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共
同
鵠
思
想
の
閤
民
的
性
格

(
下
)

石

JII 

盛且
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四

賞
鴎
論
は
、
人
問
視
並
に
歴
史
観
の
上
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
以
上
せ
し
共
同
胞
的
人
間
期
並
忙
歴
史
視
の
上
に
、

夕
日
刊
ボ
ト
キ
ン
の
共
同
健
的
安
革
論
が
釘
ち
立
て
ら
れ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
そ
の
共
同
棺
史
観
の
同
氏
的
性
怖
と
し
て
見
ら
れ
た
と
乙

ろ
の
共
同
館
思
想
の
限
界
は
、
そ
の
共
同
鰭
的
措
変
革
論
に
於
て
も
同
様
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

彼
は
、
そ
の
歴
史
観
に
於
て
、
十
六
世
紀
よ
り
十
八
世
紀
に
至
る
閲
家
主
義
時
代
に
つ
い
て
、
次
の
如
く
に
中
川
一
ぺ
て
居
る
。
園
家

の
専
制
的
徳
力
が
在
来
の
共
同
健
を
破
」
換
し
、
人
々
は
、
園
家
に
封
す
る
義
務
を
増
し
て
行
く
に
つ
れ
、
人
民
同
士
の
聞
の
義
務
を

売
れ
て
行
っ
た
。
か
く
て
、
十
七
世
紀
よ
り
目
配
近
の
三
世
紀
に
亙
り
放
従
た
偏
狭
た
個
人
主
義
が
設
建
し
、
個
人
主
義
枇
曾
が
護
展

し
た
。

と
の
個
人
主
義
枇
舎
の
褒
達
す
る
に
つ
れ
て
、

こ
れ
ま
で
共
同
鰭
に
腕
属
し
て
居
た
生
産
手
段
は
、
・
次
第
に
小
数
者
の
狽
占

に
蹄
し
、
更
に
小
数
者
に
於
け
る
富
の
増
大
を
増
進
し
、
か
く
て
こ
の
個
人
主
義
枇
舎
は
必
然
に
有
産
者
と
無
産
者
と
の
こ
つ
の
階

級
に
分
割
さ
れ
て
行
っ
た
。

と
れ
が
印
ち
現
代
の
資
本
主
義
社
舎
で
あ
っ
て
、

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
今
や
と
の
資
本
主
義
枇
舎
に
賞
一
回

し
て
、

と
れ
を
礎
革
ぜ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

故
に
彼
の
時
皮
革
論
は
、

乙
の
枇
舎
の
批
判
を
以
て
始
ま
る
。

而
し
て
『
相
互
扶
助

論
』
に
於
て
論
明
さ
れ
た
と
ζ

ろ
の
彼
の
根
本
思
想
卸
ち
冨
ロ
吉
川
戸

-
K
L
相
互
扶
助
は
種
を
愛
国
民
せ
し
め

日

r円
g
[回
目
戸
}

F
C問
問

-o

相

共
同
横
思
想
の
凶
民
的
性
格

第
四
十
六
巻

五
四
三

第
四
抽
出

四
五



共
同
掛
思
想
の
闘
民
的
性
符

第
四
十
六
巻

五
凶
凹

第
四
批

回
大

豆
剛
山
ず
は
稜
を
衰
亡
さ
せ
る
と
一
疋
ふ
こ
と
が
そ
の
根
底
を
た
し
て
居
る
。

現
代
枇
舎
に
於
て
は
‘
枇
舎
は
富
ん
で
居
る
に
拘
ら
や
、
大
多
数
の
人
K

が
貧
困
欣
態
に
於
て
る
る
ω

そ
れ
は
こ
れ
ま
で
幾
多
の

人
K

の
相
互
扶
助
の
結
果
に
成
っ
た
と
と
ろ
の
生
産
並
に
生
活
の
に
必
要
去
る
も
の
が
枇
舎
の
少
数
者
に
よ
勺
て
続
出
さ
れ
て
居
る

か
ら
で
あ
る
。
か
〈
て
ま
た
、
教
育
た
る
も
の
も
ま
た
少
数
者
に
弱
点
せ
ら
れ
、
大
多
数
の
者
は
必
要
た
る
教
育
を
受
け
る
こ
と
が

出
来
な
い
。
「
か
く
て
枇
舎
は
二
つ
の
敵
劉
的
な
腕
砕
い
に
分
裂
さ
さ
れ
て
居
る
に
か
く
の
如
き
枇
合
制
度
は
ま
た
そ
れ
自
身
、
枇
合

的
感
情
の
後
述
を
阻
存
ず
る
。
「
民
義
、
同
己
盆
草
同
情
並
に
相
瓦
扶
助
な
く
し
て
は
、
強
奪
に
上
っ
て
生
活
せ
る
動
物
の
数
種
或
は

奴
叫
織
を
保
持
す
る
蟻
が
亡
び
た
る
が
如
く
、
人
知
も
亡
び
山
己
る
を
制
作
お
い
と
と
配
我
A

は
知
っ
て
口
問
る
」
っ
か
〈
て
獅
山
の
本
源
的
行

協
よ
り
来
る
諸
結
果
は
、
一
舵
人
明
日
生
活
全
惜
に
績
が
る
。
死
の
制
裁
の
下
に
、
人
類
枇
舎
は
最
初
の
原
硯
に
蹴
る
べ
く
強
ひ
ら
れ
る
U

か
く
て
彼
は
こ

L
K
、
現
代
の
個
人
主
義
枇
合
を
そ
の
共
同
般
史
観
の
根
本
の
立
揚
に
立
っ
て
批
判
し
て
居
る
。
即
ち
人
聞
は
本
来

共
同
慌
に
於
て
護
展
し
来
っ
た
の
で
あ
る
が
と
の
共
同
慢
が
図
家
権
力
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
か
〈
て
賓
ら
さ
れ
た
今
日
の
個
人
主
義

枇
舎
に
於
て
は
、
人
K

が
相
針
す
る
階
級
に
分
裂
し
て
闘
争
し
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、

と
の
ま
h

に
て
は
滅
亡
ざ
せ
る
を
得
友
い
。

と
の
滅
亡
を
売
れ
ん
と
す
れ
ば
、
本
来
の
共
同
憶
の
原
理
に
返
へ
ら
友
け
れ
ば
な
ら
占
泣
い
の
で
あ
る
。

共
同
植
に
於
て
は
、
氏
族
共
同
般
に
於
て
も
、
ま
た
村
落
共
同
憾
に
於
て
も
そ
の
共
同
憶
の
「
総
て
の
矯
め
の
幸
日
間
」
巧
叩
}
ナ
ロ
2
ロ
骨

『。-九日一一一

と
云
ふ
こ
と
が
、
そ
の
究
税
目
的
と
な
っ
て
相
亙
扶
助
が
行
は
れ
た
の
で
る
る
。
而
も
今
や
「
乙
の
総
て
の
偽
め
の
祉
隔
は

夢
で
は
た
い
。
」
そ
れ
は
賓
現
さ
る
べ
き
理
想
と
在
っ
た
。
邸
ち
「
我
k

の
組
先
が
、
我
々
の
生
産
力
を
橋
大
す
る
箆
め
に
し
た
総
て

乙
の
と
と
が
可
能
で
あ
り
寅
現

L
得
る
の
で
る
る
d

」

の
お
蔭
で
、

。TheConquest of Bread. London. 1.906. p. "3. 
2) 3) Ibid. p. '4 
S) 6) Ibid p. .6. 



か
く
て
彼
が
、
個
人
主
義
枇
曾
繁
革
の
究
極
目
的
と
し
て
居
る
と
と
る
の
も
の
は
、
本
来
の
共
同
慌
の
根
本
原
理
と
し
て
の
「
総

て
の
成
員
の
幅
祉
」
で
あ
る
。
と
の
こ
と
は
綿
て
の
共
同
館
的
安
革
思
想
に
於
て
見
ら
れ
る
と
と
ろ
で
あ
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も

そ
の
理
想
岡
家
に
於
て
は
「
闘
い
米
の
成
員
の
一
部
分
に
闘
し
て

r
は
左
く
、
全
部
に
闘
し
て
幸
幅
と
一
戸
は
る
べ
き
で
る
る
0

」
と
し
て

居
る
。
ま
た
ル
ソ
オ
の
共
同
慌
に
於
て
も
、
そ
の
成
員
の
総
て
が
幸
隔
で
る
る
こ
と
が
究
税
目
的
と
さ
れ
て
居
る
。

こ
の
究
極
目
的
の
潟
め
に
彼
が
そ
れ
を
賓
現
ぜ
ん
と
す
る
と
乙
ろ
の
理
想
吐
舎
の
形
相
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
。

然
ら
ば
、

彼
は
理
想
枇
舎
な
る
も
の
は
「
枇
舎
が
庇
と
そ

W
に
向
っ
て
進
み
つ
L
あ
る
と
と
る
の
紙
態
」
で
あ
る
司

と
考
へ
た
の
で
あ
る
が
、

の
現
代
の
個
人
主
義
社
舎
に
於
で
「
相
互
闘
争
」
の
事
貨
の
傍
に
掛
川
原
し
勺
L
あ
る
相
互
扶
助
の
市
中
賓
を
見
る
の
で
あ
る
。
剖
ゆ
り
専
制

的
園
家
の
榛
カ
的
支
配
も
個
人
枇
舎
の
設
展
も
、
人
間
の
感
情
と
四
日
智
と
に
深
く
根
ざ
し
あ
ら
ゆ
る
進
化
に
よ
っ
て
打
ち
悶
め
ら
れ

て
来
た
人
類
共
同
の
感
情
を
破
壊
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

と
の
共
同
感
情
に
基
い
て
新
な
る
相
互
扶
助
の
形
式

が
護
展
し
つ
h

あ
る
。
そ
の
本
質
は
自
由
な
る
個
人
の

中
。
。
〉
宅
。
。
三
宮
d
F

一
口
由
合
意
」
と
一
エ
ふ
乙
と
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
線
て
の
種

類
の
自
由
圃
結
の
著
し
い
殻
展

-
r
z
g
L一間百戸
E
L
S
n
T
宣
言

=HO「
走
。
至
己

-z=一
己
一
一
一
戸
三

で
る
る
。
「
こ
の
事
責
は
、
十
九
世

紀
の
後
半
の
本
質
で
あ
る
程
に
、
多
数
で
あ
り
通
常
的
で
あ
る
。
:
:
・
白
山
に
し
て
無
限
に
要
松
さ
れ
る
此
等
の
組
織
は
、
我
々
の

文
明
の
極
め
て
自
然
た
成
果
で
あ
る
。
そ
れ
等
は
勧
め
て
速
に
披
ま
り

E
O
互
に
勧
め
て
容
易
に
圏
結
す
る
。
」
か
く
て
紋
は
、

こ
の

自
由
園
結
の
運
動
の
可
能
生
諸
種
の
文
化
域
に
つ
い
で
見
て
尻
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
特
に
優
れ
た
例
と
し
て
、
海
難
救
済
組
合
の

運
動
、

赤
十
字
枇
の
運
動
、

鎖
遺
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
史
支
配
等
に
つ
い
て
述
べ
て
居
る
。

地
方
的
国
般
に
組
織
さ
れ
て
居
る
者
に
よ
っ
て
行
は
れ
て
居
る
。
郎
ち
相
互
扶
助
と
相
互
合
意
と
に
よ
っ
て

そ
の
仕
事
は
.
全
く

諸
委
員
合
並
に

Z
S
E
E
P
-
巳
《
一
回
三

共
同
世
思
想
の
園
民
的
性
格

五
四
五

四

七

第
四
十
六
巻

第
四
観

と

相i着『精紳科壌が1級済事の基礎問題」第二一()J喜多照



共
同
措
思
想
の
凶
民
的
性
絡

第
四
十
六
巻

四

^ 

五
回
六

第
四
披

回
開
『

2
5
8円
行
は
れ
て
居
る
の
で
あ
る
よ
か
く
「
人
聞
は
彼
等
の
利
袋
が
絶
針
的
に
矛
盾
す
る
の
で
友
い
限
り
、

一
致
し
て
調
和
的

に
行
動
し
、
極
め
て
複
雑
友
性
質
の
集
合
的
宏
仕
事
を
完
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
「
然
し
奪
略
と
偏
狭
と
そ
れ
放
に
愚
な
る
個
人
主

義
に
茶
礎
付
け
ら
れ
て
居
る
現
代
枇
舎
に
於
て
は
、

と
の
種
類
の
事
賓
が
必
然
的
に
少
い
こ
と
は
明
で
る
る
。
合
意
は
常
に
必
や
し

も
完
全
に
白
山
で
は
な
い
。
而
し
て
屡
身
、
憎
悪
す
ぺ
き
で
た
い
に
し
ろ
賎
し
い
目
的
を
も
っ
て
居
る
。
し
と
と
も
認
め
て
居
る
。

ま
た
特
に
経
一
怖
に
闘
す
る
も
の
に
つ
い
て
日
く
‘
「
異
な
っ
た
医
業
を
図
際
的
に
組
織
す
る
傾
向
に
向
ひ
且
つ
持
働
依
件
改
善
の
た

め
の
機
闘
た
る
に
止
ま
ら
や
機
曾
さ
へ
あ
れ
ば
生
産
の
管
理
を
掌
中
に
牧
め
よ
う
と
す
る
組
織
に
な
り
つ
L

あ
る
持
働
組
合
主
義
、

工
業
並
に
由
民
主
に
於
て
、

生
誌
の
矯
め
並
に
消
費
の
矯
め
の
協
同
組
合
漣
動
、

及
び
同
種
の
協
同
組
合
迩
動
bz
賓
験
的
諮
櫛
民
地
に

於
て
結
合
せ
ん
と
す
る
諸
試
み
、
最
後
に
所
謂
都
市
此
合
主
義
た
る
極
め
て
多
種
な
領
域
|
|
此
等
が
そ
れ
に
於
で
創
造
力
の
最
大

量
が
近
時
議
展
し
た
と
こ
る
の
三
方
向
で
あ
る
円
」

と
与
に
彼
は
近
世
の
個
人
主
義
的
経
済
社
舎
の
中
に
興
っ
て
来
た
組
合
主
義
の
溌
展
を
見
て
居
る
の
で
あ
る
が
而
も
彼
の
市
民
枇

曾
論
は
阜
た
る
組
合
主
義
の
立
揚
に
止
ま
る
も
の
で
は
友
い
。
彼
が
と
れ
等
の
運
動
に
見
た
本
質
は

目

。

。

〉

開

『

Z
E
E
F
「
自
由
合

意
」
と
云
ふ
こ
と
又
は
園
家
権
力
と
何
等
閥
係
の
た
い
自
由
左
相
互
扶
助
の
事
賓
で
あ
っ
た
。

か
L
る
立
揚
陀
於
て
彼
は
現
代
枇
舎

を
岬
製
革
す
べ
き
主
憾
と
し
て
の
め
D
E
E
E出
品
川
方
自
治
髄
を
考
へ
た
。

こ
の
自
治
憾
が
立
っ
て
大
衆
の
生
活
に
必
要
友
る
食
物
・
衣

類
・
住
宅
並
に
生
産
手
段
を
(
4
0
5

ヨ
g
p
t
g
z
g
地
方
自
治
鰭
化
す
る
と
と
を
考
へ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
働
蘭
固
に
例
と
り
日
〈
「
若

し
も
五
っ
か
六
つ
か
の
偽
蘭
回
の
大
都
合
が

p
o
の
G
E
E
S
O
地
方
自
治
槌
た
る
と
と
を
宣
言
す
る
な
ら
ば
、
他
の
も
の
は
そ
の
例

収
従
ふ
で
る
ら
う
。
而
し
て
多
く
の
小
都
曾
が
同
じ
と
と
を
寸
る
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
程
身
友
る
鵠
業
地
国
並
に
廃
業
中
心
が
・
・
・
自

C. of B. p. 181. 

Ibid. Preface. 2) 



ら
を
自
由
圏
韓
に
形
成
す
る
で
あ
ろ
う
o
」
多
く
の
田
舎
の
揚
所
も
、
途
に
土
地
の
耕
作
に
投
や
る
で
あ
ら
う
と
遁
ぺ
て
居
る
。
と

L

に
個
人
主
義
枇
舎
の
必
然
的
結
果
と
し
て
の
協
同
組
合
主
義
に
よ
っ
て
農
村
共
同
櫨
並
に
都
市
共
同
憶
が
復
活
さ
れ
る
と
と
L
な
る
。

採
て
此
等
協
同
組
合
主
義
的
左
自
治
関
は
、
か
く
の
如
く
費
革
の
動
力
困
と
な
る
の
み
な
ら
や
、
更
に
進
ん
で
、
来
る
べ
き
枇
曾

の
構
成
単
位
と
注
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
と
れ
等
の
自
治
鑓
は
嘗
て
の
農
村
共
同
館
並
に
都
市
共
同
障
に
於
け
る
が
如
く
、
線
て
の

成
員
の
繭
祉
を
目
的
と
す
る
も
の
友
る
が
故
に
そ
の
住
民
に
生
活
必
要
口
聞
を
保
設
す
べ
き
で
あ
っ
て
、

と
の
矯
め
に
は
「
そ
の
生
産

に
絶
叫
剖
必
要
な
る
も
の
を
所
持
し
泣
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
卸
ち
土
地
、
機
械
、

工
場
、
運
輸
手
段
等
が
邸
ち
そ
れ
マ
あ
る
o
」
か
〈
亡

各
々
の
自
治
抽
出
は
「
総
て
の
人
の
祉
隔
の
潟
め
に
必
要
紅
る
財
の
田
町
大
問
主
役
、
入
閣
の
干
不
ル
ギ

l
消
耗
の
最
小
可
能
量
を
以
て
生

産
す
る
こ
と
右
目
的
d
し
得
る
の
で
あ
る
o
」
と
考
へ
ら
れ
た
。

而
も
後
に
詳
に
す
る
が
如
く
、
彼
は
市
民
枇
曾
の
分
業
隼
重
に
反
謝
し
て
、
持
働
の
合
成
を
各
人
に
つ
い
て
も
各
自
治
樹
に
つ
い

て
も
主
張
す
る
の
で
あ
っ
て
、
各
々
の
自
治
般
は
「
自
然
富
源
の
一
定
の
多
様
性
を
庭
理
す
る
に
十
分
で
あ
る
大
さ
の
個
人
の
各
集

国
が
、
そ
れ
自
身
の
農
業
的
並
に
工
業
的
生
産
の
大
部
分
を
生
産
し
自
ら
に
消
費
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
考
へ
る
。

か
く
て
こ
の
地
方
自
治
髄
は
、
同
党
革
の
初
め
に
首
つ
て
は
、
都
市
共
同
館
と
し
て
ま
た
は
農
村
共
同
躍
と
し
て
稜
足
す
る
も
、
前

者
は
農
業
を
取
入
れ
る
と
と
に
よ
り
後
者
は
工
業
を
取
入
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
自
給
的
と
友
り
、
次
第
に
都
市
共
同
値
と
農
村
共
同

憶
と
の
差
別
を
な
く
す
る
の
で
あ
る
。
か
〈
の
如
き
自
治
鑓
、
ー
そ
の
内
に
於
て
各
人
が
努
働
の
合
成
に
於
で
あ
る
と
と
る
の
ー
が

人
類
枇
舎
を
構
成
す
る
と
乙
る
の
車
位
で
み
る
っ
て
、

そ
の
自
由
聯
合
が
人
類
祉
企
百
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。

と
の
自
治
憾
の
組
合
的

協
同
的
友
性
質
は
彼
が
自
治
幽
閣
の
生
産
生
活
に
つ
い
て
述
べ
て
居
る
次
の
語
に
よ
っ
て
一
居
明
に
さ
れ
て
居
る
。
日
〈
「
そ
の
成
員

共
同
世
思
想
の
園
民
的
性
格

第
四
十
六
巻

五
四
七

第
四
競

四
九



共
同
控
思
想
の
閤
民
的
性
椅

第
凶
十
六
巻

五

O 

五
四
八

第
四
競

の
各
々
が
次
の
如
き
約
定
を
履
行
す
べ
き
乙
と
を
契
約
す
る
と
こ
み
の
一
つ
の
圏
結
を
例
に
と
っ
て
見
ょ
う
。
邸
ち
汝
が
二
十
歳
よ

り
四
十
五
蔵
又
は
五
十
歳
に
去
る
ま
で
、

日
々
四
時
間
又
は
五
時
聞
を
生
存
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
る
或
仕
事
に
捧
げ
る
と

一
一
ム
ム
依
件
に
於
て
、
我
々
は
汝
に
我
々
の
家
、
倉
、
道
路
、
運
輸
手
段
、
間
半
校
、
博
物
館
等
の
使
用
を
輿
へ
る
。
必
要
口
聞
を
生
産
せ

ん
と
企
て
る
な
ら
ば
、
汝
が
加
は
ら
ん
と
欲
す
る
生
産
圏
樫
を
選
べ
。
又
は
新
な
閤
憶
を
組
織
せ
よ
。
而
し
て
、
汝
の
時
間
の
残
に

つ
い
て
は
.
日
況
の
趣
味
に
従
っ
て
休
養
、
翠
術
、

叉
は
科
準
の
潟
め
に
汝
の
欲
す
る
人
身
と
結
合
せ
よ
」
と
活
ぺ
て
居
る
。

乙
の
白

治
般
に
於
て
は
生
産
的
捗
働
が
か
く
の
如
童
会
〈
自
由
選
障
に
ま
か
さ
れ
て
あ
り
。
各
人
は
そ
の
自
治
酬
聞
に
於
で
生
き
ん
と
す
る
限

り

一
日
の
一
定
時
間
必
や
そ
の
自
治
般
の
生
活
必
要
口
聞
の
生
産
に
従
事
し
託
け
れ
ば
友
ら
宏
い
の
で
あ
る
。
か
く
で
今
日
の
個
人

主
義
枇
舎
に
於
で
見
ら
れ
る
如
き
持
働
の
嫌
悪
印
ち

Eo--5ω
た
る
も
の
は
た
い
ム
」
考
へ
ら
れ
た
。

そ
れ
は
根
本
に
於
て
共
同
髄
的
立
揚
に
立
っ
て
居
る
。
却
ち
一
言
し
て
云

へ
ば
、
本
来
の
共
同
憾
の
根
本
原
理
で
る
る
「
総
て
の
成
員
の
隔
祉
」
の
矯
め
に
、
嘗
て
の
村
落
的
並
に
都
市
的
共
同
鰐
を
、
個
人
主

義
枇
舎
の
必
然
的
結
田
町
た
る
協
同
主
義
の
原
理
に
よ
っ
て
岡
復
ぜ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
と
の
協
同
組
合
主
義
が
、
個
人
主
義
枇
舎

以
上
が
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
愛
革
論
の
骨
子
で
あ
る
が
、

の
必
然
的
友
る
結
果
で
あ
る
所
以
は
、

こ
の
個
人
主
義
社
舎
の
経
済
生
活
の
本
質
が
2
8
c
E
n
常
O
L
C
E

経
済
的
自
由
で
あ
っ
て

と
の
同
一
の
原
理
が
そ
の
は
じ
め
に
は

D
Z
2
5古
m
E
C
ロ
自
由
競
争
と
し
て
、
後
に
は
『
E
0
8
1
C℃
O
E
tロ
自
由
協
同
と
し
て
働

ら
く
か
ら
で
あ
る
。

へ
1
Hゲ
ル
は
「
市
民
枇
曾
」
よ
り
彼
の
理
想
枇
舎
と
し
て
の
「
園
家
」
へ
の
温
度
結
に
於
て
、

を
考

問
。
『
宮
E
Z
Cロ

へ
て
居
る
の
で
る
る
い
山
、

ク
ロ
ボ
ト
キ
ン
は
こ
の
協
同
に
よ
っ
て
個
人
主
義
肢
曾
よ
り
嘗
て
の
共
同
憶
を
回
復
せ
ん
と
す
る
で
る
る

而
も
彼
の
共
同
鶴
的
慌
験
は
農
村
共
同
鰐
並
に
都
市
共
同
慨
に
限
界
さ
れ
闘
民
共
同
慌
の
惜
験
を
紋
如
し
て
居
た
が
故
に
、
そ
の
史

Ibid p. 205 
壬fegel，Rechtsphilosophie.， e 230・2562) 



視
に
於
て
共
同
健
的
立
場
を
徹
底
し
得
た
か
っ
た
と
同
艇
に
、
そ
の
愛
革
論
に
於
て
も
亦
、
共
同
般
的
立
場
を
徹
底
し
得
た
か
っ
た

即
ち
嚢
に
明
に
さ
れ
た
る
共
同
棋
の
殻
展
法
則
に
於
て
見
ら
る
誌
が
如
く
、
共
同
棋
な
る
も
の
は
小
友
る
も
の
よ
旬
大
た
る
も
の

へ
と
護
展
し
て
行
く
の
で
あ
る
が
.
而
も
小
な
る
も
の
は
大
友
る
も
の
L
巾
に
象
拐
せ
ら
れ
て
は
じ
め
て
自
己
そ
共
同
開
と
し
て
保

持
し
ま
た
完
成
し
得
る
の
で
あ
る
。
放
に
農
村
共
同
鰐
又
は
都
市
共
同
棋
が
自
己
を
共
同
慣
と
し
て
保
持
し
完
成
す
る
と
云
ふ
こ
と

、
、
、
、
、

は
E
れ
生
一
吋
の
共
同
慨
を
そ
の
中
に
合
む
と
こ
ろ
の
よ
り
大
友
る
共
同
開
と
し
て
の
岡
民
共
同
開
に
於
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
。
然

る
に
彼
に
於
て
は
閥
民
共
同
開
な
る
も
の
が
考
へ
ら
れ
て
居
た
い
。
故
に
今
や
協
同
主
義
の
原
測
に
よ

U
問
復
さ
れ
た
自
治
闘
は
‘
そ

唱

の
巾
に
臼
己
を
保
持
し
そ
の
組
合
十
七
議
的
性
貨
を
本
来
の
共
同
制
的
性
質
に
高
め
る
錦
め
に
必
要
た
共
同
閥
的
地
肌
慨
を
快
く
ζ

と
L

た
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
第
一
に
彼
の
自
治
共
同
贈
の
概
念
は
、
本
来
の
共
同
慌
で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
然
と
文
化
を
共
聞
に
し
共
同

感
情
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
て
居
る
人
間
の
存
在
と
は
具
た
め
全
〈
閏
由
合
意
宥
巾
m

缶
詰
目
。
E
の
上
に
呆
礎
付
け
ら
れ
た
る
協
同
的
な

も
の
に
止
る
の
で
る
る
。
従
っ
て
相
互
扶
助
に
つ
い
て
も
、
彼
は
こ
の
自
由
合
意
に
よ
る
も
の
と
慢
で
の
共
同
閣
に
於
け
る
も
の
と

を
一
様
に
考
へ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
前
者
は
個
人
主
義
一
位
舎
に
於
て
自
由
と
・
な
っ
た
個
人
の
合
意
に
碁
〈
も
の
で
あ
っ
て
そ
れ
は

自
然
I
E
文
化
と
を
共
同
慨
に
し
そ
れ
故
に
共
同
感
情
に
結
ば
れ
て
居
る
と
と
ろ
の
本
来
の
共
同
慨
に
於
け
る
人
K

の
聞
に
於
け
る
相

乙
-
A

に
相
五
扶
助
た
る
も
の
も
枇
品
同
化
さ
れ

E
扶
相
と
は
本
質
を
異
に
し
そ
の
相
互
扶
助
の
確
固
た
る
地
盤
を
扶
如
し
て
居
る
。

そ
れ
は
共
同
で
は
友
く
し
て
自
由
協
同
司
2
3
I
C唱。

=
gロ
た
る
に
す
ぎ
友
い
。
第
二
に
と
れ
等
自
治
悌
は
、

そ
の
根
底
と
友
る
べ

き
国
民
共
同
鰹
友
く
し
て
は
、
今
日
事
賃
上
存
立
し
得
左
い
。
即
ち
そ
の
自
治
穂
相
互
の
闘
係
は
、
草
に
自
由
聯
合
た
る
に
止
ま
り

得
る
も
の
で
は
た
く
、
共
同
躍
に
ま
で
進
ま
な
け
れ
ば
友
ら
な
い
の
で
あ
る
。
小
共
同
鰹
が
そ
れ
自
身
と
し
て
存
立
し
た
る
古
代
枇

共
同
捜
思
想
の
国
民
的
性
格

務
困
十
六
巻

第
四
披

五
四
九

豆

本誌本年三月放拙稿参照1) 



共
同
膿
思
想
の
岡
民
的
性
格

第
四
十
六
巻

五
五

O

第
四
説

主E

舎
に
今
日
を
反
ヘ
ナ
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
っ
て
、

と
の
地
盤
た
る
共
同
憶
を
快
如
ず
る
揚
合
に
は
、
中
世
の
農
村
共
同
憶
に
於

け
が
如
く
、

こ
れ
等
自
治
胞
は
同
家
楳
力
の
下
に
強
毘
的
に
統
一
さ
れ
て
居
る
よ
り
外
左
い
の
で
あ
る
。

こ
L

に
我
々
は
今
日
ヨ
ル

ホ
ー
ス
の
形
に
於
て
村
落
共
同
慌
を
同
復
し
ま
た
諸
工
業
共
同
岨
胞
を
そ
の
図
民
的
構
成
の
皐
位
と
せ
る
ソ
ヴ
エ
ツ
ト
聯
邦
に
於
同
り
る

図
家
専
制
主
義
の
必
然
性
を
見
る
の
で
あ
る
。

か
く
「
白
山
合
意
」
又
は
白
山
契
約
を
本
質
と
す
る
貼
に
於
て
、

ル
ソ
オ
に
近
似
す
る
が
彼
は
財
産
制
度
に
於
て
は
前
者
は
私
有
制

度
を
原
則
と
す
る
に
針
し
後
者
は
共
有
制
度
を
院
理
と
ず
る
。
即
ち
生
活
必
要
品
並
に
生
産
手
段
の
自
治
問
化
に
よ
り
て
市
民
枇
合

を
嚇
一
革
し
と
れ
を
以
て
新
む
共
同
町
慌
の
根
本
僚
件
と
し
て
居
る
己
主
で
あ
る
が
、
と
a
h

に
ク
ロ
ボ
ト
キ
ン
に
於
け
る
共
同
問
主
義
よ

り
共
産
主
義
へ
の
特
化
が
見
ら
れ
る
。
印
ち
共
同
惇
た
る
も
の
L
根
本
原
理
は
‘
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
自
身
本
来
の
共
同
鱒
に
つ
い
て
明
に

せ
し
如
く
、
共
同
感
情
又
は
共
同
愛
で
あ
る
。
財
産
制
度
は
こ
の
目
的
を
建
す
る
矯
め
の
手
段
た
る
に
過
vc-な
い
。
財
産
品
な
る
も
の

が
人
生
の
矯
め
に
真
に
必
要
な
の
は
そ
の
用
の
矯
め
で
あ
る
。
放
に
共
同
憾
的
立
場
に
於
て
第
一
に
重
ん
A
Y
ぺ
き
は
共
用
で
あ
っ
て

共
有
で
は
た
い
。
然
る
に
共
産
主
義
は
、
財
湾
制
度
を
人
間
的
存
在
の
根
本
原
理
と
友
し
且
つ
共
有
を
原
則
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。

乙
の
賭
に
於
て
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
む
し
ろ
マ
ル
ク
ス
に
近
く
の
で
る
る
。
即
ち
経
済
枇
舎
を
以
て
人
間
的
存
在
の
「
異
質
の
地
盤
」
と

な
し
財
産
制
度
を
以
て
そ
の
法
的
表
現
と
す
る
マ
ル
ク
ス
は
.
照
始
共
同
館
に
つ
い
て
も
、
そ
の
共
同
精
神
叉
は
共
同
感
情
よ
り
も

む
し
ろ
共
産
制
度
を
根
本
依

i

件
と
見
て
、
乙
れ
を
原
始
共
産
鰐
と
呼
ぶ
の
で
る
る
が
、
市
民
枇
舎
の
餐
草
に
つ
い
て
も
生
産
手
段
の

共
伊
を
そ
の
根
本
原
理
と
し
て
と
れ
を
矯
さ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
而
も
也
H

て
漣
ぺ
た
る
が
如
何
か
く
私
有
を
共
有
に
醐
型
車
せ
ん
と

す
る
こ
の
こ
と
は
、
む
し
ろ
共
同
感
情
を
破
壊
し
共
同
精
榊
を
根
本
原
理
と
し
て
軍
ん
や
る
共
同
様
的
立
揚
と
全
く
矛
盾
す
る
a

而

Zur Kritik der politischenοkonomie. Vorwort. 
拙稿、「革新原理としての民有闘に就いて」。本誌第四十三巻第二披参照2) 



も
こ
の
こ
と
が
む
し
ろ
市
民
枇
合
の
私
有
財
育
制
度
に
把
ら
は
れ
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
市
民
枇
舎
の
併
を
解
決
す
る
道
は
そ
の
私

有
制
度
と
巨
に
相
反
す
る
共
有
制
度
に
於
て
の
み
あ
る
と
考
へ
る
が
故
で
あ
る
叫
と
の
賄
に
於
て
共
同
悌
主
義
の
共
産
主
義
化
は
共

同
酬
問
主
義
の
市
民
枇
命
日
化
又
は
唯
物
化
で
あ
る
と
一
去
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
現
恕
批
命
日
に
於
け
る
共
同
一
聞
は
地
方
的
範
闘
に
止
ま
っ
た
が
、

と
の
地
方
共
同
開
の
白
山
脈
合
と
し
て
の
瑚
想

枇
舎
の
範
聞
は
、

ル
オ
ソ
の
理
怨
枇
舎
の
概
念
が
凶
民
範
聞
に
止
ま
り
た
る
と
異
友
り
附
界
的
範
聞
に
及
ん
で
居
る
。

と
の
雨
者
に

於
け
る
明
細
川
枇
舎
の
細
川
の
相
同
時
に
つ
い
て
ほ
‘

そ
の
供
底
を
な
す
と
こ
ろ
か
十
八
川
紀
の
生
の
事
情
と
十
九
市
紀
の
生
の
事
情
と

の
相
違
が
一
一
服
巧
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
J

山
ち
十
八
段
紀
に
於
て
は
凶
民
岡
山
家
が
内
に
到
し
ま
た
外
に
射
し
て
諸
積
の
針
広

を
有
し
人
類
の
開
仏
閣
は
一
岡
氏
同
友
内
に
限
定
さ
れ
た
が
放
に
営
時
の
問
問
権
的
立
揚
六
る
重
商
主
義
に
於
て
の
み
な
ち
ゃ
、
山
口
同
時
の

枇
合
的
立
揚
た
る
貫
岨
民
主
義
に
於
て
も
一
凶
氏
凶
家
範
凶
の
考
祭
に
止
っ
た
の
で
あ
る
。
営
時
の
共
同
慌
的
立
揚
た
る
ル
オ
ソ
の
忠

想
に
と
っ
て
も
同
様
の
限
界
が
有
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
十
九
世
紀
に
於
て
は
市
民
枇
舎
が
護
法
し
諸
交
通
技
術
が
念
激
主
麗

し
、
か
く
て
人
類
枇
舎
の
連
帯
性
が
著
し
〈
進
み
来
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
と
の
世
界
的
友
生
の
地
盤
に
於
て
成
立
し
た
十
九
世
紀

の
思
想
は
、
十
八
世
記
の
そ
れ
と
異
な
り
世
界
的
範
閣
の
考
察
と
な
っ
た
。
例
へ
ば
へ
ー
が
ル
の
闘
機
主
義
思
想
も
草
商
主
義
の
そ

れ
と
異
た
り
、
図
家
相
互
の
存
亡
の
交
代
に
よ
り
世
界
全
般
の
設
展
を
考
へ
る
立
場
に
立
ち
、

マ
ル
ク
ス
の
枇
合
主
義
思
想
も
霊
長

主
義
の
祉
合
主
義
と
異
な
り
、
高
間
凶
の
崎
町
働
者
が
闇
結
ず
る
世
界
枇
舎
を
求
め
た
。
か
く
て
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
共
同
問
主
義
思
想
に

あ
っ
て
も
、

ル
ソ
オ
の
如
き
一
閲
範
闘
に
止
ま
ら
や
共
同
閣
の
聯
ム
ロ
と
し
て
世
界
範
聞
に
ま
で
及
ん
で
居
る
の
で
あ
る
。

五

共
同
観
思
想
の
凶
民
的
性
格

第
四
抽
出

五

第
四
十
六
巻

五
五

前掲、拙稿、参照。
拙稿、 スーゲル見搬の食品主的構治」。本誌第竺十六若手第四披第五説室長j限2) 



共
同
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五

五

第
四
銃

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
、

そ
の
共
同
館
山
一
立
揚
に
立
っ
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
並
に
正
統
象
派
を
批
判
し
、

新
た
粧
消
息
T

の
辺
一
を
聞
か
ん

と
し
た
。

こ
れ
共
同
関
経
尚
早
へ
の
試
み
と
し
て
注
立
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

彼
は
共
同
燃
の
根
本
原
別
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
金
成
比
の
耐
祉
」
を
究
極
目
的
と
し
て
経
済
率
を
打
ぶ
て
ん
と
し
た
が
故
に
と
の
紘

済
壊
は
失
の
如
〈
に
定
義
さ
れ
た

]
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m下
「
人
知
の
諸
必
要
の
並
に
人
類
の
子
不
ル
キ
l
の
回
収
小
可
能
の
消
耗
を
以
て
そ
れ
等
tr-

充
足
す
る
と
と
の
問
問
先
」

川
し
て
か
h
A

る
粍
怖
感
の
一
虻
ム
M
H

科
取
に
於
け
る
桃
山
肌
を
、

生
物
の
必
裂
と
そ
の
充
足
の
最
も
有
利
な
る
方

訟
の
研
究
で
あ
る
と
こ
ろ
の
動
物
生
組
事
に
相
肱
す
る
「
枇
舎
の
生
辺
事
」
で
あ
る
と
し
て
居
る

3

か
L

る
立
揚
よ
り
彼
が
消
費
諭
を

重
ん
じ
と
れ
を
以
て
経
神
間
半
の
研
究
を
山
内
棋
は
賄
と
し
た
こ
と
は
営
然
で
あ
る
。
而
し
て
彼
が
人
類
の
必
要

ロ命。斗臼

と
し
て
居
る
と

乙
ろ
の
も
の
は
、
単
に
生
存
の
必
要
た
る
の
み
な
ら
や
、
人
間
的
能
力
の
褒
揚
が
必
要
と
す
る
一
切
で
あ
る
。
従
つ

τと
れ
等
の
必

要
を
充
足
す
る
と
こ
る
の
も
の
は
、
早
に
生
前
の
必
要
口
問

Z
0
2
ω
E
ュ2
む
「
一
志

友
る
の
み
た
ら
や
、
更
に
成
く
・

生
活
の
便
宜
口
問

円。ロ戸、
E
M
E
n
-
2
c士一
F

を
含
む
の
で
あ
る
。

官
叫
に
「
人
類
の
必
要
を
充
足
す
る
手
段
」
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
彼
は
「
綿
て
の
政
治
粧
品
何
事
の
本
質
的
土
豪
の
研
究
」
は
、

「
人
間
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
回
収
小
の
努
資
を
以
て
有
用
在
る
生
産
物
の
最
大
分
自
主
を
枇
舎
に
興
へ
る
鵠
め
に
最
も
越
川
品
せ
る
諸
僚
件
の

研
究
」
で
あ
る
と
し
て
居
る
。

こ
れ
は
彼
が
近
代
此
舎
利
皐
一
般
の
根
本
課
題
で
る
る
と
す
る
と
と
ろ
の
「
ど
の
杭
合
形
態
が
、
斯
く

斯
ぐ
の
枇
舎
に
於
て
又
は
人
類
全
般
に
於
て
、
幸
隔
の
最
大
量
従
っ
て
又
生
前
力
の
最
大
量
を
最
も
よ
〈
保
設
す
る
か

T
」
「
ど
の
枇

舎
形
態
が
、
此
幸
一
隅
の
総
計
を
質
的
に
も
量
的
に
も
増
進
議
展
せ
し
む
る
に
ふ
さ
は
し
い
か
1

即
ち
此
幸
帽
を
も
っ
と
完
全
に
も
つ

C. of. B. p・237・



と
多
様
左
も
の
と
友
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
し
と
云
ふ
乙
と
の
経
済
事
的
規
定
で
あ
る
。
故
に
そ
こ
に
「
最
も
趨
営
な
る
諸
保
件
」
と
云

へ
る
と
と
ろ
の
も
の
は
、
安
延
期
の
経
済
撃
に
於
け
る
が
如
く
、

は
た
く
、
む
し
ろ
如
何
友
る
枇
曾
形
態
が
最
も
遁
賞
た
も
の
で
あ
る
か
と
云
ふ
鑓
革
期
経
併
躍
の
根
本
問
題
で
あ
る
。
而
し
て
彼
は

一
定
の
枇
曾
形
態
の
下
に
於
け
る
諸
像
件
の
み
を
意
味
す
る
の
で

乙
の
最
も
遁
蛍
な
る
一
位
合
形
態
と
し
て
、
前
市
一
せ
し
と
と
ろ
の
自
治
関
正
に
そ
の
自
由
聯
合
を
考
へ
た
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
次
に
彼

は
、
何
故
こ
の
自
治
醐
閣
を
最
も
遁
常
在
る
枇
曾
形
態
と
考
へ
た
か
、
ま
た
そ
こ
に
於
け
る
経
済
生
活
乙
と
に
生
産
生
活
を
如
何
在
る

も
の
と
し
て
考
へ
た
か
、
突
に
と
れ
に
つ
い
亡
児
ょ
う
。

彼
は
先
づ
勢
賃
制
に
反
勤
し
、
自
治
鵠
に
於
け
る
持
働
の
優
秀
併
に
つ
い
て
突
の
如
く
に
池
ぺ
て
居
る
。
「
隅
祉
即
ち
'
身
的
、
布
教
術

的
、
並
に
道
徳
的
要
求
の
充
足
は
常
に
、
仕
事
に
針
す
る
最
も
有
力
左
刺
戟
で
あ
っ
た
。
而
し
て
被
傭
者
が
僅
に
必
要
口
聞
を
困
難
を

以
て
生
産
す
る
時
、
彼
の
努
力
に
比
例
し
て
彼
の
矯
め
に
ま
た
他
人
の
矯
め
に
安
易
並
に
賛
津
が
増
加
す
る
こ
と
を
見
る
と
こ
ろ
の

自
由
た
働
き
手
は
、
逢
に
多
く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
並
に
理
智
を
無
限
に
費
び
や
し
、
第
一
級
の
生
産
物
を
逢
か
に
大
た
る
豊
富
さ
に
於

て
資
ら
ず
。
:
・
故
に
棉
て
の
人
の
一
服
祉
を
且
つ
綿
て
の
人
の
憾
で
の
表
現
に
於
け
る
生
の
亨
受
の
可
能
性
を
目
的
と
す
る
枇
舎
は
、

こ
れ
ま
で
奴
隷
、
農
奴
、
労
働
制
の
下
に
於
て
作
業
が
生
産
し
た
土
り
も
、
無
限
に
秀
て
居
り
日
一
つ
遊
に
多
〈
を
奥
へ
る
と
こ
ろ
の

自
由
作
業
を
供
給
す
る
。
と

L
K
於
て
は
筋
肉
的
な
仕
事
と
精
紳
的
投
仕
事
と
の
分
離
が
燦
棄
さ
れ
て
、
仕
事
友
る
も
の
は
、
人
間

の
線
て
の
能
力
の
自
由
な
る
務
揮
と
友
る
。
」
「
持
賃
制
の
下
に
於
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
浪
費
の
利
墜
に
奥
へ
ら
れ
た
る
政
治
経
済
皐
友

る
認
は
、
悲
し
む
べ
き
皮
肉
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
居
る
。

こ
山
自
治
健
に
於
け
る
持
働
の
構
成
に
つ
い
て
は
次
の
如
〈
に
湛
ぺ
て
居
る
。
一
今
偲
り
に
農
業
並
に
多
様
な
る
工
業
に
従
事
し
て

共
同
樺
思
想
白
岡
民
的
性
絡

第
四
十
六
巻

五
五
三

第
凶
銃

五
五



共
同
捜
思
悲
の
関
民
的
性
格

第
四
十
六
巻

五
五
四

第
四
蹴

五
六

居
り
、
数
百
高
の
人
口
を
有
す
る
一
一
枇
舎
を
考
へ
て
見
ょ
う
。
:
・
女
を
除
い
て
総
て
の
青
年
が
、
二
十
叉
は
二
十
二
よ
り
凶
十
五
叉

は
五
十
に
至
る
ま
で
日
に
五
時
聞
を
働
く
と
す
る
。
而
し
て
必
要
と
考
へ
ら
れ
る
人
聞
の
仕
事
の
如
何
在
る
一
部
門
に
於
て
で
弘
被

の
撰
揮
し
た
業
務
に
従
事
す
る
市
ど
す
る
。
然
る
時
は
さ
よ
う
友
一
祉
舎
は
そ
の
代
り
に
、
そ
の
総
て
の
成
員
に
帽
利
を
保
読
す
る
と

と
が
出
来
る
、

そ
の
隔
利
は
今
日
中
庵
階
級
に
よ
っ
で
亨
受
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
よ
り
も
も
っ
と
貧
質
的
た
も
の
で
あ
る
。
」
と

れ
生
活
必
要
口
聞
の
生
産
忙
つ
い
て
ピ
あ
る
。
「
更
に
こ
の
一
位
舎
に
開
局
す
る
市
勤
者
の
各
は
、
科
製
・
塾
術
並
に
必
要
口
聞
の
範
鳴
の
下
に

廿
刑
法
い
と
と
る
の
個
人
的
必
要
に
捧
げ
る
と
と
が
出
来
る
と
と
ろ
の
少
〈
と
も
一
日
五
時
聞
を
自
凶
K
す
る
と
と
が
出
来
る
。
」
邸

ち
総
て
の
人
が
十
分
K
会
へ
る
と
と
の
出
来
る
一
枇
曾
に
於
て
は
、
我
K

が
今
日
賞
樺
口
問
で
-
あ
る
と
考
〈
る
と
と
ろ
の
必
要
が
一
屠
鋭

〈
感
じ
ら
れ
る
。
而
し
て
総
て
の
人
は
互
に
似
泣
い
が
故
に
(
趣
味
並
に
必
要
の
多
様
は
人
類
進
歩
の
主
た
る
保
設
で
あ
る
て
そ
の

欲
求
が
或
特
定
志
方
向
に
於
て
普
通
人
を
越
へ
る
と
と
る
の
男
女
が
常
に
居
る
で
あ
ろ
う
し
ま
た
居
る
べ
き
と
と
が
常
に
望
ま
し
い

而
し
て
人
々
は
、

一
日
の
牢
を
彼
の
妻
術
的
又
は
利
率
的
必
要
又
は
彼
の
趣
味
の
充
足
に
用
ふ
る
で
あ
ろ
う
。
動
力
並
に
綿
て
の
種

類
の
道
具
を
供
給
さ
れ
て
居
る
大
き
左
研
究
所
、

E
大
友
工
業
的
寅
験
所
が
総
て
の
探
究
者
に
聞
か
れ
で
居
る
。
ま
た
、
或
生
活
の

使
宜
品
を
得
ん
と
欲
す
る
者
は
.
そ
の
製
造
者
の
園
慢
に
加
は
り
働
く
と
と
に
よ
っ
て
と
れ
を
獲
得
す
る
に
至
る
と
考
へ
ら
れ
て
居

る
。
こ
ha

に
各
個
人
の
個
性
の
自
由
な
護
揮
が
十
分
に
隼
重
せ
ら
れ
、
こ
れ
が
矯
め
に
必
要
左
る
設
備
並
に
諸
の
使
宜
日
間
の
自
由
に

-
な
る
獲
得
が
考
慮
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

更
に
総
て
の
働
き
が
快
よ
き
も
の
と
友
さ
れ
得
る
矯
め
の
設
備
が
、
必
要
で
あ
る
。
即
ち
ヱ
揚
も
科
皐
的
た
賓
験
所
と
同
様
に
健

康
的
友
快
よ
い
も
の
と
友
さ
れ
得
る
。
婦
人
の
家
庭
に
於
け
る
働
き
に
つ
い
て
も
、
総
て
の
種
類
の
機
械
が
取
り
入
れ
ら
れ
動
力
の



配
分
に
よ
っ
て
容
易
に
動
か
さ
れ
る
。
か
E
A

る
機
械
は
今
日
に
於
て
は
使
用
の
範
箇
の
小
怠
る
と
資
本
家
生
産
の
暴
利
に
よ
っ
て
高

債
た
も
の
と
・
な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
ま
た
家
内
持
働
よ
り
の
解
散
は
、
今
日
各
家
庭
に
於
て
別
々
に
な
さ
れ
て
居
る
と
と
を
或
程

度
ま
で
協
同
に
す
る
と
云
ふ
と
と
に
よ
っ
て
一
恋
さ
れ
る
。
か
く
て
婦
人
の
生
活
を
人
間
的
に
高
め
る
と
と
が
出
来
る
。
而
も
多
量
を

共
同
的
に
調
理
し
た
る
食
料
の
調
味
を
更
に
各
家
庭
に
於
て
そ
の
趣
味
に
従
ふ
て
た
ナ
と
一
式
ふ
が
如
く
、
各
家
庭
の
個
性
的
趣
味
を

重
ん
巴
得
る
の
で
あ
る
。

か
〈
の
如
く
、
彼
は
、
自
治
慢
を
構
成
し
て
居
る
各
人
の
個
性
的
相
惑
を
蔓
ん
や
る
と
共
に
ま
た
と
れ
を
構
成
し
て
居
あ
各
家
族

の
個
性
的
相
違
を
重
ん
や
る
の
で
あ
る
。

と
の
自
前
惜
の
経
済
的
構
成
に
つ
い
て
突
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
市
民
枇
合
経
済
に
於
て
叢
ん
ぜ
ら
れ
る
と
乙
ろ
の
分
業
な
る

も
の
と
反
針
に
「
努
働
の
合
成
」
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
と
と
で
あ
る
。
彼
は
と
の
こ
と
を
、
「
結
局
生
産
を
如
何
に
す
べ
き
か
」
を
明
に
し

又
同
農
業
と
結
ぼ
れ
た
る
工
業
並
に
手
工
の
仕
事
と
結
ぼ
れ
た
る
頭
脳
の
仕
事
」
に
於
て

た
と
こ
ろ
の
『
同
国
・
エ
揚
及
び
仕
事
揚
、

詳
論
し
て
居
る
。
そ
と
に
次
の
如
く
に
述
べ
て
居
る
。

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
諸
国
民
の
富
の
性
質
と
原
因
と
の
研
究
を
は
じ
め
た
有
名
友
一
章
を
記
憶
し
て
ゐ
た
い
も
の
は
友
か
ろ
う
。

そ
の
後
の
経
済
史
は
、
云
は
官
、
そ
の
事
賓
の
注
燥
で
あ
る
。
「
分
業
」
と
は
そ
の
A
口
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
峨
分
の
分
割
及
ぴ
再

分
割
|
永
久
的
再
分
割

l
は
、
わ
れ

f
k人
類
を
殆
ん
ど
昔
の
印
度
に
於
い
て
の
や
う
な
、
確
乎
と
し
て
樹
立
さ
れ
た
階
級
制
度
に

分
割
す
る
と
と
ろ
ま
で
進
め
ら
れ
た

3

そ
れ
は
先
づ
、
生
産
者
と
消
費
者
と
に
剖
ち
一
方
に
は
殆
ん

E
消
費
す
る
こ
と
な
き
生
産
者

と
他
方
に
は
殆
ん
ど
生
産
す
る
こ
と
な
き
消
費
者
と
に
大
別
さ
れ
る
。
更
に
前
者
は
筋
肉
労
働
者
と
智
的
労
働
者
に
分
た
れ
ま
た
、

共
同
値
思
想
の
園
民
的
性
絡

第
四
十
六
巻

豆王

七

五
五
五

第
四
貌

u Field~ ， Factories and Work~hops Of， imlustヴ combinedwith agricu1ture 
and brain work with manual work It 



共
同
種
思
想
の
閤
民
的
性
絡

第
四
十
六
巻

五
五
六

第
四
按

豆
凡

農
業
労
働
者
と
工
業
倒
労
働
者
と
に
分
た
れ
る
。
何
者
に
つ
い
て
ま
た
限
り
な
き
再
分
割
が
左
さ
れ
る
。
更
に
進
ん
で
会
人
類
が
園
民

的
分
業
に
分
割
さ
れ
る
と
と
ま
で
が
必
要
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
而
も
今
日
各
闘
が
そ
の
生
産
物
の
矯
め
の
市
揚
を
他
聞
に
獲
得
せ

ん
と
ず
る
と
と
が
、
戦
守
と
軍
備
の
重
要
左
原
因
を
傍
す
。
然
る
に
近
代
的
生
産
が
個
人
に
要
求
す
る
仕
事
が
愈
立
単
純
化
す
る
に

従
引
い
、
各
人
が
そ
の
仕
事
を
特
換
し
て
全
能
力
を
稜
揮
し
よ
う
と
ず
る
要
求
が
著
し
く
な
り
ま
た
そ
れ
が
生
産
力
そ
の
も
の
L
矯
め

に
も
必
要
と
な
る
。
ま
た
各
々
の
叩
畑
氏
は
噌
好
1
f

」
性
焼
、
欲
望
と
資
源
、
そ
し
て
能
力
と
務
明
カ
の
包
括
的
な
総
計
で
あ
っ
て
、
諸

問
民
弘
一
亦
専
同
化
さ
れ
る
と
と
を
担
む
c

か
く
て
分
業
と
か
へ
っ
て
反
劃
の
伺
向
が
、
吠
第
に
顕
著
と
友
り
つ
L
A

る
る
。
そ
の
第
一

は
工
業
の
園
民
的
分
散
で
る
る
。
邸
ち
到
る
と
こ
る
の
工
業
の
同
様
な
分
散
が
擦
が
っ
て
行
き
、
新
し
い
諸
園
民
が
絶
え
や
世
界
市

揚
の
た
め
に
製
造
す
る
園
民
の
列
に
加
は
っ
て
行
く
。
そ
れ
等
の
新
来
者
逮
は
、
そ
れ
自
身
の
領
域
に
於
て
主
要
工
業
を
稜
遣
さ
せ

る
に
つ
と
め
も
し
、
ま
た
成
功
も
し
、

か
く
て
そ
の
技
術
の
上
に
於
け
る
先
進
諸
園
民
に
よ
っ
て
の
搾
取
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
第
二

に
大
工
業
国
民
の
聞
で
は
、
小
借
地
、
園
内
植
民
、
農
業
数
育
、
及
び
協
圏
第
働
の
手
段
に
よ
っ
て
現
存
の
粗
放
農
業
の
方
法
を
改

草
す
る
か
、
ま
た
は
各
種
部
門
の
集
約
農
法
を
採
用
す
る
と
と
に
よ
っ
て
一
居
集
約
的
農
業
生
産
力
を
そ
の
園
内
に
於
て
褒
展
せ
し

め
る
と
と
の
傾
向
と
必
要
が
盆
々
増
大
し
つ
L
あ
る
。
第
三
に
、
集
中
的
左
大
舎
祉
と
並
ん
で
無
敢
に
多
様
な
小
企
業
の
褒
建
が
何

等
減
退
の
徴
候
を
一
不
め
さ
な
い
。
却
っ
て
電
動
力
の
八
刀
配
に
よ
っ
て
こ
れ
に
新
し
い
刺
戟
を
輿
へ
る
。
第
問
に
、
庚
汎
友
科
事
上
の

教
訓
と
手
仕
事
の
健
全
左
る
智
識
と
を
結
合
す
る
や
う
な
教
育
の
必
要
が
、
今
や
一
般
に
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

か
く
て
人
生
を
全
践
と
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
今
日
は
正
に

H
2
5
q丘一

S
D「

C-E耳
鼻
働
の
合
成
が
主
張
さ
る
べ
き
で
あ

る
と
と
が
稜
見
さ
れ
る
。

「
わ
れ
/
¥
は
祉
舎
の
理
想

l
邸
ち
枇
舎
が
既
に
そ
れ
に
向
っ
て
進
み
つ
L
あ
る
と
と
ろ
の
欣
態

l
は
合



成
さ
れ
結
合
さ
れ
た
峨
労
働
の
枇
曾
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
の
枇
舎
に
於
て
は
、
各
K

の
個
人
が
手
工
的
且
つ
智
的
な

仕
事
の
生
産
者
で
あ
り
、
各
々
の
健
全
友
る
肉
健
を
有
す
る
者
は
働
き
手
で
あ
り
、
そ
し
て
各
々
の
働
き
手
は
悶
園
に
於
て
も
工
揚

に
於
て
も
働
く
、
そ
こ
で
は
自
然
富
涼
の
一
定
の
多
様
性
を
庭
理
ず
る
に
十
分
で
あ
る
大
き
さ
の
個
人
の
各
集
闘
が
、

農
業
的
並
に
工
業
的
生
産
の
大
部
分
を
生
産
し
自
ら
消
費
す
る
。
」

そ
れ
自
身
の

新
経
済
墜
に
つ
い
て
の
彼
の
論
は
、
持
働
の
合
成
論
を
以
て
終
っ
て
居
品
。
彼
は
と
L
K
新
た
経
済
撃
の
道
を
開
か
ん
と
し
た
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
終
り
に
賞
。
「
今
や
我
々
は
、
入
閣
の
必
要
並
に
そ
の
充
足
手
段
の
研
究
に
存
す
る
新
な
路
を
開
〈
に
止
む
る
」
と

満
一
ぺ
て
居
る
。

と
L
K
彼
が
北
ハ
問
刷
版
的
立
場
に
立
つ
で
.
新
在
経
情
感
の
課
題
を
相
聞
出
し
た
と
と
は
、

そ
の
功
献
で
あ
る
。
而
も
彼
は
こ
の
課
題

を
異
に
共
同
値
的
に
解
く
こ
と
は
出
来
た
か
っ
た
。
而
し
て
そ
の
一
根
本
原
因
は
他
の
場
合
に
於
け
る
と
同
様
に
園
民
共
同
慣
の
考
を

依
如
せ
し
黙
に
存
ず
る
の
で
あ
る
。
卸
ち
村
落
共
同
樫
並
に
都
市
共
同
贈
を
越
べ
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
彼
の
共
同
健
的
鰭
験
は
、

国
家
の
専
制
的
権
力
に
よ
っ
て
と
れ
等
共
同
慣
が
個
h

人
に
ま
で
破
壊
さ
れ
た
と
考
へ
た
時
、
そ
の
根
底
に
成
立
し
つ
』
あ
っ
た
園

民
共
同
慣
な
る
も
の
を
見
る
こ
と
を
妨
げ
た
の
で
あ
る
。
放
に
彼
は
と
の
個
々
人
よ
り
向
後
し
こ
の
個
々
人
の
自
由
合
意
に
よ
る
集

合
櫨
と
し
て
の
自
治
惜
の
立
場
に
止
ま
る
よ
り
外
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
a
A

に
伎
の
共
同
艦
的
経
済
壌
の
立
場
は
、
個
人
主
義
化

さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
と
の
こ
と
は
彼
の
弐
の
諸
に
於
て
よ
く
現
れ
て
居
る
。
邸
ち
「
枇
曾
並
に
そ
の
政
治
的
構
成
を
、

lE 
統

的
諸
島
・
減
と
は
具
友
る
立
場
よ
り
見
る
こ
と
に
よ
っ
て

l
何
と
な
れ
ば
我
々
は
園
家
よ
り
個
人
に
下
り
て
行
く
と
と
に
よ
っ
て
は
じ

め
る
代
り
に
個
人
よ
り
出
愛
し
て
自
由
祉
曾
「
2
0
8号
三
忙
到
達
す
る
が
故
に

i
我
k

は
経
済
的
諸
問
題
に
於
て
同
じ
方
法
を
遁

共
同
鵠
思
想
の
園
民
的
性
格

第
四
十
六
巻

五
五
七

第
四
競

五
プじ

為
F
凶
?
?
竹
ザ

Ibid P・P22-23・
勢働の合成の問題は、『田園、工場、但事者自』の全世に於て詳論され亡居号。
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共
同
鎧
思
想
の
図
民
的
性
格

第
四
十
六
巻

五
五
八

第
四
披

プミ

O 

ふ
。
」
と
遮
ぺ
て
居
る
。
邸
ち
そ
れ
は
個
々
人
よ
り
出
費
し
て
そ
の
集
合
的
社
舎
に
至
る
も
の
と
し
て
、
原
子
論
的
立
揚
に
立
つ
も
の

と
左
る
の
で
あ
る
。
か
〈
て
ま
た
彼
に
於
て
は
「
我
々
は
諸
個
人
の
必
要
一
M
m
O
L
M
C
ご
主
主
含
卯
一
並
に
そ
れ
を
彼
等
が
そ
れ
に
よ
っ

て
充
た
す
手
段
を
研
究
す
る
し
こ
と
L

友
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
国
民
共
同
幽
眼
前
立
揚
に
立
て
る
粧
桝
壌
に
於
て
は
、
人
身
は
本
質
的
に
園
民
共
同
値
を
構
成
し
て
居
る
も
の
と
し
て
把
撞

さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
と
に
於
て
研
究
さ
る
ぺ
き
必
要
は
こ
の
間
四
民
共
同
憾
の
必
要
で
あ
り
、

に
れ
佐
充
寸
ぺ
品
目
手
段
は
、
岡
氏

共
同
馴
閣
が
こ
れ
が
鋳
め
に
朋
ひ
得
る
手
段
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
闘
民
共
阿
倍
の
最
小
の
持
費
を
以
て
国
民
共
同
髄
の
必
要
を
充
ナ

錫
め
の
研
究
が
た
さ
れ
怠
け
れ
ば
た
ら
た
い
の
で
あ
る
。

而
も
と
の
図
民
共
同
健
は
、

ル
ソ
オ
の
共
同
館
に
於
け
る
が
如
〈
個
々
人
の
枇
舎
契
約
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
居
る
も
の
で
友
〈
、

共
同
健
の
軍
居
性
に
よ
り
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
居
る
農
村
的
並
に
都
市
的
た
諸
多
の
共
同
慢
が
、
園
民
共
同
髄
全
般
の
生
産
的
並
に

消
費
的
機
構
を
構
成
す
る
の
で
る
る
。
故
に
と
れ
等
小
共
同
憶
に
つ
い
て
の
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
経
済
論
は
、
国
民
共
同
阻
閉
経
済
撃
に
於

て
止
揚
せ
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。

圃晶.
~、

以
上
私
は
、
共
同
開
思
想
の
稜
展
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
で

b
る
が
、
既
に
ル
ソ
オ
は
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
於
て
経
済
的
階

級
枇
曾
と
専
制
圏
家
と
を
否
定
し
て
共
同
植
を
賞
現
せ
ん
と
し
、
共
同
種
的
立
担
額
に
立
つ
人
間
観
、
歴
史
観
、
並
に
共
同
憾
の
寅
現

論
を
打
立
て
た
。
然
し
た
が
ら
、
家
庭
生
町
の
外
に
は
具
健
的
な
共
同
棋
の
鰐
験
を
依
如
し
て
居
た
ル
ソ
オ
に
於
て
は
そ
の
共
同
憶

の
観
念
は
営
時
勃
興
し
つ
L
あ
っ
た
個
人
主
義
枇
舎
の
影
響
を
受
け
て
枇
舎
化
さ
れ
ざ
る
を
得
た
か
っ
た
。
然
る
に
ロ
シ
キ
ー
に
生
れ

ま)2) Ibid. p. 236. 
3) 拙稿、『民約拾に於け事共同世思想』本昔、第四十五巻第五都並にr共同値目人間

事的考察』第四十六巻第一都参照
L民約論に於ける共同也思想』本昔、第四十五巻第冗骨量第三i-IZH頁以下参照4) 



ト
五
基
鶏
議
繍
曹
、

ロ
U

ヤ
K
於
け
る
基
礎
事
責
と
し
て
の
ミ

I
ル
た
る
社
一
宮
心
六
日
間
ぜ
ピ
具
閥
的
に
髄
験
し
夏
に
十
九
世
紹
に
於
て
は
じ
め
て
十
分
な
後

展
を
呆
げ
た
原
始
共
同
礎
研
究
を
梼
取
し
た
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
に
至
り
、
共
同
槌
思
想
は
著
し
く
褒
展
し
た
。
紋
は
そ
の
人
間
観
に
於

て
共
同
感
情
を
以
て
人
聞
の
根
本
的
性
俗
と
な
し
、

と
の
共
同
感
情
に
基
〈
共
同
酬
目
的
存
在
を
以
て
人
聞
の
本
質
的
-
存
在
り
方
と
な

し
人
間
相
互
の
本
質
的
た
関
係
を
相
互
扶
助
に
於
て
見
、
ま
た
そ
の
歴
史
観
に
於
て
は
人
間
歴
史
の
費
展
を
共
同
慌
の
護
展
に
於
亡

み
た
。
と
の
上
に
更
に
資
本
主
義
枇
舎
の
共
同
韓
的
鐙
革
論
と
共
同
鱈
的
経
済
墜
を
打
立
て
ん
と
し
た
。
か
く
の
如
き
統
一
的
な
憧

系
が
共
同
韓
的
立
場
よ
り
打
立
て
ら
れ
た
と
と
は
、
共
同
値
思
想
の
大
な
る
進
歩
で
あ
る
。
而
も
こ
の
彼
の
共
同
樋
思
想
に
も
ま
た

瓢
著
友
阪
界
が
あ
っ
た
。
印
ち
ロ
シ
ヤ
に
生
れ
て
村
落
共
同
盟
を
深
〈
髄
験
し
た
が
、
と
れ
に
針
立
す
る
ツ
ア

1
の
専
制
的
園
家
権

力
の
支
配
に
悔
み
、
若
〈
し
て
ロ
シ
ヤ
を
亡
命
し
一
生
の
大
部
分
を
湾
蹴
枇
舎
に
法
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
伎
に
と
っ
て
は
、
岡
家

な
る
も
の
は
皐
に
人
間
生
活
の
敵
と
し
て
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
本
来
の
共
同
轄
を
破
壊
し
て
と
れ
を
個
人
に
分
解
し

す
る
も
の
で
る
っ
た
。
市
し
て
か
く
分
解
さ
れ
た
個
人
主
義
枇
曾
に
於
け
る
相
互
闘
争
の
生
活
を
相
互
扶
助
の
生
活
に
高
め
る
占
乙

ろ
の
も
の
は
、
個
人
主
義
枇
舎
よ
り
必
然
に
後
生
し
来
る
と
こ
る
の
組
合
主
義
の
原
理
に
よ
っ
て
挙
て
の
村
落
的
並
に
都
市
的
共
同

閣
を
悶
復
し
た
と
と
ろ
の
地
方
自
治
慌
並
に
そ
の
自
由
聯
合
で
る
っ
た
。
か
く
て
嘗
て
の
共
同
樫
は
枇
命
同
化
さ
れ
た
と
共
に
と
れ
等

農
村
的
並
に
都
市
的
皐
位
の
共
同
贈
を
そ
の
中
に
拳
揚
す
る
と
と
ろ
の
よ
り
大
な
る
共
同
髄
怠
る
も
の
は
考
へ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
と
L
に
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
共
同
暢
思
怨
に
於
け
る
ロ
シ
ヤ
的
並
に
西
欧
枇
舎
的
限
界
が
見
ら
れ
る
。

共
同
櫨
な
る
も
の
は
外
延
的
に
自
己
を
讃
大
し
て
行
〈
の
で
あ
る
が
と
の
よ
り
大
た
る
共
同
棋
の
内
に
こ
れ
を
地
盤
と
し
て
よ
り

小
佐
る
諸
共
同
醐
躍
が
自
己
を
保
持
し
愈
K

共
同
捜
と
し
て
完
成
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
思
想
は
、
彼
の
共
同
韓
表
展
の
思
想

英
両
種
思
想
の
週
民
的
性
格

勢
四
十
六
巻

五
五
九

第
四
貌

六



共
同
観
思
想
の
悶
民
的
性
椅

第
四
寸
六
巻

五
六

0

第
四
銃

プて

に
於
て
見
ら
れ
得
る
特
に
重
要
友
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
の
思
想
を
農
村
的
並
は
都
市
的
共
同
憶
を
越
へ
て
徹
底
す
る
と
と
が
出

来
一
疋
か
ワ
売
。

こ
れ
共
同
牒
思
想
を
農
村
的
並
に
都
市
的
共
同
障
を
越
へ
て
進
め
る
と
一
玄
ふ
と
と
は
、

と
れ
等
の
も
の
を
そ
の
中
に

場
揚
す
る
と
こ
ろ
の
よ
り
大
な
る
共
同
健
と
し
て
の
国
民
共
同
憾
の
概
念
に
高
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
友
し
得
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の

岡
氏
共
同
開
の
槌
験
を
献
如
せ
る
者
に
と
っ
て
は
こ
の
こ
と
は
不
可
能
で
あ
あ
勺
た
c

か
く
て
共
同
閥
的
思
想
伝
一
見
に
徹
底
せ
し
め
る
と
一
戸
ふ
に
と
は
、
同
氏
共
同
慌
の
槌
験
牝
具
帥
間
的
に
有
す
る
者
に
於
て
歌
山
と
れ
政

け
れ
ば
友
ら
な
い
。
而
も
こ
の
こ
と
は
古
く
よ
り
図
民
共
同
慨
宮
そ
の
閣
対
史
の
一
質
せ
る
基
礎
的
事
貨
と
注
す
と
と
ろ
の
日
本
国

民
に
於
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
。

総
て
共
同
館
思
想
た
る
も
の
は
共
同
健
の
具
艦
的
般
験
の
上
に
の
み
確
立
し
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、
家
族
共
同
盟
の
鱒
験
の
上
に

釘
立
て
ら
れ
た
ル
ソ
オ
の
共
同
館
思
想
よ
り
、
村
落
共
同
僚
の
陸
験
の
上
に
打
立
で
ら
れ
た
る
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
共
同
開
思
想
に
進

ん
だ
我
k

は
、
今
や
か
〈
て
図
民
共
同
慌
の
具
幽
躍
的
健
験
の
上
に
打
立
て
ら
れ
た
る
と
と
る
の
共
同
組
凪
想
に
ま
で
進
ま
た
け
れ
ば

た
ら
た
い
。
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