫
高
諸
≦
輿
ω
鑓
≦
p
’

　
H
8
り
y
胃
≦
巴
ぎ
畔
。
＜
、
↓
ご
鴨
き
、
ミ
ミ
℃
き
ミ
§
ミ
し
Q
ミ
越
§
ら
ミ
遷
§
卜
騎
鷺

　
N
℃
導
§
無
始
O
導
O
§
ミ
遷
勲
“
逐
§
℃
o
§
ミ
．
（
閣
α
惹
囲
障
Φ
諸
口
甲
Φ
。
。
。
・
”

　
冨
三
ω
8
登
卜
。
O
O
心
y
O
■
ω
ヨ
く
犀
．
臥
ミ
ミ
ミ
笥
ミ
“
鳥
誉
さ
馬
苛
N
ミ
映
議
駐
§
鳥

　
㌔
駐
謹
轟
笥
ミ
貯
§
曽
」
c
。
下
山
題
動
（
≦
琶
p
毒
畝
。
寒
。
⇔
5
冒
興
ω
博
①
窪
ζ
鋤
臣

　
O
貰
す
Q
り
謀
。
α
o
芝
ω
賦
①
暫
営
び
ぎ
．
b
。
O
H
｝
）
．

⑬
≦
巴
継
ぎ
く
’
愚
．
ミ
も
p
ミ
ー
蚕



＠＠＠
荒
又
、
前
掲
書
、
＝
一
八
～
＝
二
三
頁
。

Qσ

C
。
慧
麺
寄
δ
・
n
窯
‘
ρ
6
ω
よ
り
引
用
。

罫
渓
魯
○
切
O
一
し
n
一
■

⑰
当
時
、
帝
国
全
体
で
は
首
席
工
場
監
督
官
一
名
、
工
場
監
督
蜜
一
〇
名
、

　
二
五
名
が
活
動
し
て
い
た
。
↓
§
蓄
・
（
U
．
H
贈
．

⑬
和
田
「
近
代
ロ
シ
ア
の
発
展
構
造
（
二
）
」
、
一
八
六
～
一
八
入
頁
。

助
手

二
　
一
八
九
〇
年
代
の
「
工
場
社
会
」

ロシア領ポーランドにおける労働者の動員をめぐる情勢（福元）

　
こ
の
章
で
は
、
ま
ず
第
一
節
に
て
一
八
九
〇
年
代
を
三
つ
の
時
期
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
的
な
事
象
を
記
述
す
る
。

の
節
で
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
分
析
を
行
い
、
当
該
時
期
に
お
け
る
「
工
場
社
会
」
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。

（㎜

j
　
㎜
八
九
〇
年
代

そ
し
て
続
く
二
つ

　
①
事
件
（
｝
八
九
二
年
）

　
一
八
八
六
年
工
場
法
の
施
行
か
ら
問
も
な
い
一
八
九
二
年
五
月
九
日
、
工
場
監
督
官
G
・
ル
イ
コ
フ
ス
キ
ー
は
、
こ
の
日
の
報
告
書
を
次
の

よ
う
に
締
め
く
く
っ
た
。
「
ウ
ッ
チ
の
外
国
人
職
長
は
こ
の
法
律
［
一
八
八
六
年
工
場
法
］
に
従
う
こ
と
を
望
ま
ず
、
今
ま
で
通
り
に
労
働
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

対
す
る
自
ら
の
態
度
を
恣
意
に
任
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
れ
は
、
ウ
ッ
チ
で
一
週
間
に
わ
た
っ
て
続
い
た
諸
ス
ト
ラ
イ
キ
事
件
（
五
月
二
日
～
九
日
）
の
原
因
を
記
し
た
も
の
の
結
び
で
あ
る
。
そ
の

な
か
で
ル
イ
コ
フ
ス
キ
ー
は
、
事
件
の
原
因
を
労
働
者
の
経
済
状
態
と
精
神
状
態
と
に
分
類
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
一
万
六
〇
〇
〇
人
以

上
も
い
る
繊
維
業
労
働
者
は
、
不
況
に
伴
っ
た
パ
ン
や
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
価
格
高
騰
の
な
か
で
「
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
の
貧
し
さ
に
ま
で
追
い
詰

　
　
　
　
　
　
③

め
ら
れ
て
」
い
た
。
し
か
し
、
彼
が
一
連
の
事
件
の
よ
り
根
本
的
な
原
因
と
み
な
し
た
の
は
、
労
働
者
の
精
神
状
態
の
方
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

労
働
者
は
外
国
人
職
長
か
ら
訴
願
す
れ
ば
工
場
か
ら
追
放
す
る
と
脅
さ
れ
、
実
際
に
訴
願
を
し
た
場
合
に
は
迫
害
を
受
け
て
い
た
。
だ
か
ら
、

精
神
的
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
労
働
者
が
直
接
行
動
に
出
た
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
外
国
人
職
長
の
行
為
は
労
働
者
か
ら
届
け
ら
れ
た
訴
願
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か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
、
調
査
の
入
っ
た
訴
願
の
八
割
が
立
証
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
ル
イ
コ
フ
ス
キ
ー
は
上
に
引
用
し
た
結
論
に
至

っ
た
。
彼
は
ま
た
、
自
分
が
み
た
事
件
の
様
子
を
首
席
工
場
監
督
官
に
報
告
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
基
づ
き
事
件
に
接
近
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
ル
イ
コ
フ
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
事
件
の
数
日
前
か
ら
工
場
で
は
メ
ー
デ
ー
を
呼
び
か
け
る
ビ
ラ
が
出
回
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
事
件
は
五
月

二
日
月
曜
日
か
ら
始
ま
り
、
ヘ
ル
ト
ナ
ー
、
ヨ
ブ
、
シ
ュ
レ
ー
ル
、
ビ
ル
ン
バ
ウ
ム
と
い
っ
た
企
業
家
の
工
場
で
次
々
と
数
百
人
規
模
の
ス
ト

ラ
イ
キ
が
起
き
た
。
A
・
セ
ト
ニ
ツ
キ
助
手
が
工
場
主
か
ら
聴
く
に
は
、
労
働
者
の
要
求
は
一
日
一
三
時
間
に
も
の
ぼ
る
労
働
時
聞
の
削
減
と

　
　
　
　
　
⑤

賃
上
げ
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
翌
日
、
翌
々
日
と
経
済
ス
ト
ラ
イ
キ
が
広
が
る
な
か
、
ル
イ
コ
フ
ス
キ
ー
と
セ
ト
ニ
ツ
キ
は
市
警
長
官
1
・
フ
シ

ャ
ノ
フ
ス
キ
と
共
に
労
働
者
の
説
得
に
と
り
組
ん
で
い
た
が
、
ド
イ
ツ
系
企
業
家
カ
ー
ル
・
シ
ャ
イ
プ
ラ
ー
の
プ
フ
ァ
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
工
場
で

労
働
者
五
〇
〇
人
が
ス
ト
ラ
イ
キ
を
始
め
た
と
い
う
情
報
を
得
て
、
彼
ら
は
現
場
へ
む
か
っ
た
。

　
プ
フ
ァ
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
工
場
は
、
男
性
一
二
八
二
名
、
女
性
一
七
三
八
名
、
未
成
年
～
八
九
名
を
雇
う
大
規
模
な
木
綿
工
場
で
あ
り
、
賃
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
水
準
も
他
に
比
し
て
高
か
っ
た
。
就
業
か
帰
宅
か
を
求
め
た
市
警
長
官
に
対
し
て
、
群
衆
は
、
労
働
時
間
の
短
縮
、
飢
え
を
し
の
げ
る
程
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
賃
金
の
値
上
げ
、
プ
ロ
イ
セ
ン
人
フ
ー
ゴ
上
級
職
長
の
追
放
を
要
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ル
イ
コ
フ
ス
キ
ー
は
、
労
働
者
は
ス
ト
ラ
イ
キ

に
よ
っ
て
で
は
な
く
監
督
官
に
訴
願
を
出
し
て
審
議
を
待
つ
べ
き
で
あ
る
と
説
得
し
、
フ
シ
ャ
ノ
フ
ス
キ
は
帰
宅
に
応
じ
な
い
な
ら
ば
首
謀
者

を
逮
捕
す
る
と
述
べ
た
。
だ
が
労
働
者
は
、
「
今
日
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
シ
ャ
イ
プ
ラ
ー
の
工
場
よ
り
も
監
獄
の
ほ
う
が
ま
し
だ
」
と
応
じ
、

市
警
長
官
が
呼
び
寄
せ
た
二
〇
人
の
コ
サ
ッ
ク
兵
が
彼
・
彼
女
ら
を
街
路
へ
追
い
出
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
工
場
に
残
っ
て
い
た
他
の
労
働
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

二
五
〇
〇
人
あ
ま
り
が
応
援
に
駆
け
つ
け
、
威
嚇
を
始
め
た
と
い
う
。
事
が
自
分
た
ち
の
手
に
は
負
え
な
い
と
判
断
し
た
ル
イ
コ
フ
ス
キ
ー
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

県
知
事
に
対
し
て
軍
隊
の
出
動
を
要
請
す
る
よ
う
市
警
長
官
に
提
案
し
た
。

　
そ
し
て
、
彼
ら
は
シ
ャ
イ
プ
ラ
ー
の
工
場
を
離
れ
る
途
申
、
レ
オ
ン
・
ア
ラ
ー
ル
の
機
械
制
羊
毛
工
場
で
も
ス
ト
ラ
イ
キ
が
起
き
た
こ
と
を

知
り
、
説
得
の
た
め
に
む
か
っ
た
。
ア
ラ
ー
ル
社
は
一
八
七
九
年
か
ら
ウ
ッ
チ
で
操
業
を
開
始
し
た
フ
ラ
ン
ス
系
資
本
で
あ
り
、
そ
の
工
場
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

規
模
は
男
性
四
八
六
名
、
女
性
三
二
四
名
と
目
立
っ
て
大
き
く
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
賃
金
は
シ
ャ
イ
プ
ラ
ー
社
と
同
水
準
だ
っ
た
。
し
か
し
、
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不
況
の
影
響
を
受
け
て
工
場
は
二
ヶ
月
前
か
ら
勤
務
時
間

を
三
時
問
も
短
縮
し
て
お
り
、
そ
れ
が
労
働
者
の
生
活
を

直
撃
し
た
。
こ
こ
で
も
工
場
監
督
官
ら
に
よ
る
説
得
は
成

功
せ
ず
、
ス
ト
参
加
者
た
ち
は
ジ
ャ
ガ
イ
モ
や
ア
パ
ー
ト

の
値
段
が
上
が
る
な
か
、
ル
イ
コ
フ
ス
キ
ー
ら
に
こ
れ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
暮
ら
せ
な
い
と
訴
え
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
翌
日
の

五
月
五
日
、
秩
序
の
回
復
に
む
け
て
県
知
事
K
・
ミ
ラ
ー

と
軍
隊
が
つ
い
に
動
き
始
め
た
。

　
知
事
に
同
道
し
た
ル
イ
コ
フ
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
軍
隊

に
保
護
さ
れ
る
な
か
で
ミ
ラ
ー
が
企
業
家
と
労
働
者
、
双

方
に
説
得
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
第
に
職
場
に
人

が
戻
り
始
め
た
。
し
か
し
、
九
日
に
な
っ
て
も
例
外
的
に

ハ
イ
ン
ツ
ェ
ル
と
ク
ニ
ッ
ツ
ェ
ル
の
工
場
に
お
い
て
、
お

よ
そ
＝
二
〇
〇
人
の
従
業
員
の
う
ち
、
三
〇
〇
人
ほ
ど
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

か
仕
事
に
戻
っ
て
い
な
か
っ
た
。
工
場
を
訪
れ
た
ミ
ラ
ー

と
ル
イ
コ
フ
ス
キ
ー
が
労
働
者
の
代
表
か
ら
不
満
を
聴
い

た
と
こ
ろ
、
物
価
高
の
な
か
で
賃
金
が
低
い
こ
と
、
長
時

間
の
労
働
に
よ
っ
て
力
が
で
な
い
こ
と
、
そ
し
て
ド
イ
ツ

人
上
級
職
長
が
労
働
者
を
侮
辱
す
る
こ
と
が
語
ら
れ
た
。
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こ
れ
に
対
し
て
ミ
ラ
ー
は
、
「
ロ
シ
ア
の
慣
習
と
法
律
を
尊
重
し
な
い
外
国
人
職
長
に
は
し
か
る
べ
き
処
置
が
な
さ
れ
る
」
と
応
じ
、
ル
イ
コ

フ
ス
キ
ー
は
、
自
分
と
助
手
は
「
労
働
者
の
正
当
な
訴
願
を
無
視
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
く
、
今
後
も
労
働
者
に
法
律
に
基
づ
い
た
満
足
を
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

え
ら
れ
る
よ
う
尽
力
す
る
」
と
述
べ
た
と
い
う
。
や
が
て
労
働
者
か
ら
仕
事
に
戻
る
合
意
が
得
ら
れ
、
事
件
は
収
束
に
む
か
っ
た
。

　
以
上
か
ら
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
ル
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
行
動
は
、
訴
願
を
労
働
者
の
権
利
と
し
て
認
め
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
違
法
と
し
た
｝
八

八
六
年
工
場
法
に
従
う
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
彼
が
よ
り
根
本
的
な
問
題
と
み
な
し
た
の
は
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
で
は
な
く
、
外
国
人
職
長

の
違
法
行
為
だ
っ
た
。
事
件
の
後
、
当
局
は
、
両
者
の
云
い
の
原
因
を
職
長
ら
が
ロ
シ
ア
語
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
を
理
解
で
き
な
い
こ
と
に
あ
る

と
判
断
し
た
。
そ
し
て
、
繊
維
工
場
で
の
指
示
や
標
識
は
両
方
の
言
語
を
使
用
し
、
管
理
職
や
職
長
に
就
く
に
は
ど
ち
ら
か
の
言
語
の
試
験
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

パ
ス
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
当
局
が
こ
の
問
題
を
警
戒
し
続
け
た
こ
と
は
、
一
連
の
事
件
で
労
働
者
と
外
国
人
職
長
の
諏

い
が
明
ら
か
に
な
っ
た
工
場
へ
の
監
督
官
に
よ
る
監
察
回
数
に
示
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
先
に
み
た
シ
ャ
イ
プ
ラ
i
、
ア
ラ
ー
ル
、
ハ
イ
ソ
ツ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ル
と
ク
ニ
ッ
ツ
ェ
ル
と
い
う
三
つ
の
工
場
で
一
八
九
二
年
度
の
監
察
回
数
を
比
べ
た
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
三
回
、
一
回
、
七
回
忌
つ
た
。
そ
の
後
、

九
〇
年
代
半
ば
の
ウ
ッ
チ
で
大
き
な
労
働
運
動
が
起
き
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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②
財
務
省
の
動
向
（
一
八
九
四
～
九
六
年
）

　
一
八
九
四
年
三
月
、
工
場
監
督
制
度
を
拡
大
す
る
改
革
が
実
施
さ
れ
た
。
一
八
八
六
年
工
場
法
が
適
用
さ
れ
る
県
は
五
官
か
ら
一
八
県
に
広

が
り
、
人
員
は
三
六
名
か
ら
一
四
三
名
に
ま
で
増
え
た
。
そ
し
て
、
首
席
工
場
監
督
官
職
は
廃
止
と
な
り
、
か
つ
て
の
工
場
監
督
嘗
が
主
任
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

場
監
督
官
に
、
助
手
が
工
場
監
督
宮
に
そ
れ
ぞ
れ
再
編
さ
れ
た
。
ピ
ョ
ー
ト
ル
ク
フ
県
で
は
、
ル
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
助
手
を
務
め
た
セ
ト
ニ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

キ
が
主
任
に
昇
進
し
、
県
は
六
つ
の
地
区
に
分
け
ら
れ
て
、
う
ち
二
つ
が
ウ
ッ
チ
市
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
工
場

の
動
力
管
理
を
担
当
し
て
い
た
県
機
械
監
督
職
が
廃
止
さ
れ
、
そ
の
業
務
は
工
場
監
督
官
の
職
務
に
加
え
ら
れ
た
。
か
か
る
量
的
・
質
的
な
変

化
は
、
工
場
監
督
官
に
対
す
る
期
待
の
高
ま
り
を
示
し
て
い
る
。
実
際
に
財
務
大
臣
ヴ
ィ
ッ
テ
は
、
一
八
九
四
年
六
月
二
三
日
付
の
「
工
場
監
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督
官
メ
ン
バ
ー
へ
の
訓
令
」
に
お
い
て
、
工
場
監
督
官
の
設
置
目
的
を
「
産
業
発
展
の
最
重
要
条
件
の
一
つ
で
あ
る
工
場
主
と
労
働
者
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
法
律
を
確
立
す
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
。
だ
が
和
田
春
樹
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ィ
ッ
テ
の
想
定
す
る
労
使
関
係
は
「
利
益
の
合
一
」
の
も
と
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
が
、
そ
れ
は
労
使
間
の
対
立
を
前
提
に
設
計
さ
れ
た
従
来
の
工
場
立
法
と
矛
盾
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
一
八
九
四
年
以
後

の
財
務
省
内
部
に
お
け
る
認
識
に
焦
点
を
当
て
た
い
。

　
ヴ
ィ
ッ
テ
の
工
場
監
督
官
に
対
す
る
要
望
は
、
【
八
九
五
年
＝
一
月
一
七
日
付
の
回
状
に
最
も
明
確
に
現
れ
て
い
る
。
同
回
状
は
、
既
に
六

月
に
工
場
監
督
官
は
工
場
の
様
子
を
子
細
に
観
察
し
報
告
す
る
よ
う
に
と
の
秘
密
回
状
が
出
さ
れ
る
な
か
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
社
会
主
義
者
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

大
量
に
逮
捕
さ
れ
た
直
後
に
執
筆
さ
れ
た
。
ヴ
イ
ッ
テ
に
よ
れ
ば
、
「
西
欧
に
お
い
て
工
場
主
と
労
働
者
の
問
で
成
立
し
た
悲
し
き
不
和
」
を

ロ
シ
ア
帝
国
に
も
た
ら
す
こ
と
は
人
為
的
な
試
み
で
し
か
な
く
、
帝
国
に
お
い
て
優
勢
な
の
は
労
使
間
の
家
父
長
的
な
関
係
で
あ
り
、
企
業
家

に
よ
る
労
働
者
の
配
慮
が
ゆ
き
渡
っ
て
い
る
な
か
で
は
「
成
文
法
と
強
制
の
行
使
」
は
必
要
な
い
。
工
場
監
督
官
は
、
「
こ
の
自
生
的
な
流
れ

を
促
進
」
す
る
た
め
に
、
「
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
利
用
し
て
、
労
働
者
に
（
中
略
）
合
法
的
な
権
利
を
行
使
す
る
志
向
を
教
え
な
く
て
は
な
ら
な

⑳い
」
。

　
そ
し
て
、
こ
の
回
状
に
対
応
す
る
財
務
大
臣
宛
て
の
報
告
書
は
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
ク
フ
県
で
は
セ
ト
ニ
ツ
キ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
。
そ
の
際
、

社
会
主
義
と
は
西
欧
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
見
解
は
確
か
に
ヴ
ィ
ッ
テ
と
共
通
す
る
も
の
の
、
そ
の
論
調
は
異
な
っ
て
い

た
。
セ
ト
ニ
ツ
キ
に
よ
れ
ば
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
ク
フ
県
に
は
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
か
ら
社
会
主
義
の
声
明
や
ビ
ラ
が
も
ち
込
ま
れ
、
実
際
に

労
働
者
に
熱
心
に
読
ま
れ
て
い
る
。
だ
が
彼
の
み
る
と
こ
ろ
、
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
社
会
主
義
者
に
よ
る
扇
動
が
も
た
ら
し
た
の
で
は
な

く
、
「
以
前
か
ら
労
働
者
を
怒
ら
せ
て
い
た
窮
乏
や
貧
困
、
そ
し
て
ま
た
当
局
に
よ
る
調
停
の
不
在
が
原
因
だ
っ
た
」
。
そ
れ
ゆ
え
に
セ
ト
ニ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

キ
は
、
「
監
督
宮
に
よ
る
時
宜
を
え
た
理
性
的
な
介
入
は
、
大
き
な
、
一
部
で
は
決
定
的
に
重
要
な
強
制
措
置
の
手
段
」
と
な
り
え
る
と
し
た
。

さ
ら
に
次
の
引
用
文
に
は
、
彼
自
身
の
職
務
認
識
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
職
務
完
遂
の
た
め
に
は
技
術
に
関
す
る
知
識
以
外
に
個
人
の
晶
位
と
特
質
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
最
も
困
難
か
つ
繊
細
で
、
責
任
の
あ
る
我
々
の
職
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務
　
　
工
場
主
と
労
働
者
の
相
互
関
係
の
調
停
と
い
う
職
務
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
り
、
絶
対
的
公
正
の
場
で
あ
る
こ
の
職
務
で
は
、
こ
う
し
た
公
正
性
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
法
律
に
関
す
る
知
識
と
が
工
場
監
督
官
に
（
中
略
）
お
も
だ
っ
た
関
係
者
の
間
で
権
威
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　
セ
ト
ニ
ツ
キ
は
工
場
監
督
官
に
よ
る
「
理
性
的
な
介
入
」
の
意
義
を
認
め
て
い
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
特
殊
な
利
益
に
偏
ら
な
い
公
平
な
立

場
か
ら
、
正
し
い
法
律
の
知
識
を
も
っ
て
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
彼
は
ま
た
、
「
工
場
経
営
者
を
伴
わ
ず
」
に
労
働
者
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

か
に
入
り
、
「
労
働
者
に
な
に
か
述
べ
て
も
ら
う
際
に
は
、
彼
ら
自
身
に
必
要
な
こ
と
を
委
ね
」
た
、
と
も
し
て
い
る
。
セ
ト
ニ
ツ
キ
の
こ
の

よ
う
な
職
務
認
識
は
、
彼
の
日
常
的
な
活
動
を
通
じ
て
培
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
地
方
の
現
場
で
活
動
す
る
財
務
官
僚
な

り
の
価
値
観
を
読
み
と
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
さ
て
、
セ
ト
ニ
ツ
キ
は
先
の
報
告
書
の
な
か
で
ス
ト
ラ
イ
キ
の
中
心
地
域
は
ウ
ッ
チ
で
は
な
く
チ
ェ
ン
ス
ト
ホ
ー
ヴ
ァ
だ
と
し
て
い
る
が
、

一
八
九
七
年
以
降
の
ウ
ッ
チ
で
は
再
び
労
働
者
に
よ
る
行
動
が
目
立
ち
始
め
る
。
そ
の
た
め
、
九
〇
年
代
末
に
つ
い
て
は
ウ
ッ
チ
の
工
場
労
働

者
に
視
点
を
戻
す
こ
と
に
す
る
。
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③
労
働
者
と
法
律
（
㎜
八
九
七
～
九
九
年
）

　
一
八
九
七
年
一
一
月
の
あ
る
日
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
県
知
事
イ
メ
レ
テ
ィ
ン
ス
キ
ー
公
の
も
と
に
、
ウ
ッ
チ
か
ら
匿
名
の
訴
願
が
届
い
た
。
も
と

は
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
書
か
れ
た
こ
の
訴
願
文
は
ロ
シ
ア
語
に
訳
さ
れ
て
イ
メ
レ
テ
ィ
ン
ス
キ
ー
に
送
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
訳
し
た
人
物
に
よ

れ
ば
「
原
文
は
文
法
的
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
」
。
「
当
局
は
冬
の
蝿
の
よ
う
に
は
か
な
い
労
働
者
の
生
活
を
裁
い
て
く
だ
さ
い
」
と
、
文
法
的

に
頼
り
な
い
筆
で
自
ら
の
窮
状
を
こ
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
書
き
手
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
不
熟
練
労
働
者
だ
と
判
断
で
き
る
。
だ
が
、

こ
の
訴
願
の
な
か
で
問
題
と
な
る
の
は
次
の
箇
所
で
あ
る
。

　
今
年
制
定
さ
れ
た
新
し
い
法
律
は
、
あ
た
か
も
一
時
間
の
労
働
を
奪
う
も
の
で
、
機
械
の
間
で
食
べ
る
朝
食
や
小
昼
食
を
奮
う
も
の
で
す
。
人
々
は
こ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
反
対
し
て
お
り
、
い
く
つ
か
の
工
場
で
そ
れ
は
広
ま
っ
て
い
ま
す
。
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民
衆
か
ら
「
機
械
の
間
で
食
べ
る
朝
食
や
小
昼
食
を
奪
う
」
新
し
い
法
律
と
い
う
の
は
、
同
年
六
月
に
認
可
さ
れ
た
「
工
業
工
場
施
設
に
お
け

る
労
働
時
間
の
継
続
と
配
分
に
関
す
る
」
法
律
の
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
法
律
は
、
一
八
九
六
年
に
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
起
き
た
ス
ト
ラ
イ
キ
事
件

が
工
業
活
動
へ
の
介
入
に
消
極
的
な
財
務
省
を
し
て
労
働
時
間
の
規
制
に
む
か
わ
せ
た
結
果
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
ウ
ッ

チ
繊
維
業
で
は
一
日
＝
二
時
間
労
働
が
平
均
的
だ
っ
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
日
一
　
時
間
半
が
上
限
と
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
レ
ー
ニ
ン
に

よ
れ
ば
、
同
法
に
は
賃
金
に
関
す
る
規
定
は
な
く
、
一
年
間
の
義
務
的
休
日
が
ほ
ぼ
四
分
の
一
も
削
ら
れ
た
た
め
に
、
年
間
の
労
働
時
間
は
む

　
　
　
　
　
⑳

し
ろ
増
加
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
訴
願
を
書
い
た
労
働
者
に
と
り
問
題
と
う
つ
っ
た
の
は
、
賃
金
が
下
が
っ
た
と
い
う
単
純
な
事
実
で
あ
ろ

う
。
こ
の
訴
願
に
記
さ
れ
た
不
満
は
、
少
な
く
と
も
彼
の
周
辺
で
は
共
有
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
決
し
て
周
縁
的
な
見
解

な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
｝
八
九
八
年
に
は
ウ
ッ
チ
で
ス
ト
ラ
イ
キ
が
頻
発
し
た
が
、
セ
ト
ニ
ツ
キ
は
、
そ
こ
で
の
主
要
な
要
求
が
時
給
を
上
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
こ
と
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
労
働
者
の
法
律
に
対
す
る
反
発
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
連
の
動
向
は
、
た
と
え

　
時
間
分
で
も
賃
金
が
下
が
る
こ
と
に
は
労
働
者
に
と
り
大
問
題
だ
っ
た
こ
と
、
ま
た
労
働
者
の
間
で
は
法
律
に
対
す
る
関
心
が
高
か
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

　
だ
が
、
労
働
者
が
関
心
を
よ
せ
る
法
律
は
賃
金
に
関
わ
る
も
の
に
限
ら
れ
ず
、
ま
た
関
心
の
も
ち
方
も
反
発
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
本
節
の

最
後
に
、
先
述
の
ア
ラ
！
ル
の
工
場
労
働
者
に
よ
る
訴
願
（
一
八
九
九
年
｝
二
月
）
を
み
よ
う
。
訴
願
文
に
よ
れ
ば
、
同
工
場
に
は
三
年
半
前
ま

で
カ
リ
ー
ニ
ョ
支
配
人
が
お
り
、
彼
は
労
働
者
か
ら
信
頼
さ
れ
て
い
た
が
、
不
慮
の
事
故
で
命
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
新
た
に
支

配
人
と
な
っ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
人
リ
ャ
ミ
は
あ
ら
ゆ
る
職
長
を
ド
イ
ツ
か
ら
連
れ
て
く
る
が
、
彼
ら
と
労
働
者
の
間
で
対
立
が
生
じ
て
い
る
と
い

⑳う
。
こ
の
訴
願
文
は
、
非
道
な
職
長
か
ら
の
解
放
を
君
主
に
道
義
的
に
訴
え
か
け
る
様
式
を
採
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
冒
頭
は
「
私
ど
も
は

皆
、
君
主
の
助
け
が
必
要
な
と
き
は
、
子
ど
も
の
よ
う
に
君
主
に
駆
け
寄
り
、
ツ
ァ
ー
リ
と
祖
国
の
た
め
に
仕
え
ま
す
。
と
言
い
ま
す
の
も
、

君
主
は
父
と
し
て
自
ら
の
助
手
を
遣
わ
し
、
救
っ
て
下
さ
る
か
ら
で
す
」
と
始
ま
り
、
末
尾
に
は
「
私
ど
も
は
君
主
の
権
力
が
こ
う
し
た
卑
劣

漢
を
追
放
し
、
私
ど
も
貧
し
い
労
働
者
を
あ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
人
か
ら
解
放
し
て
下
さ
る
こ
と
を
待
ち
望
ん
で
い
ま
す
」
と
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
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実
際
に
リ
ャ
ミ
や
他
の
職
長
を
追
放
し
て
ほ
し
い
と
労
働
者
が
請
願
す
る
と
き
、
彼
ら
は
あ
る
法
律
を
ふ
ま
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
リ
ャ
ミ
は
あ
ら
ゆ
る
人
を
ド
イ
ツ
か
ら
連
れ
て
き
ま
す
が
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
私
ど
も
の
言
葉
を
解
さ
な
い
の
で
、
彼
ら
は
こ
こ
に
い
る
権
利
を
も
っ
て
い
な

　
　
　
　
⑳

　
い
の
で
す
。

　
八
九
二
年
の
事
件
を
う
け
て
制
定
さ
れ
た
先
述
の
雷
語
規
定
が
こ
こ
で
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
　
八
九
六
年
上

後
に
起
き
た
支
配
人
の
交
代
を
契
機
と
し
て
、
ア
ラ
ー
ル
の
工
場
労
働
者
も
こ
の
言
語
規
定
に
頼
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
九
σ
年
代
末
の
労

働
運
動
か
ら
は
、
労
働
者
と
法
律
の
密
接
な
関
係
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
次
節
に
う
つ
る
前
に
本
節
で
み
た
こ
と
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
①
で
は
、
一
八
九
二
年
の
事
件
の
な
か
で
先
鋭
化
し
て
現
れ
た
ロ
ー
カ
ル
な

人
間
関
係
を
み
た
。
繊
維
工
場
に
お
い
て
不
熟
練
労
働
者
と
ド
イ
ツ
系
職
長
と
は
対
立
関
係
に
あ
り
、
工
場
監
督
官
ら
は
法
律
が
守
ら
れ
て
い

る
か
ど
う
か
と
い
う
点
か
ら
そ
の
対
立
を
注
視
し
て
い
た
。
②
で
は
、
そ
の
ウ
ッ
チ
の
監
督
官
が
も
っ
て
い
た
職
務
認
識
を
財
務
省
の
中
央
の

認
識
と
対
比
す
る
こ
と
を
通
じ
て
よ
り
具
体
的
に
描
い
た
。
③
で
は
、
労
働
者
に
よ
る
訴
願
文
の
検
討
を
通
じ
て
、
労
働
者
が
法
律
に
高
い
関

心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
み
え
て
き
た
。
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（一

黶j

J
働
者
の
行
為

　
前
節
で
み
た
労
働
者
に
よ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
や
訴
願
の
要
因
は
、
賃
金
・
外
国
人
・
法
律
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

労
働
者
の
生
活
を
脅
か
す
限
り
に
お
い
て
異
議
申
し
立
て
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
ウ
ッ
チ
の
労
働
者
が
優
れ
て
生
活
者
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
本
節
で
は
、
「
外
国
人
」
と
「
法
律
」
を
論
点
と
し
て
労
働
者
の
行
動
を
分
析
す
る
。
か
つ
て
ク
ラ
ゴ
は
、
一
八
九
二
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

事
件
を
労
働
者
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
み
ら
れ
た
分
水
嶺
と
捉
え
た
が
、
こ
れ
は
「
外
国
人
」
の
論
点
に
関
わ
る
主
張
で
あ
り
、
ま
ず
は
こ
の

説
の
検
討
か
ら
始
め
た
い
。

　
研
究
史
の
紹
介
箇
所
に
て
述
べ
た
よ
う
に
、
ク
ラ
ゴ
は
繊
維
工
場
に
お
け
る
ド
イ
ツ
語
の
優
遇
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
不
熟
練
労
働
者
に
ナ
シ
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ヨ
ナ
リ
ズ
ム
を
選
ば
せ
た
と
主
張
し
た
。
確
か
に
工
場
に
お
け
る
ド
イ
ツ
系
職
長
と
労
働
者
の
対
立
は
確
認
さ
れ
、
雷
語
の
問
題
は
、
自
分
た

ち
と
区
別
で
き
る
「
外
国
人
」
の
認
識
を
労
働
者
の
間
に
も
た
ら
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
女
は
指
摘
し
て
い
な
い
が
、
反
乱
に
お
け

る
労
働
者
の
要
求
に
は
、
ド
イ
ツ
系
で
あ
る
企
業
家
へ
の
批
判
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
ク
ラ
ゴ
の
解
釈
で
は
言
語
の
差
異
に
基
づ
く
他
者
意
識

が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
他
者
意
識
へ
と
無
媒
介
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
彼
女
が
さ
し
た
る
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
事
件
の
実
態
に
そ
ぐ
わ

な
い
。
ル
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
報
告
を
読
む
限
り
、
一
八
九
二
年
の
事
件
は
メ
ー
デ
ー
と
連
動
し
て
始
ま
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
実
態
は
経
済
闘

争
で
あ
り
、
労
働
者
の
行
動
に
政
治
的
な
目
標
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
セ
ト
ニ
ツ
キ
に
よ
る
報
告
か
ら
は
確
か
に
労
働
者
の

聞
に
社
会
主
義
の
ビ
ラ
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
広
ま
り
、
思
想
的
な
影
響
を
与
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
え
た
が
、
九
〇
年
代
に
お
け
る
ウ

ッ
チ
労
働
者
の
行
動
は
、
あ
る
別
の
政
治
体
制
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な
く
、
既
存
の
体
制
に
お
け
る
生
活
改
善
を
試
み
た
も
の
と
解
釈
で
き

る
。
労
働
者
と
法
律
の
密
接
な
関
係
に
つ
い
て
は
前
節
で
み
た
が
、
次
に
「
法
律
」
と
い
う
論
点
に
う
つ
ろ
う
。

　
当
時
の
ロ
シ
ア
帝
国
に
は
、
知
的
・
文
化
的
に
「
進
ん
だ
」
ザ
ヴ
ォ
ツ
キ
エ
（
金
属
業
労
働
者
な
ど
）
と
「
遅
れ
た
」
フ
ァ
ブ
リ
ー
チ
ヌ
イ
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

（
繊
維
業
労
働
者
な
ど
）
を
対
比
す
る
言
説
が
存
在
し
た
。
ま
た
一
八
九
七
年
セ
ン
サ
ス
に
よ
れ
ば
、
ウ
ッ
チ
労
働
者
層
の
非
識
字
率
は
お
よ
そ

　
　
　
　
⑬

六
割
だ
っ
た
。
か
か
る
イ
メ
ー
ジ
や
実
態
に
照
ら
し
た
と
き
、
ウ
ッ
チ
の
繊
維
業
労
働
者
と
法
律
と
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
は
、
一
見
す
る
と

奇
異
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
第
一
章
で
み
た
よ
う
に
、
こ
の
都
市
の
労
働
者
は
農
村
か
ら
流
れ
着
い
て
き
た
民
衆
だ
っ
た
の
で
あ

り
、
工
場
労
働
で
生
計
を
立
て
る
し
か
な
い
と
い
う
境
遇
は
、
生
活
者
擁
労
働
者
を
し
て
自
ら
の
権
利
状
態
に
関
心
を
む
け
さ
せ
た
と
考
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

れ
る
。
労
働
者
に
法
律
を
伝
達
し
た
媒
介
項
に
つ
い
て
本
稿
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
労
働
者
が
生
活
を
改
善
す
る
た
め
に
法
律
を
活
用
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
は
こ
こ
で
指
摘
で
き
る
。
労
働
者
は
、
い
わ
ば
帝
国
の
臣
民
と
し
て
、
与
え
ら
れ
た
権
利
を
利
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
で
、
あ
た
か
も
労
働
者
が
政
治
的
に
受
け
身
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
お
き
た

い
。
労
働
者
は
既
存
の
体
制
を
否
定
こ
そ
し
な
か
っ
た
も
の
の
反
抗
心
を
備
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
訴
願
に
現
れ
た
「
臣
民
ら
し
さ
」
と
い
う

の
は
労
働
者
な
り
の
演
技
だ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ウ
ッ
チ
の
労
働
者
は
、
既
存
の
体
制
に
お
い
て
生
活
の
改
善
を
は
か
る
た
め
、
し
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た
た
か
に
行
動
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
訴
願
す
る
こ
と
こ
そ
が
自
ら
の
権
利
を
行
使
す
る
た
め
の
最
も
現
実
的
な
手
段

　
　
　
　
　
　
⑳

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
訴
願
を
受
け
取
る
と
い
う
業
務
を
担
っ
た
の
は
工
場
監
督
官
で
あ
っ
た
。
次
節
で
は
監
督
官
の
社
会
的
な

役
割
を
論
じ
、
九
〇
年
代
の
「
工
場
社
会
」
に
つ
い
て
ま
と
め
た
い
。

（
三
）
　
工
場
監
督
官
の
役
割

　
ヴ
ォ
ロ
デ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
同
時
代
の
社
会
・
王
義
者
に
と
っ
て
工
場
監
督
官
と
は
工
場
に
お
け
る
現
存
の
体
制
を
温
存
す
る
た
め
の
行
政
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

関
に
す
ぎ
ず
、
つ
ま
り
は
労
働
者
を
抑
圧
す
る
国
家
お
よ
び
資
本
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
構
成
す
る
一
要
素
で
し
が
な
か
っ
た
。
ま
た
、
早
く
か
ら
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

業
化
政
策
の
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
監
督
官
を
位
置
づ
け
た
和
田
も
、
彼
ら
が
中
央
の
政
策
理
念
に
従
属
し
た
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
従
来
的
な

見
解
を
確
認
し
た
上
で
、
本
節
で
は
ま
ず
監
督
密
を
同
時
代
の
文
脈
に
お
い
て
理
解
す
る
と
こ
ろ
が
ら
始
め
た
い
。

　
本
章
第
一
節
に
お
い
て
財
務
省
内
部
の
動
向
に
隠
を
む
け
た
際
、
財
務
大
臣
ヴ
ィ
ッ
テ
と
地
方
の
監
督
官
と
の
間
に
は
認
識
の
相
違
が
確
認

さ
れ
た
。
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
お
け
る
理
念
に
よ
れ
ば
、
「
家
父
長
制
」
的
な
労
使
関
係
の
も
と
で
は
工
場
に
対
す
る
余
計
な
規
制
は
必
要
な
か

っ
た
が
、
他
方
で
ウ
ッ
チ
の
工
場
監
督
官
は
「
理
性
的
な
介
入
」
の
重
要
性
を
説
い
て
い
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
の
「
理
性
的
な
介
入
」
と
は
、

特
殊
な
利
益
に
偏
ら
な
い
公
平
な
立
場
か
ら
、
法
律
の
正
し
い
知
識
を
も
っ
て
労
使
の
調
停
を
行
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
日
頃
の

活
動
に
お
い
て
工
場
を
訪
ね
て
回
り
、
労
働
者
や
企
業
家
か
ら
届
け
ら
れ
た
訴
願
を
読
む
な
か
で
、
地
方
の
監
督
官
は
独
自
の
価
値
観
を
得
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
労
働
者
を
一
方
的
に
抑
圧
し
、
あ
る
い
は
中
央
に
従
属
す
る
も
の
と
し
て
監
督
官
を
捉
え
る
従

来
の
見
解
は
、
非
常
に
一
面
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
退
け
た
上
で
、
こ
こ
で
は
工
場
監
督
官
に
つ
い
て
二
つ
の
点
を
指
摘

し
た
い
。
一
点
目
は
、
工
業
化
政
策
の
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
た
る
監
督
官
た
ち
は
帝
国
の
産
業
発
展
と
い
う
目
的
を
ヴ
ィ
ッ
テ
と
共
干
し
て
い
た
も

の
の
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
は
自
律
的
に
行
動
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
二
点
目
は
、
工

場
監
督
官
の
言
説
は
、
政
策
理
念
や
企
業
家
の
利
益
に
回
収
で
き
る
も
の
で
も
、
労
働
者
の
必
要
に
寄
り
そ
う
も
の
で
も
な
く
、
地
方
の
一
財
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務
官
僚
が
、
彼
な
り
の
論
理
で
様
々
な
事
実
を
統
合
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
工
場
監
督
官
が
果
た
し
た
社
会
的
な
役
割
と
は
、
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
前
節
で
は
労
働
者
に
と
っ
て
は
訴
願
を

す
る
こ
と
が
生
活
の
改
善
を
は
か
る
た
め
の
最
も
現
実
的
な
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
を
み
た
。
つ
ま
り
工
場
監
督
官
は
、
こ
う
し
た
労
働
者
を
既

存
の
体
制
内
部
に
繋
ぎ
と
め
る
、
い
わ
ば
「
く
さ
び
」
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
の
よ
う
に
監

督
官
と
労
働
者
の
関
係
を
対
立
の
み
で
捉
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
同
様
の
再
検
討
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
労

働
者
と
企
業
家
の
関
係
で
あ
る
。
近
年
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、
従
来
は
等
閑
視
さ
れ
て
い
た
企
業
家
研
究
が
進
展
し
て
い
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
王

国
に
お
い
て
、
ウ
ッ
チ
は
企
業
家
に
よ
る
家
父
長
的
行
為
が
最
も
顕
著
な
都
市
だ
っ
た
。
そ
こ
で
は
企
業
家
と
そ
の
家
族
が
都
市
の
イ
ン
フ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

を
整
え
、
工
場
に
学
校
や
病
院
を
建
て
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
活
動
を
担
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
・
彼
女
ら
の
再
評
価
は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
他

方
で
、
ス
ト
ラ
イ
キ
研
究
の
知
見
に
よ
れ
ば
、
労
働
者
に
家
父
長
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
ほ
ど
の
企
業
家
の
も
と
で
ス
ト
ラ
イ
キ
は
最

　
　
　
　
　
　
⑳

も
盛
ん
で
あ
っ
た
。
一
八
九
二
年
の
ス
ト
ラ
イ
キ
事
件
で
も
、
企
業
家
へ
の
批
判
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
こ
の
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

家
父
長
的
実
践
を
通
じ
て
企
業
家
の
権
威
が
労
働
者
の
聞
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　
さ
て
、
本
節
で
は
「
工
場
社
会
」
に
お
け
る
諸
主
体
の
関
係
を
捉
え
直
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
絶
え
ず
他
者
へ
の
不
満
が
生
じ
つ
つ
も
、
そ

う
し
た
反
目
は
必
ず
し
も
排
除
に
向
か
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
当
該
時
期
に
お
け
る
労
働
者
の
行
動
を
見
る
限
り
、
彼
・
彼
女
ら

は
既
存
の
体
制
内
部
に
お
け
る
生
活
の
改
善
を
目
指
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
労
働
者
に
よ
る
抗
議
は
「
工
場
社
会
」
の
部
分
否
定
に

む
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
段
階
で
は
社
会
主
義
諸
派
と
同
様
に
、
国
民
民
主
党
に
よ
る
労
働
者
動
員
の
契
機
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
だ
が
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
各
政
党
に
よ
る
労
働
者
の
組
織
化
は
、
い
か
に
し
て
広
が
り
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
こ
と
を
考
え
る

鍵
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
「
制
度
的
ロ
シ
ア
化
9
。
創
巨
ほ
ω
麓
鋤
甑
く
①
毎
ω
ω
簾
o
Q
甑
o
p
」
の
文
脈
に
あ
っ
た
。
以
下
で
は
こ
の
文
脈
を
ふ
ま
え
つ

つ
、
九
〇
年
代
の
「
工
場
社
会
」
に
つ
い
て
ま
と
め
た
い
。

　
ク
リ
ミ
ア
敗
戦
後
の
ロ
シ
ア
帝
国
で
は
、
国
制
の
改
革
が
実
行
さ
れ
る
な
か
、
行
政
や
教
育
な
ど
の
各
局
面
に
ロ
シ
ア
語
が
導
入
さ
れ
る
こ
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と
に
よ
っ
て
、
帝
国
の
中
央
と
地
方
と
の
関
係
緊
密
化
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
の
過
程
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
に
お
い
て
は
例
外
的
に
貫
徹
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

～
八
七
五
年
ま
で
に
は
あ
ら
ゆ
る
慮
治
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
制
度
的
ロ
シ
ア
化
は
、
一
方
で
は
、
国
民
民
主
党
の
指
導
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ド
モ
フ
ス
キ
に
よ
っ
て
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
民
の
根
絶
」
を
意
図
す
る
も
の
と
非
難
さ
れ
た
が
、
他
方
で
帝
政
政
府
に
と
っ
て
は
国
制
の
近
代
化

に
必
要
な
措
置
だ
っ
た
。
こ
こ
で
は
実
際
に
進
ん
だ
過
程
（
ロ
シ
ア
語
の
導
入
）
と
、
そ
れ
を
評
価
す
る
言
説
と
を
混
同
し
な
い
よ
う
に
注
意
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
先
述
の
イ
メ
レ
テ
ィ
ン
ス
キ
ー
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
早
教
育
だ
け
で
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
を
使
用
す
る
よ
う
に
戻
す
べ
き
で

は
な
い
か
と
い
う
報
告
書
を
書
い
て
お
り
、
一
八
九
八
年
二
月
に
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
彼
を
交
え
た
大
臣
会
議
が
開
か
れ
た
。
そ
し
て
そ
こ

で
は
学
校
教
育
の
言
語
を
ロ
シ
ア
語
に
限
定
し
た
こ
と
は
、
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
を
ロ
シ
ア
人
に
変
え
る
」
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
決
し
て

な
い
が
、
当
該
地
域
に
お
け
る
ロ
シ
ア
政
府
の
主
導
的
地
位
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
問
題
に
は
、
慎
重
に
な
る
べ
き
だ
と
の
意
見
が
多
数
を
占

　
⑳

め
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
の
自
治
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
主
導
権
を
と
ら
せ
た
く
な
い
と
す
る
ロ
シ

ア
政
府
の
危
惧
が
反
映
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
動
機
が
ど
う
あ
れ
、
こ
こ
で
意
味
を
も
つ
の
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
で
の

工
場
政
策
に
関
し
て
も
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
が
ほ
ぼ
一
方
的
な
決
定
権
限
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
既
に
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
ウ
ッ
チ
労
働
者
は
既
存
の
体
制
に
お
け
る
生
活
の
改
善
を
図
っ
て
お
り
、
ま
た
工
場
監
督
官
は
、
そ
う
し
た
労

働
者
を
体
制
内
部
に
繋
ぎ
と
め
る
「
く
さ
び
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ロ
ー
カ
ル
な
構
造
は
、
そ
こ
に
対

す
る
一
方
的
な
決
定
権
限
を
も
っ
て
い
た
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
対
し
て
自
律
的
に
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
に

お
い
て
制
度
的
ロ
シ
ア
化
が
貫
徹
さ
れ
た
こ
と
は
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
決
定
が
ウ
ッ
チ
の
ロ
ー
カ
ル
な
構
造
に
介
入
す
る
こ
と
で
想
定
外
の
動

揺
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
を
も
た
ら
し
て
い
た
の
だ
。
次
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
構
造
的
変
化
の
な
か
で
政
党
に
よ
る
労
働
者
の
動
員
を
可
能

と
す
る
よ
う
な
情
勢
が
生
ま
れ
た
こ
と
か
ら
論
じ
る
。

①
N
ミ
）
き
凋
、
ρ
竃
O
（
幹
蕊
心
）
．

②
一
般
に
こ
の
事
件
は
「
ウ
ッ
チ
の
反
乱
」
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、

そ
こ
に
は
特

　
定
の
価
値
判
断
が
入
っ
て
い
る
た
め
、

③
竃
’
ω
」
膳
○
。
（
霞
」
駅
）
■

本
稿
で
は
そ
の
名
称
を
使
用
し
な
い
。
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④
§
§
ひ
窃
O
（
g
旨
O
Y

⑤
漣
O
冤
■
ρ
頴
O
山
鐸
（
鐸
這
㎝
）
．

⑥
建
b
鳶
、
ω
』
胡
（
舞
扇
切
）
．
賃
金
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つ
い
て
は
、
ζ
．
o
。
幹
。
葺
ω
学
囚
。
ぞ
p
。
莫
ρ

　
、
、
国
ヨ
磐
塁
欝
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冨
ω
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脚
①
o
N
器
閂
鑓
ミ
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創
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箋
曽
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0
9
巳
ド
即
＆
艮
一
3
凛
N
⑦
脚
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筥
¢

　
×
H
×
一
×
×
≦
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．
．
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ミ
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貸
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ミ
し
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8
ミ
愚
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隷
o
N
き
鳴
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魯
。
§
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N
馬
露
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霞

　
ミ
暗
ぎ
レ
（
b
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O
O
ω
）
▼
。
。
．
｝
O
P

⑦
§
§
．
ω
．
δ
b
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裏
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ソ
シ

　
ア
ビ
リ
テ
の
働
き
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
活
字
で
は
な
く
、
オ
ー
ラ
ル
な
文

　
化
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生
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い
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の
世
界
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⑳
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ポ
ー
ラ
ン
ド
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
と
企
業
家
ー
ウ
ッ
ジ
市
に
お
け
る
藤
下
開
設
を

　
中
心
に
」
『
経
済
学
論
究
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五
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、
二
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管
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な
ど
を
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じ
て
労
働
者
は
規
律
化
さ
れ
て
お
り
、

　
一
九
〇
五
年
革
命
ま
で
、
彼
・
彼
女
ら
は
企
業
家
へ
の
人
格
的
な
従
属
下
に
あ
っ

　
た
。
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．
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三
　
二
〇
世
紀
初
頭
の
情
勢

（［

j
　
工
場
審
察
宮
の
登
場

　
前
章
で
は
、
一
八
九
六
年
に
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
起
き
た
ス
ト
ラ
イ
キ
事
件
が
財
務
省
を
し
て
労
働
時
間
の
規
制
に
む
か
わ
せ
た
こ
と
に
言
及

し
た
が
、
実
は
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
た
国
家
機
関
は
他
に
も
存
在
し
た
。
内
務
省
で
あ
る
。
内
務
大
臣
ゴ
レ
ム
イ
キ
ン
の
回
状
（
一

八
九
七
年
八
月
二
四
日
付
）
は
あ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
事
件
を
執
筆
動
機
と
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
政
府
や
企
業
家
へ
の
敵
憶
心
が
労
働
者
の
間
に
根

づ
く
こ
と
は
「
国
家
秩
序
や
社
会
の
安
寧
に
と
り
極
め
て
危
険
で
あ
る
」
と
の
認
識
の
も
と
、
帝
国
の
県
知
事
た
ち
に
対
し
て
全
＝
項
の
対

　
　
　
　
　
　
　
①

策
が
提
案
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
な
か
に
は
こ
れ
ま
で
工
業
化
政
策
を
進
め
て
き
た
財
務
省
の
管
轄
に
抵
触
す
る
も
の
が
含
ま
れ
、
と
り
わ
け
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

警
察
を
工
場
や
労
働
者
地
区
に
も
配
置
し
て
騒
擾
を
防
ぐ
べ
き
だ
と
し
た
第
二
項
に
は
、
ヴ
ィ
ッ
テ
に
よ
る
撤
回
要
求
が
な
さ
れ
た
。
工
場
は

帝
国
の
経
済
発
展
と
同
時
に
治
安
維
持
に
も
重
要
な
地
点
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
財
務
省
と
内
務
省
の
対
立
は
ま
さ
し
く
工
場
の
管
理
権
限
を



ロシア領ポーランドにおける労働者の動員をめぐる情勢（福元）

め
ぐ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
結
果
的
に
主
張
が
通
っ
た
の
は
内
務
省
だ
っ
た
。
一
八
九
九
年
二
月
、
「
工
業
施
設
地
帯
に
お
け
る
警
察
の
構
成
を
強
化
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
に
関
す
る
」
法
律
が
認
可
さ
れ
、
工
場
警
察
が
導
入
さ
れ
た
。
新
た
な
「
工
場
監
督
官
メ
ン
バ
ー
へ
の
訓
令
」
（
一
九
〇
〇
年
二
月
）
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

工
場
監
督
官
は
財
務
省
に
所
属
し
つ
つ
も
、
内
務
省
の
工
場
警
察
官
に
従
属
す
る
立
場
に
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
「
工

場
社
会
」
に
は
工
場
警
察
官
と
い
う
主
体
が
登
場
し
、
彼
ら
は
治
安
維
持
と
い
う
目
的
の
も
と
で
活
動
を
始
め
た
。
か
か
る
制
度
上
の
変
更
は
、

「
工
場
社
会
」
に
お
い
て
い
か
な
る
帰
結
を
生
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

　
工
場
警
察
宮
の
登
場
は
一
九
〇
〇
年
か
ら
の
経
済
不
況
と
重
な
っ
て
お
り
、
ウ
ッ
チ
に
お
い
て
窃
盗
が
増
加
す
る
な
か
で
工
場
警
察
官
は
動

き
始
め
た
が
、
そ
の
際
に
彼
ら
と
労
働
者
と
の
衝
突
が
確
認
さ
れ
た
。
国
民
民
主
党
の
機
関
誌
『
た
い
ま
つ
睡
に
ウ
ッ
チ
か
ら
送
ら
れ
た
通
信

文
に
よ
れ
ば
、
郊
外
の
ヴ
イ
ゼ
フ
地
区
に
現
れ
た
イ
ェ
ゴ
ロ
フ
と
い
う
工
場
警
察
官
と
そ
の
部
下
た
ち
は
、
老
若
男
女
を
問
わ
ず
住
民
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
乱
暴
に
ふ
る
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
通
信
文
と
同
じ
時
期
に
、
国
民
民
主
党
の
雑
誌
『
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
幽
に
は
、
不
況
の
な
か
で
困
窮
に
喘
ぐ

ウ
ッ
チ
の
労
働
者
を
「
ツ
ァ
ー
リ
の
忠
実
な
僕
」
が
抑
圧
し
て
お
り
、
こ
の
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
は
「
自
由
な
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
自
前
の
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

府
」
を
も
つ
し
か
な
い
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
工
場
監
督
官
は
工
場
警
察
官
に
対
し
て
無
力
だ
っ
た
。
一
九
〇
一
年
に
起

き
た
ス
ト
ラ
イ
キ
の
際
に
は
、
病
気
と
い
う
正
当
な
理
由
で
欠
勤
し
て
い
た
労
働
者
ま
で
も
が
、
工
場
警
察
営
に
よ
っ
て
雇
用
継
続
に
必
要
な

賃
金
手
帳
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
起
き
た
。
し
か
し
、
企
業
家
や
労
働
者
か
ら
工
場
警
察
官
と
交
渉
す
る
よ
う
に
訴
願
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

れ
な
が
ら
も
、
工
場
監
督
官
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
工
場
警
察
官
が
無
益
な
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
招
い
た
」
と
だ
け
記
し
た
の
だ
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
後
、
県
当
局
の
一
九
〇
三
年
四
月
二
八
日
付
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
あ
る
労
働
者
に
よ
る
イ
ェ
ゴ
ロ
フ
暗
殺
未
遂
事
件
が
起
き
た
。
労
働
者
の

間
で
工
場
警
察
官
に
対
す
る
不
満
が
蓄
積
さ
れ
た
結
果
、
つ
い
に
労
働
者
が
自
ら
「
解
決
」
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
イ
ェ
ゴ
ロ
フ
を
め
ぐ
る
一
連
の
雷
説
か
ら
読
み
と
れ
る
の
は
、
監
督
官
を
工
場
警
察
官
に
従
属
さ
せ
た
工
場
制
度
の
変
更
に
端
を
発
し
て
、

労
働
者
の
行
動
が
九
〇
年
代
と
は
異
な
り
、
既
存
の
政
治
体
制
に
お
さ
ま
ら
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
工
場
制
度
の
変
更
は
、
前
章
で
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み
た
よ
う
な
、
自
ら
の
権
利
状
態
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
ウ
ッ
チ
労
働
者
に
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
労
働
者

と
工
場
警
察
と
が
鋭
い
対
立
関
係
に
あ
っ
た
も
の
の
、
工
場
監
督
官
は
両
者
の
調
停
を
行
え
ず
、
労
働
者
の
不
満
を
解
消
す
る
役
目
を
果
た
せ

な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
監
督
官
は
前
章
で
述
べ
た
よ
う
な
「
く
さ
び
」
と
し
て
の
機
能
を
央
い
、
労
働
者
は
経
済
的
な
困

難
や
工
場
警
察
官
と
の
対
立
に
対
処
す
る
た
め
の
新
た
な
手
段
を
模
索
し
始
め
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
事
態
の
な
か
、
国
民
民
主
党
内
で
は
労

働
者
の
動
員
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
い
う
認
識
が
読
み
と
れ
る
よ
う
に
な
る
。
組
織
構
造
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
国
民
民
主
党

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

は
一
八
九
九
年
一
月
に
国
民
啓
蒙
協
会
を
設
立
し
、
民
衆
の
組
織
化
に
と
り
組
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
ウ
ッ
チ
に
お
い
て
活
動
を
し
て
い
た
カ

ロ
ル
・
ラ
チ
コ
フ
ス
キ
が
関
与
し
た
一
九
〇
〇
年
の
年
次
報
告
書
に
は
、
国
民
民
主
党
は
、
印
刷
物
を
介
し
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
し
か
行
え
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

な
い
「
社
会
主
義
者
と
は
違
っ
て
」
、
労
働
者
に
文
化
活
動
を
直
接
提
供
で
き
て
い
る
と
記
さ
れ
た
。
ま
た
、
『
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
』
に
は
党
の
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

衆
啓
蒙
活
動
を
総
括
す
る
声
明
も
出
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
イ
ェ
ゴ
ロ
フ
が
現
れ
た
ヴ
イ
ゼ
フ
地
区
で
活
動
を
し
て
い
た
ヤ
ン
・
ポ
シ

ャ
ク
の
回
想
録
に
注
目
し
た
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
国
民
啓
蒙
協
会
は
一
九
〇
一
～
一
九
〇
四
年
に
発
展
し
、
彼
自
身
は
労
働
者
向
け
の
地
下
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

育
を
組
織
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
と
き
に
政
府
高
官
の
暗
殺
を
目
的
と
し
て
銃
を
手
配
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
ポ
シ
ャ
ク
自
身
は
、

自
ら
の
活
動
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
外
的
な
状
況
と
の
関
連
に
つ
い
て
語
っ
て
は
い
な
い
が
、
教
育
と
同
時
に
武
器
の
調
達
を
行
っ
て
い
た
彼
の
行

動
は
、
ヴ
ィ
ゼ
フ
地
区
の
情
勢
に
対
応
し
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
経
済
的
な
困
難
や
工
場
警
察
宮
と
の
衝
突
に
対
応
し
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

う
と
し
た
と
き
、
ウ
ッ
チ
労
働
者
に
と
っ
て
政
党
活
動
へ
の
参
加
は
、
可
能
か
つ
有
望
な
選
択
肢
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
労
働
者
の
組
織
化
は
　
九
〇
四
年
に
は
一
層
の
進
展
を
み
た
。
同
年
二
月
、
日
露
戦
争
が
始
ま
っ
た
。
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ウ
ッ
チ

繊
維
業
は
ロ
シ
ア
東
方
市
場
に
む
け
て
お
も
な
生
産
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
極
東
で
の
戦
争
は
大
き
な
痛
手
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
九
月
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

失
業
者
は
五
〇
〇
〇
人
に
も
の
ぼ
り
、
そ
の
他
の
労
働
者
も
賃
金
が
三
分
の
二
以
下
と
な
っ
た
。
や
が
て
ウ
ッ
チ
で
は
街
路
に
お
け
る
窃
盗
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

殺
人
を
含
む
暴
力
が
蔓
延
し
、
た
ま
り
か
ね
た
企
業
家
た
ち
が
治
安
回
復
の
た
め
に
軍
隊
を
増
員
す
る
よ
う
当
局
に
依
頼
し
た
。
だ
が
、
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

月
以
降
に
は
徴
兵
令
に
反
対
す
る
労
働
者
と
警
察
と
の
衝
突
が
頻
繁
に
起
き
て
、
街
の
秩
序
は
安
定
か
ら
遠
の
く
ば
か
り
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
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な
か
、
武
装
蜂
起
に
む
け
て
動
い
た
社
会
党
は
、
一
九
〇
四
年
に
か
け
て
｝
○
○
人
か
ら
五
〇
〇
人
に
ま
で
ウ
ッ
チ
で
の
構
成
員
数
を
伸
ば
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

た
が
、
こ
れ
は
社
会
主
義
諸
派
の
な
か
で
は
最
も
多
い
数
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
国
民
民
主
党
の
民
衆
啓
蒙
組
織
で
あ
る
国
罠
啓
蒙
協
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

は
、
一
九
〇
四
年
末
の
ウ
ッ
チ
に
お
い
て
三
〇
〇
〇
人
を
集
め
て
い
た
。
こ
の
種
の
数
値
の
扱
い
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
り
、
安
易
な
判
断
は

避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
一
九
〇
五
年
革
命
前
の
ウ
ッ
チ
に
お
い
て
、
国
民
民
主
党
は
社
会
主
義
諸
派
を
上
回
る
数
の
労
働
者
を
動
員
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
本
節
で
は
、
前
章
で
確
認
し
た
工
場
監
督
官
の
調
停
者
と
し
て
の
役
割
が
、
一
九
〇
〇
年
に
お
け
る
工
場
警
察
宮
の
登
場
に
伴
っ
て

機
能
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
状
況
の
な
か
で
、
各
政
党
に
よ
る
労
働
者
の
動
員
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
み
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
政
党
組
織

へ
の
参
加
は
、
経
済
不
況
や
工
場
警
察
官
と
の
対
立
、
治
安
の
悪
化
と
い
っ
た
情
勢
に
対
処
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
労
働
者
た
ち
の
間
に
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
九
〇
四
年
の
ウ
ッ
チ
に
七
万
人
を
越
え
る
労
働
者
が
い
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
政
党
に
よ
る
労
働
者
の
組

織
率
は
極
め
て
低
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
だ
が
「
工
場
社
会
」
の
観
点
か
ら
は
、
一
八
九
〇
年
代
と
二
〇
世
紀
初
頭
と
の
間

で
、
労
働
者
た
ち
の
直
面
し
た
情
勢
に
大
き
な
差
異
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
は
あ
っ
て
も
、
二
〇
世
紀
初

頭
に
労
働
者
が
政
治
的
に
動
員
さ
れ
始
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
文
脈
に
位
置
づ
け
て
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
従
来

で
は
掘
り
さ
げ
て
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
こ
う
し
た
労
働
者
の
動
員
は
国
民
民
主
党
も
進
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
次
節
で
は
同
党
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
な
か
で
労
働
者
問
題
が
占
め
た
位
置
づ
け
、
そ
し
て
実
際
に
党
と
ウ
ッ
チ
労
働
者
と
が
と
り
結
ん
だ
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

（
二
）
　
国
民
民
主
党
と
労
働
者

国
民
民
主
党
に
と
っ
て
労
働
者
問
題
が
も
っ
た
意
義
を
探
る
に
あ
た
っ
て
は
、
一
九
〇
三
年
に
公
表
さ
れ
た
党
の
綱
領
が
格
好
の
史
料
と
な

っ
て
い
る
。
ま
ず
は
同
綱
領
か
ら
活
動
原
則
に
関
す
る
規
定
の
一
部
を
引
用
す
る
。

　
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
民
の
利
益
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
　
　
階
級
、
宗
派
、
職
業
、
地
域
、
地
方
の
利
益
に
対
し
て
　
　
政
治
的
価
値
の
最
高
基
準
で
あ
る
。
と
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り
わ
け
、
政
治
的
出
来
事
や
活
動
の
意
義
は
、
対
外
的
に
は
国
民
の
影
響
力
を
防
衛
し
広
げ
る
こ
と
、
そ
し
て
対
内
的
に
は
、
国
民
的
一
体
性
を
強
化
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
国
民
的
勢
力
を
発
展
さ
せ
、
国
民
生
活
の
内
容
を
豊
か
に
す
る
こ
と
や
そ
の
領
域
を
拡
大
す
る
こ
と
に
有
益
か
ど
う
か
で
決
ま
る
。

こ
の
引
用
文
か
ら
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
民
を
内
的
に
統
合
す
る
こ
と
と
同
時
に
、
国
民
民
主
党
の
視
野
が
さ
ら
に
国
際
関
係
に
ま
で
及
ん
で
い

た
こ
と
を
読
み
と
れ
る
。
ポ
ー
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
国
民
民
主
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
理
論
的
な
枠
組
を
提
供
し
た
の
は
、
社
会
学
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ル
ト
ヴ
イ
ク
・
グ
ン
プ
ロ
ヴ
イ
チ
の
著
作
だ
っ
た
。
グ
ン
プ
ロ
ヴ
イ
チ
の
社
会
理
論
の
な
か
で
は
、
個
人
は
自
ら
が
所
属
す
る
社
会
集
団
の
利

益
に
従
属
し
て
お
り
、
諸
社
会
集
団
の
問
で
は
不
断
に
闘
争
が
展
開
す
る
。
自
然
法
則
が
歴
史
を
動
か
す
と
い
う
自
然
主
義
に
立
つ
こ
の
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

学
者
は
、
闘
争
こ
そ
が
社
会
発
展
の
原
動
力
を
な
し
、
人
類
が
そ
れ
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
こ
の
理
論
か
ら
影

響
を
受
け
た
国
民
民
主
党
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
一
方
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
対
し
て
国
民
の
利
益
に
従
属
す
る
よ
う
に
求
め
、
他
方
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
と
っ
て
の
他
者
、
と
り
わ
け
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
し
て
非
常
に
戦
闘
的
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
民
民
主
党

は
、
階
級
や
居
住
地
域
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
差
異
を
超
え
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
「
国
民
的
一
体
性
を
強
化
し
」
な
が
ら
、
諸
国
民
間
の
闘
争
に
の

ぞ
む
姿
勢
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
党
き
っ
て
の
理
論
家
ジ
グ
ム
ン
ト
・
バ
リ
ツ
キ
は
、
一
九
〇
二
年
に
上
梓
し
た
『
国
民
的

エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
倫
理
』
の
結
論
で
次
の
よ
う
に
記
し
た
。

　
社
会
的
倫
理
は
、
自
ら
が
帰
属
す
る
国
民
の
～
員
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
、
国
民
の
利
益
に
連
帯
す
る
（
中
略
）
よ
う
に
万
人
に
要
求
す
る
。
も
し
あ
る
人
が

　
国
民
に
献
身
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
個
人
主
義
者
な
の
だ
。
人
類
愛
に
基
づ
く
社
会
的
な
愛
情
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
社
会
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
者
や
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
た
だ
の
偽
善
者
に
す
ぎ
な
い
。

こ
こ
に
お
い
て
、
国
民
民
主
党
に
と
っ
て
社
会
主
義
が
も
た
ら
す
階
級
闘
争
と
は
、
最
も
優
先
さ
れ
る
べ
き
国
民
的
｝
体
性
を
内
部
か
ら
掘
り

崩
す
脅
威
に
み
え
た
と
考
え
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
党
綱
領
第
六
章
「
労
働
す
る
住

民
の
間
で
の
活
動
」
は
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
次
に
こ
の
章
の
内
容
を
検
討
し
て
、
国
民
民
主
党
が
構

想
し
た
労
働
運
動
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
再
構
成
し
て
み
よ
う
。
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章
の
前
文
に
は
、
社
会
主
義
者
が
「
他
の
社
会
階
層
か
ら
工
場
労
働
者
を
切
り
離
す
断
絶
を
深
め
、
同
朋
へ
の
野
蛮
な
憎
し
み
を
広
め
」
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

い
る
と
い
う
現
状
認
識
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
党
は
、
労
働
者
の
問
で
社
会
全
体
と
の
結
合
感
覚
を
発
展
さ
せ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

国
民
か
ら
労
働
者
階
級
を
切
り
離
す
活
動
に
抵
抗
す
る
と
い
う
。
そ
れ
で
は
、
国
民
民
主
党
は
い
か
に
し
て
労
働
者
の
状
態
を
改
善
し
よ
う
と

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
続
く
箇
所
で
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
党
は
企
業
家
に
対
し
て
「
賃
金
を
上
げ
、
労
働
日
を

短
縮
し
、
老
年
保
険
・
負
傷
手
当
を
獲
得
し
、
労
働
条
件
や
工
場
衛
生
を
改
善
さ
せ
る
た
め
の
闘
争
」
を
行
い
、
そ
の
闘
争
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
「
交
渉
」
に
よ
っ
て
達
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
と
い
う
。
国
民
民
主
党
の
労
働
運
動
構
想
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
、
国
民
的
一
体
性
に
労
働
者
を
包
摂
し
つ
つ
、
国
家
機
関
・
企
業
家
・
労
働
者
の
利
害
を
交
渉
に
よ
っ
て
調
停
す
る
「
労
働
組
合
運
動
」
と

表
現
で
き
よ
う
。

　
こ
こ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
国
民
民
主
党
に
と
っ
て
労
働
者
の
動
員
は
、
階
級
闘
争
か
ら
国
民
的
一
体
性
を
保
持
す
る
た
め
に
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
活
動
目
標
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
次
に
、
そ
う
し
た
意
図
を
も
っ
て
い
た
党
と
労
働
者
の
関
係
に
つ
い
て

考
察
し
た
い
。
と
は
い
え
、
具
体
的
に
ウ
ッ
チ
の
組
織
や
活
動
に
焦
点
を
当
て
る
前
に
、
そ
れ
ら
が
い
か
な
る
文
脈
の
も
と
に
あ
っ
た
の
か
に

つ
い
て
説
明
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
宮
崎
に
よ
れ
ば
、
日
露
戦
争
後
の
状
況
に
お
い
て
ド
モ
フ
ス
キ
は
、
民
衆
啓
蒙
を
通
じ
て
大
衆
的
な
国
民
運
動
を
形
成
し
、
自
治
を
め
ぐ
っ

て
政
府
と
交
渉
す
る
こ
と
を
模
索
し
て
い
た
。
研
究
史
の
な
か
で
は
、
ド
モ
フ
ス
キ
が
「
独
立
」
で
は
な
く
「
自
治
」
を
主
張
し
た
こ
と
に
関

し
て
、
彼
は
政
治
変
革
を
諦
め
た
の
だ
と
す
る
評
価
も
存
在
す
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
評
価
は
、
蜂
起
で
も
政
治
的
服
従
で
も
な
い
新
た
な
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

を
模
索
し
た
ド
モ
フ
ス
キ
ら
の
戦
略
を
内
在
的
に
理
解
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ド
モ
フ
ス
キ
は
、
そ
の
政
治
的
キ
ャ
リ
ア
の
最

初
か
ら
ロ
シ
ア
政
府
か
ら
言
論
や
結
社
の
自
由
な
ど
の
諸
権
利
を
獲
得
す
る
と
い
う
要
求
を
掲
げ
、
そ
の
活
動
に
政
治
的
啓
蒙
を
通
じ
て
民
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
動
員
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
国
民
民
主
党
に
と
っ
て
、
民
衆
啓
蒙
と
は
民
衆
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
意
識
を
宣
伝
し
、

権
利
闘
争
を
呼
び
か
け
る
動
員
様
式
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
に
は
は
っ
き
り
と
政
治
的
な
目
的
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
先

31 （563）



述
の
国
民
啓
蒙
協
会
は
、
そ
う
し
た
活
動
を
担
う
党
の
下
部
組
織
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
自
身
も
国
民
啓
蒙
協
会
に
携
わ
っ
て
い
た
ス
タ
ニ
ス

ワ
フ
・
コ
ジ
ツ
キ
に
よ
れ
ば
、
協
会
の
綱
領
で
は
「
神
聖
な
信
仰
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
、
そ
し
て
我
々
に
帰
属
す
る
全
て
の
権
利
を
守
る
こ
と
に

関
し
て
相
互
に
助
け
合
う
こ
と
」
が
目
的
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
ま
た
各
構
成
員
は
「
兄
弟
同
様
の
つ
な
が
り
と
愛
情
を
保
つ
」
よ
う
に
と
規
定

　
　
　
　
⑳

さ
れ
て
い
た
。
所
属
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
経
済
効
果
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
国
警
啓
蒙
協
会
は
理
念
的
に
は
民
衆
の
相
互
扶
助

組
織
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
主
た
る
活
動
は
、
「
ビ
ブ
ワ
ぼ
σ
壁
」
と
呼
ば
れ
た
地
下
出
版
物
を
利
用
し
た
識
字
教
育
や
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
歴
史
お
よ
び
文
学
に
関
す
る
教
育
で
あ
り
、
国
民
啓
蒙
協
会
は
そ
れ
ら
を
通
じ
て
民
衆
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
意
識
を
広
め
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ヴ
ォ
ル
シ
ャ
に
よ
れ
ば
、
国
民
啓
蒙
協
会
全
体
の
な
か
で
ウ
ッ
チ
は
極
め
て
重
要
な
活
動
拠
点
を
な
し
て
い
た
。
ク
ラ
ク
フ
で
「
ビ

ブ
ワ
」
を
入
手
し
、
そ
れ
ら
を
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
に
密
輸
す
る
上
で
ピ
ョ
ー
ト
ル
ク
フ
県
は
格
好
の
地
理
的
位
置
に
あ
っ
た
が
（
本
稿
冒
頭
の

地
図
を
参
照
）
、
ウ
ッ
チ
の
地
域
部
会
は
そ
の
活
動
を
担
い
、
ま
た
ピ
ョ
ー
ト
ル
ク
フ
県
内
部
や
キ
ェ
ル
ツ
ェ
県
の
諸
組
織
の
指
導
も
行
っ
て
い

⑫た
。
ウ
ッ
チ
地
域
部
会
の
主
要
構
成
員
は
、
カ
ロ
ル
・
ラ
チ
コ
フ
ス
キ
（
エ
ン
ジ
ニ
ア
）
、
ア
ン
ト
ニ
・
ジ
ョ
ン
ト
（
医
師
）
、
ア
ン
ト
ニ
・
ラ
ド

リ
ツ
キ
（
教
師
）
、
ヴ
ァ
ツ
ワ
フ
・
モ
ル
シ
テ
ィ
ン
キ
ェ
ヴ
ィ
チ
（
工
場
主
）
、
そ
し
て
ウ
ワ
デ
ィ
ス
ワ
フ
・
ヤ
ン
コ
フ
ス
キ
、
フ
ラ
ン
チ
シ
ェ

ク
・
イ
ェ
ジ
コ
フ
ス
キ
、
ヤ
ン
・
ポ
シ
ャ
ク
と
い
っ
た
労
働
者
だ
っ
た
。
上
述
の
ポ
シ
ャ
ク
は
、
ウ
ッ
チ
南
部
の
グ
ル
ナ
地
区
や
東
部
の
ヴ
ィ

ゼ
フ
地
区
を
お
も
な
活
動
の
場
と
し
つ
つ
も
、
ウ
ッ
チ
全
体
の
組
織
活
動
に
関
す
る
回
想
録
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
地
域
部
会
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

結
成
に
際
し
て
は
、
労
働
者
が
「
他
の
社
会
階
級
か
ら
切
り
離
さ
れ
」
な
い
よ
う
活
動
を
行
う
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
と
い
う
の
だ
。
こ
の
決
議

に
は
、
先
に
検
討
し
た
国
民
民
主
党
の
綱
領
に
記
さ
れ
て
い
た
理
念
か
ら
の
影
響
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
し
て
、
ウ
ッ
チ
で
は
一
〇
名
ほ
ど
の
労
働
者
サ
ー
ク
ル
が
組
織
の
末
端
を
な
し
、
日
曜
日
な
ど
仕
事
の
な
い
時
間
に
集
会
が
開
か
れ
た
。

一
九
〇
五
年
革
命
前
の
時
期
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
集
会
は
労
働
者
や
知
識
人
の
個
人
宅
か
、
あ
る
い
は
「
遠
足
ヨ
。
。
苓
≦
竃
」
の
場
で
秘

密
裏
に
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
遠
足
と
は
、
労
働
者
が
友
人
同
士
で
都
市
周
辺
の
森
に
い
く
と
い
う
気
晴
ら
し
の
慣
行
と
し
て
知
ら
れ
る
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⑭

が
、
そ
の
遠
足
は
国
民
啓
蒙
協
会
の
活
動
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
は
リ
テ
ラ
シ
ー
の
な
い
労
働
者
も
参
加
し
て
い
た
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

「
ビ
ブ
ワ
」
は
読
み
あ
げ
ら
れ
た
上
で
歴
史
や
政
治
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
先
述
の
ジ
ョ
ン
ト
医
師
は
、
労
働
者
に
集
会

で
の
発
言
力
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
、
自
宅
を
利
用
し
て
演
説
の
授
業
を
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
授
業
の
後
に
ジ
ョ
ン
ト
は
、
「
ど

の
よ
う
に
サ
ー
ク
ル
を
組
織
す
る
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
労
働
者
た
ち
に
演
説
を
す
る
よ
う
に
課
題
を
出
し
、
ポ
シ
ャ
ク
に
よ
る
と
、
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

最
も
う
ま
く
こ
な
し
た
の
は
イ
ェ
ジ
コ
フ
ス
キ
で
、
彼
は
授
業
の
参
加
者
全
員
か
ら
称
え
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
こ
ま
で
み
た
諸
活
動
は
、
基
本

的
に
ウ
ッ
チ
の
周
辺
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
労
働
者
活
動
家
が
ウ
ッ
チ
を
離
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
ポ
シ
ャ
ク
の
場
合
、
彼
は
「
ビ
ブ
ワ
」
を
入
手
す
る
た
め
に
ク
ラ
ク
フ
に
赴
い
て
い
た
。
そ
れ
は
、
官
憲
の
眼
を
か
い
く
ぐ
り
つ
つ
、
国
境

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

付
近
の
オ
ル
ク
シ
ま
で
鉄
道
を
利
用
し
、
そ
こ
か
ら
は
森
の
な
か
を
歩
い
て
国
境
を
越
え
る
と
い
う
危
険
な
旅
だ
っ
た
よ
う
だ
。
さ
ら
に
彼
は
、

調
達
し
た
「
ビ
ブ
ワ
」
を
配
る
た
め
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
ク
フ
県
や
カ
リ
シ
県
の
諸
都
市
に
も
出
張
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ポ
シ
ャ
ク
は
カ
リ
シ
で

パ
ル
チ
ェ
フ
ス
キ
弁
護
士
や
シ
コ
ル
ス
キ
親
子
と
知
り
合
っ
た
が
、
父
シ
コ
ル
ス
キ
は
レ
ス
ト
ラ
ン
経
営
者
で
、
「
ビ
ブ
ワ
」
の
た
め
に
用
意

さ
れ
た
金
庫
は
彼
が
管
理
し
た
。
そ
し
て
ピ
ョ
ー
ト
ル
ク
フ
で
は
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
上
官
で
あ
る
ト
シ
チ
ン
ス
カ
や
店
舗
経
営
者
ジ
ャ
コ
ヴ
ァ
と
、

ト
マ
シ
ュ
フ
で
は
ギ
ジ
ン
ス
キ
工
場
の
職
長
た
ち
や
貸
付
銀
行
の
支
配
人
ヤ
ン
・
モ
ル
シ
テ
ィ
ン
キ
ェ
ヴ
ィ
チ
と
協
力
し
た
と
い
う
。
ポ
シ
ャ

ク
の
回
想
か
ら
分
か
る
だ
け
で
も
、
こ
の
集
団
が
実
際
に
様
々
な
「
社
会
階
級
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
活
動
が
階
級
闘
争
と
い
う
枠

組
み
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。

　
以
上
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
ウ
ッ
チ
に
は
国
民
民
主
党
の
理
念
に
沿
っ
た
労
働
者
サ
ー
ク
ル
が
成
立
し
、
労
働
者
の
な
か
か
ら
も
、
ポ
シ
ャ

ク
の
よ
う
な
活
動
の
担
い
手
が
現
れ
て
い
た
。
地
下
活
動
ゆ
え
に
参
加
者
は
限
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
れ
に
は
様
々
な
社
会
層
が
関
わ
り
、

ま
た
活
動
の
内
容
も
多
様
に
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
労
働
者
自
身
は
、
党
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
思
い
を
も
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
同
時
代
的
な
証
言
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
チ
ェ
ス
ワ
フ
・
ウ
ォ
ン
チ
ニ
の
團
想
か

ら
重
要
な
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
M
・
ク
ト
ナ
ー
の
工
場
で
働
い
て
い
た
彼
は
、
ま
ず
「
労
働
者
を
民
族
ご
と
に
区
別
す
る
こ
と
を
認
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め
な
い
社
会
民
主
党
よ
り
も
気
に
入
っ
」
て
社
会
党
に
加
盟
し
た
が
、
　
九
〇
五
年
初
頭
に
国
民
民
主
党
に
移
籍
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
「
社

会
主
義
者
の
も
と
で
は
す
べ
て
が
打
算
と
実
利
主
義
で
動
い
て
い
た
の
に
、
国
民
民
主
党
の
声
明
は
信
念
と
誠
心
に
満
ち
て
お
り
、
ひ
と
の
胸

を
打
つ
よ
う
な
情
熱
が
こ
も
っ
て
い
た
」
た
め
だ
っ
た
と
い
う
。
だ
が
他
方
で
、
彼
に
よ
れ
ば
、
当
時
は
ま
だ
「
あ
れ
こ
れ
の
世
界
観
の
支
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

は
、
あ
れ
こ
れ
の
党
へ
の
帰
依
を
示
し
て
は
い
な
か
っ
た
」
。

　
前
節
で
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
情
勢
に
お
い
て
労
働
者
と
っ
て
は
政
党
の
も
と
で
集
団
を
形
成
す
る
意
義
が
高
ま
っ
て
い
た
と
述
べ
た
が
、

か
と
い
っ
て
、
集
団
内
部
の
統
合
が
進
み
き
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
こ
と
を
ウ
ォ
ン
チ
ニ
の
こ
の
述
懐
は
示
し
て
い
る
。
二
〇
世
紀
初

頭
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
に
お
け
る
労
働
運
動
を
理
解
す
る
上
で
、
こ
の
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
点
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
所
属
先
の
選
択

は
当
人
の
信
条
よ
り
も
む
し
ろ
当
人
を
め
ぐ
る
状
況
に
依
存
し
て
お
り
、
当
時
は
い
ず
れ
の
運
動
潮
流
が
成
功
す
る
の
か
は
不
分
明
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
党
と
の
間
に
こ
う
し
た
緊
張
関
係
を
抱
え
た
ま
ま
、
ウ
ッ
チ
の
労
働
者
た
ち
は
一
九
〇
五
年
革
命
を
迎
え
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
展
開
を
考
察
す
る
に
は
別
稿
を
必
要
と
す
る
た
め
、
こ
こ
で
む
す
び
に
う
つ
り
た
い
。

①
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b
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ω
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ω
①
H
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6
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）
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草
野
佳
矢
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帝
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内
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者
問
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ぐ
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～
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八
二
～
一
九
〇
四
年
）
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学
院
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四
分
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四
五
、
～
九
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年
、
四
七
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四
九
頁
。

③
荒
又
、
前
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書
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一
九
〇
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一
九
二
頁
。
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切
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o
認
ρ
ミ
こ
§
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b
§
S
詠
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ρ
刈
。
。
山
O
b
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た
だ
し
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内
容
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β
芝
9
ω
N
僧
．
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日
。
≦
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。
簑
犠
署
o
O
い
9
障
唄
笥
母
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色
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一
Q
Q
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㊤
1
同
O
O
㎝
）
．
．
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§
ミ
ミ
ミ
隷
下
蔑
。
遷
§
蝿
』
（
一
ゆ
。
。
刈
）
が
よ
り
詳
し
く
、
以
下
で
は
こ
ち
ら
を

　
参
照
す
る
。

⑩
、
．
U
o
菌
8
繊
＝
笹
二
鍵
0
9
≦
①
一
．
．
ミ
§
鼠
誌
山
外
⑩
（
6
鍵
）
”
。
・
．
H
8
山
｝
ρ

　
冨
O
．
薯
■
頃
0
9
叩
該
珍
⇒
o
謹
ω
ズ
ド
ラ
チ
コ
フ
ス
キ
は
、
一
八
九
五
年
か
ら
ウ
ッ
チ

　
の
工
場
で
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
し
て
働
い
て
い
た
が
、
立
場
と
し
て
は
党
中
枢
の
意
思

　
を
伝
達
す
る
知
識
人
だ
っ
た
。
ω
．
囚
○
蛙
。
柔
艶
曜
8
蓋
鳥
目
喧
〉
曹
、
ミ
。
ミ
二
分
隷
越
恥

　
N
G
。
甲
N
ミ
蝉
（
鋒
団
砂
一
　
勺
O
一
ω
評
餌
H
い
0
5
匹
く
ゆ
、
｝
⑩
①
蒔
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ω
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ω
輿

⑪
、
．
勺
暴
8
g
「
＆
o
ぞ
鋤
芝
N
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旨
Φ
ヵ
8
巳
賢
き
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Φ
ざ
げ
Φ
9
Φ
ω
ざ
田
口
乙
。
臨
叫

　
酔
。
α
q
鉾
．
．
㌔
ミ
暮
」
8
N
冨
μ
Q
。
．
ω
．
一
一
ω
1
一
算

⑫
ポ
シ
ャ
ク
は
、
一
八
九
三
年
に
故
郷
の
村
ニ
ェ
ヴ
イ
エ
ル
シ
ン
を
離
れ
、
間
も

　
な
く
ア
ラ
ー
ル
工
場
で
働
く
こ
と
に
な
っ
た
労
働
者
活
動
家
で
あ
る
。
旨
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ロシア領ポーランドにおける労働者の動員をめぐる情勢（福元）
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ω
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一
Φ
ω
①
）
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ω
．
H
ド
轟
ー
ド
四
俳

⑬
市
街
地
に
あ
た
る
ジ
ェ
ロ
ナ
地
区
で
も
、
既
に
一
九
〇
三
年
に
は
二
〇
〇
人
の

　
労
働
者
が
組
織
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ζ
．
し
u
壽
①
N
ヨ
ω
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．
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．
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．
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＜
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縁
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．
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．
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翼
③
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）
・
土
屋

　
好
古
署
帝
国
」
の
黄
昏
、
未
完
の
「
国
民
」
1
日
露
戦
争
・
第
一
次
革
命
と

　
ロ
シ
ア
の
社
会
㎞
成
文
社
、
二
〇
一
二
年
、
二
二
四
～
二
二
六
頁
も
参
照
。

⑰
℃
．
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轟
．
、
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①
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♂
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冨
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写
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酔
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』
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㎝
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⑳
、
㌍
o
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ω
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巨
∩
響
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騨
話
¢
o
N
ロ
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駕
母
a
o
≦
£
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轟
①
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コ
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。
臨
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、
．
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轟
要
職
§
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§
o
詠
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』
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’
冨
掃
｝
ρ
ω
．
話
窃
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⑳
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Ψ
§
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ミ
凡
物
ミ
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§
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尉
も
。
．
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。
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H
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ω
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⑫
　
小
山
哲
「
闘
争
す
る
社
会
ー
ル
ト
ヴ
ィ
ク
・
グ
ン
プ
ロ
ヴ
イ
チ
の
社
会
学
体

　
系
」
阪
上
孝
編
『
変
異
す
る
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
！
進
化
論
と
社
会
』
京
都
大
学

　
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
。
先
述
の
ポ
ー
タ
ー
は
、
こ
う
し
た
社
会
ダ
ー
ウ
ィ

　
ニ
ズ
ム
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
排
外
化
に
大

　
き
な
影
響
を
与
え
た
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
窟
崎
か
ら
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。

⑬
　
こ
の
網
領
に
は
国
民
民
主
党
の
反
セ
ム
主
義
の
原
型
が
現
れ
て
い
る
と
の
見
解

　
が
あ
る
。
≦
ゆ
の
π
ρ
o
賢
織
野
や
目
㎝
．
ま
た
、
独
立
を
し
て
直
接
に
ド
イ
ツ
と
対

　
抗
す
る
よ
り
も
、
ロ
シ
ア
帝
国
に
お
け
る
自
治
を
選
択
す
る
方
が
国
民
的
一
体
性

　
を
保
持
し
や
す
い
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の
ド
モ
フ
ス
キ
の
見
解
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ド
イ
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⑭
　
同
様
の
活
動
は
地
域
を
越
え
て
確
認
で
き
る
。
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ク
ト
ナ
ー
の
工
場
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先
述
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シ
ャ
イ
プ
ラ
ー
や
ア
ラ
ー
ル
の
工
場
と
比
べ
る
と

　
小
規
模
な
が
ら
、
社
会
主
義
運
動
が
急
速
に
広
ま
っ
た
と
さ
れ
る
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O
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賢
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む
　
す
　
び

　
本
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
り
、
最
後
に
各
章
の
内
容
を
ふ
り
返
り
、
今
後
の
課
題
を
述
べ
た
い
。

　
一
九
世
紀
後
半
以
降
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
が
帝
国
に
統
合
さ
れ
た
こ
と
は
ウ
ッ
チ
繊
維
業
に
対
し
て
両
義
性
を
も
っ
て
い
た
。
一
方
で
経
済

的
に
は
、
ウ
ッ
チ
繊
維
業
の
発
展
は
ロ
シ
ア
東
方
市
場
な
く
し
て
は
あ
り
え
ず
、
そ
の
過
程
で
は
大
規
模
な
機
械
制
工
場
が
成
立
し
、
街
に
は

多
く
の
労
働
者
が
流
入
し
た
。
だ
が
、
他
方
で
制
度
的
に
み
れ
ば
、
中
央
で
の
決
定
が
地
方
に
介
入
す
る
こ
と
で
想
定
外
の
混
乱
が
生
じ
る
構

造
に
な
っ
て
い
た
。
一
八
九
〇
年
代
に
お
い
て
、
労
働
者
は
体
制
内
部
で
の
生
活
の
改
善
を
目
指
し
て
お
り
、
工
場
監
督
官
は
そ
う
し
た
労
働

者
を
体
重
に
つ
な
ぎ
と
め
る
「
く
さ
び
」
だ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
〇
〇
年
前
後
に
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
決
め
ら
れ
た
工
場
制
度
の
変
更
は
監
督

官
の
調
停
者
と
し
て
の
機
能
を
弱
め
、
こ
れ
が
各
政
党
に
よ
る
労
働
者
の
動
員
が
可
能
と
な
る
情
勢
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
稿

は
ま
た
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
国
民
民
主
党
と
労
働
者
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
を
行
っ
た
。
国
民
民
主
党
に
と
っ
て

労
働
者
の
動
員
に
は
社
会
主
義
が
も
た
ら
す
階
級
闘
争
か
ら
国
民
的
一
体
性
を
防
衛
す
る
と
い
う
意
義
が
あ
り
、
実
際
に
ウ
ッ
チ
で
は
そ
の
理

念
か
ら
影
響
を
受
け
た
組
織
が
成
立
し
、
そ
こ
に
は
多
様
な
社
会
層
が
関
わ
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
確
か
に
組
織
の
運
営
に
は
労
働
者
の
な
か

か
ら
も
そ
の
担
い
手
が
現
れ
、
個
人
宅
や
遠
足
の
場
に
お
け
る
労
働
者
教
育
な
ど
の
活
動
が
展
開
さ
れ
た
も
の
の
、
党
と
労
働
者
と
は
単
に
一
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枚
岩
の
集
団
を
成
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
以
上
か
ら
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
に
お
け
る
労
働
運
動
は
ロ
シ
ア
帝
国
の
工
場
政
策
と
密

接
な
関
連
性
を
も
ち
、
ま
た
運
動
の
形
態
も
階
級
闘
争
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
本
稿
は
、
「
階
級
意
識
」
や
「
国
民
意
識
」
と
い
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
、
「
工
場
社
会
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
労
働
者

が
直
面
し
た
情
勢
の
な
か
で
彼
・
彼
女
ら
の
行
動
を
捉
え
て
き
た
。
ウ
ッ
チ
の
労
働
者
た
ち
は
、
一
都
市
に
お
け
る
工
場
内
部
の
出
来
事
の
み

に
と
ら
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
農
村
を
離
れ
て
工
場
で
働
い
た
労
働
者
た
ち
は
法
律
を
駆
使
し
、
あ
る
い
は
ま
た
、
経
済
不
況
や
工

場
警
察
官
の
登
場
、
治
安
の
悪
化
に
対
処
す
る
た
め
に
は
政
党
活
動
に
参
加
し
た
。
や
が
て
、
こ
の
時
期
に
連
な
る
一
九
〇
五
年
革
命
期
（
一

九
〇
五
～
～
九
〇
七
年
）
に
お
い
て
、
労
働
運
動
は
サ
ー
ク
ル
活
動
か
ら
大
衆
運
動
へ
と
変
容
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
こ
の
過
程
と
並
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
て
、
労
働
者
レ
ベ
ル
で
も
党
派
に
分
か
れ
て
の
闘
争
が
起
き
た
。
民
衆
が
政
治
的
な
立
場
に
分
か
れ
て
相
争
う
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
に
は
ま

っ
た
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
現
象
だ
っ
た
の
だ
。
今
後
の
課
題
は
、
「
工
場
社
会
」
の
観
点
か
ら
こ
う
し
た
現
象
を
分
析
し
、
革
命
期
を

通
じ
て
再
編
さ
れ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
の
政
治
秩
序
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
九
〇
五
年
革
命
の
新
し
い
解
釈
像
を
導
き
だ
す
こ

と
で
あ
る
。

　
①
こ
う
し
た
闘
争
は
、
社
会
主
義
諸
派
の
労
働
者
と
国
民
民
主
党
の
労
働
者
と
の
　
　
に
死
者
も
出
た
。
旨
唱
。
ω
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搾
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．
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。
N
筈
9
ω
箸
δ
導
σ
Φ
鎚
轟
幽
興
餌
一
ぴ
謬
≦
鋤

　
　
間
で
、
一
九
〇
六
年
か
ら
～
九
〇
七
年
初
頭
に
か
け
て
最
も
激
し
く
な
り
、
と
き
　
　
　
　
　
N
鍵
N
Φ
≦
ω
惹
’
．
．
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Changes　in　the　Organizing　of　Workers　in　Russian　Poland，

　　　1890－1904，　From　the　Perspective　of　‘Factory　Society’

by

FUKUMOTO　Kenshi

　　This　paper　focuses　upon　Lodz　〈in　Polish，　L6d2），　which　was　the　third

biggest　textile　city　in　Russian　Ernpire　following　Moscow　and　Petersburg，　for

the　purpose　of　clarifying　the　changing　circumstances　that　enabled　political

parties　to　organize　workers．　ln　terms　of．　historiography，　many　scholars　have

tackled　this　matter　from　the　study　of　the　socialist　parties　such　as　Social

Democracy　of　the　Kingdom　of　Poland　and　Lithuania　or　the　Polish　Socialist

Party．　As　a　result，　even　though　National　Democracy，　which　played　a

prominent　role　in　constructing　modern　Polish　nationalism，　also　succeeded　in

organizing　Polish　workers，　｝ittle　ls　known　about　relationship　between

National　Democracy　and　workers．　lt　is　now　necessary　to　consider　the

organizing　of　worl〈ers　from　a　perspective　that　is　not　ideologieally　one－sided

　　Out　of　this　necessity，　the　author　developed　the　coRcept　of　‘fac£ory　society；

defined　as　‘the　whole　of　human　re｝ationships　invo｝ved　in　factory　labor’　to

ana｝yze　the　situatioRs　that　workers　were　confronted　with．　lt　should　be　Roted

that　‘factory　soclety’　is　not　limited　to　interna｝　relations　within　a　single

factory　〈e．　g．　among　workers，　foremen　and　owRers），　but　it　extends　from

Petersbttrg　to　each　local　region　because　of　the　introduction　of　industrial

policies　by　the　imperial　government．　As　the　stabilization　of　industrial

development　became　more　importaRt　during　the　late　nlReteenth　century，　the

government　decided　to　intervene　in　the　troubles　withlB　factories　with　the

introduction　of　a　system　of　factory　inspections．　After　1891，　a　worker　in　Lodz

had　to　petition　the　factory　inspector　in　the　Ministry　of　Finance　regarding

discontents　with　factory　labor．

　　It　has　been　shown　that　the　textile　iRdustry　in　Lodz　had　been　developed

through　the　initiative　of　German　entrepreneurs，　and　specific　occupational

and　ethno－linguistic　structures　were　formed　under　such　circumstances．　Thus，

Polish　and　Jewish　people　worked　as　unskilled　labor　on　one　hand，　and

foremen　and　entrepreneurs　were　generally　German　residents　on　the　other．　ln

（　680　）



earlier　research　it　has　been　argued　that　this　structure　brought　about　a

nationalistic　tendency　in　Polish　workers．　But　this　simplistic　interpretation

ieads　to　a　misunderstanding　of　the　actions　of　the　workers．　Although　Polish

workers　appea｝ed　to　the　factory　inspector　over　violent　deeds　of　German

foremen　and　argued　for　their　removal　from　factories，　Polish　workers　seldom

criticized　the　German　entrepreneurs　who　generally　shared　the　same

ethnicity　with　the　foremen．　Considering　these　facts，　it　is　clear　that　Polish

workers　tried　to　resolve　problems　at　factories　iRside　the　framework　of

factory　inspection　system，　and　their　activities　cannot　be　seen　as　national　or

class　struggle．

　　This　situation，　however，　changed　around　1900／1901，　when　the　Russian

government　insti£uted　the　Factory　Police　within　the　Ministry　of　lnternal

Affairs　and　placed　factory　inspectors　subordinate　to　the　Faetory　Police．

According　to　records　of　the　provincial　government，　conflicts　arose　between

workers　aRd　the　factory　police，　but　faetory　inspectors　were　incapable　of

resolving　those　conflicts，　ln　these　circumstances，　workers　had　to　seek　a　way

to　deal　with　the　factory　police，　and　it　cou｝d　be　found　only　outside　of　the　law，

in　other　words，　in　poiitical　parties．　At　the　late　1904，　several　thousaRd

workers　participated　jn　illegaJ　activities　s“ch　as　distributjng　guns　and

“bibly”　（illegal　pamphlets），　and　the　National　Society　of　En｝ightenment　（in

Polish，　Towarzystwo　OSwiaty　Narodowej），　which　was　established　uRder

National　Democracy　in　1899，　succeeded　in　organizing　the　largest　number　of

workers．　The　author　has　also　mentioned　the　diversity　of　sociai　classes　that

comprised　the　organization　of　Nationai　Society　of　Enlightenment　in　Lodz．

Worker　activists　collaborated　with　engineers，　teachers，　doctors　and　factory

managers．

　　Based　upoR　the　aforementioned　argumeRts，　1　have　drawn　two　points　in

conclusion．　First，　worker　movements　in　the　KiRgdom　of　Poland　had　a　c｝ose

re1ation　with　the　factory　policy　introduced　by　the　Russian　government．　And

second，　the　forms　of　those　movements　were　diverse，　a　fact　that　has　been

ignored　out　of　the　perception　that　considers　them　as　simply　working　class

（socialist）　movements．
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