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目
げ
Φ
国
一
①
唐
Φ
旨
の
o
騰
卜
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昌
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一
包
一
ω
巨

　
　
　
｝
昌
牙
Φ
忌
仁
貯
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げ
ピ
菖
こ
ピ
o
β
α
o
P
密
㎝
ρ
一
ω
㊤
b
b
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ベ
デ
・
オ
ヌ
オ
ア
神
父
著

『
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
の

　
　
　
　
　
　
　
基
礎
に
あ
る
も
の
』

噛
　
現
代
の
ア
フ
リ
カ
を
論
ず
る
に
あ
た
つ
て
無
視
し
え
な
い
問
題
の
ひ
と
つ

に
、
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
が
あ
る
．
な
ぜ
な
ら
、
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
は
、
現

在
ア
フ
リ
カ
諸
国
が
共
通
の
課
題
と
し
て
担
つ
て
い
る
工
業
化
・
近
代
化
、
あ

る
い
は
国
家
建
設
の
効
率
を
も
つ
と
も
大
き
く
左
右
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ

り
、
制
度
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
の
問
題
は
そ

の
概
念
の
あ
い
ま
い
さ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
未
熟
さ
の
た
め
に
．
十
分
検
討
さ

れ
な
い
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
る
と
い
つ
て
過
言
で
な
い
。
単
行
本
の
か
た
ち

を
と
つ
て
公
刊
さ
れ
た
文
献
も
、
僅
か
に
（
一
萄
二
〇
＆
導
身
≦
■
国
●
俸
菊
o
。・
ぴ
霞
中

警
；
O
φ
‘
（
①
富
畳
y
ン
、
嵐
。
§
硫
8
ざ
藷
芦
ω
導
晦
o
議
d
。
》
一
8
倉
（
N
）
】
W
さ
。
下

≦
昌
ゆ
国
二
』
》
＆
§
恥
8
凡
匙
賊
。
。
鐸
↓
犀
①
切
＆
ぐ
頴
o
毬
一
a
こ
一
〇
①
ω
一
（
ω
）
の
撃
o
q
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噌
輔
六
　
　
　
（
三
九
四
）

ぎ
ぴ
い
℃
；
≧
ミ
誉
禽
象
§
』
ヤ
帖
§
ミ
量
の
§
§
。
・
慧
㌔
憂
窪
8
》
噛
裡
学

。
巴
箒
鴇
ち
曾
等
を
挙
げ
う
る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
．
　
こ
れ
ら
の
う
ち
前
二

者
は
ヨ
i
p
ッ
パ
に
よ
る
第
三
者
的
な
研
究
な
い
し
エ
ッ
セ
イ
で
あ
り
、
ア
フ

リ
カ
人
自
身
に
よ
る
研
究
は
、
（
雑
誌
論
文
は
別
と
し
て
）
サ
y
ゴ
ー
ル
の
そ
れ

の
み
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
現
状
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
B
・
オ
ヌ
オ
ア
神
父
の

労
作
は
、
ア
フ
リ
カ
人
自
身
の
手
に
な
る
数
少
な
い
「
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
」

研
究
書
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
十
分
に
存
在
理
由
を
認
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
著
者
オ
ヌ
オ
ア
神
父
は
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
出
身
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
牧
師
で

あ
り
、
現
在
同
国
東
部
州
に
あ
つ
て
布
教
活
動
を
お
こ
な
つ
て
い
る
．
そ
れ
で

は
、
以
下
内
容
紹
介
に
さ
き
だ
つ
て
、
本
書
の
構
成
を
目
次
で
示
し
て
お
こ
う
。

　
句
o
吋
≦
簿
q
ξ
喝
暫
夢
①
7
｝
o
げ
づ
句
声
琴
置
蜜
魯
図
≦
o
＝

　
｝
¢
ひ
げ
O
吋
ポ
℃
お
暁
”
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℃
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U
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卜
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導
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琶
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8
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9
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b
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こ
の
ほ
か
巻
末
に
簡
単
な
文
献
目
録
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。

二
　
つ
ぎ
に
本
書
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
全
体
を
つ
ら
ぬ
く
基



本
帥
な
主
張
は
．
ア
フ
リ
ガ
社
会
主
義
μ
マ
ル
ク
ス
主
義
0
よ
う
な
外
来
的

（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
）
社
会
主
義
と
は
無
縁
な
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
も
つ
た

特
殊
ア
フ
リ
カ
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
制
度
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
侵
入
し
、
破
壊
す
る
以
前
の
ア
フ
リ
カ
社

会
は
社
会
主
義
的
伝
統
を
も
つ
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
、
「
ア
フ
リ

カ
人
は
共
同
体
社
会
人
8
ヨ
ヨ
§
凶
蔓
目
導
で
あ
り
、
生
れ
な
が
ら
に
し
て

社
会
主
義
的
で
あ
つ
た
」
（
一
一
二
頁
）
と
い
う
の
が
、
著
者
の
基
本
的
認
識
な
の

で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ア
フ
リ
カ
の
伝
統
社
会
に
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
つ
た

S㏄…al　Negatives

No　Loiterers

Social　Pr㏄esses

Work

Discussion　　　　　　No　Loneliness

Co－operation　　　　No　Classes

Leadership　　　　　No　Communes

Public　Service　　　No　Individualism

Common　Ownership　No　Capitalism

Common　Worship　No　Atheism

　　Soeial　Units

l　The　Extended

　　Family

2　The　Village

3TheTribe

4　The　Chief

5　The　Elders

6　The　PeOPle

7　The　Priest
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社
会
主
義
的
要
素
が
あ
つ
た
の
で
あ

ろ
う
か
．

　
著
者
は
そ
れ
を
以
下
の
よ
う
な
表

に
ま
と
め
て
い
る
．

そ
し
て
「
こ
れ
ら
が
伝
統
的
な
ア
フ

リ
カ
社
会
主
義
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
の

構
成
要
素
で
あ
る
」
と
著
者
は
い
う

の
で
あ
る
（
＝
二
頁
）
。
こ
う
し
た
論

理
か
ら
、
「
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
は

自
己
の
再
発
見
で
あ
り
、
わ
が
父
祖

の
英
知
と
価
値
へ
の
回
帰
で
あ
る
」

と
い
う
一
見
伝
統
志
向
的
な
評
価
が

生
ま
れ
て
く
る
（
三
七
頁
）
。

　
し
か
し
、
著
者
は
こ
う
し
た
伝
統

的
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
を
そ
の
ま
ま

再
現
す
る
よ
う
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
近
代
化
・
国
家
建
設
と
い
う
現

代
的
要
請
に
こ
た
え
5
る
よ
う
な
、
急
速
な
発
展
を
も
た
ら
し
う
る
よ
う
な
ア

フ
リ
カ
社
会
主
義
H
ネ
オ
・
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
を
、
伝
統
的
価
値
を
土
台
に

し
て
再
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
著
者
の
画
ぎ
だ
す
ネ
オ
・
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
と
は
ど
う
い
う
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
著
者
は
ま
ず
ネ
オ
・
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
の
基
本
的
原
理
と
し
て
つ
ぎ
の
も

の
を
列
挙
す
る
．

OQ刈o㎝轟ω鱒一
　
つ
づ
い
て
著
者
は
、

ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
の
制
度
」

も
の
は
、

組
合
制
、

い
ず
れ
も
簡
耳
で
あ
つ
て
、

る
と
い
う
感
じ
を
ま
ぬ
が
れ
な
い

統
領
は
別
個
の
選
挙
を
通
じ
て
人
民
の
手
で
選
任
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
り
、
か
つ
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三
九
五
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こ
れ
ら
の
原
理
に
も
と
づ
い
て
機
能
す
べ
き
「
ネ
オ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
う
ち
だ
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
骨
子
と
な
る

　
直
接
普
通
選
挙
に
よ
る
大
統
領
制
、
単
一
国
民
政
党
制
、
責
任
労
働

　
混
合
経
済
制
度
の
四
つ
に
と
ど
ま
る
．
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
叙
述
は

　
　
　
　
　
　
　
　
「
青
写
真
」
と
呼
ぶ
（
著
者
）
に
は
粗
雑
に
す
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
た
と
え
ば
、
大
統
領
制
に
し
て
も
、
「
大



　
　
　
紹
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批
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議
会
に
対
し
て
で
は
な
く
、
人
民
に
対
し
て
責
任
を
お
う
も
の
と
す
べ
き
で
あ

る
。
議
会
は
立
法
を
お
こ
な
い
、
予
算
案
を
承
認
し
、
大
統
領
は
そ
れ
ら
を
、

人
民
の
た
め
に
執
行
す
る
。
こ
う
す
れ
ば
、
安
定
し
た
政
府
が
生
み
だ
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
」
（
六
一
頁
）
と
い
う
程
度
で
は
、
提
言
の
名
に
あ
た
い
し
な
い
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
「
大
統
領
は
唯
物
主
義
者
で
は
な
く
し
て
、
人
道
主
義
者
で
あ

ら
ね
ば
な
ら
な
い
．
大
統
領
の
意
図
は
人
間
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
望
ん
で
い
る
開
発
は
、
人
間
開
発
な
の
で
あ
る
。
工
場
、

ハ
イ
ウ
ェ
イ
、
鉱
山
…
…
な
ど
は
、
ア
フ
リ
カ
で
は
人
間
開
発
の
必
要
な
手
段

と
し
て
の
み
、
開
発
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
（
六
一
頁
）
と
い
う
「
心
が
ま
え

論
」
も
抽
象
的
に
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
単
一
国
民
政
党
制
に
し
て
も
、
「
本
来

複
数
政
党
制
は
西
欧
的
階
級
社
会
の
所
産
で
あ
り
、
伝
統
的
に
無
階
級
社
会
で

あ
る
ア
フ
リ
カ
と
は
無
縁
の
存
在
で
あ
る
。
同
質
的
な
成
員
か
ら
な
り
た
つ
て

い
る
ア
フ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
は
、
単
一
の
国
民
政
党
こ
そ
必
然
的
所
産
で
あ

る
。
反
対
政
党
を
政
府
か
ら
疎
外
し
て
い
る
複
数
政
党
制
は
民
主
的
と
は
い
え

な
い
の
で
あ
つ
て
、
む
し
ろ
単
一
政
党
制
の
も
と
で
〈
民
主
的
に
生
活
し
よ
う

と
い
う
意
志
〉
に
力
点
を
お
く
こ
と
こ
そ
、
民
主
主
義
の
本
質
で
あ
る
」
（
六
二

～
六
頁
）
と
い
う
著
者
の
主
張
に
は
、
（
大
部
分
の
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
者
の
主
張

と
大
同
小
異
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
）
新
鮮
味
は
な
い
。
せ
い
ぜ
い
の
と

こ
ろ
、
「
混
合
経
済
制
度
」
の
部
分
で
提
言
し
た
「
協
同
組
合
部
門
」
に
、
そ

の
具
体
性
と
適
用
可
能
性
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
で
あ
る
（
七
三
～

六
頁
参
照
）
。

　
以
上
の
よ
う
な
論
述
を
土
台
に
し
て
著
者
が
規
定
し
た
「
ネ
オ
・
ア
フ
リ
カ

社
会
主
義
」
は
、
詰
局
、
以
下
の
よ
う
に
漢
然
と
し
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
　
　
　
（
三
九
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
セ
　
　
や
　
　
う
　
　
や
　
　
う
　
　
へ
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
ち

な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
一
般
的
な
言
葉
で
い
え
ば
、
ア
フ
リ
カ
社
会

主
義
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
か
た
ち
の
植
民
地
的
条
件
を
効
果
的
に
脱
却
し
た
ア
フ

リ
カ
諸
国
の
側
に
お
け
る
、
自
由
で
社
会
的
責
任
感
の
あ
る
市
民
を
も
つ
た
新

ら
し
い
社
会
を
、
人
間
的
連
帯
感
・
国
民
的
統
丁
社
会
的
平
等
・
経
済
的
民
主

主
義
と
い
つ
た
伝
統
的
な
ア
フ
リ
カ
的
諸
価
値
が
死
滅
し
な
い
よ
う
な
地
点
に

建
設
し
よ
う
と
す
る
、
確
固
と
し
た
慎
重
な
意
志
で
あ
る
」
（
二
二
二
～
三
頁
）
。

三
　
以
上
紹
介
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
著
者
の
主
張
は
、

ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
の
基
礎
を
伝
統
社
会
・
伝
統
的
諸
価
値
に
求
め
、
そ
れ

を
現
代
的
に
復
元
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
格
別
の
新
鮮
味

を
も
つ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
と
え
ぽ
、
セ
ク
・
ト
ゥ
ー
レ
の
コ

、
・
・
ユ
ノ
ク
ラ
シ
ー
Q
o
目
ヨ
仁
昌
8
蚕
昌
の
主
張
、
サ
ン
ゴ
ー
ル
や
ニ
エ
レ
レ
の

ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
論
と
ほ
ぽ
お
な
じ
系
列
の
議
論
と
し
て
類
別
す
る
こ
と
が

で
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
と
に
、
ニ
エ
レ
レ
が
、
噛
ぎ
山
霧
詠
毫
餌
腎
普
§

（
U
跨
盒
ω
巴
轟
芦
這
8
）
な
る
小
冊
子
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
の
な
か

で
展
開
し
た
主
張
に
、
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実

際
、
「
現
在
み
ら
れ
る
ア
フ
リ
カ
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
形
態
を
分
析
す
れ
ぽ
わ

か
る
よ
う
に
、
物
質
崩
壊
の
時
代
！
原
子
力
時
代
ー
は
、
ア
フ
リ
カ
人
が

自
分
の
価
値
ー
人
間
的
、
社
会
的
、
精
神
的
、
文
化
的
な
ー
の
真
の
源
泉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
た
ち
か
え
る
時
代
と
符
合
し
て
い
る
」
と
い
う
セ
ク
・
ト
ゥ
ー
レ
の
言
葉
に

象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
代
の
ア
フ
リ
カ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
期

に
あ
た
つ
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
．
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
．
制
度
も
ま
さ
に
、
こ
う
し
允
潮
流
の
一
筋
に
転
か
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た



コ
ン
テ
グ
ス
ト
に
お
い
て
と
ら
え
れ
ば
、
著
者
の
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
論
は
．

や
や
新
鮮
味
に
乏
し
い
と
は
い
え
、
従
来
の
主
張
を
極
め
て
手
ぎ
わ
よ
く
整
理

し
た
点
で
、
ま
た
そ
の
論
点
を
い
く
つ
か
は
つ
き
り
と
浮
き
あ
が
ら
せ
た
と
い

う
面
で
、
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
価
値
を
も
つ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
1
）
　
セ
ク
・
ト
ゥ
ー
レ
著
、
小
出
・
野
沢
共
訳
『
ア
フ
リ
カ
の
未
来
像
ー
黒

ア
フ
リ
カ
の
個
性
』
、
理
論
社
、
一
九
六
一
年
、
一
五
二
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
六
六
・
十
二
・
二
十
三
×
小
田
英
郎
）

紹
介
と
批
評

一
一
九

（
三
九
七
）


