
ル
ソ

l
教
育
思
想
の
再
検
討

ー
「
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
受
容
者
ル
ソ

l
」

は
じ
め
に

と
い
う
観
点
か
ら
|

室

井

麗

本
稿
は
、
「
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
受
容
者
ル
ソ
l
」
と
い
う
視
点
か
ら
ル
ソ

I

C
・山・同

gag-
ロ
ロ
ム
ゴ
∞
)
の
教
育
思
想
を
再
考
す
る
こ
と
で
、

そ
の
多
義
性
あ
る
い
は
重
層
的
構
造
の
解
明
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

従
来
、
ル
ソ
1
の
教
育
思
想
は
、
「
近
代
教
育
思
想
」
と
い
う
枠
組
み

を
前
提
に
、
こ
の
枠
内
の
ど
こ
に
ル
ソ
l
を
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
関

心
か
ら
研
究
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
手
法
は
動

態
的
で
重
層
性
・
多
義
性
を
苧
む
ル
ソ
l
の
教
育
思
想
を
静
態
的
な
理

解
に
留
め
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
従
来
の
研
究
と
は
異
な
る
分
析
枠
組

み
の
も
と
、
と
り
わ
け
こ
れ
ま
で
そ
の
ル
ソ
l
に
対
す
る
影
響
が
指
摘

さ
れ
な
が
ら
も
、
教
育
の
領
域
で
は
ほ
ぼ
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ

た
ベ
ト
ラ
ル
カ

(
p
g
B
R
O司
2
5円
g・
5
0や
ロ
立
)
の
思
想
を
参

照
枠
に
し
て
、
ル
ソ
1
の
教
育
思
想
の
動
態
的
な
解
釈
を
試
み
る
。

十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
べ
ト
ラ
ル
カー

受
難
か

5
復
活
へ

子

後
世
に
お
け
る
べ
ト
ラ
ル
カ
の
受
容
に
関
す
る
研
究
は
さ
ほ
ど
多
く

は
な
い
が
、
包
括
的
な
研
究
が
い
く
つ
か
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
こ

れ
ら
の
先
行
研
究
を
頼
り
に
、
特
に
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

べ
ト
ラ
ル
カ
の
受
容
状
況
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

十
四
世
紀
以
降
、
『
俗
語
断
片
詩
集
寄
遣
さ
遺
骨
き
.R

送、
smsss」

(
H
『
カ
ン
ツ
オ
ニ
エ

l
レ

h
g
N
Sな
祖
母
』
)
の
詩
人
と
し
て
あ
る
種
の

神
話
性
を
付
与
さ
れ
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
主
義
者
忠
可
但

Z
己
目
的
広
た
ち
に
よ

る
称
賛
を
誼
歌
し
て
き
た
ベ
ト
ラ
ル
カ
は
、
十
六
世
紀
に
入
る
と
そ
の

人
気
に
騎
り
を
見
せ
始
め
る
。
と
り
わ
け
十
七
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス

に
お
い
て
は
、
イ
タ
リ
ア
は
か
つ
て
の
栄
光
を
失
い
、
イ
タ
リ
ア
の
詩

や
オ
ペ
ラ
等
が
人
々
の
趣
味
を
堕
落
さ
せ
る
も
の
と
し
て
非
難
さ
れ
る

中
で
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
詩
も
ま
た
明
笑
の
的
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
流
れ
は
十
八
世
紀
前
半
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
た
が
、

十
八
世
紀
に
お
け
る
べ
ト
ラ
ル
カ
の
主
要
な
批
判
的
受
容
者
の
一
人

と
な
っ
た
の
は
、
ヴ
オ
ル
テ
l
ル
(
本
名
目
・

8
2
2
呂
田
乱
開
〉

5
5
F

E
Cや
H
3∞
)
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
文
学
的
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
歴
史
的

興
味
か
ら
ペ
ト
ラ
ル
カ
を
姐
上
に
載
せ
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
文
芸
史
に
お
い
て
最
も
優
れ
た
詩
人
の
一
人
と
見
な
す
。
彼
は
、
『
諸

国
民
の
風
俗
と
精
神
に
つ
い
て
同
句
史
的
弐
可

N
S
S
Sミ
a
h
H
N
5
Y、む
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h

同
町
句
員
同
一
な
.
。
ま
」
に
お
い
て
、
イ
タ
リ
ア
語
が
ダ
ン
テ
(
ロ

g-Z〉
ロ

m
z
m吋
r

H
N
A山印
'
Z
N
H
)

な
ら
び
に
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
筆
の
下
、
そ
の
表
現
力
と
優
雅

さ
を
極
め
た
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
ベ
ト
ラ
ル
カ
の
著
作
の
う

ち
に
古
代
の
作
家
た
ち
の
著
作
に
匹
敵
す
る
力
強
さ
と
、
新
し
い
時
代

の
瑞
々
し
い
感
性
と
を
見
出
し
、
『
俗
語
断
片
詩
集
』
の
一
つ
の
詩
(
ベ

ト
ラ
ル
カ
が
そ
の
隠
遁
生
活
の
地
で
あ
る
ヴ
ォ

l
ク
リ
ュ

l
ズ
に
あ
て

た
オ
l
ド
)
を
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
し
、
読
者
た
ち
に
紹
介
す
る
の
で

あ
る
。た

だ
し
、
そ
の
一
方
で
、
ヴ
オ
ル
テ
ー
ル
は
、
「
私
は
ペ
ト
ラ
ル
カ
を

好
ま
な
い
」
と
も
明
言
し
、
い
つ
も
閉
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
く
だ
ら
な

い
こ
と
を
優
雅
に
描
く
能
力
し
か
持
た
な
い
と
し
て
、
後
に
ベ
ト
ラ
ル

カ
と
そ
の
詩
へ
の
嫌
悪
感
を
明
示
し
て
も
い
た
。

し
か
し
な
お
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
十
人
世
紀
中
頃
か
ら
始
ま
る
ベ

ト
ラ
ル
カ
の
再
評
価
に
先
鞭
を
つ
け
た
の
も
ま
た
ヴ
ォ
ル
テ
1
ル
で
あ

っ
た
。
イ
タ
リ
ア
語
に
精
通
し
て
い
た
ヴ
オ
ル
テ
1
ル
は
、
先
述
の
よ

う
に
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
詩
を
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
十
八
世
紀
後
半
さ
ら
に
は
十
九
世
紀
に
お
い
て
も
高
く
評
価
さ
れ

る
こ
と
と
な
り
、
か
く
し
て
不
本
意
な
が
ら
彼
は
ペ
ト
ラ
ル
カ
復
興
へ

の
道
を
聞
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ヴ
ォ
ル
テ
l
ル
が
聞

い
た
こ
の
道
に
合
流
し
、
十
人
世
紀
後
半
に
お
け
る
本
格
的
な
ペ
ト
ラ

ル
カ
の
再
評
価
に
最
も
貢
献
し
た
人
物
が
ル
ソ
ー
で
あ
っ
た
。

十
人
世
紀
に
本
格
的
に
開
花
す
る
「
小
説

5
5
8」
と
い
う
文
学
の

新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
は
、
そ
の
形
式
・
内
容
を
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
神
話
性
お

よ
び
詩
に
求
め
る
。
十
人
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
、

①
神
話
的
寓
話
へ
の
参
照
、
②
ペ
ト
ラ
ル
カ
と
『
俗
語
断
片
詩
集
』

(
H

『
カ
ン
ツ
オ
ニ
エ

I
レ
」
)
と
い
う
後
ろ
盾
、
①
ベ
ト
ラ
ル
カ
風
の
愛
の

構
想
、
と
い
う
3
つ
の
要
素
を
備
え
た
「
ペ
ト
ラ
ル
カ
風
小
説
」
と
い

う
一
大
ジ
ャ
ン
ル
が
形
成
さ
れ
、
ル
ソ

1
の
「
ジ
ユ
リ
、
あ
る
い
は
新

エ
ロ
イ
l
ズ

旨

$
g
h
q
ミ

g
m
e
g島
町
」
(
以
下
、
『
新
エ
J

勺

l
ズ
」
)
は
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
代
表
的
な
作
品
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

ル
ソ
1
は
、
一
七
二
八
年
か
ら
一
七
二
九
年
に
か
け
て
ト
リ
ノ
に
、
一

七
四
三
年
か
ら
一
七
四
四
年
に
か
け
て
ヴ
エ
ネ
チ
ア
に
、
二
度
イ
タ
リ

ア
に
滞
在
し
て
お
り
、
そ
の
際
に
イ
タ
リ
ア
語
を
習
得
し
て
い
る
。
イ

タ
リ
ア
語
を
習
得
し
た
ル
ソ

1
は
イ
タ
リ
ア
語
の
著
作
を
夢
中
に
な
っ

て
読
む
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
夢
中
に
な
っ
た
の
が
ペ
ト
ラ
ル
カ
の

詩
で
あ
っ
た
。
彼
は
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
詩
を
も
と
に
ロ
マ
ン
ス
や
二
重
唱

を
作
曲
し
、
何
よ
り
も
、
『
俗
語
断
片
詩
集
』
の
ソ
ネ
ッ
ト
三
三
人
を
そ

の
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
し
て
冠
し
、
加
え
て
八
つ
の
ソ
ネ
ッ
ト
を
引
用
し
た

「
新
エ
ロ
イ
I
ズ
』
を
創
作
す
る
の
で
あ
る
。
主
人
公
ジ
ユ
リ
と
サ
ン
H

プ
ル

1
の
叶
わ
ぬ
愛
を
描
く
こ
の
書
簡
体
小
説
と
『
俗
語
断
片
詩
集
」

と
は
、
①
こ
の
世
で
は
決
し
て
成
就
し
な
い
愛
、
②
神
へ
の
切
望
と
し

て
現
わ
れ
る
も
の
を
死
に
よ
っ
て
永
遠
に
神
聖
化
す
る
、
③
徳
や
英
知

に
よ
っ
て
自
ら
の
魂
の
不
安
に
打
ち
勝
と
う
と
す
る
虚
し
い
努
力
、
④

人
間
の
傍
さ
に
対
す
る
感
受
性
、
と
い
っ
た
観
点
に
お
い
て
顕
著
な
類

つ臼



似
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
新
エ
ロ
イ
I
ズ
」
は
、

十
八
世
紀
に
お
け
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
ベ
ト
ラ
ル
カ
の
復
活
に

寄
与
す
る
の
で
あ
っ
た
。

以
上
こ
こ
ま
で
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
受
容
に
関
す
る
先
行
研
究
を
手
が
か

り
に
、
受
難
か
ら
復
活
へ
と
い
う
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
べ
ト

ラ
ル
カ
の
受
容
の
軌
跡
を
ざ
っ
と
辿
り
な
が
ら
、
ル
ソ
ー
が
十
人
世
紀

に
お
け
る
べ
ト
ラ
ル
カ
の
重
要
な
受
容
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
彼
の
『
新

エ
ロ
イ
I
ズ
』
が
ベ
ト
ラ
ル
カ
や
『
俗
語
断
片
詩
集
』
の
復
活
に
大
い

に
貢
献
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
こ
こ
ま
で
で
気
づ
く
こ
と
は
、
先

行
研
究
に
お
い
て
姐
上
に
載
せ
ら
れ
て
き
た
の
は
、
「
詩
人
ペ
ト
ラ
ル

カ
」
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
周
知
の
と
お
り
ペ
ト
ラ
ル

カ
は
詩
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
で
も
あ
っ
た
の
で
あ

る。
ル
ソ
ー
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
継
承
者
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
の
ベ
ト
ラ
ル
カ
の
継
承
者
で
あ
る
こ
と
は
、
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ス
ト
・
ベ
ト
ラ
ル
カ
と
ル
ソ
l
と
を
ど
の
よ
う
に
繋
げ
る
こ
と
が

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
に
お
い
て
は
吟
味

さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
こ
の
点
に
つ

い
て
考
察
す
る
が
、
先
取
り
的
に
述
べ
る
と
、
ル
ソ
1
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ス
ト
・
ペ
ト
ラ
ル
カ
と
の
接
続
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ル

ソ
l
の
教
育
思
想
の
多
義
的
か
つ
重
層
的
構
造
が
浮
き
彫
り
に
な
る
だ

ろ、っ。

ベ
ト
ラ
ル
カ
に
お
け
る
自
己
実
践

l
『
孤
独
生
活
論
」

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
の
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
き

た
近
藤
恒
一
に
よ
る
と
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
に
と
っ
て
何
よ
り
も
知
る
べ
き

は
「
自
己
自
身
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
自
己
自
身
を
知
る
」
は
ベ
ト
ラ

ル
カ
に
と
っ
て
単
な
る
研
究
題
目
で
は
な
く
、
具
体
的
に
内
省
し
た
り

内
面
を
分
析
す
る
と
い
う
「
自
己
の
実
践
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
魂
の

世
話
」
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
こ
の
自
己
実
践
は
、
自
己
の
内
面
の
み

な
ら
ず
、
外
部
に
向
か
っ
て
目
を
開
く
こ
と
で
も
あ
り
、
「
つ
ま
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
具
体
的
状
況
の
な
か
で
自
己
の
位
置
を
客
観
的
に
分
析
し
、

認
識
し
、
こ
の
客
観
的
認
識
を
ふ
ま
え
て
、
世
界
に
お
け
る
自
己
の
あ

る
べ
き
生
や
生
き
か
た
を
自
覚
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
」
。
ベ
ト
ラ
ル
カ

に
と
っ
て
「
自
己
自
身
を
知
る
と
は
、
自
己
の
う
ち
に
閉
じ
こ
も
る
こ

と
で
は
な
ぐ
、
む
し
ろ
、
自
己
の
う
ち
に
深
ま
る
と
と
も
に
ま
た
世
界

へ
と
深
ま
る
こ
と
で
あ
っ
た
」
o

こ
の
よ
う
な
自
己
の
実
践
は
ル
ソ
I
に
お
い
て
も
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
が
、
両
者
の
重
な
り
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
こ
こ
で
、

そ
の
分
析
の
た
め
の
一
つ
の
枠
組
み
を
提
起
し
た
い
。
そ
れ
は
、
「
霊
操

(
あ
る
い
は
霊
的
訓
練
)
自
由

R
w
g
m
u
E
E
m
Z」
と
い
う
枠
組
み
で
あ

る
。
で
は
「
霊
操
」
と
は
何
か
、
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。

q
J
 



(
一
)
「
霊
操
」
と
い
う
自
己
実
践

「
霊
操
」
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
史
研
究
者

p
・
ア
ド
や
、
さ
ら
に

は
ア
ド
の
影
響
の
も
と
晩
年
の

M
・フ
l
コ
ー
が
、
自
ら
の
議
論
の
主

眼
に
置
い
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ド
に
よ
れ
ば
、
豆
孟
操
」
と
は
古
代

哲
学
に
お
い
て
は
「
鍛
錬
」
の
実
践
と
し
て
存
在
し
、
古
代
ラ
テ
ン
キ

リ
ス
ト
教
あ
る
い
は
イ
グ
ナ
チ
ウ
ス
・
デ
・
ロ
ヨ
ラ
を
経
て
今
日
の
西

洋
に
お
い
て
も
生
き
続
け
る
「
生
き
る
た
め
の
訓
練
」
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
古
代
に
お
い
て
は
「
哲
学
」
と
は
、
抽
象
的
な
理
論
の
教
育

あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
鍛
錬

2
2巳
g
」

で
あ
り
、
そ
の
実
践
者
の
存
在
を
巻
き
込
む
い
わ
ば
「
生
き
様
」
そ
の

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
哲
学
的
実
践
が
つ
ま
り
「
霊
操
」
で
あ

り
、
そ
れ
は
「
知
の
秩
序
」
と
同
時
に
「
自
己
と
存
在
の
秩
序
」
の
中

に
位
置
づ
け
ら
れ
、
私
た
ち
の
生
そ
の
も
の
を
一
変
さ
せ
る
こ
と
を
目

指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
生
の
変
容
は
「
自
己
へ
の
立
ち
返

り

8
ロ
〈
巾
円
色
。
ロ
」
と
し
て
現
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
霊
操
の
実
践
を
通

し
て
、
私
た
ち
は
自
己
を
世
界
や
自
然
へ
と
拡
張
し
そ
の
秩
序
を
踏
破

し
な
が
ら
知
を
獲
得
し
、
そ
し
て
自
己
へ
と
立
ち
返
り
、
い
わ
ば
「
自

己
の
拡
張
」
と
「
自
己
へ
の
収
縮
」
を
繰
り
返
す
こ
と
で
自
己
を
変
容

さ
せ
る
の
で
あ
る
。
フ
l
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
、
自
己
を
中

心
軸
と
し
て
、
外
部
に
拡
張
し
て
は
そ
こ
か
ら
自
ら
を
逸
ら
し
、
そ
し

て
再
び
自
己
へ
立
ち
返
る
中
で
自
己
を
変
容
し
て
ゆ
く
、
い
わ
ば
螺
旋

運
動
を
通
し
て
、
私
た
ち
は
自
己
と
世
界
に
対
す
る
「
僻
蹴
的
な
視
点
」

を
獲
得
す
る
。
こ
の
術
蹴
的
視
点
を
通
し
て
、
自
己
は
世
界
を
深
く
把

握
し
、
こ
の
世
界
の
構
成
を
司
る
神
の
理
性
が
そ
の
本
性
や
機
能
に
お

い
て
人
間
理
性
と
同
じ
種
類
で
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
と
同
時
に
、
こ

の
世
界
に
お
い
て
一
つ
の
点
で
し
か
な
く
様
々
な
必
然
性
に
結
び
つ
け

ら
れ
な
が
ら
生
き
て
い
る
自
己
の
存
在
と
そ
の
場
を
見
定
め
、
そ
の
こ

と
の
合
理
性
を
理
解
し
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ア
ド
に
よ
れ
ば
、
古
代
の
人
々
、
と
り
わ
け
ス
ト
ア
派
に

と
っ
て
は
、
人
間
の
苦
し
み
ゃ
混
乱
の
主
な
原
因
は
「
情
念
」
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ス
ト
ア
派
に
お
い
て
霊
操
は
何
よ
り
も
ま
ず
「
情
念

の
治
療
法
」
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
の
治
療
の
実
践
を
通
し
て
、
私
た

ち
は
自
ら
の
情
念
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
存
在

様
式
を
変
容
さ
せ
、
本
当
の
意
味
で
生
き
る
こ
と
を
訓
練
す
る
の
で
あ

る。
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こ
こ
ま
で
の
議
論
か
ら
ま
と
め
る
と
、
要
す
る
に
霊
操
と
は
、
拡
張

と
立
ち
返
り
と
い
う
自
己
の
螺
旋
運
動
を
通
し
て
自
己
の
存
在
を
変
容

さ
せ
、
自
己
と
世
界
に
対
す
る
術
蹴
的
視
点
を
獲
得
し
、
情
念
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
し
、
か
く
し
て
自
覚
を
持
っ
て
自
由
に
生
き
る
こ
と
を
目
指

し
た
訓
練
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
自
覚
的
に
生
き
る
と
は
、
理
性
に
よ
っ

て
生
命
を
与
え
ら
れ
た
世
界
H

コ
ス
モ
ス
の
一
部
と
し
て
自
ら
を
認
め

る
た
め
に
、
個
人
性
の
限
界
を
超
え
な
が
ら
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
自
由
に
生
き
る
と
は
、
私
た
ち
に
依
拠
し
な
い
も
の
、
私

た
ち
か
ら
逃
れ
る
も
の
へ
の
欲
望
を
放
棄
し
な
が
ら
生
き
る
と
い
う
こ



と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
霊
操
と
い
う
枠
組
み
に
鑑
み
る
と
、
本
節
冒
頭
で
見
た

ペ
ト
ラ
ル
カ
の
自
己
実
践
は
ま
さ
に
霊
操
の
実
践
と
重
な
る
。
自
己
へ

深
ま
る
と
と
も
に
世
界
へ
と
深
ま
り
、
世
界
に
お
け
る
自
己
の
位
置
取

り
を
分
析
し
た
上
で
世
界
に
お
け
る
自
己
の
あ
る
べ
き
生
き
方
を
自
覚

す
る
、
と
い
う
べ
ト
ラ
ル
カ
の
自
己
実
践
は
、
ま
さ
に
霊
操
の
そ
れ
で

あ
る
。
さ
ら
に
は
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
、
そ
の
自
己
実
践
に
つ
い
て
記
し

た
「
孤
独
生
活
論

b
m
S
.
F
a
E
R
E
a
G』
の
中
で
、
私
た
ち
は
そ
の
実
践

に
よ
っ
て
い
か
に
し
て
現
世
で
自
由
に
生
き
得
る
か
を
示
し
て
お
り
、

そ
れ
は
、
霊
操
が
目
的
と
す
る
人
間
の
現
世
に
お
け
る
生
き
方
そ
の
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
興
味
深
い
こ
と
に
、
ル
ソ
l
が
同
じ
よ
う
な
生
き

方
を
そ
の
教
育
論
の
一
つ
の
帰
結
と
し
て
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
二
)
ベ
ト
ラ
ル
力
『
孤
独
生
活
論
』
に
お
け
る
自
己
実
践

ベ
ト
ラ
ル
カ
は
、
二
二
三
七
年
の
夏
に
南
仏
ア
ヴ
ィ
ニ
ヨ
ン
近
郊
の

ヴ
ォ

l
ク
リ
ュ

1
ズ
と
い
う
村
で
「
孤
独
生
活
」
を
始
め
る
。
そ
れ

以
降
、
パ
ル
マ
、
パ
ド
ヴ
ァ
、
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
等
で
の
生
活
を
挟
み
な
が

ら
、
計
四
回
ヴ
ォ

l
ク
リ
ュ

l
ズ
で
「
孤
独
生
活
」
を
送
る
こ
と
に
な

る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
「
観
想
的
生
活
」
と
「
活
動
的
生

活
」
の
繰
り
返
し
そ
の
も
の
が
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
人
生
に
お
け
る
自
己
実

践
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
三
度
目
の
「
孤
独
生
活
」
の
折
に
着

手
さ
れ
た
の
が
『
孤
独
生
活
論
」
で
あ
っ
た
。
ヴ
ォ

l
ク
リ
ュ

l
ズ
が

位
置
す
る
教
区
カ
ヴ
ア
イ
ヨ
ン
の
司
教
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ド
・
カ
パ
ツ

ソ
l
レ
へ
宛
て
た
書
簡
と
い
う
形
式
で
記
さ
れ
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お

い
て
、
ベ
ト
ラ
ル
カ
は
、
都
市
か
ら
離
れ
孤
独
と
余
暇
生
活
に
お
い
て

文
芸
と
親
し
む
こ
と
を
勧
め
つ
つ
も
、
し
か
し
な
が
ら
以
下
の
よ
う
に

も
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
都
市
に
住
む
必
要
が
生
じ
た
時
に
は
、
私
は
人
々
の
中

に
あ
っ
て
の
孤
独
を
、
嵐
の
真
っ
只
中
に
あ
っ
て
の
避
難
場
所
を
作

り
出
す
こ
と
を
学
ん
だ
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
感
知
す
る
も
の
を
感

知
し
な
い
と
い
う
感
覚
を
制
御
す
る
と
い
う
、
一
般
的
に
は
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
方
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
し
た
。
独
自
の

実
験
に
よ
っ
て
習
慣
に
ま
で
そ
れ
を
高
め
て
か
ら
ず
っ
と
後
に
な

っ
て
、
そ
の
方
法
は
、
あ
る
と
て
も
聡
明
で
教
養
の
あ
る
作
家
の
助

言
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
発
見
し
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
私
は
そ

の
方
法
を
前
よ
り
も
一
層
熱
心
に
記
憶
に
刻
み
込
み
ま
し
た
。
と
い

う
の
も
、
そ
の
古
代
の
権
威
に
よ
っ
て
私
の
実
践
が
支
持
さ
れ
て
い

{
却
}

る
と
い
う
発
見
で
嬉
し
く
な
っ
た
か
ら
で
す
。
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こ
の
、
い
か
な
る
状
況
下
に
あ
っ
て
も
自
己
に
専
念
し
自
ら
の
内
に

孤
独
と
避
難
所
を
作
り
出
し
、
ひ
い
て
は
自
由
で
い
ら
れ
る
、
と
い
う

主
題
を
、
ベ
ト
ラ
ル
カ
は
あ
る
「
古
代
の
権
威
」
す
な
わ
ち
ク
イ
ン
テ

ィ
リ
ア
ヌ
ス
の
『
弁
論
家
の
教
育
』
の
中
に
見
出
し
歓
喜
す
る
の
で
あ



る
が
、
私
た
ち
も
ま
た
、
同
様
の
主
題
を
、
ル
ソ
I
の
教
育
論
『
エ
ミ

I
ル
あ
る
い
は
教
育
に
つ
い
て
同
さ
凡
な
、

shp宗
門
宮
内
む
き
お
』
(
以
下
、

『
エ
ミ

I
ル
』
)
の
続
編
と
さ
れ
る
「
エ
ミ
l
ル
と
ソ
フ
ィ
あ
る
い
は
孤

独
に
生
き
る
人
た
ち
同
さ
凡
な
ミ
泊
。
b
b
R
s
h
a
hも
ロ
豆
諸
伺
」
(
以
下
、

『
エ
ミ

I
ル
と
ソ
フ
イ
』
)
に
お
い
て
見
出
す
の
で
あ
る
。

ル
ソ
l
に
お
け
る
自
己
実
践
|
『
工
ミ
l
ル
』
と

『
工
ミ
l
ル
と
ソ
フ
イ
』

(
一
)
霊
操
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
『
工
ミ
l
ル」

『
エ
ミ
1
ル
」
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
一
人
の
子
ど
も
が
、
誕
生
の
瞬

間
か
ら
結
婚
す
る
ま
で
の
問
、
一
人
の
教
師
に
よ
っ
て
教
育
さ
れ
形
成

さ
れ
て
い
く
過
程
を
描
い
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
こ
の
過
程
に
お
い
て

一
貫
し
て
導
き
糸
と
な
る
の
は
、
「
人
間
の
存
在
を
そ
の
自
己
の
内
部
へ

閉
じ
込
め
、
そ
し
て
、
自
然
が
万
物
の
連
鎖
の
中
で
人
間
に
割
り
当
て

た
位
置
に
留
ま
る
こ
と
」
と
い
う
基
本
原
則
で
あ
る
。
こ
の
原
則
を
遵

守
す
る
こ
と
で
、
ル
ソ
1
の
人
間
形
成
論
が
目
的
と
す
る
「
自
然
な
人

間
」
(
欲
望
と
能
力
と
が
限
り
な
く
均
衡
に
近
い
状
態
に
あ
る
幸
福
な
人

間
)
が
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
『
エ
ミ
l
ル
』
を
見
て
み
る
と
、
幼
年
期
(
第

一
1
第
三
編
)
に
お
い
て
は
、
人
間
を
い
か
に
自
己
の
内
部
へ
留
め
て

お
く
か
に
配
慮
し
な
が
ら
教
育
が
展
開
さ
れ
、
青
年
期
(
第
四
i
第
五

編
)
に
お
い
て
は
、
万
物
の
連
鎖
の
中
で
の
然
る
べ
き
自
己
の
位
置
を

い
か
に
認
識
さ
せ
、
そ
こ
へ
い
か
に
立
ち
戻
ら
せ
る
か
に
配
慮
し
な
が

ら
教
育
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
換
言
す
れ
ば
、
幼
年
期

の
教
育
は
自
己
へ
の
「
収
縮
」
を
目
指
す
の
に
対
し
て
、
青
年
期
以
降

の
教
育
は
、
自
己
の
外
部
へ
の
「
拡
張
」
を
経
て
再
び
自
己
へ
立
ち
返

る
と
い
う
、
「
拡
張
」
と
「
収
縮
」
の
連
続
運
動
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
確
認
し
た
霊
操
に
お
け
る
自
己
の
運
動

そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
の
動
き
こ
そ
が
、
本
稿
に
お
い

て
『
エ
ミ
l
ル
」
を
霊
操
の
テ
ク
ス
ト
だ
と
見
な
す
所
以
で
あ
る
。
そ

し
て
『
エ
ミ
l
ル
』
の
続
編
『
エ
ミ

I
ル
と
ソ
フ
イ
」
は
、
そ
の
よ
う

な
霊
操
の
実
践
の
一
つ
の
帰
結
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る。
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(
二
)
霊
操
の
一
つ
の
帰
結
と
し
て
の
『
工
ミ
l
ル
と
ソ
フ
イ
』

『
エ
ミ
l
ル
と
ソ
フ
イ
」
は
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
『
エ
ミ
l
ル
』
の

続
編
と
さ
れ
る
未
刊
の
著
作
で
あ
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
成
人
と
な

っ
た
エ
ミ
l
ル
自
身
が
か
つ
て
の
師
に
宛
て
て
し
た
た
め
た
二
通
の
書

簡
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
語

り
手
は
エ
ミ
l
ル
自
身
で
あ
り
、
師
と
別
れ
た
後
、
彼
が
経
験
す
る
数

々
の
不
幸
の
物
語
が
、
彼
自
身
の
回
顧
と
し
て
語
ら
れ
る
。
エ
ミ
l
ル

は
、
自
ら
に
次
々
と
降
り
か
か
る
不
幸
の
さ
な
か
、
か
つ
て
受
け
た
教

育
に
照
ら
し
て
、
常
に
自
ら
を
検
討
す
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
が
受
け
た



教
育
を
現
在
の
自
己
に
重
ね
合
わ
せ
検
討
す
る
中
で
、
エ
ミ
l
ル
自
身

が
、
そ
れ
を
自
分
な
り
に
意
味
づ
け
て
い
く
作
業
で
も
あ
る
。
こ
の
作

業
を
通
し
て
、
師
の
教
育
が
ど
の
よ
う
な
人
聞
を
形
成
し
た
の
か
が
語

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
エ
ミ
I
ル
は
ど
の
よ
う
な
人
間
と
し
て

形
成
さ
れ
た
の
か
。
換
言
す
れ
ば
、
『
エ
ミ
l
ル
』
に
お
け
る
霊
操
は

ど
の
よ
う
な
(
一
つ
の
)
帰
結
を
迎
え
る
の
か
。
そ
れ
が
も
っ
と
も
顕

著
に
示
さ
れ
て
い
る
の
が
「
奴
隷
状
態
に
お
け
る
自
由
と
幸
福
」
で
あ

る。
愛
す
べ
き
人
々
の
死
後
、
エ
ミ
l
ル
と
ソ
フ
ィ
は
パ
リ
へ
移
住
す
る
。

し
か
し
、
そ
こ
で
ソ
フ
ィ
は
あ
る
男
に
編
さ
れ
、
そ
の
男
の
子
ど
も
を

身
龍
も
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
を
ソ
フ
ィ
か
ら
告
白
さ
れ
た
エ
ミ
l

ル
は
、
彼
女
の
も
と
を
離
れ
、
孤
独
の
流
浪
に
身
を
委
ね
る
。
そ
の
さ

な
か
、
彼
の
乗
っ
た
船
が
パ
ル
バ
リ
ア
の
船
に
襲
わ
れ
、
エ
ミ
l
ル
は

奴
隷
の
身
と
な
る
の
で
あ
る
。
奴
隷
状
態
に
お
か
れ
た
エ
ミ
l
ル
は
、

自
分
自
身
を
省
み
て
、
自
ら
に
あ
る
種
の
満
足
感
を
抱
く
。
そ
れ
は
、

人
聞
が
い
か
な
る
駆
を
自
ら
に
課
そ
う
と
も
、
自
然
の
奴
隷
で
あ
る
自

分
は
、
い
か
な
る
自
由
も
奪
わ
れ
な
い
の
だ
、
と
い
う
実
感
か
ら
生
じ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
奴
隷
で
あ
っ
た
と
き
こ
そ
、
己
が
御
代
だ
っ
た
、

己
は
蛮
人
の
鎖
に
つ
な
が
れ
て
い
た
と
き
ほ
ど
、
己
が
身
に
対
し
て
大

(nv 

き
な
力
を
持
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
エ
ミ
l
ル
は
述
べ
る
。
つ
ま

り
、
か
つ
て
は
教
師
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
た
、
エ
ミ
l
ル
の
自
然

へ
の
従
属
と
自
己
へ
の
専
念
が
、
奴
隷
状
態
に
お
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
初
め
て
自
覚
的
に
、
彼
自
身
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
奴
隷
状
態
に
お
い
て
も
自
ら
は
自
由
で
幸
福
で
あ
る
」

と
自
覚
す
る
エ
ミ

I
ル
は
、
自
ら
の
内
に
「
人
々
の
中
に
あ
っ
て
の
孤

独
を
、
嵐
の
真
っ
只
中
に
あ
っ
て
の
避
難
所
を
作
り
出
す
こ
と
を
学
ん

だ
」
と
い
う
『
孤
独
生
活
論
」
に
お
け
る
べ
ト
ラ
ル
カ
と
重
な
る
。
こ

の
苦
難
に
満
ち
た
現
世
に
お
い
て
も
な
お
、
私
た
ち
は
い
か
に
し
て
自

己
自
身
と
し
て
自
由
に
世
界
に
お
け
る
自
ら
の
あ
る
べ
き
生
き
方
を
追

求
し
う
る
の
か
。
ペ
ト
ラ
ル
ヵ
、
ル
ソ
l
は
共
に
そ
の
た
め
の
自
己
実

践
を
提
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
試
み
た
よ
う
に
、
霊
操
と
い
う

自
己
実
践
に
よ
っ
て
照
射
し
て
み
る
と
、
『
新
エ
ロ
イ
l
ズ
』
に
お
け
る

詩
人
ベ
ト
ラ
ル
カ
だ
け
で
な
く
、
『
エ
ミ
l
ル
」
や
『
エ
ミ
l
ル
と
ソ
フ

イ
」
に
お
い
て
も
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
・
ベ
ト
ラ
ル
カ
の
痕
跡
を
見
出
す

〈
剖
)

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

-7-

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
霊
操
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
『
孤

独
生
活
論
』
と
接
続
さ
せ
て
検
討
す
る
と
、
例
え
ば
、
『
エ
ミ
l
ル
』
を

ル
ソ
l
の
政
治
的
著
作
と
関
連
さ
せ
、
「
人
間
の
教
育
」
と
「
市
民
の
教

育
」
と
を
連
続
的
に
と
ら
え
る
こ
と
で
抽
出
さ
れ
る
エ
ミ

1
ル
と
は
異

な
る
エ
ミ
I
ル
が
、
私
た
ち
の
前
に
立
ち
現
れ
る
。
『
エ
ミ
l
ル
と
ソ
フ
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(
日
)
近
藤
恒
一
『
新
版
ペ
ト
ラ
ル
カ
研
究
」
、
知
泉
書
館
、
二

O
一
O

年
、
二
四
二
|
ご
四
五
頁
。

(
ロ
)
晩
年
の
フ
l
コ
l
が
、
主
と
し
て
「
霊
操
」
を
論
じ
て
い
る
文
献

と
し
て
は
下
記
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

-冨・司
Oロ
S
E
F
Nい
時
ミ
s
h
s
g
H
S
N
h
h
h営
h
ミ
血
行
内

U
S
3
患

の
と
な
hh
号
、
遺
言
問
・

MMU九
WHENhuhwh
白
色
民
自
由
昆
¥
印
伸
一
口
戸
可
由
江
田
-

NOCH-(冨
・
フ
1
コ
l

「
主
体
の
解
釈
堂

l
コ
レ
1
ジ
ュ
・
ド
・

フ
ラ
ン
ス
講
義
呂
田
'HSN年
度
|
」
(
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
l
コ
1
講

義
集
成
日
)
、
慶
瀬
浩
司
、
原
和
之
訳
、
筑
摩
書
房
、
二

O
O
四

年
)・

冨
-
P
E
S
E
-
-
F
S
F
5
5
門
吉
凹
O己
の
円
色
。
∞
o
-
n
O
B
B冊

目)門田片山
A
口
町
仏
巾

E
ロ
σ
m
z
b
・
b
凡H
h
H
同
町
可
凡
な
同
町
NMU可
q
・MMUAF旬、

の
白
-
-
吉
田
邑
-
N
o
s
-
U
H
Y
E
N叶
B
H
E∞
・
(
「
自
由
の
実
践
と
し
て
の
自

己
へ
の
配
慮
」
、
贋
瀬
浩
司
訳
、
『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
l
コ
I
思
考
集

成
凶
|
倫
理
/
道
徳
/
啓
蒙
|
』
、
小
林
康
夫
他
編
、
筑
摩
書
房
、

二
O
O
二
年
、
二
一
八
l
二
四
六
頁
)

・宮・司
o
z
g己
戸
〈

A山氏広
-uoロ〈
O町
巾
汁
印
or
芯匙.、℃。・
H
印。。，
HGON・

(
「
真
理
、
権
力
、
自
己
」
、
原
和
之
訳
、
同
書
、
三
O
七|一一一一

四
頁
)

-冨・司
Oロ
g
z
F
F
2
5
n
v巳
宮
市
印
内
回
目
白
O亡
史
民

4
8・EONEHGωN・

(
「
自
己
の
技
法
」
、
大
西
雅
一
郎
訳
、
同
書
、
三
一
六

i
三
五
三

頁
)

(日
)HM・出回仏
O
F
同
足
立
守
宮
崎
、
凡
三
宮
h
r
m
H
h
v
b
R
N
Sも
惨
な

hHS町民向食肉、

E
E
oロ
E
羽
田
町
口
広
m-
〉

-σ
一
口
冨
WE--NOON-
同省・
5
・NU・

(
H
)
冨・司
O
R
E
-け
〔

N
S
H
〕・も・円
?
u
-
H
3・
(
邦
訳
、
前
掲
書
、
二
四

四
頁
)

(
日
)
何
回
田
弘
O打
開
立

2
5
u
v
b
Z
冨
旦
白
ロ
O
U
向日回ロ印

-
d
g
R
O町
四
色
相

-曲目
)
E
-
o
g
u
E
p
h
a宮
、
N
h
H
&遺
品
円
。
柏
崎
弘
司
恥
何
言
HhshH及
。
芯
丘

、町、』
w

た。
h

明。』
vb凡町、回『己一同市巴町田・
N
0
・N
合
同
0
0
片同市
vmω
・円、
O
C
〈即日ロ・

〉

5
2
2品目
5
・
2
2
4実巾
E
2
5・
5
g・〈
or凶
戸
℃
・
臼
・

(
日
)
冨
・
司
O
R
E
-件
〔

N
g
H〕
・
も
・
門
戸
忘
-
N
g
E
N
a・
(
邦
訳
、
前
掲
書
、

三
O
三
|
三
三
二
頁
)

フ
1
コ
ー
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
セ
ネ
カ
の
『
自
然
研
究
』
を
吟

味
し
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
。
フ
l
コ
ー
に
よ
る
と
、
広
大
な
世

界
を
踏
破
す
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
自
己

(
H
主
体
)
の
上
昇
運

動
と
下
降
運
動
を
再
構
成
す
る
よ
う
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る

と
い
う
。
そ
の
構
成
を
み
る
と
、
第
一
巻
で
は
空
中
の
火
(
流
星

な
ど
)
や
光
や
虹
に
つ
い
て
、
第
二
巻
で
は
空
気
や
雷
光
に
つ
い

て
、
第
三
巻
で
は
陸
地
の
水
に
つ
い
て
、
第
四
巻
で
は
ナ
イ
ル
川

と
雲
に
つ
い
て
、
第
五
巻
で
は
風
に
つ
い
て
、
第
六
巻
で
は
地
震

に
つ
い
て
、
第
七
巻
で
は
琴
星
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
ら
れ

る
(
セ
ネ
カ
『
自
然
研
究
』
(
セ
ネ
カ
哲
学
全
集
三
・
四
)
、
土
屋

睦
康
訳
、
岩
波
書
店
、
二

O
O
五
|
二

O
O
六
年
)
。
フ
I
コ
ー

に
よ
る
と
、
こ
れ
は
要
す
る
に
、
自
己
が
上
昇
と
下
降
を
繰
り
返
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し
な
が
ら
世
界
を
踏
破
し
、
そ
の
頂
点
へ
と
向
か
う
よ
う
に
構
成

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
運
動
を
通
し
て
世
界

(
H
自
然
)

を
踏
破
し
た
自
己
は
、
そ
の
合
理
性
の
シ
ス
テ
ム
を
理
解
す
る
に

至
る
。
こ
う
し
て
世
界
の
頂
点
(
つ
ま
り
神
が
世
界
を
見
て
い
る

地
点
)
に
た
ど
り
着
い
た
と
き
、
自
己
は
世
界
へ
の
、
さ
ら
に
は

自
己
へ
の
僻
服
的
な
視
点
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

(
口
)
何
回
同
色
O
同〔
M
O
O
N
Y

。、
-np、℃
U
-
N
N
'
ω

∞・

(
団
)
近
藤
〔
二

O
一
O
年
〕
、
前
掲
書
。

(

凹

)

山

・

N
m
p
z
p
H
M
B
P
2・
g
h
h
A
P
ミ
'
E
N
E
b
守
守
室
町
民
伺

~uhNHS2』町、可回口白
E
Z門同
σ凶可』・
N
伸一己目
p
d
a〈開門印一
q
o同日]-一ロ
0

目印

刷》円内山田
m
r
]
戸市W
N
A
r

℃H
Y
]
{

印・・]戸。・

(
却
)
芯
弘
子
H
M

℃・
5
印g
H
ω

。・

(
幻
)
同
O
C
印m
g
F
開
自
口
0

・
0hNhせ
団
長
崎
町
。
送
、
芯
な
h
h同町」・川、・旬。
shmhNNP

F
H
〈
-

A

山佳江
O
口問)己宮山

A

山町田
O
C
印
]
同
色
O
H
・2
民
O
ロ
仏
四
回
・
の
回
目
wgσ
一口

市同冨・同何回司自。ロ門戸回目
σロ
o
P
2
5
円同
O
Z
E
b
u号
(
以
下
、
0
・打、

己
ぐ
)
・
】
u
u
-
N
合
1

品
∞
∞
・
(
邦
訳
、
『
エ
ミ
l
ル
』
、
『
ル
ソ
l
全
集
』

第
六
巻
、
樋
口
謹
一
訳
、
白
水
社
、
一
九
八
O
年
、
一
七
|
二
八

二
頁
)
な
お
、
本
文
中
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
邦
訳
書
を
使
用
さ

せ
て
頂
い
た
。

(
沼
)
安
門
叫

JB-hHSEg∞
・
(
邦
訳
、
同
書
、
第
六
巻
、
二
八
一
一
一
|
一
二
六

一
頁
、
『
ル
ソ

1
全
集
」
第
七
巻
、
樋
口
謹
一
訳
、
白
水
社
、
一

九
人
二
年
、
一
一
ー
ー
三
五
七
頁
)

(
お
)
問
。
己
由
回
目
印
F
同
さ
む
町

m
H
h
u
e
E問、。明
h
h
s
u
e
N
P
G弘主旬、

0
・
打
、
己
戸

民

F
R
J
]
u
u
・2
。・旨
u
y
(

邦
訳
、
「
エ
ミ
l
ル
と
ソ
フ
ィ
ま
た
は
孤
独

に
生
き
る
人
た
ち
」
、
『
ル
ソ
1
全
集
」
第
八
巻
、
戸
部
松
実
訳
、

白
水
社
、
一
九
七
九
年
、
五
一
八
|
五
一
九
頁
)

(
担
)
「
エ
ミ
l
ル
と
ソ
フ
イ
』
に
お
け
る
エ
ミ
l
ル
の
「
奴
隷
状
態
に

お
け
る
自
由
と
幸
福
」
に
は
、
ス
ト
ア
派
の
影
響
も
色
濃
く
反
映

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
室
井
麗
子
「
ル
ソ
l
に
お
け

る
「
死
の
訓
練
」
に
つ
い
て
|
セ
ネ
カ
の
「
霊
操
」
を
手
が
か
り

に
i
」
(
『
教
育
哲
学
研
究
」
、
第
九
七
号
、
二

O
O
八
年
)
を
参

照
さ
れ
た
い
(
な
お
、
本
稿
の
第
三
節
は
、
こ
の
論
文
の
一
部
を

再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
)
。
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