
型
稽
古
の
身
体
論

│
│
「
だ
ん
だ
ん
型
」
の
「
気
付
き
」
を
め
ぐ
っ
て
│
│

鋳

物

美

佳

１

は
じ
め
に：

本
論
文
の
目
的
と
背
景

本
論
文
で
は
、
型
稽
古
に
お
け
る
「
気
づ
き
」
の
瞬
間
の
分
析
を
行
い
、
そ
の
前
後
に
生
じ
る
身
体
と
自
己
意
識
の
あ
り
方
に
つ
い
て

考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
稽
古
に
お
い
て
は
、
身
体
の
主
体
性
は
、
そ
の
物
理
性
と
他
者
性
と
の
関
係
に
お
い

て
、
物
化
さ
れ
な
い
仕
方
で
同
時
に
経
験
さ
れ
、
必
要
と
あ
ら
ば
自
由
に
動
け
る
能
力
（disposition

）
を
形
成
し
う
る
こ
と
を
示
す
。

身
体
の
構
え
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
理
論
に
偏
る
こ
と
な
く
、
具
体
的
身
体
の
あ
り
方
に
根
ざ
し
て
考
察
を
行
う
こ
と
を
目
指
す
。

な
ぜ
こ
の
主
題
か
。
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
始
め
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

二
〇
一
五
年
一
月
、
同
志
社
大
学
で
私
は
博
士
論
文
の
口
頭
諮
問
を
受
け
た
。
主
査
は
庭
田
茂
吉
先
生
、
副
査
に
林
克
樹
先
生
と
宮
庄

哲
夫
先
生
。
そ
の
論
文
で
、
私
は
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
哲
学
の
延
長
線
上
に
西
田
哲
学
を
位
置
付
け
た
。
ビ
ラ
ン
哲
学
に
お
け
る
意
志

的
運
動
を
、
ビ
ラ
ン
が
意
図
し
た
よ
う
に
、〈
私
〉
が
〈
私
〉
で
あ
る
こ
と
を
直
接
無
媒
介
的
に
知
る
瞬
間
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
西
田

に
も
依
っ
て
、
歴
史
的
世
界
の
中
で
も
の
を
作
る
行
為
と
し
て
も
読
む
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
（C

f:

鋳
物2018.

）。
そ
の
諮
問
の
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と
き
、
庭
田
先
生
は
こ
う
指
摘
さ
れ
た
。
西
田
哲
学
に
は
〈
私
〉
が
〈
私
〉
に
な
る
こ
と
の
失
敗
の
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、

ビ
ラ
ン
哲
学
に
も
そ
れ
は
あ
る
の
か
、
と
。
少
な
く
と
も
ビ
ラ
ン
の
日
記
に
は
、〈
私
〉
が
〈
私
〉
に
な
り
き
れ
な
い
失
敗
は
多
く
描
か

れ
て
い
る
が
、
け
れ
ど
も
そ
れ
は
ビ
ラ
ン
哲
学
に
回
収
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
ビ
ラ
ン
哲
学
に
は
、duplex

in
hum

anitate,sim
plex

in
vitalitate

を
下
敷
き
に
し
て
い
る
だ
け
あ
っ
て
⑴
、
情
感
的
生
か

ら
反
省
的
生
（〈
私
〉
が
〈
私
〉
に
な
る
）
が
生
成
す
る
さ
ま
は
描
か
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
運
動
に
お
い
て
、
自
ら
の
意
志
で
自
ら
の

身
体
を
動
か
す
こ
と
で
、〈
私
〉
が
〈
私
〉
と
し
て
直
接
無
媒
介
的
に
把
握
さ
れ
、
人
格
性
が
誕
生
す
る
こ
と
も
描
か
れ
て
い
る
。
し
か

し
そ
の
よ
う
に
〈
私
〉
を
〈
私
〉
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
て
も
で
き
な
い
と
き
に
つ
い
て
は
、
ビ
ラ
ン
は
ど
う
考
え
て
い
た
の
だ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
失
敗
に
お
い
て
も
起
源
的
に
は
人
格
と
し
て
の
〈
私
〉
が
あ
り
、
そ
れ
が
受
動
的
経
験
に
覆
わ
れ
て
い
る

だ
け
だ
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
ど
う
い
う
構
造
を
し
て
い
る
の
か
の
説
明
で
あ
り
、
失
敗
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
そ
の
と
き
、〈
私
〉
が
〈
私
〉
に
な
る
こ
と
の
失
敗
と
成
功
に
つ
い
て
私
が
考
え
て
い
た
の
は
、
一
方
で
は
木
村
敏
や
ブ
ラ

ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
の
い
う
よ
う
な
「
自
明
性
の
喪
失
」
で
あ
り
（
ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク1978.

木
村2005.

ほ
か
）、
他
方
で
は
ダ
ン
ス
な

ど
に
見
ら
れ
る
生
き
生
き
と
し
た
自
明
性
の
確
立
発
見
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
庭
田
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
宿
題
を
持
ち
帰
っ
て
思
う
の

は
、
そ
の
よ
う
な
明
ら
か
な
失
敗
も
明
ら
か
な
成
功
も
か
な
り
稀
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ふ
だ
ん
の
私
た
ち
は
そ
の
あ
い
だ
の
無
限
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
生
き
て
い
る
。〈
私
〉
が
〈
私
〉
で
あ
る
と
か
〈
私
〉
に
な
れ
な
い
と
か
、
い
ず
れ
も
明
瞭
に
感
じ
ら
れ
な
く
て
も
、
私

た
ち
は
私
た
ち
の
身
体
を
さ
ま
ざ
ま
に
生
き
て
い
る
。
し
か
も
、
鈴
木
大
拙
の
い
う
「
無
心
」（
鈴
木1939.

）
や
井
筒
俊
彦
の
い
う

supra-consciousness

（Izutsu
2008,90.

）
な
ど
と
い
う
達
人
の
境
地
も
併
せ
て
考
え
れ
ば
、〈
私
〉
が
〈
私
〉
で
あ
る
と
わ
か
る
「
意

識
発
展
の
極
致
」（
西
田1979,366.

）
も
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。
自
己
の
自
明
性
と
身
体
の
関
係
に
は
、
一
般
的
に
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論
じ
る
と
見
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
多
様
性
が
あ
る
。
一
見
何
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
無
色
透
明
の
光
は
、
実
は
す
べ
て
の
色
を
含
ん
で
い

る
。
諮
問
の
日
以
来
、
ど
う
も
私
は
こ
の
無
色
の
混
沌
と
も
い
う
べ
き
多
様
性
を
見
つ
め
る
作
業
を
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

今
回
の
論
文
も
、
そ
の
一
環
で
あ
る
。
私
た
ち
は
身
体
を
ど
う
生
き
、
身
体
と
ど
う
生
き
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
自
己
意
識
と
ど
う
関

わ
る
か
。
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
型
稽
古
に
お
け
る
気
づ
き
の
瞬
間
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

な
ぜ
型
稽
古
か
。
型
稽
古
と
は
、
同
じ
動
き
を
反
復
し
な
が
ら
、
あ
る
身
体
技
術
（
わ
ざ
）
を
身
に
つ
け
る
学
び
の
方
法
で
あ
る
。
日

本
の
武
芸
に
見
ら
れ
る
が
、
他
の
文
化
圏
に
も
類
似
す
る
も
の
は
見
受
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
（
例
え
ば
太
極
拳
の
套
路
）⑵
。
反
復
す
る
こ

と
で
動
き
が
身
体
に
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、
と
き
に
は
そ
の
動
き
に
意
識
的
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
、
わ
ざ
の
精
度
向
上
を

図
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
は
身
体
運
動
の
質
の
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
と
密
接
に
関
わ
る
習
慣
の
積
極
的
利
用
が
あ
る
（
自
己
意
識
と
身

体
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
習
慣
に
つ
い
て
の
考
察
を
避
け
て
通
れ
な
い
こ
と
は
、
博
士
論
文
で
も
述
べ
た
）。
加
え
て
、
型
稽
古
は
身

体
運
動
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
己
意
識
と
も
関
わ
る
事
象
で
あ
る
。
源
了
圓
が
紹
介
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
単
な
る
身
体
技
術
の
み
な
ら
ず

精
神
的
錬
磨
も
含
む
（
源1989.

）。
ま
た
こ
の
点
に
関
し
て
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
梅
若
猶
彦
や
横
山
太
郎
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
そ
の
精
神
性
は
、
技
術
さ
え
練
習
し
て
い
れ
ば
勝
手
に
あ
と
か
ら
つ
い
て
く
る
も
の
で
は
な
い
点
で
あ
る
（
梅
若2003.

横
山

2005.

）。
身
体
的
な
反
復
練
習
を
し
な
が
ら
、
そ
し
て
身
体
運
動
に
根
付
き
な
が
ら
も
（
し
た
が
っ
て
神
秘
で
は
な
い
）、
同
時
に
そ
れ

を
超
え
た
形
而
上
的
な
働
き
も
必
要
と
す
る
⑶
。
そ
の
目
指
す
境
地
は
、
無
心
で
あ
る
。
無
心
と
は
、
伯
牙
の
琴
馴
ら
し
に
つ
い
て
井
筒

俊
彦
が
述
べ
て
い
る
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
無
意
識unconscious
で
は
な
い
。「
む
し
ろ
、
彼
の
意
識
は
自
己
啓
示
の
極
限
に
あ
る
。
彼

の
精
神
の
美
的
緊
張
感
が
彼
の
存
在
全
体
を
あ
ま
り
に
力
強
く
駆
け
巡
る
の
で
、
彼
は
彼
が
演
奏
し
て
い
る
音
楽
そ
の
も
の
に
な
っ
て
い

る
。
逆
説
的
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
は
音
楽
と
一
体
化
し
た
自
分
自
身
に
あ
ま
り
に
十
全
に
意
識
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ

の
世
の
通
常
の
意
味
で
言
わ
れ
る
演
奏
す
る
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
は
意
識
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
」（Izutsu

2008,90.

）。
井
筒
は
こ
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の
意
識
の
状
態
をsupra-consciousness

と
呼
ん
だ
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
型
稽
古
に
お
い
て
は
、
素
人
の
レ
ベ
ル
か
ら
無
心

の
達
人
の
レ
ベ
ル
に
至
る
ま
で
、
身
体
お
よ
び
自
己
意
識
が
変
遷
し
て
ゆ
く
過
程
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
過
程
を
考
察
対
象
と
す
る

こ
と
で
、
身
体
的
存
在
と
し
て
の
、
明
ら
か
な
成
功
で
も
失
敗
で
も
な
い
、
私
た
ち
の
無
限
の
あ
り
か
た
の
一
端
を
明
ら
か
に
で
き
る
に

ち
が
い
な
い
。

な
か
で
も
、
今
回
は
「
気
づ
き
」
の
瞬
間
に
焦
点
を
当
て
る
。
技
術
習
得
の
哲
学
的
研
究
は
、
主
に
英
語
圏
の
現
象
学
研
究
が
近
年
盛

ん
で
あ
る
。
の
ち
に
詳
し
く
見
る
が
、
い
ず
れ
も
メ
ル
ロ
ー＝

ポ
ン
テ
ィ
の
「
身
体
図
式
」
を
発
展
さ
せ
る
形
で
、
熟
達
者
の
身
体
感
覚

（D
reyfus

2002.

）
や
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
試
行
錯
誤
（Legrand

and
R

avn
2009.R

avn
and

C
hristensen

2013.

）
が
哲
学
の
言
語
で

記
述
さ
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
稽
古
に
お
い
て
は
、
無
反
省
に
動
き
を
反
復
す
る
こ
と
は
推
奨
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
稽
古
者
は
自
分

自
身
に
問
い
か
け
、
今
の
身
の
こ
な
し
を
絶
え
ず
よ
り
よ
き
も
の
に
し
よ
う
と
工
夫
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
れ
は
奥
井
と
と
も
に
メ

ル
ロ
ー＝

ポ
ン
テ
ィ
に
従
っ
て
言
え
ば
、
絶
え
ず
自
己
の
身
体
と
世
界
と
の
関
係
を
更
新
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
（
奥
井2017.

）。
な

ら
ば
そ
の
更
新
の
き
っ
か
け
は
何
だ
ろ
う
か
。
今
ま
で
の
動
き
の
何
に
ど
う
不
満
を
見
出
す
の
か
、
あ
る
い
は
ど
う
や
っ
て
新
し
い
動
き

が
見
出
さ
れ
る
の
か
。
身
体
と
世
界
の
関
係
の
更
新
の
き
っ
か
け
を
「
気
づ
き
」
の
瞬
間
と
位
置
付
け
、
そ
の
前
後
に
生
じ
る
身
体
感
覚

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
論
文
の
目
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
明
ら
か
な
成
功
に
も
明
ら
か
な
失
敗
に
も
回
収
さ
れ
え
な
い
身
体

の
豊
穣
な
あ
り
方
が
見
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

考
察
の
手
順
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
分
析
し
、「
気
づ
き
」
の
瞬
間
に
つ
い
て
の
言
説
を
も
と
に
、
考
察

を
行
う
。「
気
づ
き
」
は
、「
劇
的
型
」
と
「
だ
ん
だ
ん
型
」
の
二
種
類
に
大
別
で
き
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
だ
ろ
う
（
２
）。
本
論
で
は
と

り
わ
け
「
だ
ん
だ
ん
型
」
に
注
目
す
る
。
哲
学
の
議
論
に
位
置
付
け
る
た
め
に
現
象
学
研
究
を
参
照
し
た
あ
と
（
３
）、
ふ
た
た
び
型
稽

古
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
内
容
を
も
と
に
そ
の
方
法
論
、
と
り
わ
け
身
体
の
構
え
に
つ
い
て
考
察
す
る
（
４
）。
そ
こ
に
含
ま
れ
る
他
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者
性
を
確
認
し
（
５
）、
最
後
に
身
体
の
主
体
性
は
、
物
理
性
と
他
者
性
と
の
関
係
に
お
い
て
、
物
化
さ
れ
な
い
仕
方
で
同
時
に
経
験
さ

れ
、
必
要
と
あ
ら
ば
自
由
に
動
け
る
能
力
を
形
成
し
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
（
６
）。

２
「
劇
的
型
」
と
「
だ
ん
だ
ん
型
」
の
「
気
づ
き
」

こ
の
節
で
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
分
析
の
結
果
を
述
べ
る
。
著
者
は
、
二
〇
一
九
年
九
月
か
ら
二
〇
二
〇
年
八
月
に
か
け
て
、
博
報
財
団

の
助
成
を
得
て
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
滞
在
し
、
型
稽
古
を
行
う
人
た
ち
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。
ご
協
力
い
た
だ
い
た

の
は
、
能
楽
師
五
名
、
武
術
家
七
名
の
方
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
か
ら
「
気
づ
き
」
に
関
す
る
言
説
を
以
下
に
取
り
出

す
⑷
。

「
気
づ
き
」
の
瞬
間
は
二
種
類
に
大
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
便
宜
の
た
め
に
、「
劇
的
型
」
と
「
だ
ん
だ
ん
型
」
と
名
付
け
よ

う
。「
劇
的
型
」
は
、
気
づ
い
た
瞬
間
に
目
の
前
が
ひ
ら
け
た
よ
う
な
感
じ
が
語
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
「
だ
ん
だ
ん
型
」
は
、
ひ
っ
そ

り
と
や
っ
て
く
る
気
づ
き
で
あ
る
。
無
論
、
一
人
の
ひ
と
が
両
方
を
経
験
す
る
こ
と
も
多
々
あ
り
、
ど
ち
ら
が
よ
り
よ
い
と
い
う
こ
と
は

な
い
。
以
下
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
特
徴
を
ま
と
め
る
。

ま
ず
、「
劇
的
型
」
の
例
。
柳
生
新
陰
流
の
稽
古
を
積
ま
れ
て
い
る
永
田
鎮
也
さ
ん
は
、
二
十
一
世
宗
家
に
言
わ
れ
た
「
四
方
正
面
」

と
い
う
言
葉
の
解
釈
に
悩
ん
で
い
た
。「
四
方
正
面
」
と
は
、
わ
ざ
を
繰
り
出
す
と
き
に
四
方
か
ら
見
て
隙
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
を
四
方
に
敵
が
い
る
と
解
釈
す
れ
ば
「
四
面
楚
歌
」
に
つ
な
が
る
。
四
方
に
敵
が
い
る
な
ら
、
自
分
は
一
歩
も
踏
み
出
せ
な

い
。
あ
る
方
向
に
一
歩
踏
み
出
し
た
と
た
ん
に
別
の
方
向
か
ら
打
た
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
し
か
し
、
あ
る
日
、
厳
島
神
社
の
裏
山
に
登

っ
た
と
き
に
、
謎
が
と
け
た
と
言
う
。「
あ
っ
と
気
づ
い
た
ん
で
す
。
あ
あ
、
今
ま
で
全
部
自
分
が
主
語
だ
か
ら
、
四
方
正
面
と
か
四
面
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楚
歌
と
か
、
自
分
で
正
面
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
。
で
も
そ
ん
な
こ
と
を
し
な
く
て
も
絶
景
の
頂
上
に
立
っ
た
ら
、
場
の
ほ
う
が
正
面
を

向
い
て
い
る
。（
…

）
主
語
が
自
分
か
ら
離
れ
る
っ
て
こ
と
で
す
。」
自
分
か
ら
動
こ
う
と
す
る
と
、
状
況
を
変
え
る
責
任
を
自
分
が
す

べ
て
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
し
か
し
場
そ
の
も
の
の
動
き
が
感
じ
ら
れ
れ
ば
（「
主
語
か
ら
自
分
が
離
れ
る
」）、
川
の
流
れ
の
な
か

で
魚
が
自
然
に
泳
ぐ
よ
う
に
、
場
の
は
た
ら
き
の
な
か
に
自
分
の
動
き
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
自
分
が
主
語
に
な
る
こ
と
で
生
じ
る
こ

わ
ば
り
が
、
場
に
動
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
結
果
的
に
そ
れ
が
も
っ
と
も
状
況
に
適
っ
た
動
き
で
あ
る
こ
と

に
気
づ
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

別
の
例
。
合
気
道
の
竹
田
明
敬
さ
ん
は
、
師
の
阿
部
醒
石
先
生
に
「
相
手
に
負
け
な
い
（
よ
う
に
）」
と
教
わ
り
、
長
い
間
あ
あ
そ
う

か
と
し
か
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
あ
る
日
、
先
生
の
ご
自
宅
で
の
雑
談
中
に
「
負
け
な
い
ん
や
で
、
勝
た
な
い
ん
で
え
え
ん
や
で
」
と
さ

ら
に
念
を
押
し
て
言
わ
れ
た
。
そ
の
と
き
、
そ
れ
ま
で
「
負
け
な
い
」
を
「
勝
つ
」
と
解
釈
し
て
い
た
間
違
い
に
気
づ
き
、
急
に
や
り
や

す
さ
を
感
じ
た
と
言
う
。
こ
の
場
合
も
お
そ
ら
く
、
内
容
と
し
て
は
、
勝
と
う
と
思
う
と
き
に
生
じ
る
こ
わ
ば
り
を
解
消
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
つ
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
劇
的
型
」
の
特
徴
は
、「
四
方
正
面
」
な
り
「
負
け
な
い
」
な
り
、
言
葉
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
。
論
理
的
整
合
性
を
求
め
れ
ば
、「
四
方
正
面
」
と
は
「
四
面
楚
歌
」
で
あ
り
、「
負
け
な
い
」
と
は
「
勝
つ
こ
と
」
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
こ
に
は
落
と
し
穴
が
あ
る
。
山
に
登
っ
た
と
き
、
先
生
の
ご
自
宅
で
念
を
押
さ
れ
た
と
き
、
い
つ
も
の
稽
古
と
は
異
な
る
文
脈

で
、
別
の
意
味
が
爽
風
の
よ
う
に
す
っ
と
入
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
感
性
的
了
承
で
あ
る
。
新
た
な
理
解
が
す
ん
な
り
受
け
入
れ
ら
れ
る
の

は
、
ロ
ゴ
ス
的
理
解
が
パ
ト
ス
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
新
た
な
内
容
と
結
び
つ
い
た
か
ら
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
結
果
、
わ
り

と
は
っ
き
り
と
し
た
か
た
ち
で
「
気
づ
き
」
の
瞬
間
が
訪
れ
る
（「
あ
っ
と
気
づ
い
た
」「
急
に
や
り
や
す
く
な
っ
た
」）。

次
に
「
だ
ん
だ
ん
型
」
の
例
を
見
よ
う
。
柳
生
新
陰
流
第
二
十
二
世
宗
家
柳
生
耕
一
さ
ん
は
、
先
代
宗
家
と
の
最
後
の
稽
古
で
打
た
れ
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た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
続
け
て
い
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
後
稽
古
を
重
ね
、
講
道
を
す
る
う
ち
に
「
自
分
の
中
で
深
く
深
く
繰
り
返
さ
れ
て

い
く
中
で
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
な
と
」、
す
な
わ
ち
心
の
問
題
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
の
内
容
は
「
そ
の
も
の
ず
ば
り
を
言
葉
で

は
表
現
で
き
な
い
」
が
、
相
手
に
さ
あ
ど
う
ぞ
斬
っ
て
く
だ
さ
い
と
思
え
る
よ
う
な
平
常
心
が
な
け
れ
ば
、
逆
説
的
に
も
、
う
ま
く
い
か

な
い
と
い
う
こ
と
。
相
手
を
懐
に
抱
い
て
制
す
態
度
が
、
心
身
と
も
に
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
教
科
書
に
書
い
て
あ
っ
て
そ
の
通
り
に

や
れ
ば
で
き
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
」。
わ
ざ
を
足
し
算
し
て
出
来
上
が
る
全
体
で
は
な
く
、
日
々
の
稽
古
や
講
道
の
中
で
少
し
ず
つ

形
成
さ
れ
て
ゆ
く
心
の
持
ち
よ
う
で
あ
っ
た
。

観
世
流
能
楽
師
の
九
世
観
世
銕
之
丞
さ
ん
は
、
能
に
お
け
る
成
功
や
失
敗
は
、
演
者
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
は
な
い
と
言

う
。
能
の
舞
は
型
（
動
き
の
順
序
）
が
決
ま
っ
て
い
る
が
、
演
者
は
型
に
は
ま
る
の
を
避
け
る
た
め
に
、
工
夫
を
す
る
（
ど
う
動
く
か
）。

と
は
い
え
、
銕
之
丞
さ
ん
曰
く
、
そ
れ
は
「
巧
ん
で
も
、
狙
い
通
り
に
は
な
か
な
か
な
ら
な
い
、
嘘
つ
き
な
自
分
で
し
か
な
い
」
こ
と
も

多
い
。
ま
ず
は
共
演
者
と
の
関
係
。
共
演
者
の
な
か
に
割
り
込
め
ず
、「
手
足
を
も
が
れ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
」「
人
格
を
否
定
さ
れ
て
い

る
み
た
い
な
感
じ
」
が
語
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
「
否
定
さ
れ
て
も
存
在
す
る
自
分
に
正
直
に
出
会
え
る
ぐ
ら
い
集
中
し
て
い
く
」
こ
と

で
、「
自
分
を
素
直
に
さ
ら
け
出
せ
る
」
こ
と
が
あ
る
⑸
。
そ
の
結
果
、
型
を
工
夫
し
て
も
、
ど
の
あ
た
り
が
自
分
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ

る
か
は
細
か
く
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
は
、
観
客
に
よ
る
承
認
。
舞
台
が
ど
の
よ
う
に
観
客
の
目
に
映
る
か
は
、
演
者
に
は
す

ぐ
に
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
観
客
も
集
中
し
て
い
な
け
れ
ば
そ
の
心
に
通
じ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
と
に
か
く
稽
古
を
重
ね
る
こ
と

に
よ
る
型
の
微
妙
な
刷
新
が
、
作
為
を
感
じ
さ
せ
な
い
ほ
ど
に
半
ば
無
意
識
的
に
行
わ
れ
、
な
お
か
つ
集
中
し
て
見
て
く
れ
る
観
客
の
心

に
綰
が
る
こ
と
に
至
れ
ば
、
舞
台
を
見
た
観
客
か
ら
の
ち
に
「
あ
れ
は
い
い
か
も
し
れ
な
い
」
な
ど
と
言
わ
れ
、
ど
う
も
成
功
し
た
ら
し

い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。「
細
か
く
公
式
み
た
い
に
当
て
は
ま
る
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い
ん
で
す
。
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
よ
う
な
、
だ

か
ら
こ
そ
厭
な
ん
で
す
け
ど
、
ま
た
だ
か
ら
こ
そ
面
白
い
ん
で
し
ょ
う
」。
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も
う
一
例
。
喜
多
流
能
楽
師
の
友
枝
雄
人
さ
ん
。
喜
多
流
の
稽
古
で
は
、
役
の
心
情
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
ら
れ
ず
（
む
し
ろ
稽
古
場

で
そ
う
い
う
工
夫
を
す
る
こ
と
は
戒
め
ら
れ
る
）、
ひ
た
す
ら
型
の
美
し
さ
、
様
式
美
が
追
求
さ
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
様
式
美
は
、

単
な
る
客
観
的
に
見
た
美
し
さ
で
は
な
い
。
力
を
抜
か
な
い
、「
気
の
か
か
っ
た
」
美
し
さ
で
あ
る
。
い
わ
ば
中
身
の
な
い
美
し
さ
で
は

な
く
、
中
身
を
伴
っ
た
美
し
さ
を
目
指
す
稽
古
に
お
い
て
、
友
枝
さ
ん
は
自
分
の
身
体
の
整
合
的
な
動
か
し
方
を
探
る
。
そ
し
て
「
僕
こ

の
や
り
方
嫌
だ
、
こ
の
や
り
方
好
き
じ
ゃ
な
い
な
、
こ
う
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
な
あ
…
っ
て
い
う
感
じ
」
が
続
き
、「
色
々
や
っ
て
い
る
と

き
に
、
あ
あ
…
こ
れ
、
は
…
い
い
か
も
（
小
声
）」
と
思
う
こ
と
が
で
き
る
。「
自
分
の
中
の
体
の
構
え
の
扱
い
方
と
、
内
面
み
た
い
な
も

の
が
全
部
納
得
し
た
と
き
」、
こ
の
や
り
方
で
や
ろ
う
と
思
え
る
と
言
う
。

以
上
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
だ
ん
だ
ん
型
」
に
お
い
て
は
、「
劇
的
型
」
と
違
っ
て
言
葉
は
ほ
と
ん
ど
役
割
を
果
た
し
て
お
ら
ず

（「
言
葉
で
は
表
現
で
き
な
い
」）、
も
っ
ぱ
ら
身
体
知
の
蓄
積
に
依
っ
て
い
る
。
ま
た
「
○
○
す
れ
ば
×
×
に
な
る
」
と
い
う
公
式
の
よ
う

に
表
現
で
き
な
い
、
稽
古
す
る
一
人
ひ
と
り
に
よ
っ
て
異
な
る
感
覚
の
模
索
で
あ
る
（「
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
」）。
そ
の
本
人
の
感
覚

と
い
う
の
も
即
座
に
わ
か
る
ほ
ど
明
瞭
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
タ
イ
プ
の
「
気
づ
き
」
は
劇
的
に
訪
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
気
づ
け
ば

そ
こ
に
あ
っ
た
と
い
う
回
顧
的
な
形
を
と
り
、
ひ
っ
そ
り
と
訪
れ
る
（「
こ
れ
、
は
…
い
い
か
も
」）。

本
論
で
は
、「
気
づ
き
」
に
お
け
る
身
体
の
果
す
役
割
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
以
下
で
は
と
く
に
「
だ
ん
だ
ん

型
」
に
絞
っ
て
考
察
を
す
す
め
て
い
く
⑹
。

３

現
象
学
研
究
に
お
け
る
主
観
的
身
体

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
身
体
を
内
側
か
ら
主
観
的
（
主
体
的
）⑺
に
、
表
象
以
前
の
レ
ベ
ル
で
生
き
る
仕
方
で
あ
る
。
そ
の
性
質
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上
、
こ
こ
で
現
象
学
研
究
を
参
照
し
、
現
象
学
が
ど
の
よ
う
に
表
象
以
前
の
主
観
的
（
主
体
的
）
身
体
を
描
い
て
き
た
か
を
確
認
し
た

い
。考

察
の
出
発
点
は
メ
ル
ロ
ー＝

ポ
ン
テ
ィ
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
メ
ル
ロ
ー＝

ポ
ン
テ
ィ
は
『
知
覚
の
現
象
学
』
で
、

人
間
は
世
界
に
深
く
根
付
い
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
根
っ
こ
に
は
〈
私
〉
の
身
体
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（M

erleau-Ponty

1945.

）。
彼
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。〈
私
〉
の
身
体
は
、〈
私
〉
に
と
っ
て
、
外
的
物
体
や
他
人
の
身
体
と
は
違
う
現
れ
方
を
す
る
。

す
な
わ
ち
〈
私
〉
は
そ
れ
を
表
象
的
に
思
い
描
く
以
前
に
、
内
側
か
ら
不
可
分
な
か
た
ち
で
把
握
し
て
い
る
。
そ
の
主
観
的
に
生
き
ら
れ

た
身
体
空
間
は
捉
え
に
く
く
、
そ
れ
に
意
識
を
向
け
よ
う
と
す
る
と
す
ぐ
、
頭
で
理
解
可
能
な
客
観
的
空
間
に
化
け
て
し
ま
う
。〈
私
〉

し
か
感
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
〈
私
〉
の
身
体
の
現
れ
。
こ
の
よ
う
な
表
象
以
前
の
主
観
的
身
体
の
経
験
は
、「
身
体
図
式
」（schém

a

corporel

）
と
呼
ば
れ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
現
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。〈
私
〉
の
身
体
に
は
、〈
私
〉
の
身
体
が
こ
の
世
界
に
お
い
て
今

ま
で
ど
の
よ
う
な
経
験
を
し
た
か
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
世
界
と
身
体
の
関
係
史
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
が

で
き
る
か
が
、
運
動
可
能
性m

otricité

に
お
い
て
「
私
は
で
き
る
」（je

peux

）
と
い
う
か
た
ち
で
身
体
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
メ
ル

ロ
ー＝

ポ
ン
テ
ィ
は
こ
の
「
私
は
で
き
る
」
を
起
源
的
志
向
性
と
し
て
位
置
付
け
た
。

わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
引
き
つ
け
て
言
え
ば
、
稽
古
を
す
る
者
に
と
っ
て
、
世
界
に
お
け
る
そ
の
身
体
の
経
験
は
、
稽
古
を
重
ね
る
う
ち

に
上
書
き
さ
れ
続
け
、「
私
は
で
き
る
」
の
微
妙
な
修
正
が
な
さ
れ
て
い
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が

表
象
以
前
の
主
観
的
経
験
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
瞭
な
か
た
ち
あ
る
も
の
と
し
て
思
い
描
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
内
側
か
ら

不
可
分
な
仕
方
で
把
握
さ
れ
る
身
体
経
験
で
あ
る
。「
だ
ん
だ
ん
型
」
の
気
づ
き
に
見
ら
れ
た
言
葉
に
で
き
な
い
感
覚
に
お
い
て
、
こ
の

よ
う
な
身
体
経
験
は
多
く
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
進
ん
で
、
こ
の
身
体
図
式
の
精
確
化
を
追
う
。
メ
ル
ロ
ー＝

ポ
ン
テ
ィ
哲
学
を
ス
キ
ル
習
得
の
文
脈
で
読
も
う
と
し
た
一
人
に
、
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ヒ
ュ
ー
バ
ー
ト
・
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
が
い
る
（D

reyfus
2002.

）。
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
、
チ
ェ
ス
や
運
転
の
ス
キ
ル
習
得
に
沿
っ
て
、
脳
内

で
表
象
を
介
さ
な
い
知
が
生
成
さ
れ
る
さ
ま
を
描
写
し
た
。
以
下
に
見
よ
う
。
①
新
参
者
。
新
参
者
は
ス
キ
ル
を
、
状
況
全
体
の
流
れ
の

中
で
は
な
く
部
分
に
分
解
し
て
理
解
し
、
実
行
す
る
。
大
抵
の
場
合
、
ル
ー
ル
を
確
認
し
な
が
ら
行
う
の
で
、
そ
の
動
き
は
遅
い
。
②
上

達
し
た
初
心
者
。
状
況
に
依
ら
な
い
客
観
的
に
定
義
さ
れ
た
要
点features

に
加
え
、
新
た
に
状
況
的
様
相aspects

を
も
参
照
す
る
よ

う
に
な
る
。
状
況
を
パ
タ
ー
ン
化
す
る
こ
と
を
覚
え
る
。
③
有
能
な
人
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
動
き
で
は
な
く
、
あ
る
計
画
を
細
か
く
区
切

っ
た
り
、
見
立
て
を
選
ぶ
こ
と
を
学
ぶ
よ
う
に
な
る
。
教
え
る
側
も
、
も
は
や
手
取
り
足
取
り
教
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
学
習
者

は
選
択
の
責
任
を
自
分
で
引
き
受
け
、
そ
の
結
果
に
一
喜
一
憂
す
る
。
④
熟
練
者
。
ス
キ
ル
の
理
論
は
、
成
功
と
失
敗
の
経
験
を
経
て
、

や
が
て
直
感
的
な
状
況
の
識
別
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
学
習
者
は
何
を
す
べ
き
か
が
見
え
る
の
で
、
選
択
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
る
。

⑤
エ
キ
ス
パ
ー
ト
。
何
を
す
べ
き
か
だ
け
で
な
く
、
ど
う
な
す
べ
き
か
も
見
え
る
。
判
断
は
速
く
、
ほ
ぼ
直
感
に
依
る
。
他
の
選
択
肢
の

分
析
や
比
較
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
、
ス
キ
ル
習
得
と
世
界
の
識
別
の
相
関
関
係
を
指
摘
す
る
。
ス

キ
ル
が
身
に
付
く
に
つ
れ
て
、
状
況
の
細
か
な
識
別
が
可
能
に
な
る
。
加
え
て
、
い
わ
ゆ
る
フ
ロ
ー
で
動
く
達
人
の
場
合
、
本
人
は
そ
の

動
き
を
止
め
た
け
れ
ば
止
め
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
こ
と
、
運
動
は
、
そ
の
場
の
状
況
と
自
分
と
が
成

す
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
（
目
的
は
表
象
さ
れ
る
こ
と
を
要
し
な
い
）、
が
述
べ
ら
れ
る
。

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
指
摘
は
な
る
ほ
ど
も
っ
と
も
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ス
キ
ル
が
習
得
さ
れ
る
に
つ
れ
、
は
っ
き
り
と
意
識
さ
れ

る
も
の
は
少
な
く
な
り
、
何
を
ど
う
な
す
べ
き
か
は
大
局
で
判
断
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
大
局
は
、
素
人
が
雑
に
把
握
す
る

も
の
と
は
違
い
、
エ
キ
ス
パ
ー
ト
に
お
い
て
は
い
ち
い
ち
表
象
さ
れ
な
い
細
か
な
識
別
を
含
ん
だ
大
局
で
あ
る
。
し
か
し
、
状
況
の
識
別

が
細
分
化
さ
れ
て
い
く
と
は
、
ス
キ
ル
習
得
の
一
面
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
識
別
の
細
分
化
は
な
ぜ
経
験
を
積
む
こ
と
で
可

能
に
な
る
の
か
。
習
得
の
過
程
に
お
け
る
学
習
者
の
主
体
性
に
つ
い
て
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
関
心
は
向
け
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
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る
。ス

キ
ル
を
習
得
す
る
者
の
主
体
性
の
観
点
に
立
っ
て
身
体
経
験
を
論
じ
た
の
は
、
ル
グ
ラ
ン
や
ラ
ヴ
ン
で
あ
る
（Legrand

2006.Le-

grand
and

R
avn

2009.R
avn

and
C

hristensen
2013.R

avn
2017.

）。
ま
ず
ル
グ
ラ
ン
は
、
精
神
的
自
己
が
身
体
に
「
入
れ
ら
れ
た
」

結
果
と
し
て
の
「
肉
体
化
さ
れ
た
自
己
」（em

bodied
self

）
で
は
な
く
、
身
体
の
一
部
と
し
て
存
在
す
る
「
身
体
的
自
己
」（bodily

self

）
の
考
察
の
重
要
性
を
述
べ
、
そ
れ
は
前
反
省
的
な
感
覚
運
動
体
系
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（Legrand

2006.

）。
さ
ら
に
ラ
ヴ
ン

と
の
研
究
に
お
い
て
は
ダ
ン
サ
ー
に
取
材
し
、
そ
の
身
体
的
自
己
が
も
つ
意
識
（
身
体
的
意
識bodily

consciousness

）
に
つ
い
て
の
考

察
を
深
め
た
。
こ
の
二
〇
〇
九
年
の
論
文
が
提
示
す
る
の
は
、
こ
の
世
界
に
客
体
と
し
て
存
在
す
る
私
の
身
体
（
身
体
の
物
質
性
）
と
、

意
識
的
経
験
の
主
体
と
し
て
存
在
す
る
私
の
身
体
（
身
体
の
主
体
性
）
は
、
両�

方�

同�

時�

に�

経
験
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論

文
を
詳
し
く
み
よ
う
。

ま
ず
、
問
い
の
背
景
を
見
て
み
よ
う
。
手
始
め
に
、
ル
グ
ラ
ン
と
ラ
ヴ
ン
は
、
そ
れ
ま
で
現
象
学
が
描
い
て
き
た
身
体
意
識
を
整
理
す

る
。
出
発
点
に
は
、
メ
ル
ロ
ー＝

ポ
ン
テ
ィ
と
共
に
ギ
ャ
ラ
ガ
ー
が
描
い
た
よ
う
に
、
身
体
の
二
つ
の
様
相
が
あ
る
。
一
方
で
は
身
体
の

前
ノ
エ
マ
的
な
構
造
が
あ
り
、
そ
の
構
造
に
よ
る
知
覚
の
条
件
付
け
は
経
験
に
と
っ
て
隠
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
は
身
体
に
意
識
が
向
け

ら
れ
る
と
き
、
世
界
の
中
に
あ
る
ほ
か
の
物
体
と
同
じ
よ
う
に
対
象
と
し
て
現
れ
る
身
体
が
あ
る
。
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
描
く
ス
キ
ル
習
得

の
過
程
も
、
こ
の
二
つ
の
あ
い
だ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
動
き
が
非
表
象
的
に
な
っ
て
ゆ
く
移
行

で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
に
加
え
て
ギ
ャ
ラ
ガ
ー
は
、
両
者
の
あ
い
だ
に
前
反
省
的
な
身
体
的
意
識
を
見
据
え
る
（G

allagher
2005.

）⑻
。

す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
手
を
動
か
す
前
に
そ
れ
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
知
っ
て
い
る
よ
う
な
、
前
反
省
的
な
身
体
的
意
識
。
意
識
の
余
白

に
お
い
て
身
体
に
つ
い
て
ぼ
ん
や
り
把
握
し
て
い
る
状
態
、
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
振
る
舞
い
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
場
合
、
身
体
は
完
全

に
隠
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
物
体
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
の
意
味
で
先
に
見
た
二
つ
の
側
面
の
い
ず
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れ
に
も
回
収
さ
れ
な
い
。
ル
グ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
身
体
を
「
物
化
し
な
い
（non-reifying

）」
経
験
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
お
い
て

も
、
身
体
が
意
識
の
対
象
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
客
体
と
し
て
扱
わ
れ
、
私
の
身
体
が
本
来
持
っ
て
い
る
は
ず
の
主
観
性
は
失
わ
れ
る
。
し

か
し
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。

こ
の
文
脈
に
お
い
て
ル
グ
ラ
ン
と
ラ
ヴ
ン
は
、〈
私
〉
の
身
体
は
、
意
識
の
対
象
に
な
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
は
す
ぐ
に
身
体
の
主
体
性

を
失
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
彼
女
ら
は
、
バ
レ
エ
、
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ダ
ン
ス
、
舞
踏
の
ダ
ン

サ
ー
た
ち
の
身
体
経
験
を
追
う
こ
と
で
次
の
こ
と
を
明
る
み
に
出
す
。
す
な
わ
ち
ダ
ン
サ
ー
た
ち
は
自
ら
の
身
体
を
動
か
す
と
き
、
身
体

に
意
識
を
向
け
る
（
身
体
を
聞
く
）
が
、
そ
れ
を
単
な
る
物
体
の
よ
う
に
扱
わ
な
い
（
物
化
し
な
いnon-reifying

）
こ
と
で
、
動
か
す

主
体
で
あ
る
と
同
時
に
知
覚
す
る
主
体
で
も
あ
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
身
体
を
動
か
し
、
且
つ
聞
く
⑼
。
こ
の
経
験
の
か
た
ち

が
、
取
材
さ
れ
た
す
べ
て
の
ジ
ャ
ン
ル
の
ダ
ン
ス
に
お
い
て
、
運
動
生
成
の
源
と
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

ル
グ
ラ
ン
と
ラ
ヴ
ン
の
こ
の
研
究
は
、
す
で
に
習
得
さ
れ
た
ス
キ
ル
に
基
づ
い
て
状
況
を
見
る
意
識
で
は
な
く
、
ま
さ
に
運
動
が
生
成

す
る
そ
の
瞬
間
に
動
い
て
い
る
本
人
が
ど
の
よ
う
に
主
体
性
を
経
験
し
て
い
る
の
か
を
描
い
て
い
る
点
で
、
非
常
に
興
味
深
い
。
主
観
性

（
主
体
性
）
と
客
観
性
（
客
体
性
）
の
ど
ち
ら
か
一
方
を
選
択
す
る
よ
う
に
迫
る
こ
と
へ
の
批
判
で
も
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の

身
体
を
、
そ
の
物
理
性
お
よ
び
主
体
性
に
お
い
て
、
同
時
に
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
彼
女
ら
の
結
論
が
、
メ
ー

ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
の
意
志
的
運
動
に
か
ぎ
り
な
く
近
づ
く
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。
自
分
の
身
体
を
動
か
し
、
か
つ
動
か
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
感
じ
る
、
ビ
ラ
ン
は
こ
の
二
つ
を
意
志
的
運
動
に
お
い
て
即
時
的
に
把
握
さ
れ
る
因
果
関
係
と
考
え
た
の
だ
っ
た
⑽
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
本
論
で
追
っ
て
い
る
「
だ
ん
だ
ん
型
」
の
「
気
づ
き
」
は
、
ル
グ
ラ
ン
と
ラ
ヴ
ン
の
描
く
よ
う
に
主
体
性
が
明

瞭
に
経
験
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
身
体
の
主
体
的
・
物
理
的
経
験
の
み
を
主
な
源
と
し
て
運
動
が
作
り
出
さ
れ
る
の
で
も
な

い
。
む
し
ろ
、
気
づ
い
た
ら
出
来
上
が
っ
て
い
た
運
動
と
、
ひ
っ
そ
り
と
訪
れ
る
納
得
に
よ
る
の
で
あ
っ
た
。
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
描
く
よ
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う
に
、
次
第
に
自
然
発
生
的
に
生
じ
、
流
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
動
き
の
滑
ら
か
さ
と
、
ル
グ
ラ
ン
と
ラ
ヴ
ン
の
指
摘
す
る
よ
う
な
身

体
を
物
化
し
な
い
主
体
的
経
験
の
、
い
わ
ば
狭
間
に
生
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

４

型
稽
古
の
方
法
論：

構
え

こ
こ
で
、
型
稽
古
の
方
法
論
を
、
身
体
の
構
え
を
中
心
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
型
稽
古
と
は
、
同
じ
動
き
を
反
復
し
な
が
ら
、
あ
る

身
体
技
術
（
わ
ざ
）
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
だ
ん
だ
ん
型
」
の
気
づ
き
は
身
体
知
の
蓄
積
に
依
る
以
上
、
型
が
身
に
付

い
て
い
る
か
ど
う
か
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
能
楽
と
武
道
の
型
に
は
共
通
点
も
あ
れ
ば
相
違
点
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

共
通
点
に
絞
っ
て
考
察
す
る
。

型
が
身
に
つ
く
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
型
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
、
あ
る
身
体
技
術
（
わ
ざ
）
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
こ
と
で
あ
る
⑾
、
と
言
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
乱
暴
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
目
指
さ
れ
て
い
る
わ
ざ
は
、
成
功
と
失
敗
に

簡
単
に
二
分
で
き
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
バ
レ
エ
の
３２
回
転
の
よ
う
な
超
絶
技
巧
な
ら
、
軸
が
ぶ
れ
ず

に
回
り
続
け
る
、
同
じ
高
さ
に
足
を
上
げ
続
け
る
、
音
楽
に
合
っ
て
い
る
な
ど
の
条
件
が
ク
リ
ア
ー
で
き
れ
ば
、
ひ
と
ま
ず
成
功
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
能
の
型
は
動
き
自
体
は
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
た
め
、
見
た
目
を
真
似
す
る
だ
け
な
ら
そ
れ
ほ
ど
困

難
な
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
そ
の
単
純
な
動
き
に
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
と
緊
張
感
を
持
た
せ
る
か
が
大
切
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
稽
古
は
わ

ざ
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
よ
り
も
、
わ
ざ
を
深
め
る
、
磨
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
と
言
え
る
（
ま
た
、
そ
の
結
果
、
シ

ン
プ
ル
に
見
え
て
い
た
動
き
が
実
は
複
雑
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
）。
一
見
し
て
勝
ち
負
け
の
わ
か
り
や
す
い
剣
術
に
お
い
て
も
こ
と

は
同
じ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
型
稽
古
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
ど
ち
ら
が
勝
つ
か
は
始
め
る
前
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
形
の
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う
え
で
の
成
功
は
約
束
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
柳
生
新
陰
流
で
は
勝
つ
方
を
使
太
刀
、
負
け
る
方
を
打
太
刀
と
言
う
が
、
使
太
刀
は
打
太

刀
に
勝
た
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
よ
う
な
勝
ち
方
で
は
い
け
な
い
。
大
切
な
の
は
、
ど
う
勝
つ
か
。
結
局
、
型
稽
古
で
は
動
き
の
形
が
決
ま

っ
て
い
る
た
め
、「
何
を
」
よ
り
も
「
ど
の
よ
う
に
」
が
重
要
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
「
ど
の
よ
う
に
」
に
は
無
限
の
色
合
い
が
あ
る
の

で
、
そ
れ
を
探
る
こ
と
、
そ
の
結
果
わ
ざ
が
深
ま
り
磨
か
れ
る
こ
と
が
、
型
稽
古
の
目
的
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
そ
の
わ
ざ
が
深
め
ら
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
稽
古
す
る
者
の
主
体
性
は
ど
の
よ
う
に
経
験
さ
れ
る
の
か
。
奇
妙
な
こ
と
に
、
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
能
楽
に
お
い
て
も
武
道
に
お
い
て
も
、
こ
う
表
現
し
た
い
と
か
勝
ち
た
い
と
思
い
な
が
ら
稽
古
を
す
る
こ
と

は
、
大
体
に
お
い
て
戒
め
ら
れ
て
い
た
。
徹
底
し
て
い
た
の
は
宝
蔵
院
流
槍
術
第
二
十
一
世
宗
家
の
一
箭
順
三
さ
ん
。
い
わ
く
、「
稽
古

中
に
何
か
を
作
り
だ
し
た
ら
い
か
ん
。
人
に
よ
っ
て
は
、
本
当
な
ら
こ
う
し
た
ほ
う
が
も
っ
と
効
果
的
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ

を
す
る
と
新
し
い
わ
ざ
を
作
り
出
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
僕
ら
の
目
的
は
、
習
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
自
分
に
染
み
込
ま
せ
て
、
そ

れ
を
後
輩
に
伝
え
て
い
く
こ
と
」。
型
稽
古
の
規
律
性
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
「
型
に
は
ま
る
」
こ
と
に
は
至
ら
な
い
。
も
し
単
に
「
型
に
は
ま
っ
た
」
動
き
を
な
ぞ
ら
え
る
だ
け
な
ら
、
宝

蔵
院
流
は
こ
こ
ま
で
人
を
惹
き
つ
け
る
流
派
と
し
て
現
代
ま
で
存
続
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
他
の
分
野
流
派
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。

型
稽
古
を
す
る
武
芸
が
毎
年
多
く
の
入
門
者
を
迎
え
、
研
鑽
を
積
み
続
け
る
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
単
な
る
動
き
の
真
似
以

上
の
何
か
で
あ
る
こ
と
を
暗
に
物
語
っ
て
い
る
⑿
。「
型
に
は
ま
る
」
こ
と
が
無
反
省
に
同
じ
動
き
を
再
生
産
す
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
、

ル
グ
ラ
ン
と
ラ
ヴ
ン
の
言
う
主
体
性
経
験
に
沿
っ
て
い
え
ば
、
身
体
を
動
か
す
こ
と
は
残
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
身
体
を
聞
く
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
い
状
態
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
型
稽
古
に
は
、
そ
の
よ
う
な
惰
性
に
陥
る
危
険
性
も
あ
る
⒀
。
け
れ
ど
も
稽
古
す
る
者
が

長
期
的
に
目
指
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
で
あ
る
。

で
は
改
め
て
、
何
が
目
指
さ
れ
る
の
か
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、「
染
み
込
む
」「
馴
染
む
」、
そ
の
結
果
「
自
然
に
出
る
」
と
い
っ
た
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表
現
が
多
く
の
人
か
ら
聞
か
れ
た
。
観
世
流
能
楽
師
の
青
木
道
喜
さ
ん
は
言
う
。「
考
え
て
や
る
と
あ
ん
ま
り
良
く
な
い
。
力
を
抜
け
ば

抜
く
ほ
ど
気
は
出
て
い
く
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。
理
想
は
、
能
動
と
も
受
動
と
も
取
れ
な
い
よ
う
な
状
態
に
自
分
を
置
き
た
い
。」

逆
説
的
に
聞
こ
え
る
が
、
い
ち
い
ち
の
動
き
を
創
意
工
夫
し
て
能
動
的
に
動
く
こ
と
を
避
け
る
こ
と
で
理
想
的
な
動
き
が
形
成
さ
れ
て
ゆ

く
こ
と
、
ま
た
そ
の
理
想
は
「
気
が
出
て
い
く
」「
能
動
と
も
受
動
と
も
取
れ
な
い
状
態
」
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
能
動
と

も
受
動
と
も
取
れ
な
い
」
と
は
、
自
分
で
動
こ
う
（
能
動
）
と
し
た
結
果
動
く
の
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
強
制
さ
れ
て
動
く
（
受
動
）
の

で
も
な
い
、
動
き
が
自
然
発
生
的
に
生
じ
る
こ
と
が
理
想
と
さ
れ
て
い
る
。
柳
生
新
陰
流
の
稽
古
を
積
む
野
村
明
徳
さ
ん
の
言
葉
を
借
り

は
た
ら

れ
ば
、
大
切
な
こ
と
は
「
勝
つ
か
ど
う
か
で
は
な
く
て
、
活
き
が
出
る
か
ど
う
か
」。
活
き
と
は
、
柳
生
新
陰
流
に
お
い
て
大
切
に
さ
れ

る
生
命
の
働
き
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
形
（
フ
ォ
ー
ム
）
を
可
能
に
す
る
そ
の
源
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
こ
と
で
あ
る
。「
気
が
出
る
」「
活

き
が
出
る
」、
い
ず
れ
も
能
動
的
に
「
出
す
」（
他
動
詞
）
の
で
は
な
い
、
自
然
発
生
的
に
「
出
る
」（
自
動
詞
）
こ
と
を
目
指
す
。

も
ち
ろ
ん
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
基
礎
稽
古
が
な
さ
れ
た
上
で
の
自
然
発
生
性
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
稽
古

に
お
い
て
積
極
的
に
主
体
性
が
現
れ
る
こ
と
は
戒
め
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
稽
古
の
積
み
重
ね
が
、
自
然
発
生
的

な
動
き
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
の
か
。
こ
の
問
い
に
は
、
単
に
習
慣
が
形
成
さ
れ
る
と
か
、
身
体
感
覚
を
身
に
つ
け
た
結
果
で
あ
る
と
言
う

だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
具
体
的
な
身
体
の
使
い
方
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
注
目
し
た
い
の
は
、
構
え
で
あ
る
。
す
で
に
別
の

箇
所
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
（Im

ono
2020

b.

）、
柳
生
新
陰
流
の
稽
古
で
は
、
身
体
を
内
的
に
感
じ
る
感
覚
（
自
己
受
容
感
覚pro-

prioception

）
と
そ
の
都
度
の
外
的
状
況
を
識
別
す
る
目
は
、
初
心
者
の
段
階
か
ら
同
時
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
動
き
を
覚
え
て
か
ら
見

る
の
で
も
、
見
る
こ
と
が
で
き
て
か
ら
動
く
の
で
も
な
い
。
自
己
受
容
感
覚
と
状
況
識
別
能
力
の
研
磨
は
、
動
き
の
な
か
で
正
し
い
構
え

を
と
り
つ
づ
け
る
こ
と
を
習
得
す
る
過
程
の
中
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。

構
え
に
は
二
つ
の
次
元
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
物
理
的
に
ど
の
よ
う
に
立
つ
か
。
新
陰
流
で
は
腹
と
背
の
あ
い
だ
、
丹
田
の
辺
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り
を
「
腹
背
」
と
呼
び
、
そ
こ
を
中
心
に
動
く
こ
と
を
ま
ず
学
ぶ
。
稽
古
を
す
る
者
は
、
型
の
動
き
を
反
復
し
な
が
ら
、
姿
勢
を
保
つ
こ

と
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
こ
で
自
己
受
容
感
覚
だ
け
に
集
中
す
る
の
で
は
な
い
。
目
の
前
に
い
る
相
手
も
含
め
た

状
況
も
見
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
動
き
な
が
ら
姿
勢
を
保
つ
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
動
き
が
発
し
、
ま
た
そ

こ
に
戻
る
基
点
を
作
っ
て
い
く
。
身
体
の
内
側
と
外
側
が
共
に
考
慮
さ
れ
た
結
果
、
構
え
（
立
ち
方
）
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
⒁
。
こ
の
稽
古
方
法
の
利
点
は
、
動
く
こ
と
や
感
じ
る
こ
と
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
意
識
を
向
け
す
ぎ
な
い
こ
と
に
あ
る
。
と
く
に
勝
ち

た
い
打
ち
た
い
と
思
っ
て
し
ま
う
と
、
不
要
な
力
み
が
生
じ
て
前
傾
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
構
え
の
習
得
を
最
大
の
関
心
事
に
す
る
こ
と

で
、
そ
こ
に
内
外
の
感
覚
が
織
り
込
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
同
じ
運
動
を
何
度
も
す
る
こ
と
で
、
徐
々
に
、
腹
背
か
ら
動
く
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
状
況
を
見
る
目
が
養
わ
れ
、
自
己
受
容
感
覚
が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
あ
ら
ゆ
る

身
体
運
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
反
復
に
よ
っ
て
動
き
は
次
第
に
滑
ら
か
に
な
る
が
、
新
陰
流
の
稽
古
の
場
合
に
は
、
滑
ら
か
に
な
る
こ
と

の
う
ち
に
以
上
の
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
習
慣
と
は
単
な
る
状
態
で
は
な
くdisposition

で
あ
る
、
と
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
は
書
い
た
（R

avaisson
1999,106.

）。
フ

ラ
ン
ス
語
のdisposition

に
は
配
列
や
措
置
と
い
う
意
味
の
ほ
か
に
、
必
要
と
あ
ら
ば
そ
れ
を
成
す
こ
と
の
で
き
る
能
力
と
い
う
意
味

が
あ
る
。
こ
こ
に
構
え
の
二
つ
目
の
次
元
が
あ
る
。
構
え
は
、
き
わ
め
て
具
体
的
な
身
体
の
使
い
方
の
問
題
で
あ
る
と�

同�

時�

に�

、
そ
こ
に

お
い
てdisposition

を
形
成
を
す
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
分
野
に
お
け
る
動
き
方
の
原
理
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
稽
古
を
長
年
重

ね
た
達
人
は
、
も
は
や
正
し
く
構
え
よ
う
と
さ
え
意
識
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
そ
こ
に
は
、
構
え
を
身
体
に
叩
き
込
ん

だ
結
果
と
し
て
のdisposition

が
し
っ
か
り
と
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
無
意
識
に
で
も
利
用
す
る
こ
と
で
、
自
由
に
動
き
な
が
ら
原

理
に
か
な
っ
た
仕
方
で
動
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
⒂
。
稽
古
を
重
ね
た
結
果
の
構
え
は
、
物�

理�

的�

で�

あ�

る�

と�

同�

時�

に�

原�

理�

的�

な�

構�

え�

で�

あ�

る�

と�

い�

う�

二�

重�

の�

意�

味�

で�

、
あ�

ら�

ゆ�

る�

動�

き�

が�

そ�

こ�

か�

ら�

発�

し�

、
ま�

た�

そ�

こ�

に�

戻�

る�

今�

現�

在�

の�

身�

体�

の�

あ�

り�

方�

で�

あ�

る�

⒃
。
そ
こ
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に
は
、
内
と
外
、
過
去
と
未
来
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
自
由
自
在
に
対
処
で
き
る
平
常
心
の
獲
得
に
も
つ
な
が
る
⒄
。
こ
の
こ
と
は

柳
生
新
陰
流
に
限
ら
な
い
。
基
礎
的
な
構
え
（
能
楽
で
は
「
カ
マ
エ
」）
を
徹
底
的
に
身
体
に
叩
き
込
む
こ
と
の
重
要
性
ま
た
厳
し
さ
は
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
ほ
ぼ
す
べ
て
の
方
か
ら
聞
か
れ
た
。

こ
の
構
え
の
学
び
が
、
稽
古
に
お
い
て
何
か
を
成
し
遂
げ
た
い
と
い
う
あ
か
ら
さ
ま
な
ね
ら
い
を
持
つ
こ
と
な
く
、
自
然
発
生
性
を
身

に
つ
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

５

構
え
の
中
の
他
者
性

最
後
に
、
構
え
に
含
ま
れ
る
他
者
性
の
問
題
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す
で
に
見
た
部
分
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
構
え
の
形
成
お

よ
び
維
持
は
、
他
者
の
存
在
を
内
に
含
ん
で
い
る
。
剣
術
の
場
合
、
参
照
項
が
、
①
自
分
の
身
体
の
自
己
受
容
感
覚
、
②
相
手
と
の
間
合

い
に
及
ん
で
い
た
。
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
ふ
う
に
考
え
れ
ば
、
①
は
私
の
意
志
が
出
会
う
最
初
の
私
以
外
の
も
の
（
私
の
身
体
）
に
よ

っ
て
、
②
は
外
的
事
物
（
私
以
外
の
存
在
）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
ル
グ
ラ
ン
と
ラ
ヴ
ン
の
身
体
を
動
か
し
且
つ
聞
く
経
験
に
お
い

て
は
、
そ
の
聞
く
対
象
は
も
っ
ぱ
ら
①
で
あ
っ
た
が
、
型
稽
古
に
お
い
て
は
②
も
聞
く
対
象
に
な
っ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
意

味
で
は
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
指
摘
し
た
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
運
動
に
一
致
す
る
。

能
楽
の
場
合
も
基
本
構
造
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
②
は
共
演
者
、
曲
、
観
客
な
ど
に
当
た
る
。
銕
之
丞
さ
ん
が
語
っ
て
い
た
、

共
演
者
の
な
か
に
割
り
込
め
ず
、「
人
格
を
否
定
さ
れ
て
い
る
み
た
い
な
感
じ
」、
あ
る
い
は
仕
方
な
し
に
「
お
付
き
合
い
で
や
っ
て
も
ら

っ
て
い
る
感
じ
」
は
、
自
分
で
よ
し
と
思
っ
て
準
備
し
て
き
た
こ
と
が
共
演
者
と
の
関
係
に
お
い
て
う
ま
く
働
か
ず
、
演
じ
手
の
意
図

が
、
内
と
外
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
「
否
定
さ
れ
て
も
存
在
す
る
自
分
に
正
直
に
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出
会
え
る
ぐ
ら
い
集
中
し
て
い
く
」
こ
と
は
、
意
識
の
向
か
う
先
が
、
個
体
と
し
て
の
動
き
方
か
ら
相�

手�

の�

存�

在�

を�

も�

内�

に�

含�

む�

自�

分�

の�

構�

え�

へ
と
徹
底
的
に
シ
フ
ト
さ
れ
、
恣
意
性
に
邪
魔
さ
れ
ず
に
自
分
自
身
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
自
然
発
生
性
が
発
露

す
る
場
合
と
理
解
で
き
る
。
能
楽
に
は
通
し
稽
古
が
な
い
。
出
演
者
全
員
が
集
ま
る
の
は
本
番
の
一
回
の
み
。
相
手
の
や
り
や
す
い
よ
う

に
譲
っ
て
演
じ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
全
員
が
そ
れ
ぞ
れ
個
人
の
や
り
た
い
よ
う
に
相
手
を
無
視
し
て
演
じ
る
の
で
も
な
い
。
他
の
共
演

者
の
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
の
余
白
で
感
じ
な
が
ら
（
相
手
の
存
在
を
も
内
に
含
む
や
り
方
で
）
自
分
の
構
え
を
保
ち
、
自
然
発
生
性
を

発
露
さ
せ
る
。
木
村
敏
な
ら
、
メ
タ
ノ
エ
シ
ス
的
な
間
主
観
性
の
形
成
と
言
う
事
態
で
あ
ろ
う
（
木
村1988.

）⒅
。

ま
た
、
能
楽
に
お
け
る
②
の
他
者
性
と
し
て
は
、
広
く
は
曲
の
趣
も
含
ま
れ
る
。
同
じ
動
き
で
も
「
野
宮
」
か
「
井
筒
」
か
で
異
な
る

と
い
う
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
⒆
、
曲
の
持
つ
雰
囲
気
、
季
節
な
ど
と
①
の
自
己
受
容
感
覚
の
折
り
合
い
の
結
果
、
演
者
な
り
の
そ
の
曲
の

構
え
を
形
成
・
維
持
す
る
こ
と
が
、
自
然
発
生
的
な
動
き
へ
と
つ
な
が
る
。
あ
か
ら
さ
ま
な
創
意
工
夫
を
経
ず
に
、
そ
の
曲
に
お
け
る
構

え
（disposition

）
が
醸
成
さ
れ
ゆ
く
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
る
。

能
楽
に
お
け
る
②
の
他
者
性
で
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
読
み
に
く
い
の
は
観
客
で
あ
ろ
う
。
い
い
舞
台
に
は
、
観
客
の
参
加
（
集
中
）

が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
観
客
の
目
と
演
じ
手
の
身
体
感
覚
の
均
衡
が
取
れ
た
結
果
の
構
え
が
立
ち
現
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

演
じ
手
の
主
体
性
を
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
自
分
自
身
を
見
る
こ
と
を
引
き
受
け
る
「
離
見
の
見
」
で
あ
る
が
⒇
、
そ
の
実
践
の
難
し
さ
は

想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
上
で
、
い
い
舞
台
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
の
は
、
演
じ
手
で
あ
る
か
、
観
客
で
あ
る
か
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は

ど
ち
ら
の
意
見
も
聞
か
れ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
だ
熟
考
の
必
要
が
あ
り
、
課
題
と
し
た
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
分
の
身
体
だ

け
で
な
く
、
他
者
に
聞
く
と
い
う
経
験
が
、
構
え
（disposition

）
の
形
成
に
必
要
不
可
欠
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
は
指

摘
し
て
お
く
。
ま
た
こ
の
他
者
性
は
、
意
識
の
余
白
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
物
化
さ
れ
た
仕
方
で
経
験
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
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６

総
合
考
察

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
あ
ら
た
め
て
「
だ
ん
だ
ん
型
」
の
「
気
付
き
」
に
お
け
る
身
体
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
第
４

節
、
第
５
節
で
見
た
こ
と
に
よ
れ
ば
、
型
の
稽
古
に
お
い
て
は
、
構
え
、
す
な
わ
ちdisposition

（
必
要
と
あ
ら
ば
自
由
に
動
け
る
こ

と
）
の
生
成
が
大
切
で
あ
り
、
そ
の
生
成
過
程
に
は
他
者
性
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
で
き
あ
が
っ
た
も
の
と
し
て
の
構
え

（disposition

）
に
は
、
第
３
節
で
確
認
し
た
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
言
う
、
状
況
の
識
別
を
非
表
象
的
に
含
む
素
早
い
直
感
的
判
断
に
近
し
い

も
の
が
認
め
ら
れ
る
が
、「
気
付
き
」
に
焦
点
を
当
て
る
わ
れ
わ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
状
態
に
至
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ル
グ
ラ
ン
と
ラ
ヴ
ン
の
述
べ
た
、
身
体
を
動
か
し
且
つ
聞
く
経
験
は
、
型
稽
古
に
お
い
て
は
拡
張
さ
れ
る
。
聞
く
対
象
が
、

自
分
の
身
体
に
と
ど
ま
ら
ず
、
多
分
に
他
者
性
を
含
む
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
斬
り
合
い
の
相
手
、
共
演
者
、
曲
、
観
客
な
ど
）。
繰
り

返
す
が
、
自
分
の
身
体
を
動
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
他
者
の
存
在
を
動
き
の
う
ち
に
取
り
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
稽
古
を
す
る
者

は
、
稽
古
の
き
わ
め
て
初
期
の
段
階
か
ら
、
自
分
以
外
の
要
素
が
、
自
分
の
動
き
の
生
成
に
お
い
て
積
極
的
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て

あ
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
結
果
形
成
さ
れ
た
構
え
（disposition

）
は
、
他
者
と
の
関
係
に
お
い

て
働
く
も
の
で
あ
る
。

構
え
（disposition

）
の
形
成
に
他
者
性
が
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
動
き
の
練
習
過
程
に
お
い
て
、
動
か
し
且
つ
聞
く
行
為
が
身

体
だ
け
に
集
中
す
る
の
を
許
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
稽
古
す
る
者
は
、
他
者
性
を
含
む
要
素
に
も
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
そ
の
中
で

自
分
の
身
体
が
占
め
う
る
位
置
を
模
索
す
る
。
そ
の
際
、
身
体
に
関
す
る
意
識
も
他
者
性
に
向
け
ら
れ
た
意
識
も
、
い
ず
れ
も
明
瞭
に
意

識
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
か
と
い
っ
て
意
識
か
ら
隠
れ
た
下
部
構
造
に
な
る
わ
け
で
も
な
く
、
単
な
る
動
き
に
先
行
す
る
準
備
段
階
に
な
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る
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
意
識
の
前
面
に
は
出
て
こ
な
い
け
れ
ど
も
全
体
的
に
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
意
識
の
余
白
に
お
い
て
把
握

さ
れ
な
が
ら
物
化
さ
れ
ず
、
身
体
の
構
え
（disposition

）
の
形
成
の
う
ち
に
織
り
込
ま
れ
る
。
そ
の
結
果
、
識
別
の
繊
細
さ
が
増
し
、

研
磨
さ
れ
て
い
く
。
や
が
て
、
そ
れ
が
井
筒
の
言
うsupra-consciousness

の
境
地
、
す
な
わ
ち
音
楽
（
自
分
を
取
り
巻
く
状
況
）
と
一

体
化
し
た
自
分
自
身
に
つ
い
て
あ
ま
り
に
十
全
に
意
識
的
で
あ
る
た
め
に
、
演
奏
す
る
（
今
自
分
が
行
っ
て
い
る
動
作
）
に
つ
い
て
は
意

識
し
て
い
な
い
境
地
に
至
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、「
だ
ん
だ
ん
型
」
の
「
気
付
き
」
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
、
回
顧
的
に
訪
れ
る
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
身
体
が
す
で
に
そ
の
動

き
を
行
な
っ
て
い
て
、
意
識
は
そ
れ
に
後
か
ら
気
づ
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
次
の
よ

う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
稽
古
を
す
る
者
の
意
識
は
自
分
の
身
体
運
動
だ
け
に
向
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
、
状
況
の
中
で
内
外
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
稽
古
を
重
ね
る
う
ち
に
、
必
要
と
あ
ら
ば
状
況
に
応
じ
て
動
け
る
構
え
（disposi-

tion

）
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
Ａ
と
い
う
動
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
何
ら
か
の
状
況
変
化
が
生
じ
た
結
果
Ｂ
と
い
う
動
き
も

で
き
る
、
と
い
う
よ
う
な
目
に
見
え
る
大
き
い
変
化
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。
状
況
に
応
じ
て
Ａ
の
動
き
を
、
そ
れ
ま
で
に
獲
得
さ
れ
た
動

き
の
原
理
に
か
な
っ
た
無
限
の
色
合
い
の
中
で
（A

’,A
”,A

’”

…
）
自
然
と
行
う
こ
と
が
で
き
る
能
力
で
あ
る
。
意
識
は
、
構
え
（dis-

position

）
の
形
成
・
維
持
が
そ
の
第
一
の
関
心
事
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
微
妙
な
変
化
の
形
成
さ
れ
る
現
場
に
し
ば
し
ば
立
ち
会

っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
身
体
が
い
わ
ば
自
由
に
動
い
た
結
果
に
あ
と
か
ら
「
ふ
と
」
意
識
的
に
な
る
の
で
あ
る
。

き

野
口
体
操
の
野
口
三
千
三
は
、「
か
ら
だ
に
貞
く
」
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
た
（
野
口1977

）。「
貞
く
」
と
は
、
占
う
と
い
う
ほ
ど

の
意
味
で
あ
る
。「
か
ら
だ
」
の
持
つ
他
者
性
を
認
め
、
そ
れ
に
委
ね
、
動
き
方
を
占
う
、「
か
ら
だ
」
に
尋
ね
る
。
型
稽
古
の
「
だ
ん
だ

ん
型
」
の
「
気
付
き
」
は
、
稽
古
を
重
ね
て
構
え
（disposition

）
を
あ
る
程
度
身
に
つ
け
た
状
態
で
、
も
は
や
積
極
的
に
動
作
主
で
あ

る
こ
と
を
や
め
、
身
体
を
動
か
す
の
で
は
な
く
、
ま
た
動
か
し
且
つ
聞
く
の
で
も
な
く
、
身
体
が
も
つ
自
然
発
生
性
に
身
を
委
ね
て
そ
れ
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に
貞
く
よ
う
な
態
度
に
な
っ
た
と
き
、
生
じ
る
経
験
で
あ
る
と
言
え
る
。
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
構
え
（disposition

）
の
形
成
に

含
ま
れ
る
要
素
は
多
岐
に
亘
る
21
。

型
稽
古
の
「
だ
ん
だ
ん
型
」
の
「
気
付
き
」
に
お
け
る
身
体
の
役
割
と
自
己
意
識
と
の
関
係
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
身
体
は
、
構
え
を
形
成
し
、
維
持
す
る
。
構
え
に
は
、
物
理
的
な
立
ち
方
と
動
き
の
原
理
と
し
て
の
立
ち
方
の
二
つ
の
次
元
が
あ

る
。
稽
古
を
積
む
に
つ
れ
て
、
内
と
外
、
過
去
と
未
来
が
収
斂
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
今
の
具
体
的
身
体
の
構
え
（disposition

）

が
現
れ
る
。

②
構
え
が
形
成
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
身
体
的
自
己
の
主
体
性
は
、
身
体
の
物
理
性
と
の
関
係
に
お
い
て
み
な
ら
ず
、
他
者
性
と
の

関
係
に
お
い
て
も
、
物
化
し
な
い
仕
方
で
経
験
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
劇
的
型
」
と
は
違
っ
て
「
だ
ん
だ
ん
型
」
は
気
づ
い
た
と
き
の
衝
撃
が
あ
ま
り
な
い
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
に
基

づ
い
て
考
え
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
、
構
え
（disposition
）
の
習
得
が
関
心
事
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
気
づ
く
（
意
識
的
に
な
る
）
こ
と
自

体
は
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
気
づ
く
こ
と
、
理
解
す
る
こ
と
よ
り
も
、
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
主
眼
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
、
身
体
に
よ
る
構
え
（disposition
）
形
成
と
、
言
葉
に
よ
る
理
解
の
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
次
回
に
譲
る
。

謝
辞イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
方
々
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
（
分
野
・
流
派
別
・
五
十
音
順
）。
能
楽
師
の
青
木
道
喜
さ
ん
（
観
世
流
）、
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宇
髙
竜
成
さ
ん
（
金
剛
流
）、
九
世
観
世
銕
之
丞
さ
ん
（
観
世
流
）、
友
枝
雄
人
さ
ん
（
喜
多
流
）、
味
方
玄
さ
ん
（
観
世
流
）。
柳
生
新
陰
流
の
Ｋ
さ

ん
、
永
田
鎮
也
さ
ん
、
野
村
明
徳
さ
ん
、
第
二
十
二
世
宗
家
柳
生
耕
一
さ
ん
。
天
道
流
の
Ｋ
さ
ん
。
宝
蔵
院
流
槍
術
の
第
二
十
一
世
宗
家
一
箭
順
三
さ

ん
。
合
気
道
家
の
竹
田
明
敬
さ
ん
。
ま
た
お
名
前
を
挙
げ
る
と
か
え
っ
て
失
礼
に
な
り
か
ね
な
い
方
々
に
つ
い
て
は
略
記
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
皆

様
、
貴
重
な
お
時
間
を
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ま
た
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
、
京
都
精
華
大
学
の
稲
賀
繁
美
先
生
、
成
城
大
学
の
大
谷
節
子
先
生
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
の
小

林
敏
明
先
生
に
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
実
現
に
ご
尽
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
謝
し
ま
す
。

な
お
、
本
研
究
は
、
公
益
財
団
法
人
博
報
児
童
教
育
振
興
会
お
よ
びJSPS

科
研
費
（
課
題
番
号21

K
19957

）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

注⑴

ブ
ー
ル
ハ
ー
ウ
ェ
の
言
葉
。「
人
間
性
に
お
い
て
二
重
、
生
命
力
に
お
い
て
一
重
」C

f:
B

iran
2001,543.

⑵

も
ち
ろ
ん
「
武
芸
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
型
に
は
共
通
点
も
あ
れ
ば
相
違
点
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
共
通
点
に
絞
っ
て
考
察
す
る
。
ま

た
、
本
論
考
は
、
実
践
を
さ
れ
て
い
る
方
に
と
っ
て
は
、
至
極
当
た
り
前
の
こ
と
を
言
語
化
し
て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
間
違
い
な
く
、
稽

古
を
さ
れ
て
い
る
方
は
、
こ
こ
で
論
じ
て
い
る
こ
と
以
上
の
細
か
い
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
し
か
し
当
た
り
前
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
哲
学
の
議

論
の
俎
上
に
載
せ
る
こ
と
に
本
論
の
意
義
は
あ
る
。

⑶

た
と
え
ば
ヘ
リ
ゲ
ル
は
弓
術
の
稽
古
に
お
い
て
、「
不
動
の
中
心
」
を
体
得
す
る
こ
と
の
重
要
さ
を
述
べ
て
い
る
。C

f:

ヘ
リ
ゲ
ル2015.

⑷

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
研
究
主
意
や
個
人
情
報
の
取
扱
方
法
に
つ
い
て
説
明
す
る
な
ど
、
倫
理
的
配
慮
を
行
っ
た
。

⑸

自
分
を
否
定
さ
れ
て
い
る
感
じ
、
認
め
て
も
ら
え
る
感
じ
に
つ
い
て
は
、
観
世
銕
之
丞

二
〇
一
二
に
も
詳
し
い
。

⑹

と
は
い
え
「
劇
的
型
」
に
お
い
て
身
体
が
役
を
果
た
し
て
い
な
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。「
劇
的
型
」
の
考
察
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

⑺

こ
こ
で
「
主
観
的
」
な
い
し
「
主
体
的
」
と
す
る
語
は
す
べ
てsubjective

（
英
）
の
訳
語
で
あ
る
。
文
脈
に
よ
っ
て
日
本
語
を
使
い
分
け
る
が
、

い
ず
れ
に
お
い
て
も
客
観
性
に
還
元
さ
れ
な
い
主
体
の
側
か
ら
の
は
た
ら
き
や
見
方
を
指
す
。
そ
の
意
識
に
現
れ
る
側
面
を
強
調
す
る
と
き
は

「
主
観
的
」、
運
動
な
ど
の
動
作
主
で
あ
る
側
面
を
強
調
す
る
と
き
は
「
主
体
的
」
と
す
る
。

⑻

よ
り
正
確
に
は
、
ギ
ャ
ラ
ガ
ー
は
メ
ル
ロ
ー
ポ
ン
テ
ィ
の
「
身
体
図
式
」
の
う
ちbody

im
age

とbody
schem

a

を
区
別
し
た
。

⑼

ラ
ヴ
ン
は
の
ち
に
、「
身
体
を
聞
く
」
経
験
を
ゴ
ル
フ
ァ
ー
の
練
習
に
も
応
用
し
、
ク
リ
ス
テ
ン
セ
ン
と
考
察
し
て
い
る
。C

f.R
avn

and
C

hris-

tensen
2013.
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ま
た
、
見
る
こ
と
（seeing

）
と
感
じ
る
こ
と
（sensing

）
と
し
て
ま
と
め
な
お
し
て
い
る
。C

f.R
avn

2017.

⑽

ま
た
、
ル
グ
ラ
ン
と
ラ
ヴ
ン
の
論
文
で
は
、
シ
ー
ツ＝

ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
を
引
き
な
が
ら
身
体
と
世
界
を
分
離
せ
ず
に
識
別
す
る
こ
と
の
可
能
性
が

論
じ
ら
れ
て
い
る
。
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
に
お
け
る
意
志
と
有
機
的
抵
抗
の
あ
い
だ
の
、
識
別
可
能
だ
が
分
離
不
可
能
な
関
係
を
思
わ
せ
る
。

⑾

分
野
に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
、
型
と
わ
ざ
は
、
同
じ
動
き
を
指
す
こ
と
も
あ
る
。
が
、
強
調
さ
れ
る
意
味
は
同
じ
で
は
な
い
。
わ
ざ
は
動
き
の
技

術
的
側
面
を
、
型
は
流
れ
の
あ
る
連
続
的
側
面
あ
る
い
は
教
育
的
側
面
を
強
調
す
る
傾
向
に
あ
る
。

⑿

考
え
る
の
は
、
ラ
ジ
オ
体
操
と
の
違
い
。
ラ
ジ
オ
体
操
は
ま
さ
に
順
番
の
決
ま
っ
た
機
械
的
体
操
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
○
○
の
た
め
と
い
う
目
的

抜
き
で
、
あ
る
い
各
動
き
そ
の
も
の
を
磨
く
た
め
に
続
け
る
人
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
伝
達
の
過
程
も
異
な
る
。
ラ
ジ
オ
体
操
は
、
ネ

ッ
ト
な
ど
の
動
画
で
順
番
を
確
認
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
、
い
わ
ば
動
画
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
型
稽
古
の
場
合
は
、

動
画
で
順
番
を
見
た
だ
け
で
は
教
え
ら
れ
な
い
余
剰
が
多
く
あ
る
。

⒀

そ
し
て
実
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
惰
性
に
は
ま
る
時
期
が
時
々
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
く
れ
た
人
も
い
た
。
つ
ね
に
努
力
し
続
け
る
こ
と
の
難
し
さ

は
、
同
じ
動
き
を
繰
り
返
す
型
稽
古
に
は
つ
き
ま
と
う
の
か
も
し
れ
な
い
。

⒁

の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
柳
生
新
陰
流
剣
術
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
各
分
野
各
流
派
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
え
が
あ
る
。
立

ち
方
が
ま
っ
す
ぐ
で
な
い
教
え
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
大
切
な
の
は
、
動
い
て
い
る
間
に
バ
ラ
ン
ス
を
崩
さ
な
い
こ
と
、
そ
う
や
す
や
す
と
崩

れ
な
い
構
え
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⒂

こ
の
無
意
識
を
利
用
す
る
か
し
な
い
か
は
人
に
よ
っ
て
意
見
が
分
か
れ
た
。
軽
や
か
さ
を
よ
し
と
す
る
人
も
い
れ
ば
、
緊
張
感
を
つ
ね
に
持
続
さ

せ
る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
人
も
い
た
。
も
ち
ろ
ん
後
者
の
場
合
で
も
つ
ね
に
身
体
の
す
べ
て
を
意
識
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
身
体
の
自

然
発
生
性
に
身
を
委
ね
る
前
者
に
比
べ
る
と
や
は
り
意
識
的
で
あ
る
だ
ろ
う
。

⒃

あ
る
程
度
稽
古
を
積
ん
だ
者
の
目
に
は
、
達
人
は
立
っ
て
い
る
だ
け
で
わ
か
る
と
い
う
が
、
そ
の
立
ち
姿
に
練
磨
さ
れ
た
結
果
のdisposition

が

読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
調
子
が
狂
う
と
き
は
正
し
い
構
え
に
戻
れ
な
い
と
き
で
あ
り
、
稽
古
す
る
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
そ
れ

を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
。
腹
背
さ
え
意
識
す
れ
ば
あ
と
は
手
足
が
自
由
に
う
ご
く
経
験
を
、
柳
生
新
陰
流
の
Ｋ
さ
ん
は
語
っ
て
く
れ
た
。

⒄

事
実
、
新
陰
流
の
腹
背
は
、
姿
勢
に
つ
い
て
の
教
え
に
限
ら
な
い
。
姿
勢
を
学
ぶ
う
ち
に
、
宇
宙
と
一
体
と
な
る
心
を
獲
得
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

⒅

も
ち
ろ
ん
、
構
え
（disposition

）
は
、
す
で
に
生
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
毎
回
微
調
整
や
更
新
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一

度
達
成
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
次
も
容
易
に
達
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

― ２３５ ― 型稽古の身体論



⒆
「
演
じ
る
人
間
の
内
面
の
心
が
「
井
筒
」
と
い
う
曲
、
あ
る
い
は
「
野
宮
」
と
い
う
曲
に
な
い
ま
ぜ
ら
れ
て
、
そ
れ
が
体
の
カ
マ
エ
、
足
の
ハ
コ

ビ
、
声
の
調
子
、
声
の
ハ
リ
と
い
っ
た
も
の
に
何
ら
か
の
働
き
か
け
を
す
る
、
そ
の
積
み
重
な
り
が
舞
台
の
感
じ
を
醸
成
し
て
そ
の
演
者
の
「
井

筒
」
あ
る
い
は
「
野
宮
」
と
な
る
」
観
世
寿
夫

一
九
九
一
。

⒇

世
阿
弥
が
『
花
鏡
』
で
述
べ
た
概
念
。
解
釈
に
つ
い
て
は
西
平

二
〇
〇
九
な
ど
を
参
照
し
た
。

21

こ
こ
ま
で
他
者
性
を
強
調
し
て
き
た
が
、
そ
の
人
の
そ
れ
ま
で
の
経
験
が
拭
い
切
れ
ず
に
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
多
様
性
が
、
名
人

Ａ
と
名
人
Ｂ
の
動
き
の
微
妙
な
違
い
を
産
み
出
す
の
で
あ
り
、
能
楽
に
お
い
て
は
、
同
じ
曲
を
別
の
演
者
や
別
の
機
会
に
見
る
喜
び
を
与
え
て
く

れ
る
。
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