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共
同
膿
思
想
の
閥
民
的
性
格

石

興

J 11 

今
日
世
界
は
、

資
本
主
義
枇
舎
の
費
革
期
K
蛍
面
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
、

と
の
餐
革
矧
に
廃
し
て
新
た
設
展
を
果
げ
ん
と
す
る

同副
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而
も
各
図
民
が
賓
現
す
べ
き
と
と
る
の
共
同
慨
友
る
も
の
は
必
や
し
も
一
様
な
も
の
で
は
友
い
。
と
れ
共
同
鑓
友
る
も
の
は
・
そ

の
図
民
の
感
情
に
直
接
に
某
礎
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
‘
こ
の
図
民
感
情
は
そ
の
園
氏
史
に
於
け
る
支
配
的
友
る
共
同

慢
的
事
責
に
規
定
さ
れ
て
居
る
と
と
ろ
の
も
の
た
る
が
故
で
あ
る
。

か
く
て
各
閣
民
に
於
て
共
同
特
を
賞
現
せ
ん
と
す
る
愛
革
思
想

開
・
た
る
も
の
は
、
そ
の
凶
民
的
性
格
に
印
し
た
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
。

今
乙
れ
を
我
園
に
つ
い
て
云
へ
ば
、
今
H
我
凶
民
が
賓
現
し
友
け
れ
ば
た
ら
た
い
と
乙
九
の
共
同
憾
の
根
本
的
作
品
情
は
、
既
に
、

明
治
天
皇
の
五
ケ
僚
の
御
翌
日
文
と
そ
の
御
寝
翰
に
於
て
一
不
め
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
印
ち
そ
れ
は
我
図
民
史
を
一
貫
し
て
そ
の
本

障
を
震
せ
る
「
天
皇
を
中
心
と
す
る
図
民
共
同
慌
」
の
事
費
に
基
き
、
と
れ
を
具
髄
的
に
貧
現
し
天
下
億
兆
一
人
も
そ
の
庭
を
得
ざ

忍
も
の
・
泣
か
ら
し
め
ん
と
す
る
と
と
ろ
の
最
も
個
性
的
友
る
共
同
躍
的
安
革
思
想
で
あ
る
下
明
治
維
新
の
務
革
は
、
と
の
共
同
特
的

時
変
革
思
想
に
よ
っ
て
・
恋
さ
れ
た
の
で
る
る
が
、
而
も
と
の
偉
大
抵
る
崎
製
革
の
完
成
の
矯
め
に
は
多
〈
の
準
備
が
-
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な

共
同
世
思
想
の
岡
民
的
性
格

第
四
十
六
巻

二
ハ
七

告書

競

拙稿「現代重量革期に於ける H本岡民経済串の;，主義」本誌、昭和十二年七月蹴参照。
拙和~[f'維新の詔に於ける費」軍の岡是』本昔、昭和!十二年五月続参照。
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共
同
偉
思
想
の
閥
民
的
性
格

第
四
十
六
巻

一
六
八

第

競

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
今
日
に
至
っ
て
漸
く
、
そ
の
人
的
並
に
物
的
の
準
備
が
成
り
、
今
や
こ
の
準
備
期
を
終
へ
亡
そ
の
完
成

期
に
入
ら
ん
と
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

と
れ
我
図
に
於
け
る
現
代
曲
皮
革
期
の
意
義
で
あ
る
。
か
〈
て
現
代
日
本
の
鐙
革
の
根
本
原
理

は
、
既
に
『
維
新
の
詔
』
に
於
て
我
国
民
的
性
格
に
邸
し
て
そ
の
基
礎
が
置
れ
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
今
日
の
日
本
の
蝿
変
革
に
庵
す
ぺ

品
目
共
同
鰻
的
費
革
思
想
を
擁
立
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
こ
の
根
本
的
立
揚
に
於
て
た
さ
れ
ね
ば
友
ら
む
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
〈
、
共
同
館
的
経
革
思
想
な
る
も
の
は
、
共
同
鱒
的
事
責
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
居
る
も
の
な
る
が
放
に
、
各
国
民
の
共

同
閥
的
帥
皮
革
思
相
山
の
本
質
的
性
絡
も
亦
、

そ
の
剛
氏
に
於
け
る
共
同
時
的
事
賞
に
卸
し
て
明
に
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
ま
た
各
園
の

共
同
般
的
錠
革
思
想
は
か
と
の
如
く
、
名
L
H

闘
民
的
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
.
ど
れ
を
互
に
比
較
研
筑
す
る
L
云
ふ
と

ム
」
は
、
そ
の
各
の
特
色
を
更
に
明
に
す
る
と
共
に
ま
た
そ
の
各
h

を
褒
展
せ
し
め
る
こ
と
と
友
る
の
で
あ
る
。

明
治
維
新
の
庚
く
「
知
識
を
世
界
に
求
め
」
と
云
ふ
大
精
紳
は
今
日
の
蹴
変
革
期
に
於
て
も
欠
く
可
ら
ざ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ

て
、
我
国
の
共
同
鰻
思
想
も
、

乙
れ
を
他
の
共
同
艦
思
想
に
比
較
す
る
と
と
に
よ
っ
て
そ
の
特
色
が
十
分
明
に
さ
れ
る
と
共
に
、
か

〈
す
る
と
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
一
一
暦
具
鰻
的
に
設
展
せ
し
め
得
る
の
で
あ
る
。

一一

か
〈
の
如
く
我
固
に
於
て
、
共
同
間
的
時
党
革
思
想
が
原
理
的
に
確
立
し
得
た
こ
と
は
、
我
岡
氏
史
を
一
貫
す
る
と
こ
る
の
図
民
共

同
障
的
事
賓
が
存
在
し
、

こ
れ
に
立
脚
し
て
礎
革
思
想
が
確
立
さ
れ
た
が
放
で
あ
る
。
今
こ
れ
を
欧
洲
に
つ
い
て
見
る
に
、
古
代
ギ

リ
シ
ヤ
に
於
て
は
、
そ
の
都
市
図
家
に
於
で
あ
る
共
同
鰭
的
事
費
に
基
い
て
、
共
同
値
的
跡
捜
革
思
想
が
打
立
て
ら
れ
た
@
そ
の
代
表

的
な
も
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
鰻
系
で
あ
る
。
然
る
に
近
頃
の
欧
洲
に
於
て
は
、
共
同
健
的
事
賓
が
久
し
〈
知
ら
れ
な
か
っ



た
の
で
あ
っ
て
、
十
九
世
相
に
入
っ
て
、
漸
く
村
落
共
問
題
の
事
寅
が
注
意
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
従
っ
て
そ
れ
以
前
に
成
立
せ
し
と

と
る
の
共
同
種
的
帥
皮
革
思
想
は
、
共
同
想
的
事
賓
の
園
田
験
を
欠
茄
し
て
居
る
が
故
に
、
そ
の
代
表
的
た
る
も
の
に
於
て
も
不
十
分
左

る
を
免
れ
得
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
の
と
と
は
、
悌
蘭
西
革
命
の
指
導
原
理
と
な
っ
た
と
と
る
の
ル
ゾ
オ
の
努
革
思
想
に
於
て
見

る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
即
ち
ル
ソ
オ
に
と
っ
て
は
韓
験
す
ぺ
き
具
鐙
的
友
共
同
鱈
資
事
は
た
か
っ
た
の
で
る
っ
て
、
僅
に
そ

の
生
園
た
る
ヂ
子
不
パ
共
和
国
の
民
主
h

義
的
図
民
生
活
の
事
貧
に
基
い
て
閣
民
共
同
健
な
る
も
の
を
考
へ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て

と
れ
を
営
時
の
ル
イ
王
朝
の
専
制
の
下
に
あ
り
し
悌
蘭
西
に
於
て
賓
現
せ
ん
と
し
た
と
と
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
印
ち
ル
ソ
才
の
愛

革
忠
畑
山
は
貧
富
の
階
級
針
立
よ
り
な
る
市
民
枇
曾
埋
立
恥
{
部
門
主

r
と
専
制
的
な
る
岡
家
と
を
否
定
す
る
こ
と
陀
よ
っ
て
と
れ
を
賀

現
せ
ん
と
す
る
と
と
る
の
園
民
共
同
慢
的
費
革
思
想
で
あ
っ
た
。

と
の
共
同
盟
は
、
自
己
保
存
の
感
情
と
共
に
憐
欄
又
は
慈
悲
の
情

を
根
本
的
性
格
と
す
る
と
と
る
の
人
聞
が
、
人
間
的
木
質
に
基
く
と
乙
る
の
共
同
的
利
盆
を
求
む
る
が
矯
め
に
、
一
位
曾
契
約
。

g
E円

∞C
門
戸
包
を
結
ぶ
乙
と
に
よ
り
共
同
意
志

g-S忠
岡
品
目
品
足
。
に
基
い
て
打
立
て
た
と
乙
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

か
〈
て
そ
れ
は
、
消
極
的
に
は
園
家
事
制
と
階
級
枇
舎
を
否
定
す
と
と
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
る
と
と
る
の
人
間
的
存
在
と
し
て
、

ま
た
積
極
的
に
は
憐
欄
の
情
よ
り
愛
す
る
共
同
感
情
に
基
く
も
の
と
し
て
園
民
共
同
健
で
る
る
。

而
も
そ
れ
は
平
等
友
る
個
人
閲

の
契
約
に
基
く
も
の
で
あ
っ
て
我
闘
の
図
民
共
同
憶
と
は
全
く
性
質
を
異
に
す
る
と
乙
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
卸
ち
ル
ソ
オ
は
家
族
を

以
て
図
民
共
同
韓
の
原
型
と
た
す
の
で
る
る
が
、

「
家
族
の
揚
合
と
圏
家
の
場
合
と
異
っ
て
ゐ
る
黙
は
、
家
族
に
於
て
は
、

父
親
は

子
供
に
射
す
る
愛
の
矯
め
に
、
子
供
達
を
世
話
す
る
の
で
あ
る
が
、
園
家
に
於
て
は
、
君
主
は
、

そ
の
人
民
に
針
し
て
、
愛
を
も
っ

て
は
い
な
い
の
だ
か
ら
、
支
配
を
す
る
乙
と
の
快
感
が
、
愛
の
代
り
を
つ
と
め
る
と
い
ふ
だ
け
で
あ
る
〕
と
た
し
、
更
に
君
主
論
に

共
同
値
思
想
。
園
民
的
性
格

第

競

第
四
十
六
巻

一
六
九

拙稿「民約書量に於ける共同値思想以本誌昭和←二年十一月掛)並に『共同種の人
間接的考察Jl(本誌昭和十三年一月掛)参照。
c. S. I. II. 2) 



共
同
揖
思
想
の
闘
民
的
性
格

第
四
十
六
巻

四

三
七
O

第
三
韓

於
て
「
図
玉
は
、
そ
の
権
力
が
絶
叫
制
的
た
ら
ん
と
左
手
欲
し
て
ゐ
る
。
人
々
は
、
そ
れ
に
は
人
民
に
愛
せ
ら
れ
る
の
が
一
番
よ
い
方

法
だ
と
遠
く
か
ら
叫
ん
で
ゐ
る
。
と
の
言
葉
は
甚
だ
立
誠
で
あ
る
。
そ
し
て
或
黙
で
は
貫
買
で
さ
へ
あ
る
。
が
不
幸
に
し
て
宮
廷
で

必
十
一
突
に
附
せ
ら
れ
る
で
る
ろ
う
。
人
民
の
愛
か
ら
生
十
る
椿
力
は
疑
も
た
〈
最
も
大
友
る
権
力
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は

他
人
ま
か
せ
の
、
保
件
附
の
樺
利
で
る
る
。
帝
王
た
る
も
の
は
決
し
て
左
様
友
権
力
で
は
満
足
せ
向
。
大
抵
の
闘
王
は
、
支
配
者
た

る
地
位
を
北
へ
は
泣
い
で
、
自
分
の
意
士
山
次
第
で
、
.
患
い
と
と
も
で
き
る
や
う
た
地
位
陀
め
る
と
と
を
の
ぞ
ん
で
ゐ
る
o
」
と
蓮
べ
て
居

る
。
か
く
の
如
〈
に
、

ル
ソ
オ
は
、
君
臣
の
聞
に
愛
の
閥
係
を
会
〈
否
定
す
る
。
『
維
新
の
詔
』
に
於
て
、
君
と
民
と
の
闘
係
が
「
億

拾
の
父
母
一
と
「
赤
F
」
の
閥
M
m
k
於
て
畑
町
握
骨
ら
れ
「
洞
匝
栂
親
し
み
可
し
上
ド
相
時
比
」
ナ
も
と
と
を
以
て
本
質
と
苫
れ
て
ゐ
る
わ

d
は

金
〈
臭
っ
た
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
正
に
ル
ソ
オ
が
営
時
の
悌
蘭
西
の
ル
イ
王
朝
の
専
制
的
諸
君
主
に
つ
い
て
の
鰻
験
に
基
〈
と
こ

る
の
君
主
論
で
る
っ
て
、
そ
と
に
於
て
は
我
固
に
於
け
る
が
如
き
「
園
民
共
同
館
」
の
事
買
は
金
〈
模
験
さ
れ
得
た
い
の
で
あ
る
。
か

〈
て
ル
ソ
オ
の
共
同
腹
思
想
は
、

ル
イ
王
朝
の
専
制
政
治
に
針
立
し
て
、
首
時
勃
輿
し
つ
L
あ
り
し
個
人
主
義
的
自
由
の
樟
験
の
上

に
立
ち
、
自
由
・
卒
等
・
博
愛
の
理
想
を
主
張
し
た
と
と
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
の
ル
ソ
オ
に
と
っ
て
は
、
十
九
世
紀
に
た
っ
て
は
じ
め
て
十
分
に
明
に
さ
る

L
K
至
っ
た
原
始
共
同
憾
の
事
貨
も
知
ら
れ
て
居

去
か
っ
た
が
故
に
、
彼
は
人
間
の
原
始
欣
態
を
以
て
、
孤
立
人
が
動
物
に
伍
し
て
生
存
せ
る
扶
態
に
於
て
考
へ
た
の
で
あ
る
。
而
し

て
そ
の
こ
と
も
、
市
民
枇
合
的
欣
態
を
過
去
に
蹄
へ
し
て
考
へ
た
も
の
1
t
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
か
。
か
く
で
ま
た
来
る
べ
き

理
想
祉
舎
も
個
々
人
を
要
素
と
し
て
相
互
に
契
約
に
於
て
結
ぼ
れ
る
と
と
ろ
の
市
民
枇
舎
化
さ
れ
た
共
同
樟
に
よ
っ
て
考
へ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

c. S. IIT. VI. 
Ma;~ ;-z~; -Kritik der politischen Okonomie， Einleitung.. 1.参照。
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と
れ
を
財
産
制
度
に
つ
い
て
見
る
も
各
人
は
財
産
を
共
同
躍
に
一
度
譲
渡
し
更
に
と
れ
よ
り
受
取
る
。
而
し
て
「
各
個
人
が
自
己

の
土
地
に
針
し
て
有
す
る
樺
利
は
、
常
に
共
同
鰻
が
全
趨
の
土
地
に
封
し
て
有
す
る
権
利
に
従
属
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
で
な

け
れ
ば
、
枇
舎
の
結
合
は
不
安
定
と
左
り
、
主
権
の
行
使
に
は
員
の
威
力
が
止
へ
は
れ
て
し
ま
ふ
」
か
〈
て
共
同
棋
が
第
一
義
的
な
所

有
樽
を
有
し
、
各
人
は
第
三
義
的
左
所
有
権
を
有
す
る
と
と
誌
な
る
の
で
る
っ
て
、
と
与
に
財
産
制
度
に
闘
す
る
共
同
健
的
性
格
が

現
れ
て
居
る
。
而
も
「
共
同
慌
が
個
人
か
ら
財
産
を
受
領
す
る
の
は
、
共
同
搾
が
個
人
の
財
産
を
剥
奪
す
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て

個
人
の
財
産
所
有
擦
を
合
法
的
に
し
、
強
奪
を
務
じ
て
町
民
の
榛
利
と
し
‘
亨
有
を
襲
じ
て
所
右
と
す
る
と
い
ふ
駐
に
あ
る
。
そ
こ
で

所
有
者
は
会
共
財
産
の
保
管
者
、
と
見
倣
さ
れ
、

そ
の
植
利
は
閥
家
の
全
日
目
か
ら
時
丹
市
一
さ
れ
、
外
闘
に
針
し
て
全
員
の
力
を
も
っ
て
保

議
さ
れ
る
の
で
る
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
か
く
て
そ
の
一
結
果
は
個
人
所
有
機
の
確
立
と
云
ふ
と
と
に
な
る
。

要
す
る
に
ル
ソ
オ
の
思
想
は
枇
舎
化
さ
れ
た
る
共
同
信
思
想
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
於
て
は
人
間
の
原
始
飲
態
は
孤
立
的
左
個
人
の

欣
態
で
あ
る
と
さ
れ
、
従
っ
て
そ
の
人
間
率
的
考
察
に
於
て
は
人
間
の
本
性
と
さ
れ
た
憐
関
の
情
な
る
も
の
が
根
嫁
づ
け
ら
れ
宇
、

そ
の
国
民
共
同
館
友
る
も
の
は
個
K

人
の
契
約
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、
そ
の
財
産
制
度
に
於
て
も
私
有
産
機
が
そ
の
ま
h

認
め
ら
れ
る
。

と
の
ル
ソ
オ
の
思
想
を
共
同
躍
的
に
徹
底
せ
し
め
る
に
は
一
度
原
始
共
同
館
の
研
究
を
通
過
す
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

原
始
共
同
轄
の
研
究
は
、
十
九
世
紀
に
入
っ
て
旺
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
と
に
十
九
世
紀
の
字
以
後
に
於
て
ぜ
あ
つ
売
。
と

の
共
同
隠
研
究
に
よ
っ
て
、
人
類
が
そ
の
原
始
的
生
活
の
初
め
よ
り
幾
高
年
に
亙
っ
て
本
来
共
同
模
的
生
活
を
営
ん
だ
も

ωで
あ
る

こ
と
が
明
K
さ
れ
た
こ
左
は
、
共
同
髄
的
思
想
の
全
般
に
針
し
て
、
劃
期
的
な
影
響
を
興
へ
た
。
こ
の
と
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

共
同
局
繕
た
る
も
の
が
人
聞
の
根
本
的
性
格
在
る
こ
と
が
明
に
せ
ら
れ
、
原
始
共
同
韓
よ
り
は
じ
ま
る
人
間
の
歴
史
的
後
展
の
構
造

共
同
鰻
思
想
の
闘
民
的
性
格

第
四
十
六
巻

七

第

都

互王



共
同
捜
思
想
白
岡
民
的
性
格

第
四
十
六
巻

七

傍

観

六

が
明
に
さ
れ
、
更
に
賂
来
さ
る
ぺ
き
理
想
枇
舎
の
共
同
情
的
性
格
が
明
に
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

ル
ソ
オ
に
於
て
品
川
ほ
見
ら

る
L
と
と
ろ
の
個
人
主
義
的
思
想
傾
向
よ
り
か
く
の
如
き
共
同
檀
的
思
想
に
至
る
べ
き
過
渡
賭
に
、

E
に
7

1

N

ク
ス
の
思
想
は
立
つ

て
居
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
の
根
本
思
想
は
、
既
に
一
八
四
八
年
の
共
産
黛
宣
言
に
於
て
、
要
約
さ
れ
居
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
一
章
の
冒
頭
に

は
、
「
綿
て
こ
れ
ま
で
の
枇
舎
の
歴
史
は
階
級
闘
争
の
歴
史
で
あ
る
o
」
と
漣
べ
て
居
る
。
邸
ち
乙
誌
に
は
人
類
の
歴
史
は
は
じ
め
よ

り
階
級
的
針
立
闘
争
の
歴
史
?
あ
る
と
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
は
じ
め
に
於
け
る
原
始
共
同
生
活
の
存
在
が
否
定
さ
れ
る
と

と
L
た
る
の
で
る
る
。
而
も
か
く
の
一
如
悲
マ
ル
ク
ス
の
思
想
は
、
原
始
共
同
憾
の
吹
明
に
よ
っ
て
未
だ
幹
殻
さ
れ
て
ゐ
友
か
っ
た
、

時
代
に
於
て
成
立
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
る
る
@
帥
ち
エ
ン
ヂ
ル
ス
は
、
『
宣
言
」
の
序
に
於
て
、
日
〈
「
ζ

の
思
想
(
宣
言
を
通
貫
す

る
根
本
思
想
)
は
、
我
等
之
が
、

一
八
四
五
年
以
前
、
数
年
の
聞
に
漸
次
近
き
つ
L
あ
っ
た
と
乙
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
:
・
一
八
四
五

年
プ
ル
ッ
セ
ル
に
於
て
マ
ル
ク
ス
と
再
舎
し
た
時
は
‘
彼
は
そ
れ
を
全
〈
完
成
し
て
居
り
、

そ
し
て
そ
れ
を
、
私
が
上
に
綿
指
し
た

と
殆
ん

E
同
じ
様
友
明
時
四
な
詞
で
示
め
し
た
」
と
遁
べ
て
居
る
。

而
も
十
九
世
紀
半
以
後
に
於
け
る
原
始
共
同
憾
の
研
究
に
接
し
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
る
後
は
、

と
れ
を
訂
正
し
・
な
け
れ
ば
な
ら

-
な
か
っ
た
。
か
く
て
前
掲
の
宣
言
第
一
章
冒
頭
の
伺
に
突
の
如
き
詮
が
附
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

「
モ
れ
は
疋
確
に
云
ふ
で
見
れ
ば

文
書
上
に
停
っ
た
歴
史
と
云
ふ
意
味
で
あ
る
。

一
八
四
七
年
に
は
、
枇
舎
の
前
史
、
創
ち
凡
て
の
文
書
に
書
か
れ
た
歴
史
に
先
っ
て

行
は
れ
た
所
の
枇
曾
組
織
は
、
倫
ほ
未
だ
知
ら
れ
て
居
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
以
来
、

z
z
p
g河
口
は
ロ
シ
ヤ
に
於
け
る

土
地
共
産
制
を
褒
見
し
、

冨

E
Z円
は
、

乙
の
共
産
制
を
以
て
凡
て
の
F
イ
ツ
種
族
が
踏
ん
で
来
た
枇
舎
的
基
礎
た
る
こ
と
を
詮
嫌

一八八三年目序文I亡於て。



立
つ
る
に
至
り
世
人
は
漸
次
に
、

か
の
土
地
共
有
制
を
有
す
る
村
落
共
同
韓
友
る
も
の
は
、

イ
ン
ド
よ
り
ア
イ
ル
ラ

Y
F
K
至
急
ま

で
、
社
曾
の
原
始
的
状
態
で
あ
っ
た
と
云
ふ
こ
と
を
護
見
し
た
。

と
の
原
始
的
共
産
枇
舎
の
内
部
組
織
は
‘
遂
に
モ
ル
ガ
ン
の
民
族

の
本
質
及
び
そ
の
種
族
に
於
け
る
地
位
と
云
ふ
光
栄
あ
る
鷲
見
に
依
っ
て
、
そ
の
典
期
的
形
態
が
明
に
さ
れ
る
や
う
に
左
っ
た
o
」

か
〈
の
如
く
7

ル
ク
ス
の
根
本
思
想
は
、
原
始
共
同
縛
の
丈
明
に
先
立
っ
て
成
立
し
た
が
故
に
、
そ
の
歴
史
観
に
も
共
同
組
な
る

思
想
は
全
然
な
く
そ
れ
は
全
く
枇
合
階
級
闘
争
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
階
級
闘
争
史
観
の
立
場
に
立
っ
た
7

ル
グ
ス
の

資
本
主
義
枇
倉
崎
変
革
論
も
ま
た
資
本
主
義
枇
舎
に
於
け
る
枇
舎
階
級
た
る
有
産
者
と
無
産
者
の
階
級
闘
争
よ
り
外
な
か
っ
た
の
で
あ

，、，。

n
H
3
s
h
J
h主
ι
I
古
島
ヨ
ら
え
己
k
b
Z
F
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pq
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F
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h
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L
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守
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志
野
=
主
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ノ

、

手

宅

一
写
究
浩
「
口
付
脅
迫
1
2
才
ョ
ー
一
と
ム
こ
れ
」
J
d
円

1
Zオ
:
ヰ
章
一
昨
悦
d
T刀
短
身

4
c
p
'却

産
者
の
相
制
裁
を
通
じ
て
階
級
な
き
枇
舎
と
し
て
の
一
自
由
の
岡
一
に
至
る
と
考
へ
ら
れ
も
ん
の
で
あ
る
。

而
も
原
始
共
同
種
の
研
究
に
接
濁
す
る
に
至
っ
た
後
年
の
7

ル
ク
ス
は
、
自
か
も
原
資
料
に
つ
い
て
ロ
シ
ヤ
の
農
村
共
同
館
を
熱

心
に
研
究
し
、
彼
が
『
資
本
論
」
に
於
て
明
に
せ
し
資
本
主
義
枇
舎
の
成
立
・
設
展
・
淡
落
の
法
則
を
西
欧
の
枇
舎
に
限
定
す
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。
彼
は
『
ロ
シ
ヤ
の
経
済
赦
態
に
就
て
の
手
紙
』
に
於
て
吠
の
如
く
に
述
べ
て
居
る
。

「
原
始
的
蓄
積
の
章
で
、
私
は
問
献
の
資
本
主
義
的
秩
序
が
、

封
建
的
経
岨
円
か
ら
護
達
し
た
と
こ
る
の
道
程
だ
け
を
一
求
め
き
う
と

思
ふ
て
ゐ
た
。
:
・
批
評
家
は
ロ
シ
ヤ
に
関
し
て
こ
の
原
理
を
如
何
に
康
用
し
得
た
か
:
・
彼
は
好
ん
で
西
欧
に
於
け
る
資
本
主
義
務
展

の
私
の
歴
史
的
概
観
を
ば
、

一
般
的
友
歴
史
的
哲
撃
的
理
論
に
時
化
し
:
・
す
べ
て
の
図
民
に
と
っ
て
の
一
定
不
特
捜
の
登
展
過
程
を
規

定
ぜ
ん
と
と
を
要
求
す
る
。
か
く
の
如
き
説
明
は
大
い
に
隼
敬
さ
れ
る
が
、
遺
憾
な
が
ら
私
か
ら
見
れ
ば
非
常
に
恥
や
・
へ
き
も
の
で

あ
る
。
」
更
に
『
ヴ
エ
ラ
・
ザ
ス
リ
ッ
チ
宛
の
手
札
』
に
於
て
日
〈
「
私
は
こ
の
運
動
の
「
歴
史
的
必
然
性
』
を
、
明
白
に
丙
欧
の
園
h

に
限

共
同
盟
思
想
の
園
民
的
性
格

第
四
十
六
巻
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七

七
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一
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競
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共
同
樺
思
想
の
図
民
的
性
格

第
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十
六
巻
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っ
た
。
そ
れ
は
何
故
で
あ
る
か
?
次
の
や
う
に
讃
ま
れ
る
と
と
ろ
の
第
主
十
二
寧
を
針
照
さ
九
た
い
e

『
個
人
的
に
し
て
か
つ
分
散

的
友
生
産
手
段
を
枇
舎
的
に
集
中
さ
れ
た
生
産
手
段
に
轄
化
す
る
と
と
ろ
の
掃
蕩
運
動
、
多
数
者
の
僅
少
友
財
産
を
若
干
人
の
豆
大

た
財
産
た
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
掃
蕩
運
動
、

と
の
苦
難
な
る
戦
偲
ず
べ
き
努
働
民
衆
の
牧
等
、

そ
こ
に
資
本
の
諸
起
源
が
あ
り
、
そ

乙
に
資
本
の
根
源
が
あ
る
。
:
・
個
人
の
融
労
働
に
基
い
た
私
有
は
、
他
人
の
持
働
の
搾
取
に
、
賃
銀
制
度
に
某
礎
を
沿
い
た
資
本
主
義

的
私
有
と
と
っ
て
代
ら
れ
る
で
あ
ら
う
』
か
や
う
に
し
て
、
要
約
す
れ
ば
、
私
有
の
一
形
態
か
ら
、
私
布
の
も
一
つ
他
の
形
態
へ
の

時
化
が
あ
る
。
(
西
欧
的
進
化
)
ロ
シ
ア
農
民
の
手
の
う
ち
に
あ
る
土
地
は
、
未
だ
か
つ
て
彼
ら
の
砿
有
で
あ
っ
た
と
と
は
な
い
の
?

あ
る
か
ら
、
ど
う
し
可
、
と
の
波
法
を
嫡
則
す
る
と
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
?
L
一
見
忙
誕
ん
で
紋
は
一

11v
ア
に
ル
い
て
は
、
諸
事

情
の
猪
特
た
連
結
が
あ
る
た
め
に
、
未
だ
た
ほ
園
民
的
た
規
模
の
上
に
立
て
ら
れ
て
ゐ
る
農
村
共
同
憶
が
、
漸
次
、

そ
の
原
始
的
友

性
質
を
挽
ひ
の
け
て
、
直
接
園
民
的
友
規
模
の
上
に
立
っ
た
集
園
的
た
生
産
要
素
と
し
て
褒
達
し
得
る
」
可
能
性
の
あ
る
と
と
に
つ

い
て
詳
論
し
て
居
る
。

か
く
の
如
く
、

マ
ル
ク
ス
は
、

ロ
シ
ア
に
於
て
、
西
欧
の
個
人
主
義
枇
舎
と
具
た
る
基
礎
事
貫
を
知
る
と
と
に
よ
っ
て
、

乙
の
ロ

シ
ア
に
針
し
勝
米
一
の
殻
展
の
異
及
る
道
程
の
可
能
性
を
見
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
と
れ
ま
で
彼
が
明
に
し
た
と
と
ろ
の
資
本
主
義

枇
舎
の
襲
革
の
過
程
は
、
英
固
に
於
て
産
業
革
命
の
結
呆
、
ま
た
悌
蘭
商
に
於
て
は
悌
蘭
西
大
革
命
の
結
果
、
徹
底
さ
れ
て
行
っ
た

個
人
主
義
社
舎
の
基
礎
事
貨
に
基
い
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、

乙
れ
を
西
欧
枇
舎
に
限
定
し
た
の
で
る
る
。

マ
ル
ク
ス
は
更
に
進
ん
で
、

と
の
ロ
シ
ア
的
の
裂
展
の
可
能
性
に
つ
い
て
次
の
如
く
に
惑
べ
て
居
る
。

ロ
シ
ア
は
、
農
業
共
同
僅

が
今
日
ま
で
闘
民
的
友
規
模
で
保
持
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
唯
一
の
園
で
る
る
。

一
方
で
は
、
土
地
の
共
有
は
、



ロ
シ
ア
を
し
て
、

直
接
且
漸
次
的
に
、

分
散
的
か
つ
個
人
的
な
農
業
を
集
園
鶴
な
農
業
に
特
化
ず
る
こ
と
を
可
能
友
ら
し
め
て
居

る

ロ
シ
ア
の
農
民
た
ち
は
、
す
で
に
共
有
の
牧
場
で
そ
れ
を
寅
行
し
ゐ
る
。
そ
の
土
地
の
地
勢
は
大
規
模
の
機
械
耕
作
を
促
す
、

農
民
が
ア
ル
テ
ル
の
契
約
に
慣
れ
て
ゐ
る
と
と
は
、

ロ
シ
ア
を
し
て
、
分
割
的
持
働
の
集
図
的
労
働
へ
の
締
移
を
容
易
に
す
る
。
他

方
で
は
、
世
界
市
場
を
支
配
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
西
欧
の
資
本
主
義
的
生
産
の
同
時
性
は
‘

ロ
シ
ア
に
る
り
で
は
非
常
な
横
道
を
す

る
こ
と
左
く
し
て
、
資
本
主
義
制
度
に
よ
り
て
仕
上
げ
ら
れ
た
有
ム
住
友
諸
成
果
を
共
同
躍
に
取
り
入
れ
る
と
と
を
可
能
な
ら
し
め
る

の
で
る
る
・

ミ

》

』

、

由
〈

ι'刻
〈

7

ル
ク
ー
は
、
問
欧
個
人
主
義
枇
曾
に
つ
い
て
の
研
究
に
脅
し
て
、

ロ
シ
ア
の
特
殊
性
を
認
め
る
に
至
っ
た
の
で

あ
る
が
、
而
も
似
の
主
た
る
態
的
禁
制
相
以
前
者
に
つ
い
て
た
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
後
者
に
つ
い
て
は
亙
要
た
る
向
方
を
指
示
し
た

に
止
ま
る
の
で
る
る
。

と
の
ロ
シ
ア
自
髄
の
本
質
的
事
貨
と
し
て
の
村
落
共
同
館
町
ち
ミ
l
ル
の
鱒
験
に
褒
し
、

的
陀
打
完
立
て
た
も
の
は
、
賓
に
四
シ
ア
人
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
土
豪
と
し
て
費
革
思
想
を
樫
系

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
、

ロ
ウ
ア
の
蓄
い
公
爵
の
家
に
生
れ
た
の
で
る
る
が
、
幼
少
の
頃
よ
り
屡
と
父
の
所
有
地
で
あ
る
農
村
共
同
鐙

に
過
す
を
例
と
し
、
親
し
〈
そ
の
人
情
美
に
接
し
て
、

と
れ
に
感
動
す
る
と
共
に
こ
れ
等
の
人
身
に
針
す
る
父
の
地
主
と
し
て
の
専

制
的
左
態
度
を
般
験
し
た
。

一
入
六
二
年
ロ
シ
ア
に
於
け
る
農
奴
解
放
の
翌
年
近
待
接
校
を
首
席
に
て
卒
業
し
、

ツ
ア
ー
の
皇
室
に

入
り
得
べ
く
し
て
放
て
シ
ベ
リ
ア
駐
在
を
希
望
し
、

し
、
と
れ
等
の
人
h

の
生
活
の
矯
め
に
設
す
と
共
に
、

シ
ベ
リ
ア
に
於
て
村
落
共
同
館
の
生
活
に
親
し
〈
接
し
て
そ
の
人
情
美
を
韓
験

と
れ
に
針
し
て
モ
ス
コ

l
政
府
よ
り
来
る
命
令
の
矛
盾
を
痛
感
し
た
@
か
く

共
同
世
思
想
の
困
民
的
性
物

七
ヨ王

第
四
十
六
巻

第

競

大4

町村自治立案の幹事となり地方行政の改誌に精神世討:('0 
Kropotkin， Memoirs of a Revolutionist. 2) 



共
同
位
思
想
の
図
民
的
性
格

第
四
十
六
巻

第

鋭

O 

七
ノ、

の
如
き
村
落
共
同
館
に
於
け
る
人
間
生
活
に
封
す
る
信
額
と
こ
れ
に
針
立
す
る
穣
力
的
専
制
に
針
す
る
反
感
と
は
、
後
年
の
ク
ロ
ポ

ト
キ
ン
の
猿
革
思
想
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
に
於
て
鰭
験
し
た
人
間
の
共
同
健
的
生
活
は
、
直
接
農
業
に
闘
す
る
も
の
に
止
ま
ら
友
か
っ
た

の
で
あ
っ
て
、
彼
は
『
相
互
扶
助
論
」
の
中
に
次
の
如
八
に
述
べ
て
居
る
。
産
業
組
合

と
の
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
が
、

口
D
I
C唱
。
「

m
w
E
C
D

を
種
k

雑
多
・
な
る
方
面
か
ら

研
筑
す
る
に
は
、
恐
ら
〈
ロ
シ
ア
松
都
合
の
よ
い
凶
は
泣
い
。

ロ
シ
ア
で
は
産
業
組
合
は
自
然
K
譲
議
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
世
か

ら
侮
っ
て
来
た
遺
産
?
あ
る
。
表
立
っ
て
産
業
組
合
を
浩
れ
ば
種
々
友
る
法
律
上
の
困
難
や
官
僚
の
疑
感
と
戦
は
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ

6コ
'7";. 

あ
心

刀ミ、

と
一
五
ふ
表
立
た
た
い
産
諜
組
合
が
め
っ
て
、

と
れ
が
ロ
シ
ア
の
農
民
生
活
の
本
剛
腕
と
も
た
り
て
ゐ

ヨι
'
vレ
↑
「

7
レ

T

F
つ

y

a
，酌
k
b
'
M

S
'
e
C
E
C
 

?と

ロ
シ
ア
及
び
シ
ベ
り
ア
植
民
地
の
成
立
の
歴
史
は
、
後
に
村
落
共
同
開

〈
自
民
向
四
円

D
E
E
E己
旦
目
的

と
怠
っ
た
狩
識
や
商
業
の
銭

め
の
ア
ル
テ
ル
即
ち
ギ
ル
ド
の
歴
史
で
あ
る
。
そ
し
て
今
猶
此
の
ア
ル
テ
ル
は
到
底
に
見
出
さ
れ
る
。
同
じ
村
か
ら
出
て
凍
て
或
る

製
結
揚
で
働
い
て
居
る
農
民
の
聞
に
も
、
有
ら
ゆ
る
建
築
務
働
者
の
聞
に
も
、

シ
ベ
リ
ア
へ
行
く
途
中
或
は
シ
ベ
リ
ア
に
居
る
囚
人

の
聞
に
も
、
有
ら
ゆ
る
村
落
工
業
の
中
に
も
、
要
す
る
に
僻
労
働
界
の
上
か
ら
下
ま
で
、

一
時
的
或
は
永
久
的
に
、
有
ら
ゆ
る
可
能
的

諸
種
の
生
産
組
合
や
消
費
組
合
が
見
出
さ
れ
る
。
斯
く
の
如
く
、

ロ
シ
ア
に
は
、
中
世
の
古
い
制
度
が
園
家
の
干
渉
を
受
凶
り
た
い
で

共
催
今
日
ま
で
生
き
残
っ
て
居
る
。
し
か
も
、
近
代
商
工
業
の
要
業
に
臆
じ
て
多
種
多
様
怒
る
ら
ゆ
る
様
式
を
と
っ
て
居
る
。

か
く
の
如
き
民
衆
の
共
同
鰹
的
生
活
に
闘
す
る
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
緯
殿
、
は
、
紋
自
ら
が
シ
ベ

F
ア
満
洲
に
於
て
経
験
せ
し
動
物
の

集
国
生
活
の
事
賞
、
並
に
十
九
世
紀
に
於
て
進
歩
せ
し
動
物
皐
の
研
安
、
更
に
十
九
世
紀
の
字
以
後
に
於
て
著
し
〈
溌
展
し
来
れ
る

原
始
共
問
題
の
研
伎
に
よ
っ
て
、
料
製
的
に
設
展
せ
し
め
ら
れ
た
。
か
〈
て
紋
は
人
間
の
共
阿
倍
的
生
活
を
人
類
が
そ
の
下
に
於
て

Mutual Aid. P・272以下。



幾
高
年
を
経
過
せ
し
と
と
る
の
原
始
共
同
憾
の
生
活
に
基
礎
付
け
た
の
み
な
ら
や
、
更
に
動
物
の
自
然
に
於
て
見
ら
れ
る
集
園
生
活

に
ま
で
湖
っ
て
と
れ
を
基
礎
付
け
た
の
で
あ
る
。

乙
の
人
間
生
活
に
於
け
る
共
同
鰐
的
生
活
の
事
賓
の
上
に
彼
の
人
間
観
・
歴
史
観
・

倫
理
観
・
費
革
論
の
一
切
が
打
ち
立
て
ら
れ
、

と
L
K
共
同
陛
思
想
の
一
大
閥
系
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

ーー

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
思
想
の
鰻
系
的
基
礎
を
司
摘
す
も
の
は
、

ヨ
Z
F
E
-
K
L
『
相

E
扶
助
論
」
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
彼
の
人
問
視
と
歴
史

観
と
が
展
開
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
勺
て
、
線
の
倫
理
親
、
現
革
論
の
一
切
は
と
の
上
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
居
る
。

先
づ
去
の
緒
論
に
於
け
る
彼
の
人
間
瓶
一

h

り
見
ょ
う
ロ
前
述
せ
し
如
く
ル
ゾ
オ
は
、

自
己
保
存
の
感
情
と
憐
問
の
情
を
以
て
人
間

の
根
本
感
情
を
考
へ
た
が
、
而
も
彼
は
こ
の
憐
関
の
情
の
根
擦
を
説
く
と
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
然
る
に
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
人
聞
の

最
も
根
本
的
性
質
を
、
個
人
間
の
愛
や
同
情
よ
り
も
更
に
庚
い
共
同
感
情
に
於
い
て
見
た
。
創
ち
「
枇
舎
が
人
間
の
聞
に
依
っ
て
立
つ

基
礎
は
、
愛
で
も
な
く
、
又
同
情
で
も
な
い
。

そ
れ
は
、
よ
し
そ
れ
が
本
能
の
段
階
に
あ
る
に
し
ろ
、
人
類
共
同
の
意
識

g=月
5
9

。「
E
E
S
S
E
s
q
で
あ
る
o
」
そ
れ
は
「
愛
よ
り
は
漠
然
と
し
て
ゐ
る
が
し
か
し
遼
に
庚
い
と
と
ろ
の
人
類
的
共
同
並
に
枇
曾
性

の
感
情
又
は
本
能
『
自
民
口
町
C
H
Z卑

Z
2
0『}】ロ

g
s
g
E町一
q
s
ι
8門戸

PE--q」
で
あ
る
と
延
べ
て
居
る
。
更
に
伎
は
と
の
共
同

感
情
の
起
源
を
幾
高
年
に
亙
る
人
間
の
共
同
生
活
と
更
に
そ
れ
に
先
立
つ
動
物
の
共
同
生
活
に
於
て
見
た
の
で
あ
る
。

「
此
成
世
情
は

数
高
年
聞
の
人
類
の
祉
舎
生
活
と
数
十
高
年
聞
の
前
人
類
の
枇
舎
生
活
に
よ
り
て
養
は
れ
来
っ
た
も
の
で
あ
る
。
」
即
ち
そ
れ
は
「
極

め
て
長
い
進
化
の
行
程
に
於
て
動
物
並
に
人
類
聞
に
徐
k

k
護
展
し
た
本
能
で
あ
っ
て
、
相
互
扶
助
並
に
支
持
の
賀
行
よ
り
得
ら
れ

能
ふ
力
と
一
枇
舎
生
活
に
於
て
見
出
し
得
る
喜
悦
と
を
教
へ
た
の
で
あ
る
o
」
か
く
て
共
同
感
情
が
相

E
扶
助
に
夜
露
し
、

と
の
相
互
扶

共
同
値
思
想
の
園
民
的
性
格

第
四
十
六
巻

七
七

第
三
披

Mutual Aid， a factor of evolution. London， 1'908. 



共
同
値
思
想
の
困
民
的
性
格

第
四
十
六
巻

=
一
七
八

第

銃

助
に
よ
っ
て
共
同
感
情
が
一
一
居
費
建
し
、
と
の
共
同
感
情
に
よ
っ

τ共
同
生
活
が
一
麿
掻
く
基
礎
付
け
ら
れ
る
と
と
L
左
る
。
か
く

て
人
間
の
根
本
性
格
た
る
共
同
感
情
の
根
擦
は
、
人
間
歴
史
の
愛
展
の
中
に
於
て
は
じ
め
て
十
分
に
明
に
さ
れ
る
と
と
ミ
た
る
。

『
相
互
扶
助
論
』
の
本
論
K
於
て
は
相
互
扶
助
の
事
貨
と
そ
れ
が
進
化
に
封
ナ
る
意
義
が
動
物
・
蒙
昧
人
・
野
盤
人
・
中
世
人
・
近
代
人

の
生
活
を
一
貫
し
て
考
裂
さ
れ
て
居
る
。
そ
れ
は
帥
恨
の
歴
史
観
と
し
て
彼
の
醐
閥
系
の
基
礎
を
友
す
と
共
に
、

史
観
と
金
〈
英
友
る
と
と
ろ
の
共
同
剛
院
史
観
な
る
も
の
の
企
固
と
し
て
、
特
に
重
ん
や
ベ
き
も
の
で
あ
る
。

先
づ
動
物
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
居
る
の

σあ
る
が
、
そ
と
に
は
異
な
れ
る
綱
に
局
ず
る
も
の
L
問
、
開
時
な
れ
る
穏
と
種
と
の
問

マ
ル
ク
ス
の
階
級
枇
舎

売
し
〈
は
問
品
種
族
に
溺
す
ゐ
奥
族
問
に
於
℃
す
ら
も
、
闘
年
は
町
成
り
一
引
は
れ
て
府
る
に
拘
ら
十
、
阿
族
若

r、
は
同
裁
の
内
部
で

は
、
平
和
と
相
互
支
持
と
が
原
則
と
な
っ
て
居
る
。
而
し
て
非
枇
曾
的
な
種
が
凋
落
し
っ
、
る
る
に
反
し
、
枇
合
的
友
種
が
繁
柴
す

る
。
か
く
て
動
物
の
各
階
級
の
最
頂
結
に
位
す
る
も
の
に
於
て
、
最
大
の
祉
舎
的
精
神
は
最
高
の
組
織
の
議
建
を
件
ふ
も
の
で
あ
っ

て
、
生
存
競
争
に
針
す
る
最
泊
者
は
最
も
枇
曾
的
友
動
物
で
る
る
。
そ
し
て
此
枇
合
性
は
、
直
接
に
は
穫
の
安
寧
を
保
障
し
て
精
力

の
濫
費
を
減
や
る
事
に
よ
り
、
間
接
に
は
組
織
の
増
進
を
助
け
る
事
に
よ
っ
て
、
進
化
の
主
要
原
因
と
な
る
こ
と
が
見
ら
れ
た
。
更

に
彼
が
と
の
園
結
の
性
質
に
つ
い
て
述
ぺ
て
居
る
次
の
と
と
は
、
共
同
悌
一
般
の
護
展
法
則
を
明
に
す
る
に
重
要
で
あ
る
。

「
進
化
の
段
階
を
登
っ
て
行
〈
に
従
っ
て
圏
結
が
だ
ん
/
¥
意
識
的
に
な
っ
て
行
く
の
を
見
る
。

li!u 
ち

邸
ち
共
純
然
た
る
機
械
的
佐
賀
や

翠
な
る
本
能
的
性
質
を
失
ふ
て
、
次
第
に
合
理
化
さ
れ
て
行
く
。
」
ま
究
結
合
は
時
と
し
て
一
一
一
一
一
段
の
順
序
を
逗
ム
て
現
れ
る
。
邸
ち

第
一
に
家
族
、
次
ぎ
に
群
、
最
後
に
群
の
圏
結
と
云
ふ
順
序
で
あ
る
。
而
し
て
圏
結
が
進
歩
す
れ
ば
共
同
生
活
の
統
一
を
失
は
や
に

益
身
個
慣
の
調
立
を
保
障
す
る
や
う
に
友
る
。
以
下
八
間
生
活
の
渡
展
に
つ
い
て
、
と
の
殻
展
法
則
が
見
ら
れ
る
。



彼
は
、
人
間
生
活
に
つ
き
、
先
づ
氏
族
共
同
鑓
に
つ
い
て
考
察
し
て
居
る
。

ル
ソ
オ
は
、
人
間
生
活
の
原
始
祇
態
を
先
づ
狐
立
人

が
動
物
に
伍
し
て
生
活
す
る
欣
態
陀
於
て
、
申
叫
に
家
族
般
態
に
於
て
考
へ
も
凡
@
然
る
に
十
九
位
紀
に
於
て
護
建
せ
し
原
始
枇
合
の
研

究
を
十
分
に
利
用
し
得
た
ク
ロ
ポ
ト
干
ン
は
、
と
れ
そ
明
に
否
定
し
た
。
目
く
「
原
始
種
族
の
枇
曾
制
度
に
闘
す
る
詳
細
な
研
究
が

最
近
四
十
恥
聞
に
行
は
れ
た
。
か
く
て
人
類
枇
合
制
度
の
愛
生
撃
を
攻
究
す
る
金
利
壊
は
、
:
・
多
く
の
人
々
の
千
に
設
建
し
、
人
類

の
生
活
は
決
し
て
小
さ
在
市
内
立
的
家
族
の
形
に
は
じ
ま
り
た
も
の
で
た
い
事
を
確
定
し
て
、
何
等
の
疑
友
き
ま
で
に
越
し
た
。
人
類

は
最
初
共
同
婚
姻
と
各
づ
〈
可
き
一
段
憎
を
通
過
し
た
と
と
は
殆
ん

E
疑
い
左
い
。
次
に
同
一
の
祖
先
か
ら
出
た
と
鬼
倣
さ
れ
る
線

て
の
人
を
合
関
し
て
調
。
5
(氏
)
若
し
く
は
円
Z

H

M

(

氏
族
)
の
観
念
が
殻
注
し
て
、
氏
族
内
の
一
婚
姻
は
金
〈
禁
止
さ
れ
決
。
此
複
雑

た
組
織
は
、
進
化
の
最
低
級
に
あ
る
人
類
の
聞
に
護
法
し
た
も
の
で
、

し
か
も
輿
論
の
外
に
は
何
等
の
機
力
を
も
知
ら
な
い
枇
舎
の

中
に
そ
れ
が
維
持
さ
れ
た
乙
と
を
考
へ
れ
ば
、
人
間
の
性
質
に
は
共
最
低
の
段
階
に
於
て
す
ら
祉
舎
的
本
能
が
如
何
に
深
く
根
ざ
し

て
居
る
か
と
云
ふ
と
と
が
解
る
の
で
あ
お
。
数
高
年
を
通
じ
て
在
績
し
得
た
氏
族
制
度
の
執
着
力
は
寅
に
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

蒙
昧
人
は
苛
酷
友
生
存
闘
争
の
必
要
共
者
に
よ
っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
維
持
さ
れ
て
来
た
一
つ
の
性
質
を
も
っ
て
ゐ
る
。
却
ち
自
己
の

存
在
と
共
種
族
の
存
在
と
を
同
一
一
脱
す
る
。
民
族
の
概
念
は
常
に
そ
の
心
を
離
れ
た
い
。
そ
し
て
氏
族
の
利
害
の
鋳
め
に
す
る
自
己

の
節
制
と
自
己
犠
牲
と
は
、
共
の
白
身
の
茶
飯
事
で
あ
る
。
穫
族
の
内
部
で
は
綿
て
の
物
は
共
有
で
あ
る
。
要
す
る
に
個
別
的
の
家

族
が
ま
だ
種
族
的
一
致
を
破
壊
し
た
か
っ
た
限
り
、
種
族
の
内
部
に
於
て
は
「
各
は
総
て
の
矯
め
に
」
と
云
ふ
法
則
が
至
上
の
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
此
法
則
は
、
隣
の
氏
族
又
は
種
族
に
ま
で
は
、
攻
守
同
盟
の
揚
合
で
す
ら
も
及
ぼ
さ
れ
左
か
っ
た
。
か
く
し
て
蒙
昧

人
の
生
活
は
二
組
の
行
震
に
分
た
れ
、
二
つ
の
異
な
る
倫
理
面
に
於
て
現
れ
る
。
種
族
内
の
闘
係
と
種
族
外
の
問
題
と
が
こ
れ
で
あ

共
同
世
思
想
の
図
民
的
性
情
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第
三
撹

四

る
。
郎
ち
こ
L

に
は
金
と
個
と
の
未
分
前
の
最
も
原
始
的
な
狭
い
共
同
樟
が
見
ら
れ
る
。

突
に
村
落
共
同
般
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
る
。
氏
族
組
織
が
、
内
か
ら
戸
別
的
家
族
に
よ
っ
て
艇
は
れ
、
外
か
ら
は
移
住
し

行
〈
氏
族
の
離
散
と
組
先
を
異
に
す
る
外
来
人
を
牧
容
す
る
の
必
要
に
よ
っ
て
襲
れ
た
時
、
領
土
的
概
念
を
基
礎
と
し
た
村
落
共
同

憾
ユ
一
お
0
8
5
5
E
E
3、
が
出
現
し
た
。
此
新
組
織
は
次
ぎ
の
十
五
世
紀
闇
若
し
く
は
そ
れ
以
上
の
閥
、
諸
種
族
を
結
束
さ
せ
て
行

っ
た
ロ
共
同
の
努
力
に
よ
り
て
獲
得
さ
れ
札
つ
保
護
さ
れ
る
共
同
の
領
土
と
一
五
ふ
観
念
が
、
新
に
生
れ
た
。
そ
し
て
此
概
念
が
共
同

組
先
と
一
五
ふ
既
に
衰
滅
し
か
け
て
ゐ
る
翻
念
に
代
っ
た
。
同
時
に
ま
た
共
同
の
紳
々
は
、
漸
次
に
共
同
組
先
と
云
ふ
性
質
を
止
へ
つ
亡

地
方
的
又
は
領
土
的
の
性
質
を
帯
び
て
来
た
。
部
ち
或
一
地
方
の
榊
又
は
聖
徳
と
友
っ
た
。
「
士
地
」
は
共
の
住
民
と
同
-
閲
さ
れ
た
。

領
土
的
結
合
が
昔
の
血
族
的
結
合
に
代
っ
て
愛
達
し
た
。
そ
し
て
此
の
新
組
織
は
、
新
事
情
の
下
に
争
ム
ペ
か
ら
さ
る
利
益
を
興
へ

た
。
邸
ち
此
新
組
織
は
、
家
族
の
調
立
を
認
め
、
又
は
更
に
其
猪
立
を
強
め
た
。
即
ち
此
共
同
村
落
憶
は
、
各
家
族
の
一
内
部
に
起
る

私
事
に
干
渉
す
る
権
利
を
揚
棄
し
た
。
新
組
織
は
ま
た
個
人
の
褒
意
に
よ
り
多
く
の
自
由
を
興
へ
た
。
か
く
し
て
村
落
共
同
飽
は
、

新
し
い
粧
台
組
織
の
根
本
的
細
胞
と
友
っ
た
。
卸
ち
そ
れ
は
ニ
厄
の
土
地
を
共
有
し
且
つ
共
同
の
組
先
か
ら
出
た
も
の
と
見
倣
さ
れ

る
家
族
の
結
合
で
あ
っ
た
。
或
る
民
族
で
は
、
或
る
事
情
の
下
に
、
家
族
の
人
員
が
多
数
と
た
り
而
も
新
家
族
の
形
を
を
と
ら
や
、

同
じ
屋
根
の
下
、
同
じ
聞
の
中
に
住
ん
で
、
集
合
的
の
世
帯
を
持
ち
、
家
畜
を
共
有
し
て
、
共
同
の
竃
へ
食
事
を
し
た
。
向
ほ
乙
の

村
落
共
同
憶
に
つ
い
て
特
筆
し
左
け
れ
ば
左
ら
ぬ
と
と
は
、
共
骨
感
情
わ
よ
っ
て
骨
骨
ト
か
か
人
聞
の
範
骨
か
吹
却
炉
b
績
中
心
さ
れ
た

事
で
あ
る
。
邸
ち
種
族
三
宮
が
聯
合
し

τ
民
族

田
宮
ヨ
加
を
形
づ
く
っ
た
ば
か
り
で
な
〈
、
更
に
此
等
の
民
族
は
共
組
先
を
異
に

す
る
も
の
ま
で
結
合
さ
せ
て
聯
合
を
形
づ
く
っ
た
。



次
に
中
世
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
る
。
六
七
位
紀
の
頃
、
少
数
者
の
権
威
を
形
づ
く
る
矯
め
に
は
富
と
兵
力
と
の
外
に
他
の
要
素
が

必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
法
律
と
権
利
と
の
一
要
で
あ
っ
て
、
平
和
を
維
持
し
、
又
問
ら

E
議
官
と
す
る
と
と
ろ
の
も
の
を
確
立
せ
ん

と
す
る
民
衆
の
欲
求
で
あ
る
。

と
の
要
素
か
、

や
が
て
武
入
閣
の
首
領
等
に
二
三
百
午
後
に
彼
等
が
得
た
強
大
友
る
勢
力
を
興
へ

る
事
と
友
っ
た
の
で
あ
る
。
野
蟹
人
の
白
山
の
最
後
の
痕
跡
が
将
陀
消
減
し
よ
う
と
す
る
時
、

そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
幾
千
の
小
楼

力
者
の
支
配
の
下
に
落
ち
て
、
一
脚
襟
政
治
と
専
制
闇
家
を
建
設
し
よ
う
と
准
み
つ
、
あ
っ
た
時
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
衆
生
活
は
そ
れ

と
は
建
ふ
新
た
友
る
方
向
を
取
っ
た
っ
部
ち
礼
拝
っ
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
都
市
が
取
っ
た
の
と
同
一
線
上
を
進
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
都

市
の
集
閣
が
最
小
の
市
口
巴
に
至
る
ま
で
仏
川
ん

F-
不
思
議
た
税
に
一
致
し
て
、
現
世
的
及
び
宗
教
的
支
配
晶
刊
の
慨
を
挺
び
薄
さ
う
ム
一
し

た
。
保
盛
に
よ
っ
て
岡
め
ら
れ
た
村
落
は
、
領
主
の
城
に
反
抗
し
て
起
っ
た
リ
最
初
は
領
4
1
の
域
を
軽
侮
し
、
や
が
て
、
そ
れ
を
襲

撃
し
、
途
に
は
そ
れ
を
破
壊
し
た
G

此
運
動
は
績
か
つ
て
ヨ
l
ロ
v
メ
全
地
の
有
ゆ
る
都
市
に
移
っ
て
行
っ
た
。
か
〈
て
簡
は
ゆ
る

白
山
都
市
が
現
れ
た
。

「
と
の
中
世
の
都
市
は
一
玉
虫
の
聯
合
悌
と
し
て
現
れ
た
。
剖
tJ
街
と
か
毅
匿
と
か
一
五
ふ
小
地
域
的
結
合
慢
を

組
織
し
た
総
て
の
戸
主
の
聯
合
で
あ
る
と
同
時
に
、

叉
各
L
R

共
職
業
に
よ
っ
て
ギ
ル
ト
を
結
ん
だ
各
個
人
の
聯
合
で
あ
る
。
そ
し
て

前
者
は
都
市
の
村
落
共
同
樫
的
起
源
の
庵
物
で
あ
り
、
後
者
は
新
左
事
情
に
よ
り
其
後
に
毅
達
し
た
も
の
で
あ
あ
」
有
ら
ゆ
る
職
業

の
間
に
は
、
必
や
ギ
ル
ト
が
あ
っ
た
。
生
活
が
益
々
多
種
多
様
注
目
的
や
職
業
を
取
る
に
つ
れ
て
、
ギ
ル
ト
の
種
類
も
そ
れ
に
比
例

し
て
増
加
し
た
。
此
潮
流
は
村
落
共
同
憾
に
於
け
る
と
同
一
の
精
一
仰
の
も
の
で
あ
る
が
、
た

r
ギ
ル
ト
と
云
ふ
新
し
い
様
式
に
よ
っ

て
復
活
さ
れ
再
興
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
白
山
ム
」
組
側
立
の
裁
判
権
と
卒
和
と
を
保
障
す
る
事
は
、

や
が
て
中
世
都
市
の
主
去
る
目
的
で

あ
っ
た
。
「
貧
者
に
も
富
者
に
も
均
し
く
必
須
の
食
物
と
住
居
と
を
供
給
す
る
事
は
、
各
都
市
の
根
本
原
別
で
あ
っ
た
。
」
而
し
て
そ

共
同
位
思
想
の
岡
民
的
性
格
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の
初
期
に
は
都
市
自
ら
市
氏
の
使
用
す
る
食
料
品
を
買
入
れ
る
の
を
常
と
し
た
。

と
の
中
世
都
市
は
、
村
落
共
同
憾
に
於
け
る
よ
り
も
よ
り
大
き
左
規
模
の
上
に
、
相
互
扶
助
と
相
互
支
持
と
の
銭
め
の
、
消
費
と

そ
し
て
社
合
生
活
全
般
の
矯
め
の
緊
，
M
M
友
圏
結
を
組
織
し
て
、
機
力
的
桂
拾
を
課
す
る
と
と
左
し
に
、
髪
術
・

手
工
・
科
撃
・
商
業
に
於
け
る
個
々
人
の
各
圏
樫
と
政
治
圏
憶
と
の
創
造
的
天
票
に
十
分
左
表
現
の
白
山
を
奥
へ
よ
う
と
す
る
企
亡
-
あ

っ
た

d

「
と
の
中
断
都
市
の
根
本
思
想
は
、
大
き
く
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
十
分
庚
く
は
友
か
っ
た
o
」
此
等
の
都
市
は
、
相
互
伏
助

の
原
則
友
十
分
に
成
い
意
味
に
制
御
す
る
事
が
出
来
十
、
都
市
同
士
の
聞
の
聯
合
的
精
刊
が
倣
乏
し
て
居
た
。
か
く
て
そ
れ
は
、
敵

生
産
と
の
矯
め
の
、

の
封
建
的
諸
領
主
の
斜
地
に
取
り
凶
ま
れ

h

農
民
を
解
放
す
る
と
と
も
出
来
、
千
、
自
ら
も
ま
た
漸
次
ロ
オ
マ
流
の
専
制
的
思
想
に
腐

敗
さ
れ
て
、
途
に
十
五
世
紀
の
終
り
頃
に
、
営
時
勃
興
し
つ
t
A

る
っ
た
武
力
的
園
家
の
餌
食
と
友
っ
て
了
つ

h
。

次
に
こ
の
園
家
時
代

F
Z
Eお
宮
口
包
が
考
察
さ
れ
る
。
邸
ち
乙
の
園
家
は
、
失
ぎ
の
三
世
紀
の
閥
、
寄
っ
て
相
互
扶
助
的
傾

向
が
共
表
現
の
担
額
所
を
見
出
し
た
有
ら
ゆ
る
制
度
を
組
織
的
に
破
壊
す
る
事
に
努
め
た
。
村
落
共
同
種
は
、
共
民
舎
も
、
裁
判
所
も

濁
立
の
行
政
も
、
文
そ
の
土
地
ま
で
も
奪
は
れ
て
了
っ
た
。
都
市
は
共
主
穫
を
奪
は
れ
て
、
共
内
的
生
活
の
源
泉
た
る
尺
舎
や
、
明
窓

患
に
よ
る
裁
判
所
や
行
政
ゃ
、
又
は
主
楼
的
教
置
や
同
業
組
合
友
ど
を
破
壊
さ
れ
て
了
っ
た
。
か
く
園
家
が
有
ら
ゆ
る
枇
曾
の
機
能

を
吸
牧
し
て
了
っ
た
こ
と
は
、
必
然
に
、
放
縦
な
そ
し
て
偏
狭
左
個
人
主
義
の
護
建
を
助
け
た
。
人
民
は
、
園
家
に
叫
劃
す
る
義
務
の

教
が
増
し
て
行
く
に
縫
っ
て
、
明
に
人
民
同
士
の
聞
の
義
務
を
売
れ
た
。

然
る
に
人
間
の
感
情
と
理
智
と
に
深
く
根
ざ
し
て
今
日
ま
で
の
有
ら
ゆ
る
進
化
に
よ
っ
て
打
ち
同
め
ら
れ
て
来
た
人
類
共
同
の
感

情
を
破
壊
す
る
と
と
が
出
来
左
か
っ
た
。
故
に
園
家
が
有
ら
ゆ
る
方
訟
を
講
じ
て
村
落
共
同
植
を
破
壊
し
よ
う
と
し
た
に
も
拘
ら
宇

M. A. p. ，86 Il 



ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
民
の
日
常
生
活
を
見
る
に
、

そ
の
生
活
に
は
相
互
扶
助
的
風
習
と
習
慣
止
に
満
ち
て
ゐ
る
。
今
猶
土
地
共
有
の
主

た
る
遺
物
が
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
最
近
農
民
の
組
合
陀
封
す
る
法
律
上
の
障
害
が
除
か
れ
る
や
否
や
、
経
済
的
目
的
の
有
ら

ゆ
る
種
類
の
自
由
友
組
合
が
、
忽
の
聞
に
農
民
の
聞
に
儲
か
っ
た
。

工
業
弊
働
者
忙
つ
い
て
見
る
も
、
国
家
よ
り
座
泊
さ
れ
左
が
ら

も
、
弁
働
者
の
組
合
運
動
が
績
け
ら
れ
た
。
ま
た
産
業
組
合
運
動
も
高
ま
っ
て
朱
た
。
「
人
閣
が
互
に
手
を
掘
っ
て
国
給
す
る
事
は
、

三
世
紀
の
問
、
文
事
や
轟
術
や
又
は
教
育
の
上
す
ら
も
禁
せ
ら
れ
た
。
:
然
る
に
今
そ
の
麗
迫
が
除
か
れ
る
と
共
に
閣
慢
は
四
方
八

十
々
に
蜂
却
し
、

人
間
活
動
の
箆
維
な
る
あ
ら
ゆ
る
方
一
聞
に
繍
が
り
、
更
に
は
園
際
的
の
も
の
と
な
っ
て
、
岡
山
家
が
種
々
友
る
岡
籍
の

聞
に
設
け
た
障
害
を
打
破
す
る
と
と
に
、
今
日
ま
で
十
分
に
見
民
る
事
の
出
来
な
い
程
皮
に
ま
で
少
な
か
ら
や

J

寄
悔
し
て
ゐ
る
。
商

業
上
の
競
争
か
ら
生
や
る
嫉
妬
ゃ
、
消
え
て
行
く
過
去
の
幽
霊
に
導
か
れ
る
増
悪
へ
の
誘
惑
に
拘
ら
守
、
世
界
の
先
費
者
並
に
葬
働

大
衆
の
聞
に
、
彼
等
が
闘
際
的
交
通
の
権
利
を
獲
得
し
て
以
来
、
設
建
し
つ
L
あ
る
と
こ
ろ
の
園
際
的
協
同
の
自
覚
が
あ
る
。
そ
し

て
此
精
紳
が
、
就
に
最
近
二
十
五
年
間
の
閑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
争
を
防
止
す
る
こ
と
に
寄
興
し
た
。
」

以
上
が
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
歴
史
観
の
骨
子
で
あ
る
。
而
し
て
我
々
は
、
こ

L
に
こ
の
歴
史
観
の
幼
献
と
そ
の
限
界
と
を
注
意
し
友

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
づ
そ
の
功
献
よ
り
見
ん
に
、
そ
れ
は
ル
ソ
オ
・
へ
ー
が
ん
、

マ
ル
ク
ス
等
の
史
観
に
於
け
る
と
異
友
り
、
人
聞
の
本
来
生
活
を

共
同
館
と
左
し
、
従
っ
て
人
聞
の
根
本
性
格
を
共
同
感
情
と
た
し
、
共
同
緯
よ
り
出
愛
し
共
同
感
情
を
根
抵
と
し
て
、
人
間
の
歴
史

と
れ
と
の
史
観
の
共
同
樟
史
観
た
る
所
以
で
あ
る
。
更
に
共
同
館
の
登
展
に
つ
い
て
、

的
議
展
を
考
察
し
た
こ
と
で
あ
る
。

つ
IT) 

根
本
法
則
が
見
ら
れ
て
居
る
@
そ
れ
は
先
づ
外
延
的
に
共
同
緯
が
氏
族
共
同
韓
・
村
落
共
同
樫
・
都
市
共
同
位
と
棋
大
さ
れ
、
共
同

共
同
盛
思
想
白
幽
民
的
性
格

第
四
十
六
巻

戸、

第

競

戸七
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世
思
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の
闘
民
的
性
格
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第

競

感
情
の
闘
が
抜
大
し
行
〈
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
か
〈
共
同
憶
が
抜
大
し
行
く
に
つ
れ
、
本
能
的
一
穏
的
在
る
氏
族
共
同
櫨
よ
り
護
展

し
て
、
内
包
的
に
各
家
族
並
に
各
人
更
に
諸
組
合
等
の
自
由
怠
る
創
治
的
な
活
動
の
徐
地
が
榊
大
す
る
と
共
に
全
般
の
統
一
が
白
鹿
島

的
に
保
た
れ
共
同
感
情
が
本
能
的
た
る
も
の
よ
り
向
莞
的
た
る
も
の
へ
と
高
ま
り
行
〈
こ
と
で
る
る
。
こ
の
こ
と
は
共
同
鱒
一
般
の

発
展
法
則
と
し
て
庚
〈
趨
用
し
得
る
と
こ
ろ
の
郁
め
て
重
要
左
思
想
で
あ
る
。

然
る
に
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
こ
の
後
注
法
則
を
、
川
附
家
の
段
滑
に
五
つ
で
中
断
し
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
閥
次
を
以
て
平
に
在
来
の

諸
共
同
慌
を
破
壊
す
る
も
の
と
し
て
の
み
者
察
し
て
居
る
ロ

と
誌
に
タ
ロ
ポ
ト
キ
ン
思
想
の
限
界
が
現
れ
て
居
る
。

即
ち
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
が
十
五
世
紀
絡
よ
り
十
八
世
'
紀
に
主
る
「
国
家
時
代
」

F
O
ω
Z
百
唱
。
=
呈
ー
と
云
へ
る
も
の
は
、

正
に
重
商
主

義
時
代
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
於
て
は
、
新
に
起
り
来
れ
る
園
民
国
家
が
そ
の
内
部
に
於
け
る
諸
閥
憶
を
破
壊
し
て
闘
民
国
家
の
統
一

を
進
め
て
行
っ
た
時
代
で
あ
み
下
闘
権
主
義
者
は
中
央
集
権
的
岡
家
の
賓
現
を
以
て
重
商
主
義
の
功
績
と
す
る
に
劃
し
て
、
ク
ロ
ポ

ト
キ
ン
は
と
の
岡
家
の
働
き
を
以
て
全
く
消
極
的
左
る
も
の
と
な
し
輩
に
在
来
の
共
同
鰐
を
倣
壊
す
る
も
の
と
し
た
の
?
あ
る
。
然

し
我
々
は
そ
乙
に
共
同
慌
に
叫
制
す
る
過
渡
た
破
壊
作
用
を
見
る
と
共
に
ま
た
共
同
鰐
の
新
在
る
護
展
の
意
義
を
見
友
け
れ
ば
な
ら
窓

ぃ
。
卸
ち
園
民
闘
家
の
成
立
は
‘
そ
れ
が
権
力
的
破
壊
行
筋
を
件
ふ
た
と
す
る
も
.
人
間
の
生
活
共
通
園
を
図
民
国
家
単
位
に
ま
で
横

大
す
る
こ
と
与
な
り
か
〈
て
、

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
共
同
般
の
護
展
法
則
よ
り
す
る
も
、
人
間
わ
根
本
感
情
た
る
共
同
感
情
の
圏
が
園

民
翠
佐
に
ま
で
横
大
さ
れ
、
と

L
K
園
民
的
自
然
と
文
化
を
共
に
し
闘
民
的
共
同
感
情
に
基
ぐ
と
こ
ろ
の
園
民
共
同
値
友
る
も
の
が

議
建
し
来
る
と
と
主
た
る
の
で
あ
る
。

こ
の
園
民
共
同
鰐
の
褒
建
具
」
共
に
同
家
権
力
の
専
制
的
支
配
は
緩
和
さ
れ
、
在
来
の
諸
種
の

共
同
健
の
存
続
並
に
登
展
が
そ
の
内
部
に
於
て
可
能
と
な
り
来
る
の
で
る
る
。
か
く
て
こ
の
図
家
成
立
の
段
階
に
劃
し
で
も
、
共
同

拙稿酢新困民主義と園民共肉錘J昭和十二年一月歩照m1) 
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恒
一
般
の
護
展
法
則
を
貫
徹
し
て
考
へ
る
と
と
が
可
能
で
あ
り
ま
た
必
要
で
あ
る
。
然
る
陀
園
家
権
力
を
以
て
常
に
ツ
ア
ー
の
専
制

的
構
力
と
同
副
ず
る
蓮
命
に
置
か
れ
た
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
に
と
っ
て
は
、
園
家
権
力
は
単
に
破
壊
的
た
力
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
、
と
れ
を
媒

介
と
し
て
成
立
す
る
図
民
共
同
程
在
る
も
の
は
こ
れ
を
認
め
得
左
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
で
ク
咽
ポ
ト
キ
ン
の
共
同
躍
思
想
は
、

ロ
シ
ヤ
並
に
西
欧
に
於
け
る
閥
民
共
同
慣
の
消
極
的
事
貨
に
よ
り
て
制
約
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
ま
た
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
、
圃
民
共
同
僅
を
飛
躍
し
て
、
農
民
組
合
、
持
働
組
合
、
産
業
組
合
、
共
他
諸
種
の
自
由
圏
輔
の

噛
内
的
友
る
並
に
圏
際
的
な
る
嚇
ム
口
に
於
て
、
人
崎
明
枇
舎
の
殻
展
向
し
5
を
見
た
の
で
あ
る
。
然
し
と
れ
等
の
組
合
並
に
そ
の
自
由
聯

合
な
る
も
の
は
、
本
来
個
人
主
義
枇
舎
よ
り
来
る
自
由
協
同
『
3
0
2る
な

E
E
H
で
あ
っ
て
、
自
然
と
文
化
を
共
同
に
せ
る
在
来
の

共
同
悼
と
は
本
質
を
異
に
せ
る
も
の
で
あ
る
。
而
も
こ
の
彼
の
枇
舎
化
的
高
民
化
的
傾
向
に
於
て
、
彼
が
岡
家
を
否
定
し
従
っ
て
園

際
戦
争
を
否
定
せ
ん
と
す
る
根
揚
が
存
ず
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
一
度
国
民
共
同
鵠
の
成
立
を
何
等
か
の
形
に
於
て
認
む
る
や
、
そ
れ
以
前
の
諸
共
同
憶
が
内
に
緊
密
友
る
共
同
を
保
ち
な

が
ら
外
に
利
害
の
相
衝
突
す
る
も
の
と
桐
械
び
、

や
が
て
通
共
の
利
害
陀
よ
っ
て
栴
結
ば
れ
て
、
よ
り
大
た
る
共
同
簡
に
進
み
た
る

が
如
く
、
同
民
共
同
捜
も
亦
相
互
の
闘
争
を
通
じ
て
よ
り
大
友
る
人
類
共
同
憾
に
進
み
得
る
の
で
あ
る
。
但
し
相
争
ふ
圏
民
共
同
値

が
相
互
に
そ
の
共
同
感
情
を
偏
狭
に
内
に
の
み
保
っ
て
損
大
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
ば
遂
に
共
に
衰
亡
す
る
と
と
そ
れ
以
前
の
共
同
値

に
於
け
る
と
同
様
で
あ
る
。
而
も
人
類
共
同
惇
へ
の
向
上
は
、
戦
の
み
に
よ
る
ぺ
き
も
の
で
は
な
く
、
融
和
に
よ
る
と
と
が
更
に
願

は
し
い
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
人
類
共
同
鐙
の
内
に
於
て
は
各
圏
民
共
問
題
の
存
在
が
解
消
す
る
の
で
は
危
ぐ
、
む
し
ろ
と
の
人
類

共
同
韓
の
中
に
あ
っ
て
各
閣
民
共
同
憶
は
そ
の
十
全
な
る
活
動
を
護
輝
し
得
る
と
と
一
闘
民
共
同
鰭
内
に
於
け
る
諸
共
同
穂
に
見
ら

共
同
脇
田
思
想
の
園
民
的
性
降

第
四
十
六
巻
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共
同
世
思
想
の
園
民
的
性
格
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六
巻
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第
三
日
陣

る
L
と
同
様
で
る
る
。
か
く
て
園
民
共
同
僅
よ
り
人
類
共
同
鐙
へ
の
護
展
に
於
て
も
共
同
櫨
一
般
の
発
展
法
則
が
一
貫
し
て
見
ら
れ

得
る
の
で
あ
る
。

之
を
要
す
る
に
、
各
国
民
に
於
て
は
諸
種
の
共
同
値
的
事
賓
が
存
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
園
民
生
活
に
謝
し
特
に
意
義

を
有
す
る
も
の
が
そ
の
一
図
民
の
共
同
鶴
思
想
を
根
本
的
に
規
定
す
る
。

タ
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
歴
史
観
は
、

ロ
シ
ヤ
に
於
け
る
民
衆
生
活

に
於
て
そ
の
積
極
的
意
義
を
渡
部
し
続
け
た
と
こ
ろ
の
村
落
共
同
館
即
ち
ミ
ー
ん
と
ア
ル
テ
ル
の
事
賓
の
上
に
積
極
的
に
立
却
し
且

つ
ロ
シ
ヤ
に
於
て
こ
と
に
甚
だ
し
か
っ
た
ツ
ア
ー
の
専
制
的
支
配
の
事
賓
の
上
に
消
極
的
に
立
却
せ
る
史
観
で
あ
る
。

か
〈
て
‘
院

闘
に
於
て
特
に
顕
著
た
る
共
同
館
的
事
責
忙
立
却
す
る
歴
史
観
が
園
民
共
同
躍
を
土
芸
と
す
る
と
こ
ろ
の
園
民
共
同
韓
史
観
と
友

る
と
異
友
り
、
タ
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
歴
史
観
は
農
村
並
に
都
市
的
共
同
憶
を
日
夜
、
む
と
す
る
共
同
健
史
観
と
友
っ
た
の
で
る
る
。
か
〈
て

ま
た
そ
れ
は
図
家
成
立
以
後
の
人
類
の
護
展
を
十
分
に
共
同
韓
的
に
把
握
す
る
と
と
が
出
来
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
今
、

れ
を
園
民
共
同
躍
な
る
も
の
を
以
て
補
ふ
時
、
原
始
共
同
鰭
よ
り
人
類
共
同
組
に
至
る
ま
で
の
後
展
が
、

一
貫
せ
る
共
同
館
的
褒
展

と
し
て
把
握
し
得
ら
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
而
も
と
の
園
民
共
同
艦
友
る
も
の
も
、
ま
た
各
園
民
的
事
賓
に
印
し
て
諸
種
の
類
型

比
国
別
さ
れ
得
る
の
で
る
る
。

こ

拙稿L幽民生命史離可(本誌昭和十二年三月披H'幽民生命史観の諸問題.~ (同四
月掛〉参照。


