
盟4､

中
団
社
音
に
放
け
る
指
導
層

根

岸

雇

著

-
香
老
紳
士
の
研
究

ト
｣

事

昭
和
二
十
二
年
十
月
十
日

平

和

書

房

刊

A

tL,

版

二
七
八
常

傭

九
.
十

圃

日
本
は
地
理
的
に
も
､
歴
史
的
に
も
､
中
歯

と
密
接
な
関
係
を
有
す

る
昔

-

か
ら
-
中

鉢
雷

に
封
す
る

星

か

蒜

･
封

紙

賃

ま
で
に
も
嘗
飴
正
レ
,く
探
-
あ
る
べ
き
は
づ
で
あ
っ
た
｡
し
か
る
に
事

賓

望

-

に
逆
で
あ
っ
て
,'
日
本
V<
の
申
囲
社
食
を
理
鰍
す
る
こ
と
い

か
に
漢
蒋
VJ
あ
り
､
偏
見
に
み
ち
た
も
の
で
あ
っ
あ
か
は
､
中
日
事
鍵

に
際
し
て
日
本
町
政
治
家
達
も

政
策
と
い
ふ
も
の
淋
常
に
失
敗
に
失
腰

を
重
ね
､
蓬
に
は
敗
戦
に
ま
で
み
ち
ぴ

ぃ
た
こ
i
J
で
も
わ
か
る
｡
日
本

]

は
今
後
も
中
国
と
緊
密
な
開
聯
を
も
つ
ぺ
沓
運
命
に
あ
る
か
ら
､
中
日

通
交
を
閲
蒲
に
効
果
的
に
連
行
す
る
芯
は
.′
ま
う
中
国
軟
骨
を
そ
の
あ

唱
が
ヰ:

に
正
し
-
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡
こ
れ
､
著
者
根
岸
樽

士
が
本
書

の
研
究
を
藩
閥
さ
れ
た
現
由
fJ
あ
る
｡
博
士
は
中
韓
の
ギ
ル

ド
研
究
に
お

い
て
､
も
は
や
紹
介
の
要
も
な

㌢
欝

一
人
者
で
あ
か
､
長

年
現
地
に
あ
つ
て
の
憤
激
､
鞠
査
に
加
ふ
る
に
､
右

図
史
に

つ
い
て
の

深

い
識
見
を
も
准
横
に
由

促
さ
れ
て
も
の
㍉
れ
た
の
が
､

こ

ゝ

に
細
卦

せ
ん
と
す
る

｢
中
国
醗
骨
に
於
け
る
指
導
層
｣
で
あ
る
｡
そ
れ
で
は
著

者
が
中
国
社
骨
を
現
解
せ
ん
と
の
意
同
の
下
に
､
副
題
に

も

あ
､る
棟

t4
'
時
に
凍
書

に
お
い
.tて

｢
膏
老
紳
さ

を
研
究
の
封
象
と
さ
れ
た
の

咋
何
故
で
あ
る
か
｡
と
む
あ
れ
､
本
等

の
内
容
に
即

い
て
之
を
聞
こ
う
?A

一･84-

.′

二

本
尊

ぽ
総
説
と
各
論
五
車
に
分
溢

れ
る
.
-

細
説
に
お

い
て
著
者
は
ま

つ
膏
老
紳
士

(者
紳
)
を
研
究
せ
ざ
る
ぺ
か
ら
ざ
る
所
以
.を

説

か
れア

る
･O
す
な
は
も
､
沖
蜘
敢
骨
は
大
づ
か
み
に
云
っ
て
言
つ
の
範
囲
､
束

ヾ

族
､
郷
某
､キ

ル
ド
に
分
れ
る
が
､
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
血
線
.
地
域
､1

日
的

と
そ

の
魚

層
の
性
質
を
好
に
し
て
ゐ
も
と
は
ノLい
(
･

い
づ
れ
も
家
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∫

.

ヽ

族
主
義
と
い
ふ
共
通
の
原
稗
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
を
甲
.
客
集
園
に
は

若
干
の
首
頓
が
あ
っ
て
之
豊

配
し
､
集
園
の
動
向
等

ぺ
て
｡
の
首

領
の
意
志
に
よ
っ
て
左
右
W
.れ
て
ゐ
る
｡
彼

っ
て
中
餌
敢
ー骨
哲
知
る
に

は
､
こ
の
指
導
統
率
者
を
知
れ
ば
よ

い
わ
け
で
洩
る
が
､
こ
の
指
導
統

率
者
こ
そ
膏
紳
と
い
は
れ
る
噛
な
の
で
あ
る
0

.

.

′

過
去
に
お
い
て
､
中
開
の
陶
民
某
､
共
産
賞
は
観
民
革
命
を
完
遼
せ

ん
と
し
て
､.
こ
の
膏
紳
暦
の
支
配
を
打
破
せ
ん
と
し
､

｢
打
倒
土
豪
劣

紳
｣
を
叫
ん
だ
･け
れ
で
も
､
逆
に
彼
等
の
床
撃
に
あ
っ
て
失
敗
し
､
淳

に
綬
等
と
妥
協
し
っ
ゝ
革
命
を
進
め
′な
映
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡

こ
の

ヽ

■

株
に
者
紳
暦
は
現
在
の
中
的
に
お
い
て
も
な
は
強
固
な
敢
骨
統
制
力
を

持
ち
つ
ゞ
伊
で
ゐ
る
の
で
あ
払
.て
'
彼
等
を
牧
撹
す
る
か
否
か
ヾ
ま
た

＼
′

外
輪
の
封
準
政
策
の
成
否
の
鍵
で
も
あ
り
､
列
強

い
う

れ
も
菅

心
し
っ
′

._∫

ゝ

あ
る

と
こ
ろ
V
.あ
る
O
徹

っ
て
日
本
も
ま
た
､
今
後
中
陶
と
の
通
交

を
囲
演
に
連
行
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
､'
何
は
お
い
て
も
彼
等
を
把
握
せ

ね
ば
な
ら
な

い
｡
こ
れ
.
著
者
が
将
に
智
紳
の
破
寛
を
斎
囲
さ
れ
る
理

由
で
あ
る
が
'.
併
せ
て
著
者
は
.
現
在
の
日
本
に
お
け
る
中
細
研
究
が

往
々
に
.J
て

｢
打
倒
土
豪
省
紳
｣
的
確
鮎
か
ら
の
み
な
さ
れ
て
ゐ
る
鮎

を
蔚
憾
と
せ
ら
れ
､
者
紳
が

1
固

い
は
る
ゝ

様
な
弊
害
を
舟

っ
に
も
拘

ら
ず
.
反
面
ま
た
幾
多

の
利
鮎
を
も
ち
.
か
ゝ

る
利
鮎
の
故
に

い
ま
だ

に
強
固
な
統
制
力
を
保
有
し
?
ゝ
あ
る
こ
と
を
強
調
せ
ん
と
き
れ
る
の

で
あ
っ
て
､
.UI
の
者
紬
の
よ
き
側
商
の
解
明
こ
そ
が
本
態

の
主
題
と
し

て
問
題
と
さ
i
i
,
ゐ
る
と
こ
ろ
な
の
#
あ
る
､｡

′

′

湾
て
有
の
横
に
､
穐
詮
に
お

い
て
著
者

は
ま
づ
膏
紳
を
研
究
対
象

と

メ

し
て
,J
申
上
げ
る
理
由
を
明
か
に
し
た
後
､
各
論
に
入
ら
れ
る
｡
解

1

簡

｢
香
織
の
沿
革
｣
は
膏
紳
の
夢
兜
的
由
碑

の
説
明
で
あ
る
｡
著
紳
は

者
老
と
郷
紳
と
に
分
れ
る
が
､
者
老
ど
は
相
好
街
坊
で
年
嵩
'
徳
望
に
､

Lii
つ
て
村
政
街
務
に
参
輿
す
る
も
の
せ
あ
り
ー
細
軸
と
は
撃
徳
､
聾
豊
､

勢
威
.
弥
栄
あ
る
士
大
夫
階
膚
で
あ
る
0
こ
れ
ら
の
者
宅
､
郷
紳
性
合

-
間
代
か
ら
鴎

に
確
固
た
る
敢
骨
的
地
盤
密
も
つ
て
ゐ
た
の
で
､
支
配

者

は
彼
等
に
地
方
政
治
を
番
任
す
畠
こ
と
ii.よ
っ
て
彼
等
6
.支
持
､
協

力
を
得
た
｡
殊
に
藻
代
は
､
彼
等
に
郷
骨
と
し
て
地
方
行
政
を
連
替
せ

し
め
る
こ
,と
に
よ

?
て
､
も
っ
と
も
理
想
的
や
政
治
が
行
ほ
れ
た
時
代

′で
あ
る
.
宋
比
後
､
君
主
鴻
裁
政
治
上
な
Fa
.
官
虜

は
科
挙
制
慶
に
よ

っ
て
任
用
さ
れ
る
こ
と
ゝ

な
･つ
た
の
で
､
車

紳
の
政
治
的
棋
力
は
衷
廟

的
に
は
突
は
れ
た
け
れ
ど
も
､
そ
.i
tで
も
地
方
の
家
門
と
し
て
髄
曾
甲

I
_

に
は
陰
蛮
た
溝
勢
力
を
確
保
し
っ
ゞ
廿
た
O

そ
れ
で
は
君
主
燭
粛
政
治
の
下
に
お

い
て
'
何
故
に
彼
等
の
存
在
が

許
さ
れ
た
か
.
そ
抄
際
彼
等
の
磯
能
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
一と

い
ふ
と
､
鴻
裁
政
治
に
お
い
て
は
君
主
の
棋
力
は
そ
の
ま
､

地
方
官
茄

移
行
し
-
を
の
末
端
で
は
朝
原
が
仝
棟
力
漕
も
つ
狗
裁
菅
と
し
て
人

民

に
儀
む
が
･-
筏
が
親
裁
骨
で
あ
る
が
た
め
に
､
却

っ
て
人
民
と
知
願
と

＼

の
間
は
天
地
の
懸
隔
あ
る
も
の
と
な
る
｡
こ
の
関
り
を
つ
な

ぐ滝
･の
と

し
て
･
知
願

は

｢
接
民
吏
｣
(
長
随
'

叢
友
.

督
吏
)
.を
官
･-
け
れ
ど

ち
.
弊
筈
甚
し
く
･
人
民
の

利
益
を
代
表
す
る
む
の
で
は
な

い
｡

こ
そ

に
敢
骨
の
指
導
統
率
者
た
る
者
紳
が
被
支
配
暦
の
代
表

と
し
て
機
能
せ

.-

EZ

- 85--



226

一ぎ

ね
ぽ
な
ら
ぬ
甥
由
が
あ
る
｡
従

っ
て
細
腰
は
親
民
官

の
名
が
.t43
る
も
寅

は
虚
名
で
あ
っ
て
'
者
紳
こ
妄

親
民
紳
と
言
は
る
べ
き
で
あ
る
｡
(

夢

二

牽

｢
親
民
官

と
親
民
紳
｣
)
.

っ
'容
に
膏
紳
の
勢
力
範
囲
に
つ
い
て
性
.
膏
紳
の
そ
れ
収
郷
村
の
み

で
あ
る
.が
▲

郷
紳
は
そ
の
勢
力
範
囲
の
大
小
に
よ
っ

て
､

願

紳
､

府

押
､
省
紳
に
分
れ
､
こ
れ
に
華
僑
の
指
尊
者

と
し
て
僑
紬
を
､
.外
囲
と

の
交
渉
の
ボ
ス
と
し
て
の
商
標
紬
を
加

(
る
こ
と
が
出
来

る
と
し
て
.

そ
れ
ぞ
れ
寛
例
を
あ
げ
て
興
味
深

い
寵
卯
を
さ
れ
て
ゐ
る
｡
(
欝

三
尊

｢
勢
力
範
囲
の
大
小
に
依
る
者
紳
の
博
別
｣
)

●

第
四
牽

｢
膏
静
の
職
分
｣
は
本
書

の
中
心
を
な
す
も
の

と
思

は

れ

る
｡
慈
し
本
書

の
意
囲
す
る
と
こ
ろ
が
.
膏
紺
の
利
鮎
.
す
な
は
ち
香

紳
が
敢
骨
に
癖

.#
者
と
し
て
対
立
す
る
反
面
に
､
寛
は
醗
倉
敷
観
望

保

護
､
指
導
を
行

雲

両
の
あ
る
こ
と
を
強
調
十
五年

鮎
に
あ
る
か
ら
で
あ

る
｡
さ
て
著
紳
は
何
故
に
敢
骨

集
観
を
保
護
し
指
導
す
る
か
｡
と
れ

に

は
自
ら
の
.私
財
披
講
の
た
め
と
か
､
逆
数
に
よ
る
宗
教
的
観
念

の
攻
めI

/
と
か
､
種

々
あ

理
由
ず
考

(
ら
れ
る
が
､
最
も
重
要
な
現
由
と
し
て
は

彼
等
の
職
分
観
念
が
あ
る
｡
お
よ
そ
職
分
と
は
身
分
に
腰
ず
る
も
の
で

あ
り
.
何
代
の
封
建
的

七
ノエ
テ
ル
ヒ
ヤ
の
社
食
で
紘
各
身
分
そ
れ
せ

れ

に
膿
ず

る
取
分
が
あ
っ
た
｡
宋
以
後
､
封
建
的
身
分
は
滑
域
し
た
の
で

ぁ
る
か
ら
.
職
分
観
念
鳩
従

っ
て
滑
滅
し
渦
か
に
考

(
ら
れ
花
が
､
鷺

際
は
古

い
博
舵
を
負

ふ
た
職
分
観
念

は
決
し
て
な
く
恥
′な
ず
㌧
共
同
鰻

雷

の
指
暗
雲

あ
る
眉

の
精
神

の
-
ち
に
色
濃
-
讐

て
あ
る
い

か
-

て
者
紳
は
1､
枚
等
の
も
つ
職
分
観
念
に
よ
っ
て
､
努
を
お
し
ま

ず

･
泊
ち
の
集
園
の
た
め
に
轟
す
の
で
あ
る
,｡
者
紳
玖

職
分
止
し

てr
著
者

は
次
の
六
つ
を
あ
げ
ら
れ
る
｡
欝

1
ほ

｢
治
安
堆
持
｣
で
あ
っ
て
､
､治

安
圃
鰻
と
し
て
は
輝
男
.
商
囲
.
治
安
維
持
倉
が
あ
り
､

い
づ
れ
も
者
､

紺
的
ボ
ス
に
指
導
せ
ら
れ
r6
｡

第

二
は

｢
民
食
確
保
｣
で
あ
る
｡
充
故

は
歴
伐
王
朝
の
星
要
な
敢
骨
政
策
の

T
で
あ
っ
た
が
､
官
僚
が

直
接
広

兼
政
に
あ
た
る
と
と
か

Y藤
等
が
多

叶
の
で
･
光
政
の
寒
務
庭
番
瀞
に

重
任
さ
れ
る
の
が
骨
頂
あ
っ
た
｡
余
子
の
虻
倉
は
こ
の
嵐
例
で
あ
p
'

ー最

近
の
貸
例

と
し
て
.は
上
海
革
歩
の
際
の
民
食
問
題
が
あ
る
｡
第
三
は

｢
排
羅
解
紛
｣
で
.
中
国
で
は
民
事
裁
判
は
も
ち
ろ
ん
､
刑
事
事
麻

で

普

(
そ
の
霊
大
声
る
ざ

る
も
の
は
政
府
が
直
接
に
関
係
せ
ず
し
て
審
紳

に
委
任
さ
れ
た
.｡
か
ゝ
る
も
の
と
し
て
元
~
明
の
境

に
は
社
長
'
里
老

･
人
側
が
あ
p
､
現
在
華
北
農
村
で
も
脅
せ
､
大
骨
首
ら
が
こ
れ
に
あ
た

っ
て
ゐ
る
｡
節
四
は

｢
官
民
連
絡
｣
で
あ
っ
て
.
郷
紳
は
地
線
的
に
は

人
民
と
阿
郷
で
あ
る
が
､
他
方
身
分
的
に
は
官
僚
と
献

じ
轟
音
人
階
級

で
あ
恥
'
こ
の
郷
紬
の
官
民
爾
カ
に
屠
す
る
庭

質
か
ら
､
両
者

の
連
絡

に
あ
た
る
最
も
都
合
の
よ

い
地
位
に
あ
っ
た
O

欝
五
仏
事
馨
勤
業
で
あ

っ
て
､
あ
る
ひ
は
事
前
に
瀞
農
に
つ
.と
め
l-
あ
る
ひ
は
事
後
に
勤
惰
を
放

し
七
賞
罰
密
行
ふ
｡
欝
六
は

｢
移
風
易
俗
｣
で
あ
る
｡

君
主
鴻
我

と
凝

っ
て
か
ら
｣

官
僚
は
搾
鞭
の
み
を
こ
と
1

し
､
民
衆
の
教
化
に
つ
と
め
な

い
の
で
､
こ
れ
が
者
締
.Q
重
要
な
職
分
と
な
つ
雪

席
代
の
呂
氏
､
朱
子

の
郷
約
ー
明
代
王
陽
野
の
郷
約
､
日
紳
9
郷
甲
法
な
ど
が
有
名
で
あ
る
｡

最
後

の
｣節
五
華

｢
者
紳
の
組
連

と
制
作
｣

は
者
締
.の
観
念
的
基
礎
の

詑
明
で
あ
る
｡
す
な
は
を
著
者
誓

者
紳

の
敢
念
的
基
礎
が
倦
綻
､
慣

習
に
あ

る
こ
と
か
ら
､
あ
る
ひ
は
膏
紳
を
も
づ
て
た
i.葡
束

の
慣
習
を

.墨
守
す
む
反
卦
的
階
層
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
か
ふ
ん
七

と
密
度
ら

1-86-
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ホ
て
.
葛
糾
,は
必
ず
し
も
助
に
作
ら
れ
た
慣
習
を
の
み
題
守
す
る
も
の
t

に
あ
ら
ず
L
で
､
場
合
に
よ
っ
て
は
新
し

い
慣
習
を
作
り
は
す
こ
王

に

よ
っ
て
む
し
ろ
進
歩
的
役
割
を
さ

(
輯
じ
得
る
も
の
な
る
こ
と
を
､
過

去

二
中

年
に
お
け
る
儒
家
た
ち
が
慣
習
=
.鰻
の
運
用
に

&
･い
て
必
ず
し

1

も
既
存
の
層
を
固
守
せ
ず
し
雪

時
と
鹿
と
に
､よ
っ
て
之
を
損
益
す
る

ヽ

濃
度
至

ボ
し
た
事
例
を
あ
げ
て
説
明
し
.
も
っ
て
著
者
の
凄
張
せ
ん
と
.

四

'
以
上
は
な
虻
だ
粗
雑
で
は
参
る
が
本
書

の
概
略
壷
紹
介
し
た
の
で
.
.J

.最
後
に

い
ま

1
度
緬
括
的
に
著
者
の
言
は
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
考

(
て

.ふ

た
い
｡
ま
づ
本
書

は
､
現
在
わ
が
蛸
に
お

い
て
中
困
敢
骨
を
噺
残
す

4

る
人
々
の
間
に
､
そ
の
見
解

の
主
流
を
な
し
て
ゐ
る

(
と
著
者
が
ノ考

(

て
ゐ
ら
れ
る
)
｢
打
倒
土
豪
劣
紳
｣
的
見
解
が
極
め
て
偏

つ
.た
亀

の

.で

あ
る
と
し
て
､
iJ
丸
に
反
射
の
立
場
か
ら
者
紳
の
よ
き
字
画
を
強
調
せ

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
歴
賂
事
象

竺

固
常
に
弊
害
を
も
ち
.
矛
盾
亨

-

は
ら
ん
で
ゐ
､る
も
の
で
は
あ
る
が
､
ま
た
そ
の
反
面
に
お
い
て
か
.ゝ
る

事
象
が
存
泰
す
る
に
は
そ
れ
だ
け
の
特
定
の
現
由
が
考

へ
ら
れ
ね
ば
な

ら
な

い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

で
あ
る
｡
こ
の
意
味
に
お
い
て
著
者
が
､､
盾

の
㌢

1
つ
の
雷

示
さ
′れ
た
jJ
と
誓

風
連
後
雷

と
つ
て
基
音

ヽ

と
こ
ろ
甚
だ
多

い
と
首
は
ね
ば
な
ら
ぬ
｡

/
′
･

一

っ
ぜ
に
澄
日
す
べ
壇

は
､
中
岡
が
民
摘
以
後
､
形
式
的
に
は
近
代
化

骨
ら
れ
つ
ゝ

あ
る
と
は
い
(
'
敢
骨
の
甚
本
的
集
園
は
依
鮭

と
し
セ
前●

近
代
的
な

共
阿
鰭

(
宗
族
｣
郷
裳
､
ギ

ル
ド
)
で
あ
り
'

い
づ
れ
も
者

紳
膚
に
よ
っ
て
支
配
せ
ら
れ
て
通
る
と
い
.ふ
見
解
や
あ
P
.

こ

れ
ま
た

親
祭
の
申
図
を
冷
静
に
な､
が
め
る
と
卓
.
極
め
て
正
し

い
洞
察
で
あ
さ

こ

と

は
香
疋
出
奔
な

い
で
あ
ら
う
.

か
-
て
節
季
に
著
者

収
着
紳
の
牧

樺
の
成
否
が
外
囲
の
封
華
政
策

の
成
否
の
錐
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
｡

な
れ
ま
か
過
去
に
お
け
る
列
強
の
政
姫
を
み
.る
と
き
極
め
て
正
し

い
見

解
で
洩
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
.
革
寮
‥
資
本
主
義
国
の
中
餌
進
出
は

買
排
を
媒
介
と
し
た
も
の
で
あ

っ
て
､
こ
の
た
め
外
囲
泰
本
の
申
固
流
ノ

入
は
や
樹
を
ス
ノム
ー
ス
に
近
代
化
せ
し
め

る
こ
と
な
-
､
却

っ
て
逆
に

封
建
的
鰻
制
を
戎
存
せ
し
め
る
方
向
に
作
用
し
庖
こ
と
拘
知
の
如
-
で

あ
る
0

-

こ
の
横
に
見
て
-
る
と
唐
､
著
者
の
す
ぐ
れ
た

識
見
.
商

い
洞
察
の
㌧

か
ず

か
ず
は
私
達
後
撃
の
も
の
に
と
っ
て
得

る
と
と
為

す
な
ぶ
る
多

い

と
首
は
ね
ば
な
ら
な

い
が
､
,
た
ど
あ

へ
て
二
∵
三
の
感
想
を
附
け
加

へ

を
な
ら
ば
!
私
達
は
本
書

の
立
場
を

1
宙
に
お
い
て
充
分
に
う
オ

零
れ

ね
は
な
ら
な
トい
と
共
に
二

面
ま
た
著
者
が

｢
北
伐
時
代
の
国
共
の
採

譜
に
迷

っ
た
｣

｢
謬
見
｣

と
せ
ら
る
ゝ

｢
打
倒
土
豪
劣
紳
｣

的
立
場
を

も
ひ
.と
し
-
認
め
ざ
る
を
得
な､
い
.主
恩
ふ
｡

と
か
ふ
の
は
こ
の
J場
合
私

･達
歴
鹿
を
学
ぶ
も
の
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
は
､
こ
の
者
紳
の

も
つ
利
害
南
面
の
う
ち
で
､
中
国
の
近
代
化

の
過
程
に
お

い
て
は
､

ど

も
う
の
画
が
促
蓮
的
契
機
と
し
て
働
き
､
ど
ち
_ら
の
面
が
そ
の
逆
に
働

-
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
儀
に
問
題
牽
立
て
ゝ

み
る
と
､
著
紳

が
共
同
鰻
的
社
食
集
鴎
を
交
配
す
る
原
理
で
あ
る

｢
家
族
主
我
｣
､

参

I

る
ひ
け
者
紳
の
職
分
観
念
な
JJQ
も

の
が
ま
た
著
者

と

は
別
､の
意
味
を
静

び
て
衆

は
し
な

い
で
あ
ら
う
か
.
な
る
は
ど
着
飾

の
職
分
は
共
同
性
に
′

一一87｢.-
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は
き
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
り
､
ま
た
者
静
は
必
ず
し
も
暫

い
慣
習
を
+
I

量
す
す
る

も
の
で
な
-
.
慣
習
を
も
損
益
し
制
作
し
て
行
-
も
の
で
あ

る
と
し
て
も
･
そ
れ
に
は
れ
ら
限
鼎
が
あ
る
｡
限
界
と
は
血
液
的
共
何

機
的
原
理

｢
家
族
主
義
｣
で
あ
る
｡
す
な
は
ち
膏
神
の
職
分
は
こ

の
琴

ヽ

同
塵

の
内
部
で
作
用
す
る
限
り

一
膝
は
著
者
の
言
は
る
1
枚
な
よ
き
機

能
を
督
む
が
､
こ
の
共
同
鳩
が
解
惟
せ
ら

れ
ん
と
す
る
動
き

に
対
し
て

は
む
し
ろ
逆
の
働
き
を
す
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
｡

と
す
れ
ば
､
こ
の

味
な
共
同
鰻
的
庶
現
の
上
に
支
配
の
基
礎
を
貯
-
膏
瀞
は
､
中
国
の
近

代
化
の
過
程
に
お

い
て
､
果
し
て
促
卦
的
に
勧

-
も
の
で
あ
る
か
､
そ
/

れ
と
も
そ
の
道
'で
あ
る
か
｡

お
よ
そ
近
代
化
と
い
ふ
こ
と
が
､
た
と
ひ

ジ
グ
ザ
グ
な
道
を
た
ど
る
4
'の
で
あ
る
と
し
て
d
J
こ
の
様
な
近
代
以

前
的
共
同
腹
鰭
博
を
解
き
開

い
て
ゆ
-
過
程
で
あ
る
こ
と
を
考

(
合
せ

れ
ば
答

(正

自
ら
明

か
で
は
な
か
ら
タ
か
｡
列
強
の
封
撃
教
範
な
る
-ち

の
が
膏
紳
の
収
携
に
っ
と
め
る
こ
と
に
よ
サ
て
成
功
し
た
こ
と
は
ま
う

し
-
著
者
の
首
は
る
よ
通
り
で
あ
る
と
し
て
も
､
そ
､の
故
に
こ
そ
閣
共

;

P
反
対
建
凋
撃
が
反
帝
囲
主
儲
過
勤
tJJ
離
れ
が
た
-
結
び
つ
Sp､た
と
い

ふ
こ
と
も
'

ま
た
事
賓
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
C

ど

す

れ

ば
し
今
後
日
本
が
中
城

と
の
通
交
に
あ
た
っ
て
､
こ
の
膏
紳
層
と
結
び

っ
か
･働
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
こ
と
は
､
も
ち
ろ
ん
現
在
の

7
鮎
を
把

(

て

見

る
揚
倉
打
は
極
め
て
妥
常
な
見
解

と
言
ひ
衛
る
け
れ
ど
も
･
歴
史
の

郵
向
を
正
し
-
な
が
め
た
場
合
､
果
し
て
そ
れ
･ii
塀
謄
す
る
攻
籍
で
凝

ら
う
か
､
そ
れ
と
鴻
逆
行
す
か
も
の
で
あ
ら
う
か
｡

更
に

∵
歩
す
ゝ
あ

て
考

(
frQ
に
､
本
書

に
お
い
て
正

中
.国
の
社
食
舞

圏
が
薯
紳
な
る
指
導
層
の
醒
封
的
専
制
的
支
配
に
左
右
さ
れ
て
を
り
'

集
園
の
偶

々
の
成
員
は
い
か
-

な
る
場
合
も
無
患
志
的
に
こ
れ
に
昏
碓
や

る
も
の
で
参
る
と
の
著
者
の
､

紺
昏
認
識
の
根
本
的
な
考

(
が
葡
塩

と
さ

♂

れ
て
ゐ
る
O
さ
れ
ば
こ
そ
膏
紳
奮
知

る
こ
之
が
中
国
赦
倉
を
知

る
tJ
と

で
あ
か
､
者
紺
を
牧
揺
す

る
こ
と
が
そ
一の
ま

ゝ
中
国
紀
骨
を
牧
揺
す
る

こ
と
で
あ
る
と
の
本
書

の
命
題
が
出
で
来

る
の
で
あ
る
｡
･

こ
の
枚
な
本

書

の
論
理
の
根
本
的
醇
抱
に
つ
い
て
も
ー
歴
史
を
そ
の
運
動
に
瀧
い
て

把

(
ん
と
す

る
場
合
､
こ
と
に
坤
固
辞
あ

ら
ゆ
る
近
代
以
前
的
鯛
係
を

克
服
し
っ
ゝ

前
進
し
て
ゆ
Jl
過
程
と
し
て
の
現
在
を
考

(
る
場
合
･
私

達
姓
い
ま

1
度
慎
重
に
考

(
て
み
る
べ
き
鮎
が
襖
写
れ
て
ゐ
る
の
で
は

な
か
ら
う
か
｡
滝
っ
七
も
著
者
は
決
し
て
現
賓

の
み
を
把

(
て
歴
史
の

動
き
を
無
税
さ
れ

た
わ
け
で
は
な

い
の
で
､
た
ゞ
甚
し
-
停
滞
的
な
中

観
に
お
い
て
は
そ
の
動

き
が
す
こ
ぶ
る
綬
懐
で
あ

っ
て
､
さ
し
あ
た
っ

て
問
題
と
す
る
性
ど
で
は
な

い
と
考

(
て
ゐ
ら
れ

る
磯
で
も
LO
か
ら
~

肴

の
様
な
言
葉

は
あ
る
ひ
は
あ
た
ら
ぬ
か
も
知
れ
な

い
｡
〔
瑞
相
敬
直
〕

.I鮎T




