
ロ
呈
卒
一
届

日
本
人
の
な
ま
け
者
の
系
譜
に
再
評
価
を
米
山
俊
直

本

発
見

ｺ ﾐ ｭ ﾆ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ

ー

◆



座
談
会
…
日
本
再
発
見

④
緋
悩
胤
澱
輪
鰐
綜
上
手

加
藤
哲
郎
×小
池
和
男
×宮
田
 
登

⑬
偶
齢
な
ま
け
者
の
雲
に
再
謡
を

人
僅
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

⑳
奥
城
良
治
﹇
セ
-ル
ス
ヵ
ゥ
ン
セ
ラ
上

◆
野
中
恭
太
郎

⑳
伽
印
画
巨

⑯
騨
額
蕊
厭
胃
本
人

濱
口
富
士
雄

⑳
鱈
調
は
貨
幣
換
算
で
き
る
／

⑭
鴻
嚇
謹
備
軍
を
抱
え
る
日
本
の
社
会
風
景

三
田
庁
ｏ
。
-コ
ロ
ミ

労
働
生
産
性
の
国
際
比
較

◆
野
村
信
廣

１
の
口
三
・
常
而
⑲
計
。
①
鬘
０
１
口
⑳

１
 
勤
勉
の
象
徴
．

３
二
宮
金
次
郎
像
は
△
ヲ

◆
高
梨
 
充

諸
国
近
代
建
築
行
Ｉ
鰍

而
 
福
井
県

◆
藤
森
照
信
×増
田
彰
久

５
日
用
品
映
像
館

３
◆
柏
木
博

引
里
①
。
○
ヨ
・
印
ｏ
ｃ
ｐ
の

マ
坐
入
冴
ア
サ
ー
と
ス
の
早
期
実
現
を

猟
う
Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
Ｖ
Ｉ
＆
Ｐ
総
合
実
験

三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

市
外
通
話
料
金
を
大
幅
値
下
げ

引
混
后
六
の
印
の
①
ビ

「
鋪
し
川
討
Ｔ
Ｔ
ふ
れ
あ
い
ト
ー
ク
大
波
」
人
選
作
 
小
学
化
部
門

木
に
な
っ
た
お
兄
ち
ゃ
ん
と
私
◆
齋
藤
友
嘉
里

人
は
″

夢乃
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日
本
人
は
”勤
勉
“で

”働
き
す
ぎ
“な
の
か

昔
の
日
本
人
は
遊
び
上
手

近
年
、
”勤
勉
で
働
き
す
ぎ
の
日
本
人
“に
対
す
る
批
判
が
、

国
際
的
に
声
高
に
叫
ば
れ
、
国
内
で
も
”も
っ
と
休
も
う
“論
が
台
頭
し
て
き
て
い
る
。

日
本
人
は
昔
か
ら
、

働
く
こ
と
だ
け
に
生
き
が
い
を
見
出
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
本
当
に
日
本
人
は
海
外
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
“働
き
す
ぎ
“な
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
人
と
労
働
に
つ
い
て
、
多
角
的
に
問
い
直
し
て
み
た
。

加
藤
哲
郎

×

小
池
和
男

×

宮
田
 
登

〈
五
士
士
日
順
〉

日本

再
発見
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日
本
の
労
働
時
間
は
長
い
？

小
池
●
 
ま
ず
、
Ⅱ
本
人
が
勤
勉
か
ど
う
か
で
す
が
、

い
い
た
い
点
は
二
つ
あ
っ
て
、
一
つ
は
、
一
般
に
Ⅱ
本

は
先
進
田
並
み
で
あ
っ
て
、
特
に
勤
勉
好
き
と
い
う
ふ

う
に
は
み
え
な
い
こ
と
。
二
器
川
に
、
特
に
、
大
介
柴

の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
と
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
巾
岬
部
で

は
、
お
そ
ら
く
労
伽
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
班
く
な
い
、

む
し
ろ
い
い
と
い
う
点
で
す
。
こ
れ
ら
の
点
を
は
っ
き

り
さ
せ
る
た
め
の
、
川
じ
匝
川
で
付
っ
た
ｒ
寧
な
川
際

比
岐
は
、
私
の
知
る
限
り
、
二
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

い
ち
ば
ん
サ
ン
プ
ル
数
が
多
い
査
料
は
企
Ⅱ
本
地
機
機

器
労
働
細
介
迎
合
会
（
屯
機
労
巡
）
の
二
川
の
洲
穴
と
、

バ
ー
ク
レ
ー
の
リ
ン
カ
ー
ン
と
カ
ー
レ
バ
ー
グ
が
行
っ

た
州
介
。
リ
ン
カ
ー
ン
教
授
は
、
こ
の
洲
介
以
外
に
今

ま
で
に
汀
わ
れ
た
他
の
佑
細
で
き
る
洲
介
も
洲
べ
て
い

る
の
で
す
が
、
そ
の
う
ち
で
、
先
進
川
の
川
程
度
の
階

牌
の
人
た
ち
を
比
べ
る
と
、
Ⅱ
本
人
の
、
仕
憎
や
会
社
、

組
織
に
対
す
る
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
ー
は
、
他
の
川
々
と
川

じ
か
、
や
や
少
な
い
。
ど
の
洲
介
も
ほ
と
ん
ど
一
致
し

て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
Ⅲ
ｋ
流
布
さ
れ
て
い
る
伽
の
根
拠
の

川
越
で
す
。
例
え
ば
、
Ⅱ
本
の
労
帥
時
間
は
災
い
と
い

う
。
多
分
、
Ⅱ
本
が
少
し
腱
い
の
は
張
芙
で
し
ょ
う
が
、

い
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
は
な
い
。
労
働
有
は
統
計
の
初

歩
的
な
誤
り
を
し
て
い
る
ん
で
す
。
各
田
政
府
は
川
本

て
い
え
ば
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」
に
あ
た
る
も
の
を

も
っ
て
い
ま
す
が
、
確
実
な
労
働
時
間
統
計
は
製
造
業

の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
の
も
の
し
か
あ
り
排
な
い
。
そ
れ
で

み
る
と
、
Ⅱ
本
は
他
の
川
と
ほ
ぼ
Ⅲ
じ
か
、
オ
イ
ル
シ
ョ

ッ
ク
後
は
少
し
災
く
な
っ
た
く
ら
い
で
す
。
そ
の
算
定

方
法
は
、
国
に
よ
っ
て
多
少
違
い
ま
す
が
基
本
的
に
は
、

必
業
所
ご
と
に
支
払
い
総
労
働
時
間
を
在
職
労
働
打
数

で
割
る
。
だ
か
ら
、
欠
勤
も
休
暇
も
入
り
ま
す
。
そ
れ

以
外
の
統
計
で
は
ほ
と
ん
ど
、
き
も
ん
と
し
た
比
岐
が

て
き
な
い
。
な
ぜ
な
．
ｂ
、
人
学
卒
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー

に
残
業
代
を
払
う
川
は
、
お
そ
ら
く
Ⅱ
水
く
ら
い
で
す
。

ア
メ
リ
カ
は
職
災
に
も
払
わ
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
岬

を
含
ん
だ
比
岐
は
無
怠
味
で
す
。
残
業
が
Ⅲ
胆
に
な
る

の
は
、
機
械
に
よ
っ
て
ｎ
分
の
仕
猫
が
左
右
さ
れ
る
職

種
に
限
定
さ
れ
る
ん
で
す
。
し
か
も
、
パ
ー
ト
タ
イ
↓
、

-な
ど
ど
こ
ま
で
を
在
糀
人
数
と
し
て
計
算
す
る
力
も

人
き
な
Ⅲ
腿
で
す
。
川
に
よ
っ
て
、
異
な
り
ま
す
か
ら

加
藤
●
 
そ
の
労
仙
昨
川
で
す
が
、
災
は
門
外
樅
の
私

が
労
側
昨
Ⅲ
に
興
味
を
待
ち
始
め
た
の
は
、
北
攻
と
Ⅱ

本
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
レ
ベ
ル
で
比
核
し
た
と
き
、
北

吹
の
社
会
へ
の
女
性
進
川
の
』
曲
ざ
や
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
充
実
な
ど
と
、
労
働
時
洲
の
知
さ
が
ど
う
も
リ

ン
ク
し
て
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
す
。

す
る
と
対
械
に
、
帥
き
す
ぎ
と
い
わ
れ
る
Ⅱ
本
の
川
辿

が
み
え
て
く
る
。

た
し
か
に
労
伽
時
間
は
、
Ⅲ
じ
旅
堆
祁
川
の
川
じ
よ

う
な
職
繩
の
労
伽
荷
の
比
岐
で
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い

の
で
、
な
か
な
か
倫
傾
で
き
る
デ
ー
タ
が
な
い
。
そ
れ

で
も
、
旅
を
し
た
実
感
と
か
、
欧
米
で
の
小
柄
体
験
な

ど
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
と
、
少
な
く
と
も
、
Ⅱ
本
人
の

労
仙
時
川
は
災
い
と
い
え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

労
仙
術
の
「
征
川
勤
労
統
計
洲
介
」
に
対
し
て
は
、

災
は
私
も
逆
の
怠
味
で
碇
Ⅲ
を
も
っ
て
い
ま
す
。
例
え

ば
鎚
仰
典
の
労
仙
時
間
・
労
仙
行
の
統
計
で
は
雌
雄
別

で
金
剛
が
い
ち
ば
ん
卿
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
サ
ー

ビ
ス
残
業
が
あ
っ
て
、
拘
束
時
間
は
ず
っ
と
長
い
と
い

う
印
象
で
す
。
ま
た
、
勤
労
折
Ⅲ
柵
を
対
象
に
而
接
で

かとう･てつろう●1947年ｵ｣1･T.
ll,↓ﾉ'2まれ。-･橘犬､；:社会､)::部教
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デ
ー
タ
を
と
る
総
務
庁
の
労
働
力
調
査
と
、
労
働
省
の

デ
ー
タ
を
比
べ
る
と
、
年
に
三
百
時
間
以
上
、
総
務
庁

調
査
の
ほ
う
が
長
い
。
そ
の
辺
が
、
労
働
省
の
統
計
が

実
態
を
反
映
し
て
い
な
い
と
思
え
る
根
拠
で
す
。

ま
た
、
統
計
は
平
均
化
で
す
。
日
本
の
場
合
、
男
女

の
労
働
時
間
が
非
常
に
大
き
く
違
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

女
性
に
多
い
パ
ー
ト
の
労
働
時
間
も
統
計
上
は
入
っ
て

い
ま
す
。
実
は
働
き
盛
り
の
男
性
の
労
働
時
間
だ
け
を

と
る
と
、
労
働
省
の
統
計
よ
り
も
は
る
か
に
長
く
、
そ

れ
が
過
労
死
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
の
が
私
の
印

象
で
す
。も

と
も
と

日
本
人
は
、
遊
び
上
手

加
藤
●
 
た
だ
、
労
働
時
間
が
提
い
こ
と
と
勤
勉
か
ど

う
か
と
い
う
川
題
は
、
川
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ウ
ィ

ー
ン
大
学
の
ゼ
ッ
プ
・
リ
ン
ハ
ル
ト
教
授
の
説
で
は
、

．
そ
も
そ
も
日
本
人
が
勤
勉
だ
と
い
わ
れ
出
し
た
の
は
、

極
め
て
新
し
く
、
二
十
仙
紀
に
入
っ
て
か
ら
だ
と
い
い

ま
す
。
明
泊
初
期
に
来
Ⅱ
し
た
外
国
人
た
ち
の
記
録
な

ど
に
は
、
Ⅱ
本
人
は
怠
け
希
だ
と
か
、
働
か
な
い
と
い

う
記
録
が
多
く
て
、
勤
勉
だ
と
い
う
話
は
出
て
こ
な
い

と
い
う
の
を
彼
は
証
拠
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
私
の
印

象
で
は
、
む
し
ろ
戦
後
の
高
度
成
長
期
に
入
っ
て
、
経

済
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
よ
く
な
っ
て
か
ら
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
端
的
に
い
え
ば
、
明
治
の
殖
産
興
業
、

高
田
強
兵
と
い
わ
れ
る
時
代
以
降
、
労
働
時
間
が
踵
く

な
っ
た
。
そ
し
て
戦
後
、
他
の
脚
々
と
の
比
較
で
杵
し

い
経
済
成
長
を
達
成
し
た
。
そ
の
結
果
し
」
し
て
、
Ⅱ
本

人
は
勤
勉
だ
と
い
う
話
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
と
い
う
の
が
、
私
の
仮
説
で
す
。

小
池
●
 
日
本
で
は
課
長
よ
り
下
の
人
に
は
残
業
代
を

払
う
。
他
の
国
々
で
は
、
日
本
風
に
い
っ
た
ら
、
ほ
ぼ

大
卒
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
族
と
い
え
る
人
た
ち
は
サ
ー
ビ

ス
残
業
な
ん
で
す
。
歴
史
的
に
み
て
い
く
の
は
大
変
面

向
い
で
す
が
、
そ
の
論
議
の
前
提
の
、
今
が
長
時
間
労

働
だ
と
い
う
認
識
は
ち
ょ
っ
と
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。
他
国
の
事
情
に
対
す
る
誤
解
と
、

日
本
の
デ
ー
タ
に
対
す
る
誤
解
が
い
く
つ
か
あ
っ
て
わ

か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
ん
で
す
ね
。

宮
田
●
勤
勉
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
侍
が
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ブ
を
握
っ
て
役
人
に
な
り
、
現
在
の
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
江
戸
時
代
は
約
七
割
近
く
が
農
民
や
漁
民
な

ど
で
、
そ
う
い
う
伝
統
的
な
社
会
の
中
で
農
民
が
と
っ

て
い
た
「
休
み
日
」
は
か
な
り
多
い
。
東
北
地
方
の
デ

ー
タ
で
年
間
約
八
十
Ⅱ
く
ら
い
あ
る
。
基
本
は
、
合
わ

せ
て
二
十
Ⅱ
く
ら
い
あ
る
神
様
の
お
祭
り
の
Ⅱ
で
す
。

そ
し
て
そ
の
お
祭
り
の
前
後
に
、
若
者
組
が
主
導
権
を

と
っ
て
、
人
間
同
士
が
遊
ぶ
遊
興
の
日
を
設
け
る
。
祭

り
は
二
日
間
な
の
に
前
後
を
合
わ
せ
て
五
日
間
く
ら
い

休
む
と
い
う
ふ
う
で
す
。
江
戸
時
代
半
ば
以
降
、
だ
ん

だ
ん
そ
う
い
う
形
で
休
日
が
増
え
て
い
っ
た
ん
で
す
。

一
Ⅱ
の
中
で
も
朝
飯
前
の
仕
事
か
ら
夜
業
ま
で
長
時

間
働
い
て
い
ま
す
が
、
合
間
に
食
事
も
含
め
て
一
冊
五

回
く
ら
い
休
み
を
と
っ
て
楽
し
く
過
ご
し
て
い
る
。
働

く
こ
と
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
苦
に
し
て
な
い
で
、
う
ま
く

休
み
の
時
間
や
休
み
日
を
入
れ
て
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
す
る

堆
椚
の
知
恵
が
あ
っ
た
ん
で
す
。

加
藤
●
 
江
戸
期
の
侍
は
戦
ざ
も
な
く
な
り
ま
し
た
か

ら
、
今
Ｈ
で
い
う
役
所
勤
め
を
し
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。

た
し
か
に
お
城
に
行
く
け
れ
ど
、
そ
れ
ほ
ど
長
時
間
詰

ｌ
Ⅱ
■
■
日
■
■
日
日
日
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め
て
い
な
い
。
明
治
期
の
官
僚
も
、
最
初
の
頃
は
夏
季

に
は
月
に
二
十
日
く
ら
い
休
む
な
ど
、
今
か
ら
は
考
え

ら
れ
な
い
労
働
時
間
の
短
さ
で
す
。
町
人
に
は
毎
月
、

い
ち
ろ
く

一
と
六
の
つ
く
日
を
休
む
一
六
休
み
と
い
う
の
が
あ
っ

た
。
そ
う
す
る
と
こ
れ
は
凹
勤
一
体
で
す
か
ら
か
な
り

労
働
時
間
が
短
い
。
し
か
も
そ
の
ほ
か
に
、
「
ハ
と
と
い

う
、
祭
り
な
ど
に
関
連
す
る
休
み
も
あ
り
ま
し
た
し
ね
。

宮
田
●
 
一
六
休
み
も
あ
り
ま
し
た
が
、
あ
ま
り
使
わ

れ
ず
、
毎
月
二
回
の
一
日
、
十
五
日
を
休
日
に
す
る
方

が
多
か
っ
た
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
二
十
三
日
と
か
二
十

六
日
と
か
と
、
太
陰
暦
に
合
わ
せ
て
夜
遊
ぶ
習
慣
も
あ

り
ま
し
た
。
町
人
は
さ
か
ん
に
講
を
つ
く
っ
て
皆
で
遊

び
に
出
か
け
た
り
し
て
い
て
、
江
戸
の
伝
統
か
ら
い
う

と
、
明
治
以
降
の
勤
勉
性
を
強
調
す
る
よ
う
な
形
は
、

民
俗
学
の
資
料
に
は
あ
ま
り
出
て
き
ま
せ
ん
。

小
池
●
 
湯
治
と
い
う
風
習
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
す
る

と
農
民
に
は
、
相
当
長
期
の
バ
ヶ
ー
シ
ョ
ン
が
農
閑
期

に
と
れ
た
と
み
て
い
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。
そ
し
て
湯
治

場
が
成
立
す
る
に
は
、
あ
る
時
期
に
相
当
な
需
要
が
存

在
す
る
必
要
が
あ
る
。

宮
田
●
 
例
え
ば
浅
草
寺
に
残
る
『
浅
草
寺
日
記
』
の

中
に
、
お
坊
さ
ん
た
ち
が
休
暇
と
し
て
湯
治
に
行
く
と

書
い
て
あ
る
。
た
だ
し
、
休
暇
と
い
う
の
は
病
気
に
な

る
こ
と
な
の
で
、
病
気
だ
と
最
低
三
日
か
ら
一
週
間
、

箱
根
に
湯
治
に
行
っ
て
治
療
し
て
帰
っ
て
く
る
。
で
す

か
ら
物
兄
遊
山
で
は
な
く
病
気
治
療
の
た
め
に
出
か
け

た
と
い
え
ま
す
。

小
池
●
 
私
の
記
憶
で
も
、
越
後
平
野
の
自
作
農
の
場

合
で
す
が
第
二
次
大
戦
末
期
ま
で
、
農
民
は
、
農
閑
期
の

湯
治
場
行
き
に
は
相
当
の
長
期
間
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。

宮
田
●
 
「
薮
入
り
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
都
会

に
出
て
い
る
奉
公
人
が
親
元
に
帰
る
Ⅱ
で
、
正
川
十
六

Ⅱ
と
盆
の
十
六
Ⅱ
の
年
二
同
。
こ
れ
だ
け
は
一
斉
に
休

む
。
と
こ
ろ
が
、
他
の
Ⅱ
は
、
正
月
で
も
開
け
て
い
る

店
も
あ
る
く
ら
い
で
、
一
斉
休
み
と
は
い
か
な
い
。
江

戸
時
代
ど
こ
ろ
か
昭
和
初
期
く
ら
い
ま
で
、
そ
う
い
う

形
で
し
た
ね
。
農
民
が
自
然
の
リ
ズ
ム
に
従
っ
て
働
き
、

唯
活
の
中
に
う
ま
く
「
休
み
日
」
を
生
か
し
て
い
た
伝

統
が
、
江
戸
期
に
は
町
人
や
武
士
の
生
活
に
も
入
っ
て

き
て
、
適
当
に
遊
び
を
は
さ
み
な
が
ら
、
仕
事
を
し
て

い
た
ん
で
す
ね
。

「
三
年
寝
太
郎
」
は

ワ
ー
カ
ホ
リ
ッ
ク
の
対
極

宮
田
●
 
休
み
Ｈ
と
の
関
連
で
い
う
と
、
「
フ
ュ
ジ
の
節

句
働
き
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
〃
フ
ュ
ジ
〃
と
い

う
の
は
不
精
進
者
の
縮
ま
っ
た
も
の
で
、
本
来
、
精
進

潔
斎
す
べ
き
休
み
日
に
普
段
の
仕
事
を
し
て
い
る
人
を

非
難
す
る
言
葉
で
す
。
日
本
人
の
休
み
日
は
、
本
来
神

遊
び
、
つ
ま
り
神
事
と
関
連
し
た
休
み
方
が
中
心
で
、

神
事
の
日
に
特
別
な
こ
と
を
す
る
と
崇
り
が
あ
る
と
い

う
よ
う
な
、
共
同
体
の
規
制
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
そ
う
す
る
と
近
代
以
後
、
神
様
の
た
め
に
働
く

と
い
う
労
働
観
が
変
化
し
、
そ
れ
に
つ
れ
て
休
日
観
も

神
様
と
遊
ぶ
日
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
。
む
し
ろ
、
浅

草
寺
の
日
記
の
よ
う
に
、
病
気
に
な
っ
て
休
む
と
い
う

意
味
の
休
冊
に
近
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
こ

と
は
、
欧
米
の
体
Ⅲ
の
考
え
方
と
比
べ
ら
れ
る
も
の
で

し
ょ
差
フ
か
。

加
藤
●
 
ホ
リ
デ
ー
、
つ
ま
り
聖
な
る
Ｈ
で
す
ね
。

小
池
●
 
私
が
資
料
を
あ
た
っ
て
わ
か
っ
て
い
る
範
囲

で
は
十
九
世
紀
、
一
八
三
○
年
代
以
降
で
す
が
、
ブ
ル

ー
カ
ラ
ー
は
土
曜
日
も
働
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
Ｒ
硴
冊
は
神
の
た
め
の
Ⅱ
で
し
た
か
ら
、
逆

に
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
．
一
九
七
○
年
こ
ろ

ま
で
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
が
Ⅱ
曜
日
に

プ
レ
ー
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
ね
。

宮
田
●
 
江
戸
時
代
こ
ろ
ま
で
の
日
本
で
も
「
働
き
者
」

と
い
う
言
葉
は
、
そ
う
頻
繁
に
使
わ
れ
る
言
葉
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
「
勤
勉
」
と
い
う
言
葉
は
、
翻
訳
語

ｆ
礎
＊灘

甥
蟻
ｉ
ｐ
Ｋ

懸
羅

松
》
ｒ
趣

浄
傘
』
許
ゞ

笥

嬢
擁溝

》
鼠
蕊
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て
し
た
ね
。

フ
ラ
イ
シ
イ
ッ
ヒ

加
藤
●
 
ド
イ
ツ
語
の
雪
国
画
侭
で
す
。
例
え
ば
、
フ
ラ

か
ね

ン
ク
リ
ン
の
「
時
は
金
な
り
」
と
い
う
言
葉
と
、
Ⅱ
本

の
「
早
起
き
は
三
文
の
徳
」
と
い
う
鼠
柴
な
ん
か
Ⅲ
じ

意
味
だ
と
考
え
て
い
い
ん
で
し
ょ
う
か
。

宮
田
●
 
早
起
き
と
い
う
の
は
、
朝
 
神
参
り
に
出
か

け
る
朝
参
り
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
早
起
き
し
て
杣
に

参
っ
て
恵
み
を
い
え
ら
れ
る
、
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。

加
藤
●
 
朝
早
く
働
く
と
い
う
勤
勉
性
を
表
わ
す
一
同
葉

で
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。
「
朝
飯
前
」
と
い
う
の
は
、
働

く
こ
と
を
指
し
て
い
る
ん
で
し
た
ね
。

宮
田
●
 
そ
う
で
す
。
農
業
で
、
朝
食
前
に
ひ
と
仕
事

す
る
こ
と
で
す
。
〃
働
く
〃
と
〃
休
む
″の
関
連
で
、
昔

話
に
「
三
年
寝
太
郎
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
彼
は

約
三
年
間
 
い
わ
ば
長
期
休
暇
の
状
態
で
し
た
。
働
か

ず
、
村
の
共
同
体
の
外
に
い
て
、
し
か
も
村
人
に
養
っ

て
も
ら
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
都
に
課
役
が
あ
る
と

き
、
寝
太
郎
が
ｎ
分
の
役
割
だ
と
い
っ
て
初
め
て
働
き

に
出
た
。
そ
し
て
、
た
だ
寝
こ
ろ
が
っ
て
い
る
間
に
体

得
し
て
い
た
烏
や
動
物
の
声
を
聴
く
と
い
う
能
力
を
発

押
し
て
、
遂
に
促
荷
の
略
に
な
っ
て
出
Ⅲ
し
て
村
に
帰

っ
て
く
る
Ｉ
と
い
う
話
で
す
．
こ
れ
は
Ⅱ
備
的
惹
味

で
は
働
か
な
く
て
も
、
自
然
の
リ
ズ
ム
と
感
応
で
き
る

よ
う
な
蕪
ら
し
方
を
し
て
い
る
と
い
う
、
一
繩
の
恥
想

像
で
し
ょ
う
か
ね
。
長
期
間
休
ん
だ
ほ
ど
、
い
ざ
と
い
う

と
き
集
中
度
が
商
い
仕
事
が
で
き
る
、
そ
れ
で
バ
ラ
ン

ス
が
と
れ
る
、
と
い
う
教
訓
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
明
ら
か
に
、
現
代
の
ワ
ー
カ
ホ
リ
ッ
ク
を
生
み
だ

し
て
い
る
労
働
観
、
体
Ⅱ
観
と
は
異
な
り
ま
す
。

握
っ
て
い
た

宮
田
●
 
と
こ
ろ
で
、
Ⅱ
本
の
女
性
は
昔
か
ら
よ
く
働

い
て
い
た
と
い
う
の
は
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
一
方
、

よ
く
遊
ん
で
も
い
ま
し
た
。
娘
 
主
婦
、
姑
と
三
つ
の

グ
ル
ー
プ
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
機
能
は
違
い
ま
す
が
、

子
育
て
な
ど
を
中
心
と
し
た
社
会
教
育
を
自
主
的
に
行

う
女
の
誰
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。

小
池
●
 
文
献
な
ど
に
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

宮
田
●
 
文
献
に
は
寄
合
い
な
ど
の
、
叫
性
を
中
心
と

し
た
政
治
的
な
集
ま
り
の
記
赦
が
あ
る
だ
け
で
、
こ
う

し
た
女
性
の
動
き
は
氏
間
伝
承
の
形
で
残
っ
て
い
る
の

で
す
。
文
献
に
は
記
戦
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
朧
大

に
女
の
集
ま
り
が
行
わ
れ
て
き
た
ん
で
す
ね
。

小
池
●
 
そ
う
す
る
と
家
計
は
男
性
、
女
性
の
ど
ち
ら

が
握
っ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
か
。

宮
田
●
 
民
俗
学
的
に
い
う
「
主
婦
権
」
と
い
う
言
葉

に
は
、
神
仏
へ
の
お
供
え
を
す
る
こ
と
、
「
杓
子
権
」
と

い
っ
て
し
ゃ
も
じ
を
握
る
こ
と
と
、
そ
し
て
「
カ
カ
座
」

と
い
う
囲
炉
裏
の
定
ま
っ
た
座
に
座
る
と
い
う
役
割
が

含
ま
れ
、
主
婦
は
こ
の
三
つ
を
机
い
ま
し
た
。
し
ゃ
も

じ
を
持
つ
と
い
う
の
は
、
当
時
の
経
済
は
米
で
す
か
ら
、

そ
の
米
を
分
配
す
る
、
つ
ま
り
財
布
を
握
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。
さ
ら
に
「
ホ
マ
チ
」
と
い
っ
て
独
胤
の
一
種

の
ヘ
ソ
ク
リ
も
持
っ
て
い
ま
し
た
。

小
池
●
 
け
つ
こ
う
女
性
が
財
布
を
握
っ
て
い
た
ん
で

す
ね
。

宮
田
●
 
し
か
し
財
産
と
し
て
の
祁
統
は
男
性
に
限
ら

女
性
が
家
計
を
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れ
て
い
ま
し
た
。
鎌
倉
期
に
は
、
女
子
が
相
続
権
を
も

っ
て
い
た
時
期
が
あ
り
ま
す
が
、
江
戸
時
代
に
は
表
面

的
に
は
消
え
て
い
る
。
相
続
で
き
な
い
の
は
、
相
当
の

ダ
メ
ー
ジ
で
す
ね
。

加
藤
●
 
ア
メ
リ
カ
の
ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス
と
い
う
人
の

本
に
、
江
戸
時
代
の
Ⅱ
本
の
農
民
は
欧
米
と
違
っ
て
よ

く
働
い
て
い
た
、
と
書
い
て
あ
り
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、

い
ろ
い
ろ
な
仕
事
を
手
際
よ
く
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
化
す
る

技
術
が
日
本
の
農
民
の
方
が
進
ん
で
い
た
点
と
、
し
か

し
そ
れ
は
個
人
と
し
て
で
は
な
く
、
家
や
村
が
単
位
だ

っ
た
と
い
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
男
性
は
共
同

体
に
か
か
わ
る
公
的
な
労
働
を
担
当
し
て
、
実
際
の
家

計
と
か
家
に
か
か
わ
る
部
分
は
女
性
が
、
分
配
権
も
含

め
て
担
当
し
て
い
た
と
い
え
ま
す
ね
。

小
池
●
 
そ
う
す
る
と
、
女
性
が
社
会
進
出
す
る
際
の

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
問
題
と
し
て
興
味
深
い
で
す
ね
。

主
婦
に
家
庭
内
の
裁
量
権
が
あ
る
な
ら
、
無
理
を
し
て

外
で
働
か
な
く
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

加
藤
●
 
た
だ
、
家
計
は
Ｇ
Ｎ
Ｐ
計
算
に
入
り
ま
せ
ん

か
ら
、
ど
う
し
て
も
副
次
的
な
も
の
に
さ
れ
て
し
ま
い

ま
す
。
少
な
く
と
も
今
Ⅱ
で
は
、
そ
う
み
ら
れ
て
い
ま

す
ね
。国

に
よ
っ
て
異
な
る

査
定
の
範
囲

小
池
●
 
最
初
に
、
日
本
人
の
労
働
の
特
徴
と
し
て
、

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
比
較
的
い
い
、
と
い
い
ま
し
た
が
、

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
他
の
国
々
に
比
較
し
て
、
日
本
の

方
が
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
上
手
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
か

ら
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
大
企
業
の
ブ
ル
ー

カ
ラ
ー
を
と
る
と
、
ア
メ
リ
カ
に
は
査
定
が
な
い
が
、

日
本
に
は
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
な
く
、
ほ
と
ん
ど

の
国
で
、
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
ど
こ
の
国
で
も
、

だ
い
た
い
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
に
は
査
定
が
あ
り
ま
す
。

ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
で
も
新
聞
記
者
で
も
、
大
卒

の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
に
残
業
代
は
つ
か
な
い
け
れ
ど
、

彼
ら
の
競
争
は
も
の
す
ご
い
も
の
で
、
上
部
二
割
く
ら

い
に
入
ら
な
け
れ
ば
出
世
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
時
間

を
い
と
わ
ず
働
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
入
れ
な
か
っ
た

ら
、
出
世
す
る
た
め
に
は
、
ま
た
別
の
企
業
な
り
へ
移

っ
て
、
ま
た
競
争
を
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
記
録
に

は
残
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
日
本
の
サ
ー
ビ
ス
残
業

、

の
問
題
な
ど
は
、
よ
そ
の
岡
の
実
情
を
知
ら
な
す
ぎ
る

自
虐
的
な
議
論
だ
と
い
え
ま
す
。

そ
し
て
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
査
定
で
は
、
仕
事
の
で

き
な
い
人
よ
り
で
き
る
人
の
方
が
給
料
も
上
り
、
地
位

も
上
る
。
し
か
し
欧
米
で
は
日
本
と
違
っ
て
、
ブ
ル
ー

カ
ラ
ー
は
ほ
と
ん
ど
百
パ
ー
セ
ン
ト
に
近
く
、
勤
続
川

に
昇
進
す
る
ん
で
す
。
一
兇
し
た
年
功
序
列
は
Ⅱ
本
の

専
売
で
は
な
い
。
し
か
し
日
本
で
は
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
に

も
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
と
同
じ
よ
う
な
競
争
が
あ
っ
て
、

例
え
ば
製
品
の
ミ
ス
を
見
分
け
て
原
因
ま
で
追
究
で
き

た
り
、
そ
の
解
決
策
を
考
え
た
り
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
昇

進
や
昇
給
に
つ
な
が
る
。
そ
う
い
う
シ
ス
テ
ム
で
す
。

加
藤
●
 
す
る
と
、
Ｈ
本
人
が
働
く
こ
と
が
好
き
か
ど

う
か
と
い
う
よ
り
、
働
く
仕
組
み
が
制
度
的
に
う
ま
く

で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
し
か
し
、

最
近
は
仕
事
中
心
か
ら
生
活
中
心
へ
、
あ
る
い
は
仕
事

' ､ ̅
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て
働
か
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
こ
ん
な
に
い
い
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
の
壷
裕
給
、
定

期
昇
給
、
盃
定
の
三
つ
を
持
つ
仕
組
み
Ⅲ
体
は
、
Ⅱ
本

独
自
で
も
な
ん
で
も
な
く
、
行
脚
と
も
持
っ
て
い
る
も

の
で
す
。
た
だ
そ
の
適
川
範
洲
を
、
Ⅱ
本
は
他
の
国
々

よ
り
ち
ょ
っ
と
広
げ
て
い
て
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
の
一
部

を
も
対
象
に
し
て
い
る
だ
け
で
す
。

加
藤
●
 
先
程
紹
介
し
た
ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス
の
論
で
、

も
う
一
つ
、
Ｈ
本
で
は
、
時
間
所
有
の
単
位
が
集
団
と

な
っ
て
い
て
、
残
業
時
間
も
部
や
課
ご
と
に
割
り
当
て

ら
れ
、
そ
れ
が
仙
人
に
配
分
さ
れ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ

に
間
越
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

小
池
●
 
そ
の
根
拠
は
何
で
し
ょ
う
か
ね
（
笑
）
。
た

だ
、
Ⅱ
本
の
場
合
の
残
業
割
増
率
は
非
附
に
低
く
、
新

規
に
人
を
雇
う
よ
り
残
業
を
し
て
も
ら
っ
た
方
が
経
営

的
に
得
に
な
る
と
い
う
点
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
も
う
一

つ
、
用
事
は
別
に
な
く
て
も
会
社
に
残
っ
て
何
か
し
て

い
る
だ
け
で
残
業
代
が
つ
く
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
ど

の
デ
ー
タ
を
ど
う
使
う
か
で
、
結
論
は
違
っ
て
き
ま
す

が
、
か
り
に
他
国
の
研
究
者
の
文
献
を
使
う
な
ら
、
ロ

バ
ー
ト
・
コ
ー
ル
の
『
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ブ
ル
ー
カ
ラ

ー
』
が
し
っ
か
り
し
て
い
ま
す
。
共
同
体
的
規
制
と
い

っ
た
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
組
合
な
ど
の
方
が
、
よ
ほ

ど
厳
し
い
で
す
よ
。

加
藤
●
 
今
年
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
（
国
際
労
働
機
関
）
の
レ
ー

バ
ー
・
レ
ポ
ー
ト
で
、
Ⅱ
本
人
は
ワ
ー
カ
ホ
リ
ッ
ク
で

過
労
死
ま
で
起
き
て
い
る
と
い
う
報
告
が
で
て
い
ま
す
。

労
働
は
ス
ト
レ
ス
と
の
関
連
で
扱
っ
て
い
ま
す
が
、
労

働
と
非
労
働
と
が
画
然
と
区
別
で
き
て
い
な
い
と
こ
ろ

で
、
知
ら
な
い
う
ち
に
肉
体
的
限
界
を
越
え
て
し
ま
う

と
い
う
形
も
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

宮
田
●
 
共
同
体
と
い
う
こ
と
で
す
と
、
普
段
そ
れ
ば

ど
働
か
な
い
人
が
、
皆
が
神
遊
び
で
休
ん
で
い
る
と
き

か
ね

に
働
く
こ
と
を
「
医
者
の
金
」
と
い
う
い
い
方
も
し
ま

す
。
Ⅱ
頃
、
労
働
意
欲
が
十
分
で
な
い
人
間
が
、
共
同

体
の
ル
ー
ル
を
破
っ
て
働
き
す
ぎ
て
、
結
局
、
身
体
を

壊
し
て
医
者
に
か
か
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
し
か

し
、
江
戸
後
期
か
ら
幕
末
で
は
、
農
村
が
変
化
し
て
い

て
、
専
業
農
家
だ
け
で
な
く
、
農
民
自
身
も
い
ろ
い
ろ

な
職
業
も
す
る
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
人
も
村
に
入
り
込

ん
で
き
て
い
た
。
だ
か
ら
共
同
体
で
一
致
し
て
、
と
い

う
形
は
無
理
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
幕
末
に
、
現
在
の
埼
玉
県
鳩
ヶ
谷
の
あ
た

ふ
じ
ど
う

り
に
富
士
山
信
仰
を
ベ
ー
ス
に
し
た
「
不
二
逆
」
と
い

う
新
宗
教
が
登
場
し
て
か
な
り
優
勢
に
な
っ
た
。
こ
れ

は
、
男
女
の
役
割
か
ら
服
装
 
子
育
て
な
ど
も
す
べ
て

逆
に
し
て
入
れ
替
え
て
み
よ
う
と
い
う
教
え
で
す
。
幕

府
に
は
か
な
り
弾
圧
き
れ
ま
す
が
、
信
者
を
大
勢
集
め

ま
し
た
。

加
藤
●
 
現
在
の
Ｈ
本
で
、
そ
う
し
た
こ
と
が
可
能
で

し
ょ
う
か
。

小
池
●
 
私
が
直
接
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
で
得
た
印

象
で
は
、
日
本
よ
り
も
タ
イ
な
ど
で
は
、
う
ま
く
機
能

す
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。
タ
イ
は
女
性
も

深
夜
業
を
す
る
し
、
き
ち
っ
と
し
た
重
要
な
ポ
ス
ト
に

つ
い
て
い
る
場
合
が
多
い
。
タ
イ
に
、
昔
か
ら
そ
う
い

う
伝
統
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
九
二
○
〜
三
○

年
代
か
ら
、
女
性
の
社
会
進
出
と
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
向
上

が
始
ま
っ
た
よ
う
で
す
。

加
藤
●
 
Ⅱ
本
の
「
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
」
も
、
多
分
、

そ
う
し
た
方
向
へ
の
一
つ
の
試
み
と
い
え
ま
す
ね
。
た

だ
、
私
は
、
日
本
社
会
の
現
況
を
み
る
と
、
男
女
の
役

割
分
業
に
つ
い
て
は
、
ど
う
も
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
の

で
は
な
い
か
と
、
危
倶
し
て
い
ま
す
。

と
余
暇
の
両
立
へ
と
い
う
意
識
の
変
化
が
、
さ
ま
ざ
ま

な
世
論
調
査
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
今
ま

で
の
良
好
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
維
持
し
て
き
た
日
本

企
業
の
シ
ス
テ
ム
が
、
国
際
競
争
の
中
で
変
わ
っ
て
い

く
か
も
し
れ
な
い
。
小
池
さ
ん
は
危
倶
と
い
う
形
で
お

っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
企
業
の
側
も
、

生
活
要
求
や
余
暇
要
求
に
応
え
て
い
か
ざ
る
を
得
な
く

な
る
で
し
ょ
う
ね
。

“剛
勿
〃
、
乃
〆

皮
、
郡
ひ
び
 
１
〆
ｉ
Ｕ

働
か
さ
れ
る
の
か

だ
ま

小
池
●
 
働
か
さ
れ
て
い
る
と
い
い
ま
す
が
、
編
さ
れ

か
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多
様
な
職
種
を
こ
な
す

宮
田
●
 
江
戸
時
代
の
日
本
の
農
民
の
六
〜
七
割
は
、

ど
う
も
文
字
を
知
っ
て
い
て
、
き
ち
ん
と
し
た
基
礎
教

育
を
受
け
て
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
近
代
以
降

多
Ｌ
 
Ｌ
牛
く

に
流
れ
込
ん
だ
新
知
識
の
咀
噛
の
素
地
に
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
農
民
と
い
っ
て
も
農
業
の
他
に
、
酒
や
茶
づ

く
り
を
し
た
り
、
畑
も
つ
く
る
。
そ
も
そ
も
、
い
ろ
い

ろ
な
職
種
を
こ
な
す
能
力
が
あ
っ
て
、
後
期
に
は
、
農

民
が
武
士
に
な
っ
た
り
、
武
士
が
農
民
に
な
っ
た
り
し

て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
日
本
の
城
下
町
は
、
武
士
と

町
人
、
農
民
が
一
体
化
し
た
文
化
を
持
ち
、
そ
れ
を
担

っ
て
き
た
ん
で
す
。
さ
ら
に
女
性
の
力
も
加
え
た
形
で
、

地
域
社
会
の
中
で
、
城
下
町
の
も
っ
て
い
た
リ
ズ
ム
を

復
権
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
現
在
の
日
本

社
会
の
状
況
と
は
少
し
違
う
形
に
な
れ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

加
藤
●
 
前
近
代
と
近
代
の
い
ち
ば
ん
大
き
な
机
連
は
、

お
そ
ら
く
自
然
の
リ
ズ
ム
に
従
っ
て
暮
ら
す
か
、
人
工

的
な
時
計
で
分
秒
ま
で
刻
ま
れ
た
時
間
を
均
一
的
に
管

理
す
る
よ
う
に
な
る
か
と
い
う
点
で
し
ょ
う
ね
。

宮
田
●
 
明
治
初
期
に
、
こ
れ
ま
で
の
暦
を
、
国
家
が

太
陽
暦
に
変
え
て
統
一
し
ま
し
た
ね
。
そ
れ
ま
で
は
同

業
の
間
で
そ
れ
ぞ
れ
に
休
み
Ⅱ
を
決
め
て
い
た
り
、
自

然
の
リ
ズ
ム
に
合
う
や
り
方
を
し
て
い
た
。
こ
と
に
、

女
性
の
も
つ
「
月
」
の
動
き
に
合
わ
せ
た
リ
ズ
ム
が
、

文
化
に
非
常
に
強
い
力
を
与
え
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

国
家
レ
ベ
ル
で
な
く
、
地
域
の
生
活
レ
ベ
ル
で
考
え
ら

れ
る
「
休
み
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
も
い
い
。

加
藤
●
 
賛
成
で
す
ね
。
た
だ
現
状
で
は
、
通
勤
時
間

か
ら
Ⅱ
暇
Ⅱ
の
つ
き
合
い
ゴ
ル
フ
ま
で
含
め
て
、
日
本

の
平
均
的
労
働
者
の
労
働
に
関
し
て
費
す
時
間
は
、
他

の
国
々
に
比
べ
て
長
い
と
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。
と
く

に
、
働
き
盛
り
の
男
性
で
は
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
や
自
己
啓
発
に
費
す
時
間
が
ほ
と
ん
ど
な
い
ほ
ど
に
、

労
働
関
連
時
間
が
生
活
時
間
を
圧
迫
し
て
い
る
よ
う
に

み
え
ま
す
。

小
池
●
 
も
う
一
つ
、
来
泓
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
か
、
他

の
地
域
か
で
も
、
そ
の
辺
は
大
き
な
差
の
で
る
問
題
で

し
ょ
う
ね
。
衷
泉
に
限
っ
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
世
界
に

類
が
な
い
、
ま
っ
た
く
特
別
な
地
域
で
す
か
ら
、
仙
台

と
か
、
岡
山
と
か
、
別
の
地
域
の
指
標
で
な
け
れ
ば
、

海
外
の
デ
ー
タ
と
比
較
で
き
ま
せ
ん
。

加
藤
●
 
そ
の
点
は
、
そ
の
通
り
で
す
ね
。
た
だ
、
私

の
認
識
で
は
、
現
代
の
日
本
人
は
、
人
間
の
さ
ま
ざ
ま

な
活
動
の
う
ち
で
、
稼
ぐ
た
め
に
働
く
部
分
の
ウ
エ
イ

ト
が
、
社
会
的
、
文
化
的
活
動
や
家
庭
生
活
を
圧
迫
す

る
ま
で
に
、
非
常
に
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
こ
れ
は
厳
密
な
意
味
で
の
比
較
で
は
な
く
、

印
象
に
近
い
も
の
で
す
が
。
そ
う
す
る
と
、
江
戸
時
代

の
人
々
の
持
っ
て
い
た
暮
ら
し
の
リ
ズ
ム
か
ら
学
べ
る

も
の
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
近
年
、
経

済
摩
擦
も
強
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後

国
力
を
大
き
く
す
る
た
め
に
費
し
て
き
た
私
た
ち
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
も
つ
と
別
の
形
で
展
開
す
る
こ
と
で
、
国

際
協
調
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。

小
池
●
 
Ⅱ
本
が
創
造
し
た
、
田
際
的
に
貢
献
で
き
る

文
化
と
い
っ
た
ら
、
よ
り
大
勢
の
人
に
少
し
ず
つ
、
「
競

争
」
と
い
う
原
理
を
広
め
、
し
か
も
仕
事
の
中
身
と
い

う
点
で
は
ほ
ん
の
半
歩
で
も
高
め
る
と
い
う
こ
と
を
世

界
に
先
が
け
て
や
っ
て
き
た
ん
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
他

の
川
の
人
々
に
、
川
快
に
税
川
す
る
そ
の
論
理
性
を
礎

得
し
て
、
他
の
岡
に
も
納
得
さ
せ
る
、
こ
れ
こ
そ
が
貢

献
だ
と
思
い
ま
す
。
た
し
か
に
、
労
働
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
が
い
い
と
い
う
の
は
、
非
常
に
競
争
的
な
状
況
下

で
、
頑
張
る
人
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
必
ず

し
も
全
員
が
ハ
ッ
ピ
ー
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、

折
角
、
自
国
の
も
っ
て
い
る
い
い
仕
組
み
を
、
誤
っ
た

自
己
認
識
で
む
ざ
む
ざ
壊
す
の
は
、
ち
ょ
っ
と
考
え
た

い
で
す
ね
。

日
本
人
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日
本
人
の
な

﹇
サ
ー
ビ
ス
残
業
、
過
労
死
、
会
社
人
間
、
な

ど
と
い
う
言
葉
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
日
本
人

は
勤
勉
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
果

た
し
て
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
か
？
先
生
は
日

本
経
済
新
聞
の
一
九
八
九
年
七
月
一
一
一
十
一
日
の

ご
発
言
で
、
「
そ
れ
は
明
治
以
降
、
近
代
国
家
の

国
造
り
の
中
で
生
ま
れ
た
神
話
で
、
本
来
は
な

ま
け
者
」
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
日
本

人
本
来
の
勤
労
観
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
考
察
く

だ
さ
い
﹈
ｌ
と
い
う
の
が
、
編
集
部
か
ら
の

注
文
で
あ
っ
た
。

お
引
き
受
け
し
た
も
の
の
、
ま
だ
時
間
が
あ

る
と
思
っ
て
い
た
ら
、
締
切
が
過
ぎ
て
し
ま
っ

て
フ
ァ
ク
ス
で
送
稿
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
八
月
中
旬
か
ら
ョ
ｌ
ロ
ッ
パ

に
行
き
、
ベ
ル
ギ
ー
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
郊
外
の

ル
ー
バ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
に
滞
在
し
て
い

た
の
で
、
帰
国
し
て
か
ら
も
雑
用
が
山
積
し
て

い
て
、
こ
の
始
末
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
け
者
の
系
譜
に

再
評
価

◆
﹇
農
繁
期
と
農
閑
期
の

じ
ょ
う
ず
な
使
い
分
け
﹈

日
本
人
は
本
来
勤
勉
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
て

き
た
。「

柴
刈
り
縄
な
い
草
畦
（
わ
ら
じ
）
を
つ
く
り

親
の
手
を
助
け
弟
を
世
話
し

兄
弟
仲
よ
く
孝
行
つ
く
す

手
本
は
二
宮
金
次
郎
」

と
い
う
尋
常
小
学
唱
歌
が
あ
る
よ
う
に
、
二
宮

金
次
郎
尊
徳
が
初
等
教
育
の
中
で
一
種
の
「
文

化
英
雄
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
子
供
の
時

か
ら
「
親
の
手
助
け
」
を
し
て
よ
く
働
い
て
、

そ
の
中
で
「
手
習
い
読
書
」
に
は
げ
み
、
勤
勉

の
模
範
と
し
て
た
た
え
ら
れ
た
。
全
国
の
小
学

校
に
柴
を
背
に
負
っ
て
本
を
読
ん
で
歩
い
て
い

る
姿
の
金
次
郎
の
銅
像
あ
る
い
は
石
像
が
建
て

ら
れ
て
い
た
。
戦
後
そ
れ
が
姿
を
消
し
た
の
で
、

井
上
章
一
が
そ
れ
を
追
い
か
け
て
、
『
ノ
ス
タ
ル

米
山
俊
直

ジ
ッ
ク
・
ア
イ
ド
ル
｜
一
宮
金
次
郎
』
と
い
う
本

（
一
九
八
九
年
・
新
宿
書
房
）
を
書
い
た
り
し

て
い
る
。
報
徳
仕
法
と
い
う
農
村
改
良
案
を
編

み
出
し
て
、
各
地
で
そ
れ
を
実
践
さ
せ
た
、
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
草
分
け
の
よ
う
な
人
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
以
上
に
親
孝
行
を
す
る
、
勤
勉
な

子
供
の
模
範
と
し
て
、
明
治
の
小
学
校
教
育
で

は
大
き
い
シ
ン
ボ
ル
に
な
っ
た
。

た
し
か
に
、
日
本
は
戦
前
ま
で
は
そ
の
八
割

以
上
が
農
村
、
厳
密
に
言
う
と
農
山
漁
村
で
あ

っ
て
、
人
々
は
体
を
元
手
に
し
て
よ
く
働
い
た
。

今
の
よ
う
に
機
械
化
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
農

業
労
働
は
、
は
げ
し
く
つ
ら
い
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
水
田
耕
作
を
中
心
と
し
た
農
作
業
の

体
系
は
、
春
の
田
植
え
に
い
た
る
一
連
の
労
働
、

秋
の
稲
刈
り
か
ら
脱
穀
し
て
米
に
す
る
ま
で
の

労
働
を
集
中
的
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の

で
、
朝
早
く
か
ら
夜
遅
く
ま
で
、
は
げ
し
く
働

く
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
農
繁
期
で

よれやま・としなお●193()年奈良IM号まれ。京都大《､}:総合人Ⅲ'､iを部
旧1際文化学科教授／文化人蛾､iを'"攻。甲南大皇細ﾉJ教授を経て、'81年
力､ら現職｡大阪・花のﾉjiW ('90年)では国際陳列館館災を務める。杵
書に『都市と祭りの人無摘で､'86年度今和次郎賞受rt･他の杵ill:<二
『アフリカ学への招僻』『小盆地宇宙とⅡ本』『アフリカ挫趾の|I1:界観］
『1-I本人ことはじめ物冊』『いま、なぜ文化を問うのか』『文化人縦j4
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あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
夏
の

炎
天
下
の
田
の
草
取
り
な
ど
も
重
労
働
で
あ
っ

た
し
、
も
し
家
畜
を
飼
っ
て
い
る
農
家
で
あ
れ

ば
、
そ
の
飼
料
の
た
め
に
朝
早
く
起
き
て
田
の

あ
ぜ
な
ど
の
野
草
を
刈
っ
て
く
る
仕
事
が
あ
っ

た
。
さ
ら
に
農
家
は
収
入
を
あ
げ
る
た
め
に
、

養
蚕
を
し
た
り
、
果
樹
を
育
て
た
り
、
花
や
野

菜
を
栽
培
し
た
り
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
手
間
の
か

か
る
「
多
角
経
営
」
を
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う

に
農
業
を
例
に
と
る
と
、
日
本
人
は
勤
勉
で
な

け
れ
ば
や
っ
て
い
け
な
い
よ
う
な
状
態
に
あ
っ

た
、
と
思
う
よ
う
に
な
る
の
は
当
然
で
、
そ
れ

を
し
て
き
て
い
る
農
民
の
苦
労
を
想
像
し
て
、

大
変
だ
ろ
う
な
と
同
情
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（

し
か
し
．
た
し
か
に
労
働
は
激
し
く
つ
ら
い

も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
毎
日
が
農
繁
期
と

い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
合
理
的
農
業
経
営
法
、
収
入
を
大
き
く

す
る
た
め
の
工
夫
と
し
て
、
｜
年
中
を
農
繁
期

に
す
る
よ
う
な
￥
多
角
経
営
が
提
唱
さ
れ
た
け

れ
ど
も
、
例
外
的
な
篤
農
家
を
の
ぞ
け
ば
、
す

べ
て
の
晨
家
は
そ
の
よ
う
な
や
り
方
を
し
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
は
年

中
行
事
と
し
て
、
田
植
え
の
後
の
休
息
日
が
決

ま
っ
て
い
て
、
そ
の
日
に
は
ご
ち
そ
う
を
準
備

し
て
村
の
神
社
に
集
ま
り
、
そ
の
年
の
作
柄

の
良
い
こ
と
を
神
様
に
祈
り
、
同
時
に
仲
間
と

共
に
ゆ
っ
く
り
し
た
骨
休
め
を
し
た
。
田
の
草

取
り
は
大
変
だ
け
れ
ど
も
、
日
差
し
の
強
い
日

中
は
昼
寝
し
て
、
朝
早
く
と
夕
方
の
涼
し
い
時

期
に
仕
事
を
す
る
こ
と
も
自
由
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
労
働
の
報
酬
あ
る
い
は
結

果
と
し
て
の
、
秋
の
収
穫
の
喜
び
は
、
大
き
い

も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
。
東
北
地
方
な
ど
の
広

い
栽
培
面
積
を
持
つ
地
方
で
は
、
｜
毛
作
な
の

で
秋
か
ら
後
は
完
全
な
農
閑
期
に
な
る
。
人
々

は
連
れ
だ
っ
て
温
泉
場
に
湯
治
に
行
く
。
自
炊

し
て
長
逗
留
の
で
き
る
湯
治
場
が
東
北
に
は
た

く
さ
ん
あ
っ
た
。
人
々
が
も
っ
と
現
金
が
必
要

に
な
り
、
出
稼
ぎ
労
働
に
出
る
よ
う
に
な
っ
て

こ
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
農
耕
の
リ
ズ
ム
は
し
だ

い
に
消
え
て
行
っ
た
。
他
方
農
業
に
も
技
術
革
新

が
進
ん
で
、
昔
は
＋
ア
ー
ル
当
た
り
一
一
十
一
日

の
労
働
が
必
要
だ
と
い
わ
れ
て
い
た
稲
作
も
、

や
が
て
九
日
に
な
り
、
今
で
は
平
均
数
時
間
と

い
う
数
字
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
分
だ
け
農
家

の
兼
業
化
が
進
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

◆
﹇
町
の
自
営
業
者
も

同
じ
く
働
き
者
﹈

こ
こ
で
は
ま
ず
、
例
と
し
て
農
業
の
場
合
を

あ
げ
た
け
れ
ど
も
、
町
の
生
活
で
も
同
じ
よ
う

な
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
豆
腐
屋
さ

ん
は
早
朝
か
ら
豆
腐
を
作
る
た
め
に
家
族
で
働

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
八
百
屋
さ
ん
は
青
果

市
場
へ
、
魚
屋
さ
ん
は
魚
市
場
へ
、
や
は
り
早

朝
か
ら
仕
入
れ
に
出
か
け
て
行
く
。
年
中
行
事

に
応
じ
て
仕
入
れ
の
量
や
質
も
変
え
る
工
夫
が

必
要
で
あ
る
。
朝
早
く
か
ら
の
労
働
は
、
こ
う

し
た
職
業
で
は
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
。
そ
し
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を
別
に
す
れ
ば
、
今
日
の
日
本
の
勤
労
者
の
大

部
分
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
い
わ
ゆ
る
月
給
取
り

で
あ
る
。
い
ま
で
は
、
日
本
人
の
多
く
の
人
が

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
体
制
の
中
で
生
活
し
て
い
る
。

職
住
分
離
に
よ
っ
て
、
職
場
と
家
庭
は
は
っ
き

り
と
分
離
さ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
職

場
で
は
人
々
は
そ
の
技
能
を
時
間
と
共
に
一
雇
用

者
に
い
わ
ば
売
り
わ
た
し
、
雇
用
者
す
な
わ
ち

経
営
者
や
管
理
者
は
そ
れ
に
対
し
て
報
酬
を
支

払
う
の
で
あ
る
。

’億
総
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
化
と
い
わ
れ
て
久
し

い
が
、
か
れ
ら
は
、
決
め
ら
れ
た
時
間
内
に
決

め
ら
れ
た
手
順
の
仕
事
を
す
る
の
が
普
通
で
あ

る
。
そ
の
労
働
時
間
は
、
現
在
で
は
週
休
二
日

制
が
普
及
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
う
え
に
、
さ

ら
に
た
く
さ
ん
の
国
民
の
祝
日
が
準
備
さ
れ
て

い
て
、
労
働
時
間
短
縮
-ｌ
ｌ
い
わ
ゆ
る
時
短
が

話
題
に
な
っ
て
く
る
。
ま
だ
ま
だ
外
国
に
比
べ

る
と
日
本
人
は
働
き
過
ぎ
だ
、
と
言
わ
れ
て
い

て
、
政
府
も
そ
れ
に
熱
心
で
．
平
均
の
年
間
一
一

千
時
間
の
勤
務
を
千
八
百
時
間
に
し
よ
う
と
し

て
い
る
。
長
い
通
勤
時
間
に
悩
ま
さ
れ
る
人
達

も
少
な
く
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
状
況

で
は
か
つ
て
の
働
き
中
毒
は
も
う
は
や
ら
な
い
。

モ
ー
レ
ッ
・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
し
だ
い
に
姿
を

消
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、

そ
う
し
て
生
ま
れ
た
ぼ
う
大
な
余
暇
時
間
の
使

い
方
に
は
と
ま
ど
う
向
き
も
少
な
く
な
い
よ
う

で
、
ま
だ
ま
だ
余
暇
産
業
は
発
展
の
余
地
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

◆
﹇
勤
勉
の
対
極
に
あ
っ
た

な
ま
け
も
の
の
系
譜
﹈

｜
｜
宮
金
次
郎
が
お
手
本
に
な
っ
て
、
勤
勉
こ

そ
が
日
本
の
美
徳
だ
と
い
う
神
話
が
作
り
出
さ

れ
た
の
が
明
治
以
後
の
近
代
化
の
過
程
の
日
本

文
化
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
反
対
の
、

な
ま
け
者
、
無
精
者
が
出
世
を
す
る
話
が
、
民

間
説
話
の
世
界
に
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
。

そ
の
原
形
の
ひ
と
つ
は
、
室
町
時
代
の
御
伽

草
子
に
あ
る
、
「
物
く
さ
太
郎
」
の
物
語
で
あ

る
。
信
濃
の
国
の
「
物
く
さ
太
郎
」
は
、
無
類

の
無
精
も
の
で
あ
っ
た
が
、
歌
の
才
能
に
よ
っ

て
宮
中
に
召
さ
れ
、
さ
ら
に
皇
族
の
末
高
で
善

光
寺
如
来
の
申
し
子
と
わ
か
り
、
信
濃
の
中
将

と
い
う
位
に
出
世
し
て
、
死
後
は
お
た
が
の
大

明
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
、
と
い
う
話
で
あ
る
。

ほ
か
に
も
「
三
年
寝
太
郎
」
と
い
う
よ
う
な

説
話
が
各
地
に
残
っ
て
い
る
。
「
棚
か
ら
ぽ
た
も

ち
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
た
な
ぼ
た
」
の
期

待
は
、
庶
民
の
問
で
は
め
ず
ら
し
く
な
い
願
望

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
勤
勉
の
反
対
概
念
で
あ
る
怠
惰
、

無
精
が
、
ひ
と
つ
の
価
値
と
し
て
日
本
文
化
の

中
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、
容
易
に
う
か

が
え
る
の
で
あ
る
。

近
代
化
の
過
程
は
、
国
民
文
化
形
成
の
過
程

で
も
あ
っ
た
、
そ
し
て
西
洋
に
ブ
ロ
テ
ス
タ
ン

テ
イ
ズ
ム
な
か
ん
ず
く
カ
ル
ヴ
ィ
｜
｜
ズ
ム
の
よ

う
な
禁
欲
と
勤
勉
の
徳
を
た
た
え
、
人
間
の
内

て
少
し
で
も
売
上
を
上
げ
る
よ
う
に
、
遅
く
ま

で
店
を
開
け
て
お
く
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

家
人
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
行
儀
見
習
で
奉
公

に
あ
が
っ
た
田
舎
か
ら
出
て
き
た
娘
さ
ん
な
ど

は
、
つ
ら
い
毎
日
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。そ

こ
へ
ゆ
く
と
、
歌
の
文
句
で
は
な
い
け
ど

も
、
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
気
楽
な
稼
業
」
か
も
し

れ
な
い
ｃ
さ
き
に
あ
け
た
農
民
や
自
営
業
の
人
々

識
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な
る
神
、
内
在
す
る
神
と
い
う
自
己
規
律
に
よ

っ
て
近
代
資
本
主
義
が
発
達
し
た
の
だ
と
い
う

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
コ
フ
ロ
テ
ス
タ
ン

テ
ィ
ズ
ム
と
資
本
主
義
の
精
神
」
と
い
う
説
に

対
応
し
て
、
日
本
に
も
日
本
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
テ
イ
ズ
ム
に
当
た
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が

日
本
の
近
代
化
、
資
本
主
義
化
を
進
め
た
の
だ
、

と
い
う
考
え
が
育
ち
、
そ
の
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て

幕
末
の
社
会
経
済
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
で
あ
っ
た

二
宮
金
次
郎
尊
徳
が
た
た
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
人

が
本
来
勤
勉
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
明
治
の
指

導
者
が
作
り
出
し
た
虚
像
で
あ
り
、
そ
う
で
な

い
、
怠
惰
で
無
精
な
日
本
人
、
反
勤
勉
に
価
値

を
置
く
人
間
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
だ
、
と
い

う
こ
と
を
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

◆
﹇
ひ
と
つ
の
側
面
て

断
定
て
き
な
い
国
民
性
﹈

じ
つ
は
ル
ー
バ
ン
大
学
で
私
は
「
日
本
人
論
」

に
つ
い
て
講
義
を
し
て
き
た
。
日
本
人
は
こ
う

だ
、
あ
あ
だ
と
い
う
議
論
が
、
内
外
で
多
く
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
非
常
に
断
定

的
主
観
的
な
も
の
が
多
く
、
論
理
的
、
科
学
的

な
根
拠
が
な
い
と
批
判
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、

青
木
保
が
．
日
本
文
化
論
」
再
考
』
で
検
討
し

て
い
る
よ
う
に
、
時
代
に
応
じ
て
日
本
人
論
の

内
容
自
体
も
、
日
本
人
ダ
メ
説
か
ら
日
本
人
ス

バ
ラ
シ
イ
説
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
人
に
つ

い
て
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ほ
か
の
国
民
、

民
族
に
つ
い
て
も
多
か
れ
少
な
か
れ
当
て
は
ま

る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
日
本
人

は
．
…
：
」
と
い
う
言
説
は
そ
れ
自
体
が
非
常
に

窓
意
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
勤
勉

な
日
本
人
」
も
そ
の
ひ
と
つ
の
例
で
あ
り
、
ど

の
国
の
国
民
、
民
族
に
も
、
勤
勉
な
人
も
い
れ

ば
、
も
の
ぐ
さ
を
き
め
こ
む
人
も
い
る
と
い
う

べ
き
な
の
で
あ
る
。

国
民
性
、
民
族
性
と
い
う
議
論
は
、
そ
の
点

で
十
分
に
気
を
つ
け
て
読
ん
で
ゆ
く
必
要
が
あ

る
こ
と
は
た
し
か
に
い
え
る
と
思
う
。

山
本
七
平
は
江
戸
時
代
の
石
田
梅
岩
の
思
想

に
勤
勉
の
思
想
の
ル
ー
ツ
が
あ
る
と
み
て
、
『
勤

勉
の
哲
学
』
（
’九
七
九
年
・
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
）
と

い
う
本
を
書
い
た
。
彼
は
石
田
梅
岩
に
加
え
て
、

禅
僧
鈴
木
正
三
を
対
照
的
に
取
り
上
げ
、
そ
の

ル
ー
ツ
が
禅
に
つ
な
が
る
と
し
て
い
る
。
徳
川

時
代
の
町
民
の
思
想
が
日
本
の
勤
勉
さ
の
ル
ー

ツ
で
あ
る
こ
と
は
、
口
パ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
の
『
日

本
近
代
化
と
宗
教
倫
理
（
原
題
ト
ク
ガ
ワ
・
レ

リ
ジ
ョ
ン
）
』
も
ま
た
石
門
心
学
を
取
り
上
げ

て
、
そ
こ
に
日
本
の
近
代
化
の
ル
ー
ツ
と
見
て

い
る
。
そ
れ
が
徳
川
時
代
末
の
一
一
宮
金
次
郎
を

経
て
、
明
治
以
降
の
日
本
国
民
文
化
の
エ
ッ
セ

ン
ス
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
く
り
か
え

す
が
、
こ
の
勤
勉
の
系
譜
だ
け
を
日
本
人
の
特

色
と
み
な
す
こ
と
は
決
し
て
好
ま
し
い
こ
と
で

は
な
い
。
日
本
人
に
は
、
怠
惰
、
無
精
、
な
ま

け
者
の
系
譜
も
ま
た
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
再
評
価
を
も
っ
と
し
て
も
よ
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
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「
働
」
は
、
「
人
」
と
「
動
」
と
を
合
わ
せ
た
会

意
に
よ
る
国
字
で
あ
る
。
国
字
が
、
わ
が
国

の
特
殊
な
観
念
を
表
記
す
る
た
め
に
作
ら
れ

た
の
は
自
明
の
こ
と
・
て
あ
る
が
、
果
た
し
て

「
は
た
ら
く
」
と
い
う
ご
く
一
般
的
と
思
わ

れ
る
語
を
表
わ
す
の
に
、
こ
の
国
字
は
必
要

で
あ
っ
た
の
”て
あ
ろ
う
か
。

歴
史
的
に
、
や
ま
と
言
葉
の
「
は
た
ら
く
」

は
、
本
来
「
動
く
．
動
か
す
」
と
い
っ
た
意

味
で
し
か
な
か
っ
た
。
平
安
末
期
の
辞
書
『
色

葉
字
類
抄
』
（
十
一
一
世
紀
）
で
は
、
「
動
」
字
に

ハ
タ
ラ
ク
と
訓
を
つ
け
て
い
た
。
と
こ
ろ
が

鎌
倉
時
代
の
鴨
長
明
の
『
方
丈
記
』
（
＋
｜
｜
｜
世

紀
）
に
い
た
る
と
、
今
日
ふ
つ
う
に
理
解
さ

れ
る
「
仕
事
を
す
る
．
労
働
す
る
」
と
い
う

意
味
に
な
り
、
し
か
も
長
明
の
自
筆
本
叩
て
あ

る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
大
福
光
寺
本
で
は

「
働
」
字
が
使
わ
れ
、
「
つ
ね
に
あ
り
き
、
つ

ね
に
働
く
は
、
養
性
な
る
“へ
し
。
な
ん
ぞ
い

た
づ
ら
に
休
み
居
ら
ん
」
と
、
体
を
使
い
労
働

す
る
こ
と
の
意
義
を
き
わ
め
て
積
極
的
に
称

揚
す
る
。
室
町
時
代
の
『
文
明
本
節
用
集
』

（
十
五
世
紀
）
に
な
る
と
、
「
働
」
と
「
動
」

と
を
並
へ
て
と
も
に
ハ
タ
ラ
ク
と
い
う
訓
を

与
え
て
い
る
。
こ
こ
に
「
働
」
は
そ
の
意
味

も
文
字
も
、
と
も
に
定
着
し
た
の
”て
あ
る
。

鎌
倉
・
室
町
時
代
は
、
武
家
政
治
が
成
立
し

発
展
し
た
時
代
て
あ
り
、
庶
民
の
働
き
に
よ

る
生
産
も
大
い
に
向
上
し
、
農
村
て
の
余
剰

は
市
を
発
達
さ
せ
、
職
人
層
の
拡
大
は
座
を

結
成
す
る
と
い
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
う

ハ
々
〆
一
フ
ケ
〃

し
た
時
代
相
を
背
景
に
「
働
」
は
作
字
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
表
記
上
の
問
題
だ
け

で
な
く
、
わ
が
国
に
お
け
る
勤
労
意
識
の
重

要
な
変
換
点
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
で
は
中
国
に
、
働
く
と
い
う
概
念
を

表
わ
す
漢
字
が
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、

決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
「
労
」
「
勤
」
が
あ

じ
が

る
。
前
漢
の
辞
書
『
爾
雅
』
に
「
労
は
、
勤

な
り
」
、
後
漢
の
『
説
文
解
字
』
に
「
勤
は
、

労
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
古
代
て
は
同
義

お
う
が
ん

と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
「
動
」
も
、
皇
侃

は
「
労
役
さ
せ
る
」
（
『
論
語
』
子
張
篇
疏
、
六

世
紀
）
と
解
し
て
い
た
。
さ
ら
に
『
書
経
」

か
し
ょ
く

無
逸
篇
に
「
稼
稽
に
勤
労
す
る
」
、
『
荘
子
』

讓
王
篇
に
「
春
に
は
耕
し
種
ま
き
、
体
は
労

動
す
る
に
十
分
で
あ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、

農
耕
に
励
み
働
く
こ
と
を
「
勤
労
」
「
労
動
」

と
熟
語
で
記
し
て
い
た
。

し
か
し
中
国
で
は
古
代
に
お
い
て
、
『
論

語
」
に
「
君
子
は
誰
な
ら
ず
」
と
い
っ
て
、

特
定
の
職
能
（
器
）
を
身
に
付
け
る
こ
と
を

…
一

」

評
価
せ
ず
、
『
孟
子
」
に
労
働
を
「
心
を
労
す

る
」
と
「
力
を
労
す
る
」
と
に
分
け
、
精
神

労
働
を
す
る
者
は
「
人
を
治
め
」
ま
た
「
人
 
一

か
ら
養
わ
れ
る
」
こ
と
が
普
遍
的
な
道
理
て

あ
る
と
し
て
、
肉
体
労
働
を
低
く
見
る
封
建

的
な
勤
労
観
が
立
て
ら
れ
後
世
に
ま
で
影
響

を
及
ぼ
し
つ
づ
け
た
。
確
か
に
こ
れ
ら
「
労
」

「
勤
」
「
勤
労
」
「
労
動
」
に
は
、
「
骨
が
折
れ

る
」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
く
、
わ
が

『
方
丈
記
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
身
体
を
動
か

す
労
働
へ
の
評
価
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
ま

さ
に
国
字
「
働
」
は
こ
う
し
た
独
自
の
勤
労

観
を
表
記
す
る
必
然
性
の
下
に
生
ま
れ
た
の

て
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
作
家
の
陳
舜
臣
さ
ん
は
「
日
本

人
の
差
別
の
き
び
し
さ
を
あ
ら
わ
す
和
字
に
、

「
働
」
と
い
う
字
が
あ
る
。
中
国
語
で
「
は

た
ら
く
」
は
「
労
動
」
で
あ
る
。
日
本
で
は
、

と
く
に
動
物
と
区
別
し
た
い
の
か
、
は
た
ら

く
の
は
人
間
さ
ま
だ
ぞ
と
、
ニ
ン
”ヘ
ン
を
つ

け
た
」
（
『
日
本
的
中
国
的
』
）
と
、
「
働
」
字
か

ら
日
本
人
の
物
の
区
別
を
些
細
な
ま
で
に
し

た
が
る
特
性
を
適
切
に
指
摘
さ
れ
た
が
、
や

は
り
根
底
に
は
日
本
と
中
国
と
の
勤
労
意
識

の
違
い
が
潜
ん
で
い
た
、
と
見
る
ほ
う
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。

は
ま
ぐ
ち
・
ふ
じ
ぉ
●
１
９
４
９
毎
塁
凧
都

生
ま
れ
。
群
馬
県
立
女
子
大
学
助
教
授
、
中

国
古
典
学
専
攻
。
著
書
に
『
射
経
』
『
思
想
の

探
究
』
（
共
萱
『
三
省
堂
セ
レ
ク
ト
漢
和
辞

典
』
（
細
者
代
表
）
な
ど
。

国字｢働｣の誕生
一肉体労働を評価した日本人

濱口富十雄
es sa

y
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