
転
換
期
の
教
育
学
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ル
ソ
ー
『
エ
ミ
ー
ル
』
分
析
試
論
1
⑭

鈴
　
木
　
秀
　
勇

　
本
稿
e
…
N
の
分
析
は
、
つ
ぎ
の
結
論
に
到
達
し
た
。

　
「
『
エ
、
、
、
i
ル
』
に
あ
っ
て
教
育
の
目
的
の
根
幹
を
形
づ
く
る
も
の
は
、
自
己
保
存
の
力
の
育
成
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
「
カ
」

こ
そ
、
身
分
制
社
会
体
制
の
原
理
で
あ
る
「
依
存
」
の
反
対
物
と
し
て
、
こ
の
体
制
の
崩
壊
に
さ
い
し
て
な
に
よ
り
も
ま
ず
求
め
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
『
エ
、
、
、
ー
ル
』
が
教
育
の
機
能
を
語
る
時
、
「
自
己
保
存
の
力
」
の
概
念
が
中
軸
に
な
る
の
も
、
右
の
関
係
に
基
づ
く
の
で
あ
り
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

た
、
教
育
客
体
の
諸
能
力
の
発
生
の
秩
序
と
の
連
関
で
、
こ
の
力
の
育
成
が
教
育
過
程
の
出
発
点
を
形
づ
く
る
こ
と
に
な
る
」
。

　
．
）
の
．
《
自
己
保
存
力
》
の
育
成
は
、
ル
ソ
ー
が
そ
れ
の
流
れ
の
中
に
立
っ
て
い
た
自
然
法
思
想
の
中
核
で
あ
る
・
《
自
己
保
存
》
の
概

念
が
、
身
分
制
社
会
体
制
の
崩
壊
と
い
う
特
殊
”
歴
史
的
情
況
を
控
え
て
、
教
育
の
領
域
に
立
ち
現
わ
れ
た
姿
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。
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ル
ソ
ー
が
教
育
の
機
能
を
こ
の
見
地
か
ら
と
ら
え
た
こ
と
は
、
『
エ
ミ
ー
ル
・
第
一
編
』
の
初
め
に
、
「
植
物
は
栽
培
に
よ
っ
て
つ
く
ら

れ
犬
間
は
警
に
よ
っ
て
つ
く
ら
場
で
い
う
ア
ナ
・
ジ
を
お
い
て
、
教
育
が
人
間
に
た
い
し
て
も
つ
嚢
を
語
る
と
こ
ろ
に
、

示
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
け
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

　
「
人
間
が
、
生
ま
れ
つ
き
す
難
か
務
ち
は
大
き
く
カ
は
強
い
と
し
て
も
、
自
分
の
身
の
丈
と
カ
と
を
使
う
方
法
を
習
得
し
な
い
う
ち
は
、
む

し
ろ
そ
れ
箸
害
著
の
に
馨
う
・
奪
奮
、
身
舞
と
カ
と
が
あ
る
だ
け
に
、
ほ
か
の
者
が
、
あ
人
間
を
助
け
よ
う
、
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

気
を
お
こ
さ
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ほ
う
っ
て
お
か
れ
て
こ
の
人
間
は
、
自
分
が
な
に
を
必
要
と
す
る
か
も
知
ら
な
い
う
ち
に
、
欠
乏

の
た
め
に
死
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
。
人
は
、
子
ど
も
の
状
態
を
あ
わ
れ
む
。
人
間
が
ま
ず
初
め
に
子
ど
も
で
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
人
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
レ

は
滅
び
て
し
ま
っ
て
い
た
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
、
人
は
さ
と
ら
な
い
の
だ
」
（
傍
点
は
引
用
者
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
つ
ま
り
、
子
ど
も
の
時
期
と
は
教
育
の
時
期
で
あ
る
が
、
そ
の
教
育
の
機
能
は
、
《
自
己
保
存
に
と
っ
て
必
要
な
》
対
象
を
知
り
、
ま

た
、
知
ら
れ
た
対
象
を
塗
脅
か
ひ
た
め
に
、
身
体
器
官
と
体
力
と
を
《
使
用
す
る
方
法
》
を
育
成
す
る
と
．
》
ろ
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
ゆ
え
、
こ
の
機
能
を
果
た
す
教
育
の
時
期
と
し
て
の
・
子
ど
も
の
時
期
を
も
つ
の
で
な
け
れ
ば
、
個
体
も
、
し
た
が
っ
て
類
も
、
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
が
た
か
た
ち

を
保
存
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ル
ソ
ー
が
上
に
見
た
よ
う
な
仮
定
を
お
い
た
の
は
、
「
姿
形
の
大
き
さ
」
「
力
の
強
さ
」
と
い
う
．
い
わ

ば
実
体
が
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
使
用
す
る
方
法
こ
そ
が
、
《
自
己
保
存
力
》
と
し
て
不
可
欠
で
あ
る
．
一
と
を
、
傍
証
す
る
た
め
で
あ
る
。

　
教
育
の
機
能
に
つ
い
て
の
・
こ
う
し
た
見
方
は
、
ル
ソ
ー
が
、
自
己
保
存
力
の
内
容
、
つ
ま
り
自
己
保
存
力
を
構
成
す
る
諸
能
力
を
、

念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
右
に
あ
げ
た
行
文
の
趣
旨
を
ふ
え
ん
し
て
い
る
・
つ
ぎ
の
叙
述
に
よ
っ
て
も
、
知
ら
れ
る
。

　
「
ひ
と
り
の
子
ど
も
が
、
生
ま
れ
な
が
ら
お
と
な
な
み
の
体
つ
き
と
カ
と
を
そ
な
え
て
い
る
、
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
つ
ま
り
、
パ
ル



ラ
ス
が
ジ
ュ
ピ
タ
ー
の
頭
か
ら
出
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
子
ど
も
が
、
い
わ
ぱ
完
全
に
武
装
し
て
、
母
親
の
胎
内
か
ら
出
て
き
た
も
の
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
　
く
　
　
　
ぎ
う

と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
こ
の
．
お
と
な
u
子
ど
も
は
、
ま
っ
た
く
の
能
な
し
で
あ
り
、
木
偶
の
坊
で
あ
っ
て
、
体
を
動
か
す
こ
と
も
で
き

ず
ほ
と
ん
ど
感
覚
作
用
も
し
な
い
彫
像
で
あ
る
だ
ろ
う
。
彼
に
は
、
な
に
も
見
え
ず
、
な
に
も
聞
こ
え
ず
、
誰
を
も
見
わ
け
る
こ
と
が
な

く
、
見
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
の
方
へ
目
を
向
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
自
分
の
外
に
あ
る
対
象
を
な
に
一
つ
受
け
入

れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
自
分
に
そ
の
対
象
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
感
覚
器
官
の
中
へ
な
に
一
つ
対
象
を
持
ち
込
む
こ
と
さ
え
し
癒
い
で
あ

ろ
う
。
目
に
は
な
ん
の
色
も
見
え
ず
、
耳
に
は
な
ん
の
音
も
聞
こ
え
ず
、
彼
が
物
体
に
触
れ
て
も
、
そ
の
物
体
は
彼
の
身
体
に
感
じ
ら
れ

ず
、
彼
は
自
分
に
身
体
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
さ
え
知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
手
の
触
感
は
、
彼
の
脳
髄
の
中
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
彼

の
感
覚
内
容
は
す
べ
て
、
一
点
に
集
ま
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
彼
は
、
卿
遵
慰
覚
中
梱
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
…
…

　
い
っ
ぺ
ん
に
で
き
あ
が
っ
た
．
．
漫
の
お
と
な
は
、
足
で
立
つ
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
平
衡
を
保
っ
て
い
る
こ
と
を
学
ぶ
に
は
、

お
そ
ろ
し
く
時
間
を
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
は
、
立
っ
て
い
よ
う
と
す
る
気
さ
え
お
こ
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
う
た
い

な
た
が
た
は
、
カ
が
あ
っ
て
頑
丈
な
．
大
き
な
図
体
が
、
石
み
た
い
に
動
か
ず
に
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
小
犬
の
よ
う
に
は
い
ず
り
ま
わ

っ
て
い
る
の
を
、
見
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
み

　
彼
は
、
欲
求
が
充
た
さ
れ
な
い
の
を
感
ず
る
が
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
欲
求
か
わ
か
ら
な
い
し
、
欲
求
を
か
た
す
手
段
を
思
い
浮
か
べ
る

こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
胃
の
筋
肉
と
腕
．
足
の
筋
肉
と
の
間
に
は
直
接
の
交
流
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
彼
は
、
食
物
に
取
り
囲
ま
れ
て

い
て
も
、
食
物
に
近
づ
く
た
め
に
一
歩
踏
み
出
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
食
物
を
手
に
と
る
た
め
に
腕
を
の
ば
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
に
、
身
体
は
成
長
し
て
し
ま
っ
て
い
る
し
、
手
足
は
す
っ
か
り
発
達
し
て
い
て
、
し
た
が
っ
て
、
幼
児
の
よ
う
に
落
着
か
な
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四

い
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
絶
え
ず
体
を
動
か
し
て
い
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
、
食
物
を
求
め
る
た
め
に
動
き
出
す
前
に
、
餓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

え
て
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
で
あ
ろ
う
」
（
第
一
編
。
傍
点
は
原
文
イ
タ
リ
ソ
ク
）
。

　
右
の
叙
述
の
意
図
も
ま
た
、
さ
き
に
見
た
行
文
と
同
じ
く
、
あ
る
仮
定
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
．
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
〈
無

力
〉
の
状
態
、
ル
ソ
ー
の
表
現
を
も
っ
て
す
れ
ぱ
「
私
た
ち
は
、
習
得
す
る
能
力
を
も
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
。
し
か
し
、
生
ま
れ
た
ま
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
さ
ロ

で
は
、
な
に
一
つ
で
き
な
い
、
な
に
一
つ
知
っ
て
い
な
い
」
と
さ
れ
る
・
そ
の
状
態
、
「
人
間
に
と
っ
て
生
ま
れ
た
ま
ま
の
．
無
知
と
不

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

動
と
の
・
最
初
の
状
態
」
、
一
言
で
い
え
ぱ
、
身
体
器
官
と
体
力
と
の
《
使
用
方
法
》
と
い
う
《
自
己
保
存
力
》
が
欠
如
し
て
い
る
状
態
を
、

示
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
の
・
〈
無
力
V
の
状
態
を
分
析
す
れ
ば
、
習
得
さ
れ
育
成
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
《
自
己
保
存
力
》
の
内
容
、
そ
れ
を

構
成
す
る
諸
能
力
が
、
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
。
こ
こ
に
仮
定
さ
れ
て
い
る
存
在
は
、
感
覚
器
官
を
そ
な
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
感
覚
器
官
に
た
い
す
る
．
外

界
の
事
物
か
ら
の
作
用
を
刺
戟
と
し
て
は
受
け
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
存
在
は
、
「
な
に
も
見
え
ず
、
な
に
も
聞
ア
】
え
ず
、
誰
を
も
見

わ
け
る
こ
と
が
な
く
」
、
「
目
に
は
な
ん
の
色
も
見
え
ず
、
耳
に
は
な
ん
の
音
も
聞
こ
え
ず
、
彼
が
物
体
に
触
れ
て
も
、
そ
の
物
体
は
彼
の

身
体
に
感
じ
ら
れ
な
い
」
、
つ
ま
り
「
感
覚
作
用
も
し
な
い
彫
像
」
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　
ル
ソ
ー
が
、
こ
の
存
在
を
、
感
覚
作
用
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
感
覚
内
容
も
も
た
ぬ
、
と
す
る
理
由
は
、
つ
ぎ
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
レ

　
「
受
け
入
れ
る
こ
と
、
そ
れ
が
感
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
第
四
編
。
『
サ
ヴ
ォ
ア
叙
任
司
祭
の
信
仰
告
白
』
の
う
ち
）
。
「
単
純
な
感
覚
内
容
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

中
に
も
、
…
…
判
断
は
あ
る
。
感
覚
内
容
の
中
で
は
判
断
は
、
ま
っ
た
く
受
動
的
で
あ
っ
て
、
自
分
は
、
自
分
が
感
覚
し
て
い
る
も
の
を
、



、
、
、
、
、
、
、
、
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
　
　
　
　
へ
8
）

感
覚
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
断
定
す
る
の
で
あ
る
」
（
第
三
編
。
傍
点
は
引
用
者
）
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
仮
定
さ
れ
た
存
在
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

含
め
て
総
じ
て
「
私
た
ち
は
、
感
覚
能
力
を
そ
な
え
た
も
の
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
」
（
第
一
編
）
に
し
て
も
、
し
か
じ
か
の
感
覚
器
官
が

外
界
の
事
物
か
ら
受
け
る
作
用
目
刺
戟
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
受
け
入
れ
ら
れ
る
」
つ
ま
り
〈
知
覚
さ
れ
る
〉
こ
と
が
な
け
れ

ば
、
そ
れ
は
ま
だ
感
覚
作
用
で
は
な
く
、
刺
戟
は
ま
だ
感
覚
内
容
で
は
な
い
。
ル
ソ
ー
が
、
あ
の
存
在
は
「
自
分
の
外
に
あ
る
対
象
を
な

に
一
つ
受
け
入
れ
な
い
」
と
し
、
ま
た
「
彼
の
手
の
触
感
は
、
彼
の
脳
髄
の
中
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
感
覚
内
容
は
す
べ
て
、
一
点
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

集
ま
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
彼
は
、
共
通
感
覚
中
枢
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
こ
の
意
味
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
あ
の
存
在
は
、
ま
ず
、
感
覚
作
用
と
感
覚
内
容
と
を
欠
い
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
さ
き
ほ
ど
見
た
「
私
た
ち
は
、

習
得
す
る
能
力
を
も
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
。
し
か
し
、
生
ま
れ
た
ま
ま
で
は
、
な
に
一
つ
で
き
な
い
、
な
に
一
つ
知
っ
て
い
な
い
」
と
い

う
規
定
は
、
感
覚
能
力
に
つ
い
て
も
ま
た
、
あ
て
は
ま
る
。

　
第
二
に
。
こ
の
存
在
は
、
「
見
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
［
た
と
え
ば
、
自
己
保
存
の
手
段
で
あ
る
事
物
、
欲
求
充
足
の
対
象
］
の
方
へ
目
を
向

け
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
、
「
自
分
に
そ
の
対
象
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
感
覚
器
官
の
中
に
、
な
に
一
つ
対
象
を
持
ち
込
む
こ
と
さ
え
し
な
い
」
。

つ
ま
り
、
こ
の
存
在
は
、
総
じ
て
外
界
の
事
物
へ
感
覚
器
官
を
向
け
る
能
力
自
体
を
も
た
な
い
。

　
こ
の
能
力
の
欠
如
は
、
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
。

　
感
覚
器
官
は
、
身
体
器
官
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
あ
の
存
在
は
、
自
分
に
身
体
器
官
が
あ
る
こ
と
さ
え
、
知
ら
な
い
（
「
彼

は
、
自
分
に
身
体
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
さ
え
知
ら
な
い
」
）
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
の
存
在
が
、
上
に
見
た
よ
う
に
、
感
覚
作
用
を
も
た
な

い
こ
と
の
結
果
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
に
身
体
が
あ
る
、
と
い
う
自
覚
は
、
感
覚
作
用
を
媒
介
と
し
て
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
転
換
期
の
教
育
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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（
憩
）

「
私
の
感
覚
作
用
は
、
そ
れ
が
私
に
私
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
私
の
な
か
で
起
こ
る
の
で
あ
る
」
（
第
四
編
。
『
サ
ヴ
ォ
ア

叙
任
司
祭
の
信
仰
告
白
』
の
う
ち
）
。

　
こ
の
理
由
で
自
分
に
身
体
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
存
在
は
、
ま
た
当
然
、
身
体
器
官
を
感
覚
器
官
と
し
て
《
使
用
す
る
方
法
》
も
知
っ

て
は
い
な
い
。

　
そ
こ
で
、
あ
の
存
在
は
、
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
外
界
の
事
物
か
ら
し
か
じ
か
の
感
覚
器
官
に
与
え
ら
れ
た
作
用
、
刺
戟
を
知
覚
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
感
覚
作
用
、
感
覚
内
容
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
右
の
作
用
”
刺
戟
そ
の
も
の
を
生
じ
さ
せ
る
．
身

体
器
官
目
感
覚
器
官
の
使
用
方
法
を
も
、
知
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
。
あ
の
存
在
は
、
身
体
器
官
を
感
覚
器
官
と
し
て
使
用
す
る
方
法
を
欠
い
て
い
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
般
に
、
行
動
す
る
た
め

に
身
体
器
官
を
使
用
す
る
方
法
も
も
た
な
い
。
そ
れ
の
理
由
は
も
と
よ
り
、
こ
の
存
在
が
、
自
分
に
身
体
が
あ
る
．
｝
と
を
知
ら
な
い
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
　
く
　
　
　
ぼ
う

い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ル
ソ
ー
が
、
こ
の
存
在
を
指
し
て
、
「
ま
っ
た
く
の
能
な
し
で
あ
り
、
木
偶
の
坊
で
あ
っ
て
、
体
を
動
か
す
こ
と

も
で
き
ね
」
彫
像
、
あ
る
い
は
、
「
足
で
立
つ
こ
と
も
で
き
な
い
」
、
「
立
っ
て
い
よ
う
と
す
る
気
も
お
こ
さ
な
い
」
、
「
カ
が
あ
っ
て
頑
丈
な
．

大
き
な
図
術
が
、
石
み
た
い
に
動
か
ず
に
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
小
犬
の
よ
う
に
は
い
ず
り
ま
わ
っ
て
い
る
」
と
規
定
す
る
の
は
、
右
の

こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
四
に
。
こ
の
存
在
は
「
欲
求
が
か
た
さ
れ
な
い
の
を
感
ず
る
が
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
欲
求
か
わ
か
ら
な
い
」
。
こ
の
存
在
は
、
欲
求

と
い
う
内
部
感
覚
は
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
欲
求
の
自
覚
は
、
そ
の
欲
求
を
充
足
さ
せ
る
対
象
を
感
覚
内
容
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

成
立
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
欲
求
充
足
の
対
象
を
感
覚
す
る
こ
と
は
、
外
部
感
覚
作
用
で
あ
り
、
す
で
に
見
た
と
お
り
、
ヲ
】
の
存
在
に
は
外



部
感
覚
作
用
が
欠
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
の
存
在
が
、
欲
求
充
足
の
対
象
を
そ
れ
と
し
て
知
覚
す
る
こ
と
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
、

欲
求
が
な
に
で
あ
る
か
を
知
覚
す
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

　
第
五
に
。
あ
の
存
在
は
、
「
欲
求
を
充
た
す
手
段
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
も
な
い
」
。
そ
の
手
段
と
は
、
「
胃
の
筋
肉
と
腕
・
足
の
筋
肉

と
の
間
に
直
接
の
交
流
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
欲
求
充
足
の
た
め
に
身
体
器
官
を
《
使
用
す
る
方
法
》
を
指
す
。
し
か
し
、

さ
き
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
存
在
は
、
一
般
に
、
行
動
す
る
た
め
に
身
体
器
官
を
使
用
す
る
方
法
を
欠
い
て
い
る
。

　
仮
定
さ
れ
た
・
あ
の
存
在
が
、
「
お
と
な
な
み
の
体
つ
き
と
カ
と
を
そ
な
え
て
い
る
」
に
し
て
も
、
自
己
を
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
は
、
以
上
の
理
由
に
よ
る
（
「
し
た
が
っ
て
、
食
物
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
て
も
、
食
物
に
近
づ
く
た
め
に
一
歩
踏
み
出
し
た
り
、
あ
る

い
は
、
食
物
を
手
に
と
る
た
め
に
腕
を
の
ば
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
…
…
彼
は
、
食
物
を
求
め
る
た
め
に
動
き
出
す
前
に
、
餓
え
て
死

ん
で
し
ま
う
」
）
。

　
こ
う
し
て
、
ル
ソ
ー
が
あ
の
存
在
を
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
語
ろ
う
と
し
た
の
は
、
欲
求
充
足
の
対
象
を
含
め
て
外
界
の
事
物
が
感

覚
器
官
に
働
き
か
け
る
・
そ
の
作
用
口
刺
戟
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
、
感
覚
器
官
で
あ
る
身
体
器
官
を
使
用
す
る
方
法
、
こ
う
し
て
生
じ

た
作
用
口
刺
戟
が
知
覚
さ
れ
て
成
り
立
つ
感
覚
作
用
、
お
よ
び
、
欲
求
充
足
と
い
う
行
動
の
手
段
と
し
て
身
体
器
官
を
使
用
す
る
方
法

ー
こ
れ
ら
が
合
し
て
自
己
保
存
の
能
力
を
形
づ
く
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
要
素
か
ら
成
る
自
己
保
存
力
の
育
成
が
教
育
の
機
能

で
あ
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

　
右
に
述
べ
た
知
覚
を
通
じ
て
感
覚
作
用
が
成
り
立
つ
の
は
、
本
稿
国
…
V
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
感
覚
的
理
性
」
能
力
の
う
ち
、
「
感

覚
器
官
を
と
お
し
て
正
し
く
判
断
」
す
る
た
め
に
、
詳
し
く
言
え
ば
、
「
自
分
が
う
け
と
る
・
一
つ
一
つ
の
対
象
に
つ
い
て
、
…
…
感
覚

　
　
　
　
　
転
換
期
の
教
育
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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的
性
質
を
吟
味
」
し
、
「
事
物
が
私
た
ち
に
た
い
し
て
も
っ
て
い
る
・
感
覚
的
な
性
質
を
知
る
」
た
め
に
、
感
覚
器
官
を
正
し
く
使
用
す

る
能
力
の
訓
練
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ル
ソ
ー
が
、
こ
う
し
て
成
り
立
つ
感
覚
作
用
を
、
自
己
保
存
力
を
形
づ
く
る
も
の
と
し
て
お
い

た
理
由
は
、
つ
ぎ
の
規
定
に
明
ら
か
な
・
彼
の
功
利
主
義
の
中
に
求
め
ら
れ
る
。

　
「
私
た
ち
は
、
感
覚
能
力
を
そ
な
え
た
も
の
と
じ
て
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
生
ま
れ
た
時
か
ら
、
私
た
ち
を
取
り
囲
ん
で
い
る
対

象
に
よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
仕
方
で
刺
戟
を
受
け
る
。
私
た
ち
は
、
自
分
の
感
覚
内
容
を
い
わ
ば
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
と
す
ぐ
に
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
感
覚
内
容
を
生
み
出
す
対
象
を
、
求
め
た
り
、
あ
る
い
は
避
け
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
…
…
」
（
第
一
編
）
。
こ
う
し
て
、
知
覚
さ
れ

た
も
の
と
し
て
の
感
覚
内
容
が
、
対
象
を
獲
得
な
い
し
回
避
す
る
功
利
的
《
行
動
》
を
生
み
出
す
場
合
、
そ
れ
の
条
件
は
、
《
充
足
さ
れ

る
べ
き
欲
求
》
と
対
象
の
性
質
と
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
欲
求
が
《
自
己
保
存
》
に
よ
っ
て
方
向
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
対

象
の
性
質
を
と
ら
え
る
の
が
感
覚
作
用
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
感
覚
作
用
が
自
己
保
存
力
の
一
つ
と
さ
れ
る
理
由
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
教
育
の
機
能
は
、
上
に
見
た
内
容
の
自
己
保
存
力
を
育
成
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
す
る
立
揚
が
、
ル
ソ
ー
の
教
育
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

の
基
本
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
が
重
ね
て
、
人
間
に
つ
い
て
の
み
で
な
く
、
お
よ
そ
感
覚
し
行
動
し
欲
求
を
も
つ
存
在
す
べ
て
に
つ

い
て
、
教
育
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
照
ら
し
て
も
、
確
認
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
「
動
物
で
さ
え
、
多
く
の
も
の
を
［
教
育
に
ょ
っ
て
］
獲
得
す
る
。
動
物
は
感
覚
器
官
を
も
っ
て
い
る
。
感
覚
器
官
を
用
い
る
方
法
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
動
物
は
欲
求
を
も
っ
て
い
る
。
欲
求
を
充
足
さ
せ
る
方
法
を
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
第
一
編
。
傍

点
は
引
用
者
）
。
「
行
動
す
る
存
在
、
感
覚
能
力
を
も
つ
存
在
に
と
っ
て
は
、
一
切
は
教
育
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
も
し
植
物
が
前
進
運

動
を
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
植
物
は
、
感
覚
器
官
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
知
識
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、



早
晩
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

種
は
死
に
絶
え
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」
（
第
一
編
）
。

　
す
で
に
見
て
き
た
と
お
り
、
ル
ソ
ー
は
、
教
育
の
機
能
を
語
る
に
あ
た
っ
て
、
人
間
の
・
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
状
態
に
あ
る
存
在
を
示

し
な
が
ら
、
そ
の
存
在
が
お
と
な
な
み
の
身
体
器
官
と
体
力
と
を
も
つ
も
の
と
、
仮
定
し
て
い
た
。
こ
の
仮
定
を
お
い
た
こ
と
の
意
味
は
、

前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
事
実
と
し
て
は
教
育
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ま
た
自
己
保
存
力
を
形
づ
く
る
も
の
と
し
て
の
身
体

器
官
、
体
力
、
身
体
の
使
用
能
力
を
、
育
成
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
と
こ
ろ
か
ら
、
『
エ
、
・
・

ー
ル
・
第
一
編
』
と
『
第
二
編
』
と
は
、
こ
の
育
成
の
方
法
原
則
と
具
体
的
な
方
法
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
教
育
の
機
能
が
総
じ
て
自
己
保
存
力
の
育
成
に
あ
る
以
上
、
知
的
教
育
も
ま
た
、
知
的
能
力
を
ま
ず
自

己
保
存
力
の
一
つ
と
し
て
育
成
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
本
稿
◎
…
V
で
吟
味
さ
れ
る
・
『
エ
、
・
・
ー
ル
．
第
二
編
』
で
の
知
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

教
育
1
す
で
に
ふ
れ
た
「
感
覚
的
理
性
」
能
力
の
訓
練
ー
も
、
そ
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
『
第
三
編
』
を
扱
う
本
稿
㈲
…

1
、
N
で
は
、
「
感
覚
的
理
性
」
能
力
の
う
ち
に
さ
ら
に
進
ん
だ
段
階
の
能
力
、
す
な
わ
ち
《
単
純
観
念
形
成
》
能
力
の
育
成
に
あ
た
っ

て
、
学
習
対
象
の
選
択
原
則
の
一
つ
が
、
明
確
に
、
対
象
の
知
識
の
「
有
用
性
」
、
す
な
わ
ち
自
己
保
存
に
た
い
す
る
有
効
性
に
、
お
か

れ
て
い
る
こ
と
が
、
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
同
じ
『
第
三
編
』
で
は
、
ま
た
「
労
働
技
術
」
能
力
の
育
成
も
志
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
の
も
つ
意
味
の
一
つ
は
、

や
は
り
自
己
保
存
力
と
し
て
の
・
右
の
能
力
の
育
成
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
本
稿
㈲
…
V
で
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
以
下
、
P
L
W
は
、
『
プ
レ
ヤ
ド
文
庫
』
中
の
『
ジ
ャ
ン
・
ー
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
全
集
。
第
四
巻
。
エ
ミ
ー
ル
。
教
育
i
道
徳
論
i
植
物
学
。

　
　
　
　
　
転
換
期
の
教
育
学
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一
橋
大
学
研
究
年
報
　
社
会
学
研
究
　
1
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

監
修
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ガ
ニ
ュ
パ
ン
、
マ
ル
セ
ル
・
レ
モ
ン
。
　
一
九
六
九
年
Q
臼
亭
冒
8
ロ
霧
国
○
犀
ω
器
獅
貫
○
①
β
≦
窃
8
ヨ
覧
評
①
幹
一
ダ
吋
目
一
す

母
β
8
歴
一
g
I
冒
。
『
巴
Φ
ー
団
o
g
巳
ρ
ロ
ρ
臣
び
一
一
。
浮
9
器
q
。
寅
瞠
ひ
脚
＆
ρ
爵
三
g
も
昌
ま
。
ω
o
霧
す
山
常
。
江
8
α
。
b
冒
①
旨
碧
α

○
護
霧
σ
ざ
9
竃
舘
8
一
殉
P
図
目
o
ロ
鼻
一
8
Ψ
8
図
邑
臨
十
一
℃
総
サ
）
を
、
E
G
は
、
『
ガ
ル
ニ
エ
・
古
典
双
書
』
中
の
『
エ
ミ
ー
ル
。
フ
ラ
ン
ス

ワ
・
リ
シ
ャ
ー
ル
、
ビ
エ
ー
ル
・
リ
シ
ャ
ー
ル
編
、
　
一
九
六
一
年
（
⇔
臣
一
一
〇
〇
ロ
山
Φ
一
、
ひ
q
ロ
8
鉱
O
昌
跡
鼻
℃
P
㌧
男
糞
β
O
O
院
9
臣
零
お
ヵ
ざ
げ
貧
堅

Ω
鎖
ω
ω
一
ρ
営
①
ω
○
餌
厩
巳
①
け
b
鴛
筑
一
8
い
ピ
十
ひ
a
℃
し
を
、
そ
れ
ぞ
れ
指
し
、
こ
れ
に
、
今
野
一
雄
訳
『
エ
ミ
ー
ル
』
上
・
中
・
下
（
岩
波
文

庫
）
の
該
当
ぺ
ー
ジ
を
記
し
た
。

　
な
お
、
P
L
W
に
収
め
ら
れ
て
い
る
・
教
育
関
係
の
述
作
は
、
左
記
の
も
の
で
あ
る
。

ん
『
そ
の
子
息
の
教
育
に
つ
い
て
ド
ゥ
・
マ
ブ
リ
閣
下
に
呈
す
る
覚
書
』
。
ジ
ョ
ン
・
S
・
ス
ビ
ン
ク
校
訂
（
り
涼
旨
9
8
冥
傍
窪
綜
競
竃
o
塁
冨
弩

　
u
o
竃
冒
三
邑
ω
ξ
ま
山
琴
簿
一
g
留
≧
［
g
ω
す
菖
砿
8
巳
9
↓
①
蓉
Φ
ω
傘
喜
房
g
器
昌
g
診
℃
ρ
励
冒
ぼ
ψ
9
巨
＾
）
。
℃
や
ω
1
輿

R
『
サ
ン
ト
・
マ
リ
ー
殿
の
教
育
案
』
。
ジ
日
ン
・
S
・
ス
ビ
ン
ク
校
訂
（
汐
o
〕
曾
宕
盲
ま
q
仁
8
菖
o
旨
留
竃
0
9
8
唐
号
ω
a
暮
？
目
跨
す
）
。

　
℃
や
い
軌
I
U
一
。

　
　
右
の
A
、
B
に
つ
い
て
は
、
『
転
換
期
の
教
育
学
I
J
・
l
J
・
ル
ソ
ー
『
エ
ミ
ー
ル
』
分
析
試
論
I
e
…
第
一
節
』
（
『
一
橋
論
双
』
第
六

　
十
巻
・
第
六
号
所
載
）
へ
の
注
（
1
）
、
と
く
に
右
の
号
の
1
1
7
ぺ
ー
ジ
。

α
『
エ
ミ
ー
ル
・
第
一
稿
（
フ
ァ
ヴ
ル
草
稿
）
、
「
断
想
」
を
含
む
決
定
稿
』
。
ジ
ョ
ン
・
S
・
ス
ビ
ン
ク
校
訂
（
国
巳
ぴ
（
詮
q
y
b
器
日
5
辱
①
話
議
8
昌

　
（
言
緯
三
ω
o
ユ
一
問
ロ
〈
お
）
。
b
や
訟
－
舘
o
o
。

n
『
刊
本
三
ミ
ル
．
刊
本
王
ミ
ル
持
え
た
・
護
羅
絵
の
「
説
明
」
複
刻
・
「
断
想
」
』
・
シ
ャ
ル
ル
・
ウ
ィ
ル
ズ
・
＝
ル
●

　
ビ
ュ
ル
ジ
ュ
ラ
ン
校
訂
（
国
ヨ
ニ
o
（
詮
ら
）
O
β
U
①
一
、
跡
α
琴
葺
δ
F
国
図
覧
ざ
o
自
O
昌
自
霧
麟
瞬
鴬
窃
，
男
冨
閃
ヨ
魯
け
ω
宕
竃
《
吋
首
＝
o
》
．
↓
0
4
Φ
の
働
P
乞
δ

　
一
）
弩
O
げ
g
一
。
ω
≦
一
ヌ
℃
鼠
の
Φ
暮
診
g
き
一
・
o
ま
。
。
旨
㌧
臣
①
畦
o
頃
弩
の
o
一
言
■
）
。
一
学
N
賂
I
o
o
ミ
．



R
『
エ
ミ
ー
ル
と
ソ
フ
ィ
』
。
ウ
ィ
ル
ズ
、
ビ
ュ
ル
ジ
ュ
ラ
ン
校
訂
（
曽
三
δ
（
象
Q
）
9
の
8
匡
o
”
O
β
一
霧
の
巳
一
ぢ
畔
8
）
。
一
）
や
o
o
認
－
露
弁

　
　
上
記
D
の
『
刊
本
・
エ
ミ
ー
ル
』
の
校
訂
は
、
初
版
本
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
記
『
一
橋
論
双
』
第
六
十
巻
．
第
六
号
、
1
1
5
1
1
1
6
ペ

　
ー
ジ
）
と
、
左
記
稿
本
と
を
照
合
し
て
行
な
わ
れ
た
。

　
て
『
第
一
稿
”
フ
ァ
ヴ
ル
草
稿
（
b
3
目
一
R
び
3
三
＝
o
ロ
（
竃
鯵
β
霧
o
ユ
け
り
帥
≦
2
0
窪
曾
Φ
｝
の
。
。
蒜
泳
一
、
い
カ
Q
岳
の
Φ
暫
F
冒
ω
・
塑
8
）
）
』
ー

　
　
校
訂
者
は
、
こ
れ
を
R
と
略
記
。

　
二
、
『
第
二
稿
（
U
窪
惹
0
9
Φ
訂
o
巳
二
自
（
b
ゆ
ユ
の
｝
里
三
δ
9
8
冨
留
一
．
＞
。
。
ω
Φ
ヨ
げ
一
ひ
Φ
昌
節
寓
曾
帥
一
①
・
三
ω
・
一
お
o
。
し
）
』
ー
E
と
略
記
。

　
三
、
『
校
正
刷
（
0
8
5
跨
憾
艮
器
ミ
一
似
一
目
旨
霧
巴
§
（
○
雲
α
く
ρ
匹
巨
δ
爵
9
＝
①
℃
ロ
げ
一
昼
β
①
9
信
巳
＜
。
『
ω
津
餌
一
『
。
博
竃
幹
貸
卜
。
O
ご
）
』
ー

　
　
α
と
略
記
。

　
四
、
ル
ソ
ー
が
新
版
刊
行
の
目
的
で
書
き
込
み
を
し
た
初
版
本
（
国
器
コ
も
一
巴
お
号
H
、
8
窪
書
9
齢
ぼ
巴
①
帥
づ
8
菰
b
弩
閑
8
の
ω
Φ
国
β
。
昌
く
q
。

　
　
畠
ぎ
Φ
き
壽
一
互
ξ
塞
籔
又
馨
馨
8
廊
垂
・
茎
劉
o
。
民
貫
o
窪
伽
＜
。
』
一
呂
。
蒙
器
讐
げ
一
一
ρ
ま
g
巷
蓄
邑
響
ρ

　
　
家
ω
．
9
艮
）
）
ー
E
X
．
c
。
と
略
記
。

　
五
、
［
ポ
ー
ル
］
ム
ル
ト
ゥ
に
託
し
た
『
サ
ヴ
ォ
ア
叙
任
司
祭
の
信
仰
告
白
』
の
写
し
（
O
o
嘗
o
山
Φ
一
p
、
、
。
寄
恥
笥
嬉
。
§
画
恥
、
。
軋
留
ω
訟
泳
Φ
々
［
℃
節
一
、
一
］

　
　
竃
o
巳
8
ロ
（
○
魯
警
ρ
田
げ
ロ
o
浮
ぴ
ρ
ロ
Φ
℃
q
望
5
β
o
魯
仁
巳
く
霞
巴
3
す
ρ
冒
。
。
．
胤
P
8
避
）
）
1
瓦
と
略
記
。

（
1
）
　
『
転
換
期
の
教
育
学
I
J
・
－
J
・
ル
ソ
i
『
エ
ミ
ー
ル
』
分
析
試
論
I
e
・
。
・
N
』
（
『
社
会
学
研
究
』
1
0
所
載
）
。
二
二
六
ぺ
ー
ジ
。

（
2
）
P
L
W
・
2
4
6
。
E
G
・
6
。
今
野
・
上
．
2
4
・
。

（
3
）
　
P
L
W
・
2
4
6
－
2
4
7
。
E
G
・
6
－
7
。
今
野
・
上
．
2
4
。

（
4
）
　
P
L
W
・
2
8
0
。
E
G
・
4
0
1
4
1
。
今
野
．
上
．
6
9
1
7
0
。
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5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
社
会
学
研
究
　
1
3

P
L
W
・
2
7
9
。
E
G
・
4
・
0
。
今
野
・
上
・
6
9
。

P
L
W
・
2
8
0
－
2
8
1
。
E
G
・
4
1
。
今
野
・
上
・
7
0
。

P
L
W
・
5
7
1
。
E
G
・
3
2
5
。
今
野
・
中
・
1
3
0
。

P
L
W
・
4
8
1
。
E
G
・
2
3
7
。
今
野
・
上
・
3
6
6
。

P
L
W
・
2
4
8
。
E
G
・
8
。
今
野
・
上
・
2
6
。

P
L
W
・
5
7
1
。
E
G
・
3
2
5
。
今
野
・
中
・
1
2
9
。

『
転
換
期
の
教
育
学
I
J
．
『
」
・
ル
ソ
ー
『
エ
ミ
ー
ル
』
分
析
試
論
i
㊧
…
V
』

前
出
注
（
9
）
と
同
箇
所
。

P
L
W
。
2
8
1
。
E
G
・
4
1
－
4
2
Q
今
野
・
上
・
7
1
。

P
L
W
・
2
8
1
1
2
8
2
い
E
G
・
4
2
。
今
野
・
上
・
7
2
。

前
出
注
（
n
）
の
う
ち
、
と
く
に
一
七
四
－
一
七
八
ぺ
ー
ジ
。

一
二

（『

会
学
研
究
』
1
1
所
載
）
。
一
六
九
ー
｝
八
九
ぺ
ー
ジ
。


