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要
旨日

本
の
民
俗
芸
能
研
究
で
は
、
民
俗
芸
能
（
以
下
、
芸
能
と
も
記
す
）
を
地
域
的
・

社
会
的
な
文
脈
か
ら
切
り
離
し
「
舞
台
上
」
の
芸
術
と
し
て
捉
え
る
よ
う
な
考
え
方
が

長
ら
く
支
配
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
芸
能
に
つ
い
て
は
主
に
そ
の
起
源
や
意
味
、
伝
播

や
系
譜
が
問
題
に
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
眼
前
に
あ
る
芸
能
の
姿
を
捉
え

よ
う
と
す
る
視
野
の
欠
如
を
も
た
ら
し
た
。
民
俗
芸
能
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
観
念
は

我
が
国
に
お
け
る
文
化
財
行
政
の
思
想
的
基
盤
に
も
影
響
を
与
え
て
き
た
。

本
論
は
民
俗
芸
能
や
日
常
に
お
け
る
人
々
の
身
体
の
用
い
方
に
着
目
し
、
民
俗
芸
能

を
日
常
と
の
つ
な
が
り
の
な
か
で
捉
え
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
近
代
化
に
よ
る

日
本
人
の
身
体
性
の
変
容
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
同
時
代
的
な
観
点
に
基
づ
い
て
考

察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

方
法
と
し
て
は
、
青
森
県
津
軽
地
方
の
岩
木
山
南
山
麓
に
伝
承
さ
れ
る
獅
子
踊
り

や
、
同
じ
く
当
該
地
域
で
行
わ
れ
て
き
た
民
間
の
技
術
を
題
材
に
し
た
。
い
ず
れ
の
観

察
対
象
に
お
い
て
も
論
者
自
ら
参
与
し
実
体
験
に
基
づ
く
具
体
的
な
情
報
の
収
集
に
努

め
た
。
ま
た
参
考
事
例
と
し
て
、
弘
前
市
内
に
藩
政
時
代
よ
り
伝
わ
る
古
流
武
術
の
学

習
・
実
践
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
な
ど
も
加
え
た
。

日
常
に
お
け
る
身
体
活
動
の
レ
ベ
ル
か
ら
民
俗
芸
能
を
捉
え
て
み
る
こ
と
に
よ
り
、

日
常
の
諸
技
能
を
実
践
す
る
身
体
の
あ
り
方
が
芸
能
の
所
作
に
と
っ
て
の
文
化
的
な
資

源
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
構
図
が
見
え
て
く
る
。

旧
来
の
身
体
の
あ
り
方
が
残
存
し
て
い
る
一
方
で
、
近
代
以
降
変
容
を
経
た
我
々
の

身
体
が
あ
る
。
そ
し
て
民
俗
芸
能
自
体
も
ま
た
変
容
を
経
て
い
る
。
芸
能
を
と
り
ま
く

現
在
の
社
会
に
は
、
旧
来
の
事
象
に
適
し
た
身
体
と
近
代
化
を
経
験
し
た
身
体
と
い
う

二
つ
の
身
体
性
が
混
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

民
俗
芸
能
、
日
常
、
身
体
の
近
代
化
、
日
常
の
変
化
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序
獅
子
踊
り
や
、
神
楽
な
ど
日
本
の
「
民
俗
芸
能
」（
１
）（
以
下
：
芸
能
と
も
記
す
）
と

呼
ば
れ
る
事
象
は
、
身
体
技
法
と
い
う
術
語
を
用
い
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
様
態

に
つ
い
て
は
「
脚
を
曲
げ
上
体
の
位
置
を
低
く
し
た
姿
勢
を
保
つ
」「
身
体
の
上
下
動

を
抑
え
た
ま
ま
水
平
に
移
動
す
る
」「
脚
を
折
り
た
た
み
地
や
床
の
上
に
坐
り
体
幹
部

を
自
立
さ
せ
る
」
と
い
う
よ
う
な
動
き
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
視
野
を
広
げ
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
技
法
は
農
耕
の
作
業
や
荷
物
の
運
搬
、
旧
来

の
日
常
生
活
に
お
け
る
起
居
（
２
）、
さ
ら
に
は
古
流
の
武
術
に
お
け
る
身
体
の
さ
ば
き

方
な
ど
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

本
論
は
民
俗
芸
能
や
日
常
に
お
け
る
人
々
の
身
体
の
用
い
方
に
着
目
し
、
民
俗
芸
能

研
究
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
地
域
的
、
社
会
的
な
文
脈
か
ら
切
り

離
さ
れ
て
語
ら
れ
て
き
た
民
俗
芸
能
を
、
日
常
と
の
つ
な
が
り
の
な
か
で
捉
え
直
そ
う

と
す
る
試
み
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
暮
ら
し
を
支
え
て
き
た
身
体
の
運
用
法
す
な
わ

ち
、「
日
常
を
生
き
る
た
め
の
方
法
と
し
て
構
築
さ
れ
て
き
た
身
体
の
用
い
方
」
と

「
民
俗
芸
能
の
所
作
に
お
け
る
身
体
の
動
き
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
同
時
代
的
な
視
野

に
基
づ
き
な
が
ら
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

人
々
の
身
体
の
用
い
方
は
社
会
や
文
化
ご
と
に
様
々
で
あ
る
。
身
体
と
社
会
を
関
連

付
け
て
考
え
る
概
念
に
つ
い
て
は
、
人
類
学
に
お
い
て
身
体
技
法
と
い
う
術
語
が
用
い

ら
れ
て
き
た
。
身
体
技
法
（
テ
ク
ニ
ッ
ク
・
デ
ュ
・
コ
ー
ル
・techniques du corps

）

と
い
う
術
語
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
類
学
者
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
（M

arcel M
auss　

一
八
七
二
─
一
九
五
〇
）
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
。
モ
ー
ス
に
よ
る
と
身
体
技
法
と
は

「
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
で
伝
統
的
な
様
態
で
そ
の
身
体
を
用
い
る
仕
方
」〔
モ
ー
ス 

一
九
八
九
（
訳
）
一
九
七
六
〕
と
さ
れ
る
。
モ
ー
ス
は
ま
た
「
身
体
こ
そ
は
、
人
間
の

不
可
欠
の
、
ま
た
、
も
っ
と
も
本
来
的
な
道
具
」
で
あ
り
、「
身
体
こ
そ
は
道
具
と
ま

で
は
言
わ
な
く
と
も
、
人
間
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
、
し
か
も
も
っ
と
も
本
来
的
な
技
法

対
象
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
技
法
手
段
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。「
本
来
的
な
道

具
」
で
あ
り
、
技
法
対
象
・
技
法
手
段
と
し
て
の
「
身
体
」
を
ど
の
よ
う
に
操
作
し
て

い
く
の
か
。
そ
の
技
法
の
差
異
は
各
文
化
圏
に
お
け
る
人
々
の
身
振
り
や
し
ぐ
さ
、
身

体
表
現
、
日
常
生
活
に
お
け
る
諸
作
業
な
ど
に
表
れ
る
。
そ
れ
ら
は
人
々
が
生
ま
れ
つ

き
に
備
え
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
各
文
化
圏
に
お
い
て
社
会
的
に
構
築
さ
れ
、
そ
の

社
会
に
関
わ
る
こ
と
で
習
得
さ
れ
た
技
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
身
体
の
社
会
的
、
文
化
的
な
側
面
を
め
ぐ
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
日
本
に

お
い
て
も
人
類
学
を
は
じ
め
と
し
、
諸
分
野
に
お
い
て
そ
の
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き

た
。
人
間
の
も
つ
感
覚
の
様
態
そ
の
も
の
に
着
目
し
、
そ
こ
か
ら
身
体
技
術
の
様
々
な

断
面
や
そ
れ
ら
の
社
会
的
、
文
化
的
な
意
味
を
検
証
し
て
い
る
の
が
野
村
雅
一
ら
〔
野

村
雅
一
・
市
川
雅
（
編
）
一
九
九
九
〕
で
あ
る
。

「
身
体
こ
そ
が
社
会
を
支
え
る
最
も
根
源
的
な
資
源
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
か
ら
出

発
し
「
身
体
と
は
ナ
マ
の
物
質
か
ら
人
間
が
利
用
し
う
る
「
物
」
を
生
じ
さ
せ
る
根
底

的
な
変
換
機
」
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
身
体
の
資
源
性
を
追
求
す
る
取
り
組
み

を
行
っ
て
い
る
の
が
菅
原
和
孝
〔
菅
原　

二
〇
〇
七
年
〕
で
あ
る
。

民
俗
学
に
お
い
て
、
民
俗
と
は
「
人
が
自
然
に
向
か
い
合
う
」「
技
術
を
駆
使
す
る
」

「
言
葉
を
練
り
上
げ
て
思
想
へ
と
固
め
る
」
と
い
っ
た
意
味
で
「
生
き
て
い
く
方
法
」

で
あ
っ
た
と
し
「
い
か
に
生
き
る
の
か
」
を
考
え
る
べ
き
「
方
法
と
し
て
の
民
俗
」
の

提
示
を
試
み
て
い
る
の
が
、
篠
原
徹
〔
篠
原
（
編
）　

一
九
九
八
〕
で
あ
る
（
３
）。

近
年
で
は
、
幕
末
・
明
治
以
降
の
近
代
化
に
と
も
な
う
日
本
人
の
身
体
性
の
変
容
と

い
っ
た
問
題
を
主
題
化
す
る
取
り
組
み
が
増
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
の
先
駆
的

な
仕
事
と
し
て
は
す
で
に
柳
田
國
男
が
明
治
、
大
正
期
に
か
け
て
の
人
々
の
衣
服
や
履

物
、
往
来
を
行
く
際
の
歩
き
方
の
変
化
な
ど
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
〔
柳
田　

一
九

七
〇
〕。
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や
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
視
座
は
、
民
俗
芸
能
を
地
域
社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
舞
台

上
」
の
芸
術
と
し
て
位
置
づ
け
る
よ
う
な
事
態
を
も
た
ら
し
た
。
ま
た
「
身
体
表
現
や

音
楽
が
地
域
か
ら
切
り
離
し
て
モ
ノ
と
し
て
保
存
対
象
と
な
り
う
る
も
の
」〔
松
尾　

一
九
九
三
〕
と
い
う
観
念
を
も
た
ら
し
た
。

伊
藤
純
〔
伊
藤　

二
〇
一
一
〕
は
そ
の
よ
う
な
性
質
を
も
つ
身
体
観
を
「
演
劇
学
的

身
体
観
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
上
で
、
演
劇
学
的
身
体
観
は
地
理
的
、
地
域
的
、
社

会
的
な
文
脈
を
軽
視
す
る
芸
能
観
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
伊
藤
は
ま
た
、
そ
の
演

劇
学
的
な
身
体
観
が
文
化
財
行
政
の
思
想
的
基
盤
に
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。

伊
藤
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
演
劇
学
的
な
身
体
観
が
民
俗
芸
能
を
地
域
的
、
社
会
的

な
文
脈
か
ら
切
り
離
す
要
因
で
あ
り
、
そ
れ
が
文
化
財
行
政
の
あ
り
方
に
も
影
響
を
与

え
て
き
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
身
体
観
の
あ
り
方
自
体
、
今
一
度
見
直
さ
れ
、
地
域

的
・
社
会
的
文
脈
の
な
か
で
捉
え
な
お
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。　

そ
の
際
に
、
基
本
と
な
る
身
体
観
は
日
常
を
支
え
る
「
生
き
て
い
く
方
法
」
を
会
得

し
た
身
体
の
あ
り
方
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
直
接
的
に
芸
能
の
な
か
か

ら
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
人
々
の
日
常
の
営
み
の
な
か
か
ら
こ
そ
見
出
さ
れ
る
と
考

え
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
芸
能
に
直
接
関
係
し
て
い
る
事
物
の
み
な
ら
ず
、
間
接
的
、
潜
在

的
な
関
係
性
を
も
つ
で
あ
ろ
う
日
常
の
営
み
に
も
視
野
の
範
囲
を
拡
張
す
る
必
要
が
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
民
俗
芸
能
の
多
く
は
、
も
と
も
と
日
常
の
な
か
で
自
明
の
も
の
と

し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
地
域
社
会
か
ら
隔
絶
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
社
会
活
動

の
一
環
と
し
て
実
践
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
芸
能
の
身
体
技
法
（
と
く
に
そ
の
基

礎
的
な
身
体
運
用
法
）
に
は
、
日
常
に
お
け
る
生
活
実
践
と
の
何
ら
か
の
関
係
性
が
あ

る
と
見
た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
（
５
）。

日
常
と
は
人
々
の
生
き
る
活
動
の
営
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
見
す
る
と
日
々
固
定
的

ま
た
、
三
浦
雅
士
〔
三
浦　

一
九
九
四
〕
は
、
近
代
の
産
業
社
会
に
適
応
す
る
身
体

が
兵
式
体
操
や
学
校
教
育
に
お
け
る
唱
歌
な
ど
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
松
浪
稔
〔
松
浪　

二
〇
一
三
〕
は
、
明
治
以
降
の
社
会
の
変
化
や
価
値

観
の
転
換
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
身
体
が
「
前
近
代
的
」
ま
た
は
「
野
蛮
」
と
み
な

さ
れ
否
定
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
身
体
が
近
代
化
さ
れ
た
の
か
に
つ
い

て
、
軍
隊
、
教
育
、
メ
デ
ィ
ア
の
側
面
か
ら
論
じ
て
い
る
。

奥
中
康
人
〔
奥
中　

二
〇
〇
八
〕
は
、
洋
楽
受
容
史
に
対
す
る
新
た
な
視
座
か
ら
、

統
治
技
術
と
し
て
の
音
楽
教
育
の
あ
り
よ
う
を
解
析
し
、
組
織
的
か
つ
合
理
的
な
集
団

行
動
と
し
て
の
行
進
技
術
を
習
得
さ
せ
る
「
近
代
的
な
身
体
を
つ
く
る
音
」
と
し
て
軍

用
ド
ラ
ム
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

な
お
、
青
森
県
に
お
い
て
は
、
小
山
隆
秀
〔
小
山　

二
〇
〇
三
・
七
〕〔
小
山　

二

〇
〇
七
・
七
〕
が
、
古
流
の
武
術
を
民
俗
学
の
立
場
か
ら
分
析
す
る
取
り
組
み
を
行
っ

て
い
る
。
小
山
は
、
自
身
の
家
に
代
々
伝
わ
る
弘
前
藩
の
剣
術
（
卜
傳
流
剣
術
・
弘
前

市
指
定
無
形
文
化
財
）
の
継
承
者
と
し
て
の
知
見
を
も
と
に
、
近
世
武
術
か
ら
近
代
武

道
へ
い
た
る
際
の
人
々
の
身
体
の
あ
り
方
の
変
容
に
つ
い
て
や
、
民
俗
芸
能
に
お
け
る

身
体
技
法
に
着
目
し
な
が
ら
、
近
代
化
に
伴
う
人
々
の
身
体
技
法
の
変
容
な
ど
に
つ
い

て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
（
４
）。

以
上
、
人
文
諸
科
学
に
お
け
る
身
体
を
対
象
と
し
た
研
究
の
歩
み
を
見
て
き
た
。
以

降
で
は
、
引
き
続
き
先
学
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
本
論
の
課
題
の
設
定
へ
と
向
か
い
た
い
。

我
が
国
に
お
け
る
民
俗
芸
能
研
究
で
は
橋
本
裕
之
〔
橋
本　

一
九
九
三
〕
や
、
松
尾

恒
一
〔
松
尾　

一
九
三
三
〕
ら
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
長
き
に
わ
た
っ

て
本
田
安
次
に
よ
る
民
俗
芸
能
の
分
類
法
や
本
田
の
民
俗
芸
能
観
な
ど
が
支
配
的
で

あ
っ
た
。
ま
た
「
古
風
」
や
「
始
原
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
芸
能
の
起
源
や
意
味
、

系
譜
、
そ
し
て
伝
播
な
ど
が
問
題
に
さ
れ
て
き
た
。

民
俗
芸
能
研
究
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
支
配
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
演
劇
学
的
な
観
念

152
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に
同
じ
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
常

に
変
化
の
あ
る
動
態
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
今
眼
前
に
あ
る
芸
能
を
日

常
と
の
関
係
性
の
な
か
で
捉
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
〈
日
常
〉
も
ま
た
、

今
、
そ
こ
に
、
そ
の
芸
能
の
周
辺
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
同
時
代
的
な
繋
が
り
を
基

本
に
し
た
構
図
の
な
か
で
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
以
降
、
本
論
で
は

こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
を
も
ち
な
が
ら
、
引
き
続
き
先
学
の
成
果
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に

し
た
い
。

橋
本
〔
橋
本　

一
九
九
五
〕
は
、
小
林
康
正
〔
小
林　

一
九
九
三
〕
を
引
用
し
な
が

ら
、
芸
能
に
ま
つ
わ
る
二
つ
の
位
相
、
す
な
わ
ち
「
身
体
技
法
に
近
い
評
価
（
具
体

的
、
個
別
的
所
作
に
結
び
つ
い
て
、
そ
れ
を
離
れ
て
は
存
在
し
え
な
い
も
の
）」
と
、

「
身
体
技
法
か
ら
遠
い
解
釈
（
個
別
の
身
体
技
法
そ
の
も
の
と
は
直
接
的
に
結
び
つ
く

こ
と
は
無
い
が
、
芸
能
が
存
立
す
る
基
盤
全
体
に
関
わ
る
よ
う
な
意
味
を
提
供
す
る
傾

向
が
あ
る
も
の
）」
に
つ
い
て
触
れ
、「
言
説
も
身
体
が
生
産
す
る
実
践
の
一
つ
」
で
あ

り
、
そ
こ
に
は
演
技
に
つ
い
て
の
規
範
意
識
や
明
確
な
認
識
な
ど
が
存
在
す
る
と
考
え

る
べ
き
で
あ
り
、
こ
う
し
た
言
説
は
演
技
を
習
得
す
る
／
さ
せ
る
過
程
に
貢
献
す
る
有

力
な
資
源
で
あ
り
、
実
践
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

こ
の
「
身
体
技
法
に
近
い
評
価
」
す
な
わ
ち
「
具
体
的
、
個
別
的
な
所
作
・
動
作
に

結
び
つ
く
言
説
」
を
実
際
の
芸
能
の
場
に
見
た
場
合
、
そ
れ
ら
自
体
も
ま
た
い
く
つ
か

の
レ
ベ
ル
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
芸
能
に
限
ら
ず
職
人
の
仕
事
や
武
芸
な

ど
、
な
ん
ら
か
の
技
術
を
発
揮
す
る
た
め
の
身
体
運
用
法
に
お
い
て
は
「
そ
の
細
部
に

お
け
る
多
様
な
身
体
の
用
い
方
」
も
あ
れ
ば
「
基
礎
的
な
身
体
の
構
え
や
動
か
し
方
」

と
い
う
の
も
存
在
し
て
い
る
。
前
者
は
個
別
の
動
作
や
技
能
に
お
け
る
専
門
性
に
特
化

し
細
分
化
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
技
能
を
実
践
す
る
際
の
身
体
技
法
の
基

礎
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
技
能
伝
承
の
現
場
で
は
古
く
か
ら
多
様
な
言

語
表
現
が
用
い
ら
れ
て
き
た
（
６
）。
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こ
れ
を
民
俗
芸
能
の
所
作
に
あ
て
は
め
て
考
え
る
な
ら
ば
、
前
者
は
所
作
の
一
つ
一

つ
の
細
部
に
ま
つ
わ
る
（
個
別
の
各
所
作
を
評
価
、
規
定
す
る
）
も
の
で
あ
り
、
後
者

は
所
作
全
体
を
通
し
て
ほ
ぼ
一
貫
し
て
お
り
、
全
体
に
お
い
て
身
体
の
動
き
を
評

価
、
規
定
し
て
い
る
基
礎
的
な
事
柄
に
関
す
る
も
の
（
所
作
の
全
体
を
評
価
、
規
定
す

る
も
の
）
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

興
味
深
い
こ
と
に
後
者
は
、
他
の
分
野
に
も
通
じ
る
よ
う
な
汎
用
性
を
有
し
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
芸
能
の
基
礎
と
し
て
「
脚
を
曲
げ
重
心
を
低
く
し
た
姿
勢
を
保
ち
な

が
ら
踊
る
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
一
方
で
、
日
常
の
身
体
技
法
と
し
て
は
「
重
い
荷
物

を
担
い
で
歩
く
際
に
は
、
若
干
脚
を
曲
げ
、
身
体
を
水
平
に
進
め
る
」
と
い
う
も
の
も

あ
る
。
身
体
の
用
い
方
に
ま
つ
わ
る
言
語
表
現
は
、
日
常
に
お
い
て
も
身
体
を
直
接
的

に
使
用
す
る
仕
事
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
本
論
で
は
と
く

に
後
者
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。
芸
能
の
な
か
の
「
具
体
的
・
個
別
的
な
所
作
や
動
作

に
結
び
つ
く
言
説
」
に
着
目
し
、
そ
の
な
か
に
基
礎
的
な
技
術
に
関
わ
る
位
相
を
見
出

し
て
い
く
こ
と
で
、
そ
こ
に
分
類
さ
れ
る
表
現
が
芸
能
の
み
な
ら
ず
、
日
常
の
諸
技
能

の
実
践
に
お
け
る
表
現
と
共
通
性
を
も
つ
と
い
う
よ
う
な
構
図
を
描
く
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
。

こ
の
点
を
強
調
す
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
身
体

技
法
に
近
い
評
価
」
の
な
か
で
も
、
そ
の
基
礎
的
な
身
体
運
用
法
に
関
わ
る
も
の

は
、
む
し
ろ
日
々
の
日
常
に
お
け
る
身
体
活
動
の
な
か
で
、
仕
事
や
生
活
に
対
し
て

「
良
き
事
」
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
も
評
価
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ

が
、
芸
能
に
も
反
映
さ
れ
て
き
た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
（
７
）。
こ
の
場
合
、「
良
き
事
」
と
は
と
く
に
生
活
を
支
え
る
と
い
う
効
果
、
す

な
わ
ち
、
毎
日
繰
り
返
さ
れ
る
作
業
に
お
い
て
、
自
ら
の
身
体
を
無
理
な
く
使
い
こ
な

し
、
良
い
仕
事
を
長
く
続
け
ら
れ
る
よ
う
な
身
体
の
用
い
方
の
熟
練
で
あ
る
。
そ
こ
か

ら
は
宮
本
八
惠
子
〔
宮
本　

一
九
九
五
〕
が
「
仕
事
着
に
対
す
る
美
意
識
」
と
し
て
指
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摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
良
く
働
け
る
こ
と
が
美
し
い
、
機
能
性
を
兼
ね
た
美
、
と
い
う

よ
う
な
評
価
も
生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
芸
能
の
身
体
技
法
の
学
習
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
最

も
基
礎
的
な
身
体
技
法
の
習
熟
に
貢
献
す
る
「
有
効
な
資
源
」
と
し
て
の
言
説
は
芸
能

の
実
践
や
鑑
賞
の
場
の
み
な
ら
ず
「
芸
能
に
至
る
以
前
の
場
」
と
し
て
の
日
常
の
な
か

か
ら
も
発
生
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
仮
定
し
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
言
説
を
生
み
出
し
て
い
る
人
々
の
日
常

の
技
能
の
実
践
の
な
か
に
、
芸
能
の
所
作
に
対
す
る
素
地
を
養
う
よ
う
な
機
会
が
存
在

し
て
お
り
、
日
々
の
身
体
活
動
の
な
か
に
芸
能
の
所
作
に
と
っ
て
の
基
礎
的
な
資
源
が

配
置
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。

西
郷
由
布
子
〔
西
郷　

一
九
九
三
〕〔
西
郷　

一
九
九
五
〕
は
、
岩
手
県
の
早
池
峰

山
麓
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
神
楽
を
題
材
と
し
て
、
そ
の
「
伝
承
の
過
程
」
に
着
目
す
る

こ
と
に
よ
り
、
専
業
的
な
芸
能
者
で
は
な
い
人
々
が
、
い
か
に
し
て
こ
の
複
雑
か
つ
手

数
の
多
い
民
俗
芸
能
に
参
加
し
、
こ
れ
を
習
得
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
の
解
明
を
試

み
て
い
る
。

西
郷
は
舞
の
習
得
を
容
易
に
し
て
い
る
要
因
（
文
化
的
な
仕
掛
け
）
が
、
人
々
の
神

楽
に
ま
つ
わ
る
記
憶
の
蓄
積
や
、
神
楽
の
舞
の
つ
く
り
そ
れ
自
体
に
あ
る
と
し
て
い

る
。
西
郷
は
「
文
化
的
仕
掛
け
」
の
要
素
の
一
つ
と
し
て
「
神
楽
」
に
ま
つ
わ
る
「
記

憶
」
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
俗
芸
能
を
よ
り
深
く
地
域
に
根
差
し
た
存

在
と
し
て
と
ら
え
て
い
く
な
ら
ば
、
こ
れ
を
芸
能
に
ま
つ
わ
る
記
憶
の
み
な
ら
ず
、
芸

能
を
取
り
巻
く
社
会
に
お
け
る
人
々
の
日
常
の
様
子
に
ま
で
拡
張
し
て
み
る
こ
と
も
有

効
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
記
憶
」
の
範
囲
を
神
楽
の
伝
え
ら
れ
て
き
た
そ
の
土

地
の
人
々
の
「
日
常
の
仕
事
や
生
活
に
お
け
る
身
体
活
動
の
様
態
」「
日
常
を
支
え
る

諸
技
能
に
お
け
る
身
体
技
法
の
実
践
」
と
い
っ
た
も
の
に
ま
で
拡
張
し
て
み
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
よ
り
日
常
に
根
ざ
し
た
レ
ベ
ル
か
ら
「
伝
承
の
過
程
」
の
把
握
を
可
能
に
す

る
の
で
は
な
い
か
と
み
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
一
つ
の
問
題
が
浮
上
す
る
。
そ
れ
は
、
民
俗
芸
能
と
い

う
「
過
去
の
身
体
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
身
体
技
法
」
が
今
も
な
お
現
存
し
て
い
る

一
方
で
、
我
々
の
身
体
は
近
代
以
降
大
き
く
変
容
し
て
お
り
、
芸
能
自
体
も
ま
た
変
容

を
経
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
眼
前
の
生
き
た
芸
能
の
姿
を
捉
え
る
に

は
、
身
体
の
用
い
方
の
記
憶
だ
け
で
な
く
、
今
、
現
在
の
日
常
と
の
関
連
性
に
着
目
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
。

以
上
、
こ
こ
ま
で
本
論
の
関
心
に
沿
っ
て
先
学
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
き
た
。
こ
れ
ら

の
研
究
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
議
論
の
対
象
が
芸
能
に
直
接
的
に
関
わ
る
領
域
に
限

ら
れ
が
ち
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
論
者
は
、
芸
能
を
そ
れ
が
お
か
れ
た
地
域
社
会

の
な
か
の
営
み
と
し
て
、
と
く
に
身
体
の
側
面
か
ら
と
ら
え
て
い
く
た
め
に
は
、
日
常

の
な
か
に
潜
在
す
る
「
身
体
活
動
に
ま
つ
わ
る
諸
要
素
」
に
ま
で
目
を
向
け
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
日
常
生
活
自
体
の
変
容
と
身
体
の
あ
り
方
の
変
容
も
視

野
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
の
議
論
は
未
だ

充
分
に
深
ま
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
論
で
は
次
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
る
。
民
俗
芸
能
を
捉

え
る
視
野
の
範
囲
を
日
常
の
な
か
に
ま
で
拡
張
し
、
民
俗
芸
能
の
身
体
技
法
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
地
域
に
お
け
る
日
常
的
な
身
体
活
動
の
レ
ベ
ル
か
ら
試
み
た
場
合
、
日
常
と

芸
能
の
間
に
は
い
か
な
る
共
通
性
が
存
在
し
、
な
ぜ
そ
れ
が
両
者
間
の
「
つ
な
が
り
」

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
、
日
常
の
変
容
は
芸
能
と
の
関
係
や
芸
能
の
あ
り

方
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
、
に
つ
い
て
で
あ
る
。　
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一
、　
旧
来
の
文
化
事
象
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
の
身
体

こ
こ
で
は
民
俗
芸
能
や
日
常
の
諸
場
面
に
お
け
る
技
能
の
実
践
の
な
か
で
人
々
の
身

体
の
あ
り
方
を
観
察
し
、
さ
ら
に
個
別
の
場
面
に
お
け
る
身
体
の
用
い
方
（
運
用
法
）

に
つ
い
て
の
聴
き
取
り
や
、
各
行
為
へ
の
論
者
自
身
の
参
加
を
通
し
た
体
験
を
相
対
化

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
情
報
を
整
理
分
析
す
る
。
そ
の
上
で
各
事

象
間
に
お
け
る
身
体
運
用
法
に
潜
在
す
る
共
通
項
を
抽
出
す
る
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る

の
は
、
青
森
県
津
軽
地
方
・
岩
木
山
南
山
麓
に
あ
る
旧
岩
木
町
（
人
口
一
一
四
二
二
人

（
平
成
二
二
年
一
〇
月
時
点
）・
現
弘
前
市
）
に
伝
わ
る
民
俗
芸
能
と
同
地
域
で
継
承
さ

れ
て
き
た
民
間
の
技
術
で
あ
る
。

（
一
）　

民
俗
芸
能
（
獅
子
踊
り
）

Ａ　

概
要

青
森
県
津
軽
地
方
に
数
多
く
分
布
す
る
一
人
立
ち
三
匹
獅
子
の
踊
り
に
お
け
る
身
体

技
法
を
観
察
の
対
象
に
す
る
。
具
体
的
に
は
、
弘
前
市
（
旧
岩
木
町
）
鳥
井
野
地
区
に

伝
わ
る
獅
子
踊
り
（
鳥
井
野
獅
子
踊
保
存
会
）
を
二
〇
一
二
年
一
〇
月
か
ら
二
〇
一
四

年
八
月
ま
で
約
十
一
ヶ
月
間
に
わ
た
り
、
論
者
自
身
も
実
際
に
こ
の
獅
子
踊
り
の
後
継

者
と
い
う
立
場
に
な
っ
て
踊
り
を
学
ぶ
と
い
う
か
た
ち
で
参
与
し
た
。

鳥
井
野
獅
子
踊
保
存
会
は
、
論
者
自
身
が
そ
の
囃
子
方
と
し
て
一
九
九
四
年
頃
か
ら
、

約
二
〇
年
間
所
属
し
て
い
る
団
体
で
あ
る
。
論
者
は
こ
れ
ま
で
踊
り
の
進
行
を
リ
ー
ド

す
る
役
で
あ
る
笛
を
担
当
し
て
き
た
。
そ
し
て
二
〇
一
三
年
の
一
〇
月
か
ら
踊
り
手
と

し
て
の
稽
古
を
開
始
し
、
一
つ
の
演
目
（
橋
渡
の
踊
り
）
を
約
五
ケ
月
か
け
て
習
得
し

た
。
こ
れ
は
平
均
的
な
学
習
時
間
の
半
分
ほ
ど
の
長
さ
で
あ
り
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ

た
の
は
、
論
者
自
身
こ
れ
ま
で
囃
子
方
か
ら
の
視
線
で
長
ら
く
獅
子
踊
り
の
所
作
を
眼

に
し
て
き
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
観
察
結
果
は
、
論
者
自
身
が
獅
子
踊
り

の
踊
り
手
と
し
て
、
一
つ
の
演
目
を
習
得
す
る
過
程
を
通
し
て
得
ら
れ
た
情
報
に
基
づ

い
て
い
る
。

聴
き
取
り
に
お
け
る
話
者
に
つ
い
て
次
に
記
す
。
Ａ
氏
（
前
会
長
、
二
十
年
以
上
会

長
を
務
め
る
・
昭
和
二
二
年
生
ま
れ
）、
Ｂ
氏
（
現
会
長
、
二
〇
一
一
頃
よ
り
会
長
を

務
め
る
・
昭
和
二
六
年
生
ま
れ
）、
Ｃ
氏
（
会
員
・
昭
和
二
〇
年
生
ま
れ
）、
Ｄ
氏
（
会

員
・
二
五
年
生
ま
れ
）、
Ｅ
氏
（
会
員
、
現
在
の
最
年
長
者
・
昭
和
一
〇
年
生
ま
れ
）

Ｂ　

環
境
・
条
件

こ
の
獅
子
踊
り
で
使
用
す
る
衣
裳
・
道
具
に
つ
い
て
以
下
に
記
す
。
踊
り
手
が
身
に

着
け
る
も
の
は
、「
獅
子
頭
（
カ
シ
ラ
）」「
腹
太
鼓
」「
バ
チ
」
で
あ
る
。
そ
の
他
に
、

赤
の
ハ
カ
マ
（
モ
ン
ペ
に
似
た
形
状
の
下
衣
）
や
、
白
の
半
着
、
白
の
足
袋
、
ワ
ラ
ジ

が
あ
る
。
獅
子
頭
は
木
製
で
、
そ
の
下
に
成
人
の
身
体
を
ほ
ぼ
包
み
込
む
ほ
ど
の
大
き

さ
の
布
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
（
図
1
）。
こ
の
布
は
「
幕
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

幕
の
全
面
、
踊
り
手
の
顔
に
当
た
る
部
分
は
、
赤
色
の
編
み
込
み
の
荒
い
布
に
な
っ
て

お
り
、
踊
り
手
は
そ
こ
か
ら
外
界
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。
獅
子
頭
の
内
側
は
半
球

状
の
空
間
が
あ
り
、
帽
子
を
か
ぶ
る
よ
う
に
し
て
そ
こ
に
頭
部
を
あ
て
る
。
カ
シ
ラ
の

下
部
の
左
右
に
は
布
で
作
ら
れ
た
紐
が
あ
り
、
そ
れ
を
顎
の
下
に
回
し
て
、
笠
を
か
ぶ

る
よ
う
に
顔
の
周
囲
で
ヒ
モ
を
結
び
固
定
す
る
（
図
2
）。
太
鼓
は
直
径
二
〇
セ
ン
チ

ほ
ど
の
小
型
の
も
の
を
用
い
る
。
付
属
の
紐
を
腹
部
の
周
囲
に
回
し
て
着
用
す
る
。

図１　論者撮影

図２　論者撮影

次
に
獅
子
踊
の
構
成
に
つ
い
て
記
す
。
踊
り
手
は
獅
子
（
雄
獅
子
二
匹
と
雌
獅
子
一

匹
）、
オ
カ
シ
（
一
人
）
の
計
四
人
、
囃
子
方
は
笛
、
手
平
鉦
、
担
ぎ
太
鼓
で
構
成
さ
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れ
、
三
人
か
ら
八
人
ほ
ど
に
な
る
。
そ
の
他
に
踊
り
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
解
説
す
る
た
め

に
書
か
れ
た
紙
を
め
く
る
役
目
や
保
存
会
の
旗
を
持
つ
役
割
が
あ
る
。
踊
り
の
演
目
は

「
参
進
の
舞
」「
橋
渡
の
踊
り
」「
雌
獅
子
隠
し
の
踊
り
」「
三
本
山
の
踊
り
」
の
四
演
目

が
あ
る
。
今
回
は
「
橋
渡
の
踊
り
」
を
観
察
対
象
に
し
た
。

Ｃ　

伝
承
の
観
察
・
実
践

観
察こ

の
獅
子
踊
り
に
お
け
る
基
本
的
な
姿
勢
や
動
作
を
提
示
す
る
。

■　

蹲
踞
の
姿
勢

こ
の
姿
勢
は
、
つ
ま
先
立
ち
に
な
り
左
右
の
踵
の
上
に
尻
を
乗
せ
る
。
足
首
の
柔
軟

性
と
共
に
、
バ
ラ
ン
ス
能
力
と
体
幹
部
を
安
定
さ
せ
る
筋
力
が
求
め
ら
れ
る
（
図
3
）。

図５　論者撮影

図３　論者撮影

図６　論者撮影

図４　論者撮影

■　

腰
を
落
と
す
姿
勢

こ
の
獅
子
踊
り
で
は
脚
を
曲
げ
、
腰
の
位
置
を
下
げ
る
こ
と
が
基
本
と
さ
れ
て
い

る
。
腰
を
お
と
す
こ
と
で
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
が
整
い
、
縦
方
向
に
も
軸
の
通
っ
た
安

定
し
た
姿
勢
に
な
る
と
い
う
（
図
4
）。

■　

両
腕
の
構
え

腕
を
ど
の
あ
た
り
の
高
さ
に
広
げ
る
の
か
は
人
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
差
に
よ
る
。
鳥
の

羽
の
よ
う
に
広
げ
た
り
、
や
や
下
方
に
広
げ
る
人
も
い
る
と
い
う
。
共
通
し
て
い
る
こ

と
は
、
姿
勢
や
動
き
を
大
き
く
、
力
強
く
見
せ
よ
う
と
す
る
点
で
あ
る
と
い
う
。
腕
を

で
き
る
だ
け
大
き
く
広
げ
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
図
5
）。

■　

身
体
の
移
動

踊
り
の
所
作
に
お
い
て
身
体
を
移
動
さ
せ
る
場
合
は
、
脚
部
を
曲
げ
た
姿
勢
を
維
持

し
な
が
ら
、
身
体
を
水
平
に
進
め
る
。
移
動
中
（
歩
行
中
）
に
身
体
が
上
下
動
す
る
よ

う
な
動
作
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
移
動
中
の
上
半
身
は
両
腕
を
広
げ
た

り
、
片
腕
を
前
方
へ
差
し
出
す
よ
う
な
姿
勢
（
図
6
）
を
と
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
姿

勢
を
崩
さ
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
身
体
を
水
平
に
進
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

■　

頭
上
の
獅
子
頭
を
左
右
前
後
に
振
る
動
作

獅
子
踊
り
の
所
作
で
は
、
各
所
作
の
合
間
や
所
作
の
最
中
に
、
頭
上
に
の
せ
た
獅
子

頭
を
左
右
も
し
く
は
前
後
に
振
る
動
作
を
何
度
も
行
う
（
図
7
、
8
）。

図７　論者撮影

図８　論者撮影

■　

幕
の
操
作

踊
り
手
は
、
木
製
の
獅
子
頭
を
頭
上
に
乗
せ
、
そ
れ
を
首
や
背
骨
な
ど
で
支
え
な
が

ら
、
同
時
に
こ
の
幕
を
広
げ
、
腕
に
巻
き
つ
け
、
そ
れ
を
振
り
出
す
（
図
9
）
な
ど
、

巧
み
に
操
作
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
両
腕
を
広
げ
た
際
に
は
瞬
時
に
幕
の
両
端
を

つ
か
む
。
ま
た
そ
れ
を
腕
に
巻
き
つ
け
た
り
、
下
方
も
し
く
は
側
方
に
激
し
く
振
り
出

す
な
ど
の
動
作
を
行
う
。
こ
れ
ら
の
技
法
を
滞
り
な
く
素
早
く
、
自
在
に
行
う
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。
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図９　論者撮影

習
得
過
程
で
の
聴
き
取
り

踊
り
の
稽
古
は
ま
ず
カ
シ
ラ
を
装
着
し
な
い
状
態
で
行
わ
れ
た
。
は
じ
め
の
段
階
で

注
意
さ
れ
た
点
は
論
者
の
姿
勢
に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
腰
の
位
置
が
低
す
ぎ

る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
論
者
が
戸
惑
っ
た
反
応
を
見
せ
る
と
、
稽
古
終
了
後
に

数
人
の
ベ
テ
ラ
ン
会
員
か
ら
「
腰
の
高
さ
」
に
つ
い
て
の
話
が
切
り
出
さ
れ
た
。
か
つ

て
自
分
た
ち
が
先
輩
に
踊
り
を
教
わ
っ
た
頃
や
、
そ
の
先
輩
た
ち
の
時
代
に
は
、
確
か

に
「
腰
を
で
き
る
だ
け
落
と
し
た
姿
勢
を
保
つ
こ
と
」
が
厳
し
く
言
わ
れ
て
い
た
と
い

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
分
た
ち
が
そ
れ
を
や
っ
て
み
る
と
、
非
常
に
身
体
的
負
担
の

大
き
い
も
の
だ
っ
た
。
だ
か
ら
徐
々
に
、
あ
る
程
度
は
腰
の
高
さ
を
高
く
す
る
こ
と
を

許
容
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
、
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
論
者
は
約
七
年
間
古
流
の
武
術
を
学
習
し
、
武
術
的
な
身
体
運
用
法

を
習
得
し
て
い
た
の
で
、
無
理
な
く
腰
を
落
と
す
技
術
を
会
得
し
て
い
た
（
相
撲
に
お

け
る
「
腰
割
り
」
や
、
古
武
術
介
護
（
８
）
で
紹
介
さ
れ
る
技
法
な
ど
）。
そ
の
た
め
む

し
ろ
自
分
に
と
っ
て
の
ち
ょ
う
ど
良
い
姿
勢
で
踊
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を

そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
々
に
伝
え
た
と
こ
ろ
、
Ａ
氏
か
ら
獅
子
踊
り
に
お
け
る
蹲
踞

の
姿
勢
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
話
が
さ
れ
た
。「
最
近
は
、
大
人
で
も
蹲
踞
の
姿
勢
を

と
る
こ
と
が
困
難
な
人
も
い
る
。
自
分
が
思
う
に
、
便
所
の
姿
勢
が
変
わ
っ
た
こ
と
も

何
か
原
因
が
あ
る
と
思
う
。
普
段
の
生
活
の
な
か
で
、
あ
の
よ
う
に
毎
日
し
ゃ
が
む
こ

と
が
少
な
く
な
っ
た
。
だ
か
ら
蹲
踞
の
姿
勢
も
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
腰
」
に
ま
つ
わ
る
発
言
で
は
次
の
よ
う
な
場
面
も
見
ら
れ
た
。
獅
子
踊
り
の
基
本

姿
勢
を
指
導
し
て
い
る
際
に
は
「
腰
を
低
く
落
と
す
よ
う
に
」
と
い
う
指
導
が
行
わ
れ

る
一
方
で
、
休
憩
時
の
談
話
な
ど
で
畑
仕
事
の
話
が
出
る
と
「
最
近
は
足
腰
が
弱
っ

て
、
仕
事
を
す
る
と
き
に
も
腰
を
落
と
せ
な
く
な
っ
た
」（
Ｅ
氏
）「
膝
を
悪
く
し
て
か

ら
リ
ン
ゴ
箱
担
ぐ
と
き
も
腰
を
落
と
す
の
が
つ
ら
く
な
っ
た
」（
Ａ
氏
）
と
い
う
会
話

が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
能
の
所
作
の
基
本
と
し
て
「
腰
を
落
と
す
」
と

い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
な
が
ら
、
一
方
で
、
日
常
の
仕
事
を
支
え
る
身
体
運
用
法
を
形

容
す
る
表
現
と
し
て
も
「
腰
を
落
と
す
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
農
作
業
と
獅
子
踊
り
の
双
方
を
両
立
さ
せ
る
場
合
、
必
然
的
に
同
様
の
身
体
運
用

法
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
点
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
話
題
と
な
っ
た
の
が
腕
の
構
え
方
（
広
げ
方
）
で
あ
っ
た
。
先
述
し
た
よ
う

に
、
腕
の
広
げ
方
に
つ
い
て
は
各
人
の
様
々
な
ス
タ
イ
ル
が
許
容
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
そ
こ
に
共
通
す
る
要
素
と
し
て
、
腕
を
大
き
く
広
げ
る
（
構
え
る
）
と
い

う
用
法
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
の
コ
ツ
と
し
て
用
い
ら
れ
た
表
現
は
「
肩
を
ハ
ル
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
論
者
は
、「
腕
」
を
操
作
す
る
話
を
し
て
い
る
の
に
、
な

ぜ
「
肩
」
な
の
か
、
と
問
い
直
し
た
。
す
る
と
次
の
よ
う
な
話
が
数
人
か
ら
聞
か
れ
た
。

「
肩
を
大
き
く
ハ
ル
と
腕
を
大
き
く
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
だ
と
い
う
。
Ａ
氏

は
「
肩
を
大
き
く
ハ
ル
よ
う
に
す
る
、
肩
を
、
こ
う
大
き
く
や
れ
ば
」
と
言
い
な
が

ら
、
両
腕
を
大
き
く
構
え
た
。
具
体
的
に
身
振
り
を
交
え
て
説
明
す
る
Ａ
氏
の
上
半
身

を
観
察
し
て
み
る
と
、
背
中
の
上
部
を
広
げ
る
よ
う
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
。
そ
れ
は

肩
甲
骨
を
左
右
に
離
し
て
い
く
よ
う
な
動
き
の
よ
う
に
見
ら
れ
た
。
そ
こ
で
論
者
は

「
肩
、
と
は
い
っ
て
も
、
肩
だ
け
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
腕
ま
で
含
め

た
話
な
の
か
」
と
問
い
直
し
た
と
こ
ろ
、「
そ
う
そ
う
、
大
き
く
見
せ
る
と
い
う
こ
と

だ
」（
Ａ
氏
、
Ｃ
氏
）
と
い
う
返
事
が
返
さ
れ
た
。

そ
の
他
に
強
調
さ
れ
た
重
要
点
と
し
て
は
、
踊
り
の
中
で
身
体
を
動
か
す
と
き
に
は
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ぜ
ん
ぶ
一
緒
に
動
か
す
」
と
い
う
話
が
あ
っ
た
。
腕
を
前
方
に
差
し
出
す
場
合
に

も
、
手
だ
け
を
動
か
す
の
で
は
な
く
、
重
心
移
動
も
伴
い
な
が
ら
身
体
ご
と
動
い
て
い

く
の
だ
と
い
う
。「
身
体
と
手
は
一
緒
に
動
か
す
」
と
Ａ
氏
が
言
う
と
、
Ｃ
氏
、
Ｄ
氏

ら
か
ら
は
「
足
も
そ
う
だ
な
」
と
い
う
発
言
が
あ
っ
た
。
Ａ
氏
い
わ
く
「
足
も
、
腰

も
、
ぜ
ん
ぶ
、
み
な
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
一
つ
の
瞬
間
に
全
部
動
い
て
い

る
よ
う
な
感
じ
、
全
体
で
一
つ
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
。

踊
り
の
稽
古
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
、
論
者
の
踊
り
に
対
し
て
ベ
テ
ラ
ン
会
員
た
ち

か
ら
新
た
な
指
摘
が
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「
首
は
大
き
く
振
ら
な
け
れ
ば
だ
め
だ
」
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
む
き
に
な
っ
て
背
骨
全
体
を
動
か
す
よ
う
な
つ
も
り

で
「
首
を
振
る
動
作
」
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
Ｅ
氏
か
ら
「
そ
れ
で
良
し
」
と
さ
れ

た
。
獅
子
頭
を
振
る
際
に
は
、
獅
子
の
前
面
か
ら
長
く
垂
れ
て
い
る
「
鼻
毛
」
を
振
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
を
想
定
し
て
大
き
な
動
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

踊
り
の
稽
古
を
本
格
的
に
開
始
し
て
か
ら
四
か
月
ほ
ど
の
期
間
を
経
て
、
は
じ
め
て

獅
子
頭
を
か
ぶ
っ
た
状
態
で
踊
っ
て
み
た
。
予
想
以
上
に
身
体
を
動
か
す
こ
と
が
困
難

で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
大
き
な
幕
の
中
に
身
を
お
い
た
状
態
に
な
る
と
、
左
右
の
腕
を

広
げ
て
幕
を
つ
か
ん
だ
り
、
腕
に
巻
き
つ
け
そ
れ
を
振
り
出
す
と
い
う
よ
う
な
幕
の
操

作
が
予
想
以
上
に
困
難
で
あ
っ
た
。
幕
が
不
用
意
に
か
ら
み
つ
い
た
り
、
幕
を
振
り
出

そ
う
に
も
、
上
手
く
振
り
出
せ
な
い
、
腕
に
巻
き
つ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
い
う

有
様
で
あ
る
。
ま
た
、
頭
上
に
重
さ
の
あ
る
木
製
の
獅
子
頭
を
乗
せ
、
そ
れ
を
首
や
背

中
で
支
え
な
が
ら
、
様
々
な
所
作
を
行
う
と
い
う
動
作
も
上
手
く
で
き
な
か
っ
た
。
ま

た
、
頭
上
の
カ
シ
ラ
を
大
き
く
振
る
動
作
は
、
カ
シ
ラ
を
振
る
こ
と
で
身
体
の
バ
ラ
ン

ス
が
崩
れ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
も
困
難
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
幕
を
自
在
に
操
る
た
め
に
は
身
体
全
体
を
包
み
込
ん
で
い
る
幕
と
自
分
の

身
体
が
一
体
化
す
る
よ
う
に
動
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
そ
こ
で
思
い
出
し
た
の
が
、
先
に
紹
介
し
た
身
体
の
動
か
し
方
す
な
わ
ち
、
Ａ
氏

146

の
い
う
よ
う
な
「
足
も
、
腰
も
み
な
一
つ
」
で
あ
り
「
身
体
と
手
は
一
緒
に
動
か
す
」

と
い
う
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
幕
を
腕
に
巻
き
つ
け
る
動
作
に
し
て

も
、
身
体
を
直
立
さ
せ
て
腕
だ
け
を
動
か
し
て
い
た
の
で
は
、
腕
先
の
周
囲
の
部
分
の

布
だ
け
し
か
動
か
な
い
状
態
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
腕
に
巻
き
つ
く
分
量
も
小
さ
い
も
の

に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
、
身
体
全
体
を
前
方
へ
傾
け
な
が
ら
、
腕
を
差
し
出
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
身
体
の
後
方
部
分
、
す
な
わ
ち
背
中
の
方
の
布
も
前
方
へ
移
動
し
て
く
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
前
方
の
腕
の
周
囲
の
布
の
動
き
に
も
余
裕
が
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
。

こ
の
こ
と
が
わ
か
る
と
、
幕
の
操
作
に
お
い
て
重
要
な
の
は
背
中
な
ど
体
幹
部
分
の

動
き
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
身
体
全
体
を
は
た
め
く
布
の
よ
う
に
動
か
す
こ
と

が
、
幕
を
自
在
に
操
る
た
め
の
コ
ツ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。

論
者
は
初
め
の
頃
は
、
腕
先
の
み
で
獅
子
の
幕
全
体
を
操
作
し
よ
う
と
し
て
失
敗
し
て

い
た
の
だ
。
体
幹
部
を
積
極
的
に
操
作
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
頭
上
に
被
っ
た
獅

子
頭
と
首
や
背
中
な
ど
体
幹
部
と
の
一
体
感
が
強
化
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
身
体
の

中
心
で
獅
子
頭
を
支
え
続
け
る
こ
と
が
容
易
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
脚
を
曲

げ
、
腰
を
落
と
し
た
姿
勢
を
よ
り
意
識
的
に
保
つ
こ
と
も
カ
シ
ラ
を
大
き
く
振
る
動
き

を
助
け
る
も
の
に
な
っ
た
。

（
二
）　

日
常
の
諸
技
能
（
農
作
業
・
大
工
仕
事
）

こ
こ
で
は
、
芸
能
の
動
き
と
日
常
の
動
き
を
比
較
考
察
す
る
た
め
に
、
津
軽
地
方
に

お
い
て
見
ら
れ
る
二
種
類
の
技
能
を
取
り
上
げ
る
。

①　

稲
の
天
日
乾
燥
作
業

Ａ　

概
要

こ
こ
で
は
、
津
軽
地
方
で
現
在
で
も
行
わ
れ
て
い
る
稲
の
天
日
乾
燥
法
で
あ
る
稲
木

の
作
業
を
対
象
と
す
る
。
稲
木
は
、
収
穫
し
た
稲
を
自
然
乾
燥
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
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あ
る
。
稲
の
天
日
乾
燥
法
は
機
械
化
が
進
む
以
前
は
稲
作
に
お
け
る
基
本
的
な
作
業
で

あ
り
、
現
在
で
も
全
国
各
地
に
様
々
な
形
態
が
残
存
し
て
い
る
。
津
軽
地
方
で
は
稲
杭

掛
け
や
稲
架
掛
け
が
行
わ
れ
て
お
り
、
稲
杭
掛
け
は
「
棒
が
け
」
と
も
呼
ば
れ
、
津
軽

地
方
で
は
ニ
オ
と
も
呼
ば
れ
る
。

今
回
は
旧
岩
木
町
の
蒔
苗
地
区
で
行
わ
れ
た
稲
の
収
穫
作
業
に
参
加
し
、
作
業
の
様

子
を
観
察
し
な
が
ら
、
人
々
の
身
体
の
稲
作
作
業
へ
の
か
か
わ
り
方
を
見
て
み
た
。
観

察
し
た
作
業
は
主
に
、
小
型
の
機
械
に
よ
る
稲
刈
り
後
か
ら
「
棒
が
け
」
を
完
成
す
る

ま
で
の
間
で
あ
る
。

Ｂ　

環
境
、
条
件

棒
が
け
に
は
、
長
さ
三
ｍ
ほ
ど
の
丸
木
と
、
そ
の
下
に
固
定
さ
れ
る
長
さ
三
〇
cm
ほ

ど
の
角
材
が
使
用
さ
れ
る
。
棒
を
立
て
る
穴
を
地
面
に
あ
け
る
に
は
、
先
端
が
尖
っ
た

鉄
製
の
棒
が
使
用
さ
れ
た
。
地
面
は
水
分
を
多
く
含
み
、
柔
ら
か
く
、
長
靴
の
か
か
と

が
容
易
に
深
く
沈
む
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。

Ｃ　

観
察
・
参
与

観
察機

械
に
よ
っ
て
刈
り
取
ら
れ
た
稲
は
、
自
動
的
に
紐
で
束
ね
ら
れ
、
地
面
の
上
に
置

か
れ
て
い
く
。
そ
れ
ら
の
束
を
、
二
十
か
ら
三
十
束
ほ
ど
に
集
め
、
一
カ
所
に
置
い
て

ゆ
き
、
一
定
の
感
覚
を
あ
け
な
が
ら
そ
の
作
業
を
行
っ
て
い
く
。

稲
穂
を
集
め
る
作
業
で
は
、
足
場
の
柔
ら
か
い
田
の
中
を
歩
き
な
が
ら
、
腰
を
落
と

し
、
地
面
に
手
を
伸
ば
し
（
図
10
、
11
）、
稲
穂
の
束
を
担
ぎ
上
げ
、
そ
れ
ら
を
担
い

だ
ま
ま
田
の
中
を
歩
く
（
図
12
）、
と
い
う
動
作
が
基
本
に
な
る
。
稲
束
を
集
め
る
際

に
は
地
面
の
上
に
片
膝
を
つ
い
て
作
業
を
行
う
場
面
も
見
ら
れ
た
。

図10　論者撮影

図11　論者撮影

図12　論者撮影

同
時
進
行
的
に
行
わ
れ
た
の
が
棒
を
地
面
に
立
て
る
作
業
で
あ
る
。
棒
が
け
に
使
用

す
る
長
さ
3
ｍ
ほ
ど
の
丸
木
を
田
の
中
に
一
定
の
間
隔
を
あ
け
て
、
配
置
し
て
い
く
、

そ
の
後
、
専
用
の
道
具
を
使
っ
て
地
面
に
穴
を
空
け
、
丸
木
を
立
て
て
ゆ
く
（
図
13
）。

棒
を
立
て
た
後
に
、
丸
木
の
下
部
、
地
面
か
ら
五
十
cm
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
、
短
い
角

材
を
Ｔ
字
型
に
縛
り
付
け
る
（
図
14
）。
丸
木
の
下
部
に
取
り
付
け
た
角
材
の
左
右
に

稲
穂
を
乗
せ
て
い
く
（
図
15
）。
角
度
が
直
角
に
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
し
て
左
右
同
時

に
積
み
重
ね
る
。

図13　論者撮影

図14　論者撮影

図15　論者撮影

図16　論者撮影

稲
穂
の
束
を
集
め
た
後
は
、
地
面
の
上
に
散
在
し
て
い
る
穂
を
一
本
一
本
拾
い
集
め

る
作
業
を
行
う
。
こ
れ
は
「
落
穂
（
お
ち
ぼ
）
拾
い
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
作
業
の
合

間
の
休
憩
で
は
田
ん
ぼ
の
畦
や
道
路
の
端
な
ど
に
坐
る
姿
が
見
ら
れ
た
（
図
16
）。

145
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参
与

〈
田
の
な
か
の
歩
行
〉

水
分
を
含
ん
だ
柔
ら
か
い
田
の
中
を
歩
く
感
触
は
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
や
コ
ン
ク
リ
ー

ト
な
ど
で
整
地
さ
れ
た
地
面
の
上
を
歩
く
場
合
と
は
異
な
る
。
泥
状
の
地
面
の
た
め
足

を
取
ら
れ
た
り
、
滑
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

〈
稲
束
の
集
約
〉

ま
だ
、
乾
燥
し
て
い
な
い
刈
り
取
っ
た
ば
か
り
の
稲
穂
の
束
は
予
想
以
上
に
重
た
い
。

稲
穂
の
束
を
担
い
だ
ま
ま
、
柔
ら
か
い
土
の
上
を
歩
く
に
は
、
足
元
の
バ
ラ
ン
ス
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
稲
穂
の
束
を
崩
れ
な
い
よ
う
に
す
る
気
配
り
も
必
要
で
あ
っ
た
。
身

体
を
か
が
め
て
束
を
つ
か
み
、
上
体
を
起
こ
し
て
運
び
、
ま
た
身
体
を
か
が
め
て
束
を

置
く
と
い
う
動
作
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
た
。
稲
束
を
担
ぎ
上
げ
る
際
に
は
「
腰
を
落

と
さ
な
け
れ
ば
腰
を
い
た
め
る
」
と
い
う
注
意
も
き
か
れ
た
。

〈
杭
立
て
〉

ま
ず
、
長
く
重
い
丸
木
を
数
本
担
ぎ
田
の
な
か
を
運
ぶ
。
そ
の
次
に
、
道
具
を
使
っ

て
地
面
に
穴
を
あ
け
、
丸
木
を
垂
直
に
持
ち
上
げ
て
ま
っ
す
ぐ
に
突
き
落
す
。
こ
の
と

き
同
時
に
全
身
を
沈
め
る
よ
う
に
す
る
と
深
く
地
面
に
刺
す
こ
と
が
で
き
た
。

〈
稲
穂
掛
け
〉

地
面
の
上
の
低
い
位
置
に
あ
る
稲
束
に
身
を
か
が
め
て
手
を
伸
ば
し
、
そ
れ
を
手
に

す
る
。
上
体
を
起
こ
し
身
体
を
反
転
さ
せ
て
稲
束
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
杭
に
掛
け
る
。
そ

の
よ
う
な
動
作
を
何
度
も
繰
り
返
す
。
作
業
の
後
半
に
な
る
と
、
積
み
重
ね
ら
れ
た
稲

の
位
置
が
高
く
な
る
の
で
、
作
業
に
お
け
る
高
低
差
が
拡
大
し
て
い
く
。
そ
の
た
め
、

地
面
に
身
を
か
が
め
て
手
を
伸
ば
し
、
上
体
を
起
こ
し
て
両
腕
を
高
く
掲
げ
る
よ
う
な

動
作
の
繰
り
返
し
に
な
る
。
背
中
な
ど
体
幹
部
を
大
き
く
動
か
す
よ
う
な
動
作
に
な
る
。

〈
落
穂
拾
い
〉

広
い
田
の
な
か
を
落
穂
を
探
し
て
歩
き
ま
わ
る
。
落
穂
は
束
で
は
な
く
、
一
本
ま
た

は
数
本
で
地
面
の
上
に
散
在
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
よ
く
よ
く
見
て
回
ら
な
い
と
見

落
と
す
。
必
然
的
に
そ
の
姿
勢
は
、
常
に
上
体
を
前
傾
さ
せ
な
が
ら
、
視
線
を
絶
え
ず

地
面
に
向
け
て
歩
く
よ
う
な
も
の
に
な
る
。
落
穂
を
拾
う
際
に
は
、
脚
を
曲
げ
腕
を
伸

ば
し
拾
い
、
ま
た
状
態
を
起
こ
す
と
い
う
動
作
を
繰
り
返
し
た
。

②　

鉋
掛
け
作
業

Ａ　

概
要

こ
の
作
業
は
、
津
軽
地
方
に
お
け
る
登
拝
行
事
。
岩
木
山
お
山
参
詣
大
祭
に
お
い
て

用
い
ら
れ
る
御
幣
づ
く
り
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
御
幣
は
4
ｍ
か
ら
長
い

も
の
で
は
6
ｍ
前
後
か
そ
れ
以
上
に
及
ぶ
。
そ
の
棒
に
、
3
ｍ
か
ら
4
ｍ
ほ
ど
の
鉋
の

削
り
屑
を
数
十
本
束
ね
た
も
の
を
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
長
さ
が
4
分
の
一
程
度
の
カ
ン

ナ
屑
の
束
を
と
り
つ
け
る
。
先
端
に
は
紙
で
制
作
し
た
幣
を
取
り
付
け
る
。
今
回
鳥
井

野
地
区
で
は
棒
の
長
さ
が
約
4
ｍ
ほ
ど
の
も
の
が
制
作
さ
れ
た
。

Ｂ　

環
境
、
条
件

作
業
に
使
わ
れ
る
鉋
は
「
台
鉋
」
で
あ
る
。
長
さ
の
異
な
る
二
種
類
の
も
の
が
用
い

ら
れ
た
。
長
い
も
の
は
材
木
の
表
面
を
平
ら
に
調
整
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
、
短
い
も

の
を
用
い
て
カ
ン
ナ
屑
を
削
り
取
る
作
業
が
行
わ
れ
た
。
長
さ
3
ｍ
あ
ま
り
の
木
製
の

作
業
台
が
用
意
さ
れ
、
そ
の
上
に
材
木
を
の
せ
て
作
業
を
行
っ
た
。
鉋
を
扱
う
人
物
は

作
業
台
の
左
側
に
、
鉋
屑
を
つ
か
む
人
は
反
対
側
の
右
側
に
立
っ
て
作
業
を
行
う
。

Ｃ　

技
能
の
観
察
・
参
与

観
察鉋

を
か
け
る
人
物
は
、
は
じ
め
に
、
鉋
を
両
手
で
持
ち
（
左
手
は
鉋
の
台
の
上
部
を

左
側
か
ら
お
さ
え
、
右
手
は
台
の
面
を
上
か
ら
お
さ
え
て
い
る
）
そ
れ
を
材
木
の
上
に
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あ
て
て
、
上
体
を
前
傾
さ
せ
な
が
ら
両
腕
を
伸
ば
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
鉋
が

材
木
の
端
に
お
か
れ
る
。
次
に
、
身
体
を
若
干
沈
め
て
、
身
体
を
後
方
に
引
く
こ
と
に

よ
っ
て
鉋
を
引
き
始
め
る
。
わ
ず
か
に
引
い
た
と
こ
ろ
で
一
度
止
ま
り
、
助
手
の
人

（
右
端
の
女
性
）
が
カ
ン
ナ
屑
の
端
を
つ
か
む
。

そ
こ
か
ら
、
身
体
を
沈
め
た
姿
勢
を
維
持
し
た
ま
ま
、
一
定
の
速
度
で
後
方
へ
身
体

を
移
動
さ
せ
て
い
く
（
図
17
）。
上
体
の
構
え
は
一
定
し
て
い
て
、
身
体
が
ほ
ぼ
水
平

に
移
動
し
て
い
る
。
カ
ン
ナ
が
材
木
の
上
を
移
動
し
て
ゆ
き
、
薄
い
テ
ー
プ
状
の
カ
ン

ナ
屑
が
削
り
取
ら
れ
て
い
く
。

図17　論者撮影

図18　論者撮影

図19　論者撮影

道
具
を
手
入
れ
す
る
際
に
は
脚
を
深
く
ま
げ
て
、
し
ゃ
が
む
姿
勢
が
と
ら
れ
て
い
た

（
図
18
、
19
）。

参
与周

囲
か
ら
「
鉋
に
体
の
重
さ
を
の
せ
る
よ
う
に
」
と
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
く
。

止
ま
っ
て
い
る
と
き
に
は
鉋
に
体
重
を
乗
せ
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
そ
の
状
態
を

保
っ
た
ま
ま
身
体
を
引
い
て
い
く
こ
と
が
難
し
い
。
身
体
の
重
さ
を
手
に
伝
え
た
ま

ま
、
同
時
に
身
体
全
体
を
後
方
へ
引
い
て
い
く
よ
う
な
身
体
の
使
い
方
が
必
要
で
あ

り
、
腕
と
体
幹
部
の
一
体
感
を
保
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
論
者
が
鉋
掛
け
作
業
の

途
中
で
止
ま
っ
た
り
、
ふ
ら
つ
い
た
り
し
て
い
る
と
、
周
囲
の
人
々
は
「
カ
ラ
ダ
ご
と

引
い
て
い
く
よ
う
に
」「
手
で
引
か
な
い
」「
や
っ
ぱ
り
腰
で
い
く
ん
だ
な
」
と
ア
ド
バ

イ
ス
を
く
れ
た
。

ま
と
め

以
上
、
民
俗
芸
能
や
、
芸
能
と
同
一
の
地
域
で
行
わ
れ
て
い
る
民
間
の
技
術
に
携
わ

る
人
々
の
身
体
の
あ
り
方
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
観
察
か
ら
得
ら
れ
た
各
技

能
に
共
通
す
る
身
体
性
の
特
質
を
以
下
に
整
理
す
る
。

ａ　

地
や
床
の
上
に
坐
る

様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
用
い
て
椅
子
を
使
わ
ず
に
地
床
の
上
に
坐
る
。
脚
部
を

折
り
た
た
み
体
幹
部
を
自
立
さ
せ
た
姿
勢
を
と
る
。

ｂ　

脚
を
曲
げ
た
状
態
を
保
ち
立
つ
、
歩
く

足
首
、
膝
、
股
関
節
の
三
つ
の
関
節
を
曲
げ
上
体
の
位
置
を
低
く
し
た
姿
勢
を
保

つ
。
そ
の
よ
う
な
姿
勢
を
保
ち
身
体
の
上
下
動
を
抑
え
な
が
ら
移
動
す
る
。　
　
　
　

ｃ　

体
幹
部
主
体
の
身
体
操
作
が
行
な
わ
れ
る

背
骨
や
肩
胛
骨
、
胴
体
部
な
ど
体
幹
部
を
主
体
的
に
認
識
し
、
体
幹
部
を
能
動
的
に

動
か
し
て
い
く
傾
向
が
あ
る
。
身
体
末
端
部
の
部
分
的
な
使
用
を
戒
め
る
傾
向
が
あ
る
。

ｄ　

身
体
各
部
位
を
細
や
か
に
操
作
す
る
、
身
体
を
折
り
た
た
む

股
関
節
、
膝
、
足
首
の
三
関
節
を
曲
げ
上
体
の
位
置
を
下
げ
た
姿
勢
を
保
つ
。
脚
部

を
折
り
た
た
み
地
や
床
の
上
に
坐
る
。
そ
の
姿
勢
の
ま
ま
上
体
を
前
後
左
右
に
倒

す
。
体
幹
部
を
柔
軟
に
動
か
す
。
す
な
わ
ち
、
体
幹
部
の
各
骨
格
（
肩
胛
骨
や
背
骨
な

ど
）
を
細
や
か
に
操
作
す
る
。

ｅ　

全
身
の
連
携
や
一
体
感
を
形
成
す
る

背
中
と
手
な
ど
身
体
各
部
位
の
連
携
、
全
身
の
一
体
感
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。

ｆ　

重
さ
を
敏
感
に
感
じ
取
る

身
体
の
重
さ
、
も
し
く
は
身
体
に
か
か
る
重
さ
を
積
極
的
に
感
じ
取
ろ
う
と
す
る
傾

向
が
あ
る
。
身
体
の
重
さ
を
身
体
活
動
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
（
身
体
の

重
心
や
荷
物
、
衣
裳
の
重
さ
の
感
覚
や
、
鉋
に
身
体
の
重
さ
を
乗
せ
る
感
覚
な
ど
。）
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以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
民
俗
芸
能
の
所
作
の
基
礎
と
し
て
実
践
さ
れ
て
い
る
身
体

技
法
は
、
日
常
に
お
け
る
民
間
の
諸
技
能
の
実
践
を
支
え
る
身
体
の
用
い
方
と
同
様
の

特
質
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
能
の
所
作
の
基
本
を
支
え
て
い
る
身
体
の
用
い

方
が
、
芸
能
の
み
な
ら
ず
、
日
常
に
お
い
て
も
重
要
な
身
体
運
用
法
と
し
て
実
践
さ
れ

て
い
る
。
芸
能
す
な
わ
ち
、
非
日
常
的
か
つ
非
生
産
的
な
技
能
に
限
ら
ず
日
常
を
支
え

る
生
産
的
な
技
能
に
お
い
て
も
、
そ
の
基
礎
と
し
て
同
様
の
身
体
技
法
を
確
認
で
き
る
。

二
　〈
日
常
〉
の
身
体
の
延
長
上
と
し
て
の
民
俗
芸
能

こ
こ
で
は
前
章
で
示
し
た
結
果
に
基
づ
き
な
が
ら
、
課
題
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
っ

て
ゆ
き
た
い
。

（
一
）　

日
常
の
身
体
を
表
象
す
る
民
俗
芸
能

先
述
の
よ
う
に
日
常
の
技
能
に
お
い
て
は
分
野
を
超
え
て
共
通
す
る
類
型
的
な
身
体

技
法
が
見
え
て
き
た
。
こ
れ
を
小
林
康
正
の
伝
承
論
に
基
づ
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
「
芸

能
」
や
「
日
常
の
諸
技
能
」
と
い
う
こ
れ
ら
の
異
な
る
分
野
に
お
け
る
複
数
の
「
実
践

の
共
同
体
」
に
お
い
て
、
共
通
性
を
も
っ
た
類
型
的
な
身
体
技
法
が
実
践
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
ら
の
身
体
技
法
は
「
腰
で
担
が
な
け
れ
ば
身
体
を
痛
め
る
」
と
い
う
よ
う
に
、

日
常
に
お
け
る
生
活
や
仕
事
の
作
業
の
質
を
向
上
さ
せ
、
ま
た
身
体
に
な
る
べ
く
無
理

を
か
け
ず
に
力
を
発
揮
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
（
９
）。
そ
れ
は
身
体
を

壊
さ
ず
に
良
い
仕
事
を
長
く
続
け
て
い
く
た
め
の
能
力
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に

お
い
て
日
常
に
「
良
き
こ
と
」
を
も
た
ら
す
身
体
技
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
芸
能
の
所
作
の
基
礎
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
身
体
の

用
い
方
は
、
芸
能
の
身
体
表
現
で
あ
る
以
前
に
、
日
常
を
支
え
る
諸
技
能
の
実
践
に
お

い
て
も
不
可
欠
か
つ
、
根
幹
的
な
身
体
技
法
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
日
常
に
お
け
る
身
体
活
動
の
場
面
を
基
点
に
し
な
が
ら
、
芸
能
を
捉
え
る
よ
う
な

視
座
の
獲
得
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
日
常
を
支
え
る
身
体
技
法
」
と
は
、
日
々
の
暮
ら
し
の
な
か
で
実
践
さ
れ
、
幾
度

と
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
行
為
で
も
あ
り
、
身
体
動
作
の
定
型
化
が
起
こ
る
。
定
型
化
さ

れ
た
身
体
技
法
は
、
そ
れ
自
体
が
汎
用
性
の
高
い
応
用
力
を
備
え
た
身
体
操
作
技
術
に

な
り
得
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
定
型
化
さ
れ
た
汎
用
性
の
高
い
身
体
運
用
法
は
そ
れ

自
体
が
応
用
力
の
あ
る
体
験
的
な
知
識
に
な
る
。
先
の
Ａ
氏
に
よ
る
「
便
所
の
話
」
を

聞
い
て
論
者
は
、
か
つ
て
常
光
徹
が
聴
き
取
り
を
行
っ
た
古
老
の
話
を
連
想
し
た
。

常
光
は
、
石
川
県
能
登
地
方
に
お
け
る
民
俗
調
査
で
、
重
さ
百
㎏
余
り
の
丸
い
石
を

持
ち
上
げ
る
方
法
を
古
老
か
ら
聞
き
と
っ
て
い
る
。
古
老
い
わ
く
そ
の
方
法
と
は
「
石

を
ま
た
い
で
、
バ
バ
た
れ
腰
に
な
っ
て
、
じ
い
っ
と
脛
ま
で
取
っ
て
上
げ
、
脛
の
上

で
、
こ
れ
は
ど
こ
へ
肩
を
つ
け
た
ら
痛
く
な
い
か
、
担
ぎ
よ
い
か
と
い
う
と
こ
を
回
し

て
み
て
、
そ
れ
か
ら
、
痛
く
な
い
と
思
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ら
、
う
つ
む
い
て
、
じ
っ

と
し
て
抱
い
た
ま
ま
、
バ
バ
た
れ
腰
を
伸
ば
し
て
い
く
…
」〔
常
光
徹　

一
九
九
九
：

九
～
十
〕
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
バ
バ
た
れ
腰
」
と
は
和
式
便
器
や
野
外
に
お
け
る
排
便
の
姿
勢
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
日
常
に
お
い
て
日
々
実
践
さ
れ
て
い
た
排
便
行
為
に
か
か
わ
る
際
の
身
体
の
あ
り

方
が
、
重
量
の
あ
る
石
を
持
ち
上
げ
る
際
に
も
有
効
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
話

者
に
と
っ
て
「
バ
バ
た
れ
腰
」
は
自
明
の
身
体
技
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
排
便
時
の
み
な

ら
ず
、
力
仕
事
を
す
る
際
の
身
体
能
力
の
高
め
方
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
伝
え

ら
れ
て
い
る
。

「
バ
バ
た
れ
腰
」
の
よ
う
に
、
個
別
の
事
象
や
分
野
を
超
え
て
、
異
な
る
分
野
間
で

発
生
す
る
「
あ
る
種
の
共
通
性
を
も
っ
た
類
型
的
な
動
作
や
姿
勢
」
は
日
常
に
お
い
て
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日
々
繰
り
返
さ
れ
、
人
々
の
身
体
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
、
経
験
的
な
知
識
と
し
て
蓄
積

さ
れ
る
。「
荷
物
を
担
ぐ
と
き
は
腰
を
お
と
す
」「
鉋
を
全
身
で
引
く
た
め
に
腰
を
お
と

す
」
と
い
う
よ
う
に
、
異
な
る
技
能
間
で
共
有
さ
れ
る
類
型
的
な
身
体
技
法
の
様
態

は
、
人
々
の
眼
に
映
り
、
集
団
の
記
憶
と
し
て
も
共
有
さ
れ
る
。
人
々
は
自
ら
の
体
験

あ
る
い
は
目
撃
に
よ
る
記
憶
に
基
づ
い
て
、
他
者
の
技
量
を
認
識
・
判
断
・
評
価
す
る

こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
身
体
技
法
の
型
は
「
稲
束
を
担
ぎ
上
げ
る
と
き
に
は
腰

を
お
と
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
身
体
運
用
の
知
識
が
説
得
力
や
強

制
力
を
備
え
、
人
々
の
身
体
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

次
に
、
技
能
の
実
践
の
場
で
交
わ
さ
れ
る
言
語
表
現
に
も
触
れ
て
み
た
い
。
橋
本
裕

之
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
言
説
も
身
体
が
生
産
す
る
実
践
の
一
つ
」
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
芸
能
の
所
作
や
日
常
の
仕
事
な
ど
技
能
の
実
践
に
お
け
る
人
々
の
身
体
の
あ

り
方
を
理
解
し
て
い
く
上
で
も
、
そ
こ
に
ま
つ
わ
る
言
語
表
現
に
着
目
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。

日
本
語
の
言
語
表
現
に
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
各
文
化
事
象
に
お
い
て
共
通
す
る

類
型
的
な
身
体
の
あ
り
方
と
符
合
す
る
よ
う
な
身
体
性
を
形
容
す
る
慣
用
句
の
一
群
が

あ
る
。
そ
れ
ら
は
民
俗
芸
能
の
伝
承
に
限
ら
ず
、
農
耕
作
業
や
大
工
仕
事
、
旧
来
の
生

活
様
式
に
至
る
ま
で
広
く
用
い
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
「
腰
で
荷
物
を
担
ぐ
」
な
ど
と

い
う
よ
う
な
「
腰
」
に
ま
つ
わ
る
慣
用
句
の
数
々
で
あ
る
。

「
腰
」
に
ま
つ
わ
る
慣
用
句
は
特
定
の
地
域
に
限
定
さ
れ
ず
広
く
用
い
ら
れ
て
き
た
。

そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
身
体
の
用
い
方
が
日
常
を
よ
り
良
く
し
て
い
く
た
め
に
有
効
で

あ
る
こ
と
を
人
々
が
認
識
し
、
自
ら
の
身
体
を
巧
み
に
使
い
こ
な
す
技
術
と
し
て
、
ま

た
そ
の
よ
う
な
身
体
の
用
い
方
に
価
値
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
美
意
識
、
精

神
性
な
ど
を
（
10
）
共
有
し
て
き
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

「
腰
」
に
ま
つ
わ
る
慣
用
句
の
数
々
は
、
日
常
に
「
良
き
事
」
を
も
た
ら
す
身
体
技
法

を
形
容
す
る
言
葉
と
し
て
人
々
の
間
で
広
く
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

「
腰
」
に
ま
つ
わ
る
言
語
表
現
の
も
つ
意
味
や
そ
の
用
例
な
ど
か
ら
も
う
か
が
い
知

る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
仕
事
を
よ
り
よ
く
行
う
た
め
の
優
れ
た
身
体
能
力
を
発
揮

す
る
こ
の
よ
う
な
身
体
技
法
に
は
、
価
値
が
付
与
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
見
て
み

る
と
、
日
常
の
な
か
で
培
わ
れ
た
身
体
観
や
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
価
値
観
や
美
意
識
な
ど

が
民
俗
芸
能
の
所
作
と
い
う
行
為
を
通
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
（
11
）。

（
二
）　
「
伝
承
を
支
え
生
み
出
す
仕
掛
け
」
と
し
て
の
日
常
的
身
体
技
法

西
郷
由
布
子
は
岩
手
県
の
早
池
峰
神
楽
を
題
材
と
し
、
人
々
が
い
か
に
し
て
神
楽
人

に
「
な
る
」
か
、
そ
の
過
程
に
つ
い
て
着
目
し
て
い
る
。
西
郷
は
こ
の
神
楽
を
単
に
観

察
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
も
現
地
の
人
々
か
ら
舞
を
習
い
、
体
験
に
よ
っ
て
得
ら
れ

る
情
報
も
収
集
し
て
い
る
〔
西
郷　

一
九
九
三
〕。

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
の
な
か
で
、
西
郷
は
東
京
か
ら
舞
を
習
い
に
通
っ
て
い
る
西

郷
た
ち
の
舞
と
、
早
池
峰
の
地
元
の
人
間
で
あ
る
「
彼
ら
」
の
舞
と
の
あ
い
だ
に
は

「
ど
こ
か
違
う
も
の
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
。
そ
の
「
な
に
か
し
ら
の
違
い
」
に
つ
い
て
西
郷
は
、
現
在
「
民
俗
芸
能
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
な
か
で
、
純
粋
に
そ
の
土
地
固
有
の
も
の
と
い
え
る
も
の
は
稀

少
で
あ
り
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
単
に
土
地
の
人
間
と
他
所
の
者
の
差
と
い
う
こ

と
で
は
十
分
説
明
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
、
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
「
な
に
か
」
は

「
芸
能
を
伝
承
す
る
過
程
の
違
い
」
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
方
を

提
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
西
郷
は
、
神
楽
の
舞
手
に
「
な
る
」
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
に
着

目
し
、
そ
こ
か
ら
「
伝
承
を
支
え
生
み
出
す
「
文
化
的
な
仕
掛
け
」」
を
抽
出
す
る
作

業
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、「
仕
掛
け
」
を
構
成
し
て
い
る
主
な
要
素
と
し
て

「
過
去
に
そ
の
人
物
が
見
た
こ
と
の
あ
る
舞
手
の
舞
姿
の
記
憶
の
蓄
積
」
と
「
舞
の
所

作
の
類
型
的
な
パ
タ
ー
ン
の
組
み
合
わ
せ
」
を
挙
げ
て
い
る
。

確
か
に
西
郷
の
い
う
よ
う
に
、
そ
の
土
地
固
有
の
も
の
と
い
え
る
「
民
俗
芸
能
」
は

141
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稀
少
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
「
土
地
の
人
間
と
他
所
の
者
の
差
」
と
い
う
説

明
で
は
「
な
に
か
」
の
違
い
を
充
分
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、「
土
地
の
人
間
と
他
所
の
者
の
差
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
土
地
に
お
け
る
芸
能
の

固
有
性
と
い
う
問
題
以
外
に
も
、
別
の
角
度
か
ら
考
え
て
み
る
余
地
が
ま
だ
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
「
日
常
的
に
実
践
さ
れ
る
身
体
技
法
の
特
質
」
と
い
う
視
点
か

ら
考
え
て
み
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
人
々
が
無
意
識
の
う
ち
に
日
々
繰
り
返
し
、
習

慣
化
し
て
い
る
身
体
の
用
い
方
に
着
目
し
、
西
郷
の
よ
う
な
「
東
京
（
都
市
）」
の
生

活
者
と
、
神
楽
の
あ
る
「
地
元
（
農
村
）」
の
生
活
者
、
と
い
う
よ
う
な
そ
れ
ぞ
れ
の

生
活
環
境
に
生
き
る
人
々
に
よ
る
「
日
常
に
お
け
る
身
体
技
法
の
違
い
」
を
問
題
に
す

る
な
ら
ば
、「
土
地
の
人
間
と
他
所
の
者
の
差
」
と
い
う
説
明
も
場
合
に
よ
っ
て
は
成

立
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
こ
と
は
西
郷
が
着
目
す
る
と
こ
ろ
の
「
芸
能
を
伝
承
す
る
過
程
」
に
つ
い
て
も

関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
「
過
程
」
の
範
囲
を
、
芸
能
に
直
接
的
に
関
わ
る
部

分
・
領
域
に
限
定
せ
ず
、
日
常
に
お
け
る
活
動
に
ま
で
拡
張
し
た
場
合
、
そ
の
プ
ロ
セ

ス
の
初
発
に
あ
た
る
日
常
の
身
体
技
法
の
特
質
そ
の
も
の
が
異
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ

る
。
次
項
に
て
詳
述
す
る
が
、
こ
の
場
合
、
地
元
（
農
村
）
の
人
々
の
日
常
的
な
身
体

技
法
の
方
が
芸
能
に
対
し
て
よ
り
高
い
親
和
性
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

り
、
こ
の
あ
た
り
の
差
異
を
考
慮
し
た
上
で
「
芸
能
を
伝
承
す
る
過
程
」
の
一
端
に
日

常
の
身
体
技
法
を
加
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

仮
に
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
西
郷
が
「
文
化
的
仕
掛
け
」
の
要
素
の
一
つ
と
し
て

示
し
た
「
神
楽
の
記
憶
の
蓄
積
」
に
つ
い
て
も
、「
芸
能
の
記
憶
」
を
「
芸
能
に
ま
つ

わ
る
記
憶
」
の
み
に
限
ら
ず
、
芸
能
を
取
り
巻
く
社
会
に
お
け
る
人
々
の
日
常
の
営
み

に
ま
で
拡
張
し
、
そ
こ
に
人
々
の
日
常
的
な
身
体
活
動
の
光
景
を
も
取
り
込
ん
で
み
る

こ
と
に
よ
り
、
よ
り
生
活
に
根
差
し
た
レ
ベ
ル
か
ら
の
芸
能
伝
承
の
プ
ロ
セ
ス
の
把
握

を
可
能
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
く
な
ら
ば
、「
日
常
の
諸
技
能
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
の

身
体
の
あ
り
方
」
に
ま
つ
わ
る
よ
う
な
「
記
憶
の
蓄
積
」
も
広
義
で
の
「
文
化
的
仕
掛

け
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
日
常
の
諸
技
能
の
実
践

と
い
う
日
々
繰
り
返
さ
れ
る
身
体
活
動
に
お
い
て
、
幾
度
と
な
く
表
出
す
る
類
型
的
な

身
体
技
法
は
、
人
々
の
記
憶
の
な
か
に
蓄
積
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
芸
能
が
伝
承
さ

れ
た
地
に
住
み
、
芸
能
を
見
続
け
、
芸
能
に
ま
つ
わ
る
記
憶
を
重
ね
て
き
た
人
々

は
、
た
と
え
ば
先
の
「
獅
子
踊
り
の
所
作
」
と
「
畑
仕
事
の
身
体
動
作
」
の
話
の
よ
う

に
、
芸
能
だ
け
で
な
く
、
芸
能
を
取
り
巻
く
社
会
に
住
む
人
々
の
「
生
き
て
い
く
た
め

の
活
動
」
を
も
見
て
き
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
生
き
て
い
く
方
法
」
と
し
て

の
身
体
の
用
い
方
に
関
す
る
記
憶
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
記
憶
も
潜
在
的
か
つ
間
接
的

に
存
在
す
る
「
伝
承
を
支
え
生
み
出
す
仕
掛
け
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

西
郷
は
「
文
化
的
な
仕
掛
け
」
の
も
う
一
つ
の
要
素
と
し
て
「
手
ご
と
（
舞
の
所
作

の
類
型
的
な
パ
タ
ー
ン
の
組
み
合
わ
せ
）」〔
西
郷　

一
九
九
五
〕
を
挙
げ
て
い
る
が
、

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
日
常
に
お
け
る
類
型
的
・
定
型
的
な
身
体
の
用
い
方
も
ま

た
「
芸
能
の
所
作
の
学
習
を
助
け
る
仕
掛
け
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

先
述
の
通
り
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
日
常
の
身
体
技
法
は
、
日
々
繰
り
返
さ

れ
る
行
為
の
な
か
か
ら
表
出
し
た
身
体
活
動
の
定
型
的
、
類
型
的
な
相
貌
で
あ
り
、
あ

る
種
の
パ
タ
ー
ン
を
と
も
な
っ
た
「
型
」
と
し
て
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
腰
を

落
と
す
」
と
い
う
身
体
の
用
い
方
、
そ
の
工
夫
そ
の
も
の
が
「
型
」
と
し
て
日
常
の
な

か
で
す
で
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
床
の
上
に
坐
る
際
も
多
様
な
座
り
方
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
あ
る
。
歩
き
方
に
関
し
て
も
「
型
」
と
ま
で
は
い
か
な
い
に
し
て
も
、
荷
物

を
担
い
で
歩
く
際
の
上
下
動
の
少
な
い
歩
行
は
、
日
常
を
支
え
る
た
め
の
身
体
技
法
の

一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
定
着
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
身
体
の
用
い
方
は
、
芸
能
の
基
礎

的
な
身
体
技
法
の
パ
タ
ー
ン
の
な
か
に
も
見
ら
れ
た
。
日
常
の
な
か
で
習
慣
化
さ
れ
定
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型
化
し
た
各
種
の
身
体
の
用
い
方
の
「
型
」
は
、
芸
能
の
各
所
作
の
基
礎
的
動
作
の
な

か
に
様
々
な
か
た
ち
で
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

「
腰
を
落
と
せ
と
い
う
言
い
方
が
子
供
た
ち
に
伝
わ
ら
な
く
な
っ
て
き
た
」
と
い
う

獅
子
踊
り
の
現
場
の
話
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
芸
能
の
伝
承
に
お
い
て
、
そ
の
基
本

的
姿
勢
を
説
明
す
る
場
合
、
も
と
も
と
は
「
足
を
曲
げ
て
立
つ
」
な
ど
と
身
体
各
部
位

の
操
作
方
法
を
具
体
的
に
言
わ
ず
と
も
、「
腰
を
お
と
す
」
と
い
う
身
体
技
法
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
日
常
生
活
の
な
か
で
理
解
・
習
得
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
説
明
を
す
る
必
要
が
無
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
芸
能
の
所
作
の
基
本

の
一
つ
が
、
す
で
に
日
常
生
活
の
中
で
生
活
実
践
と
い
う
行
為
と
し
て
行
わ
れ
て
い

た
、
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

こ
の
こ
と
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
「
定
型
化
し
た
身
体
の
用
い
方
」
そ
の
も
の

が
、「
芸
能
の
所
作
の
習
得
を
助
け
る
潜
在
的
な
仕
掛
け
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
う

か
が
わ
せ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
日
常
の
身
体
活
動
の
な
か
に
芸
能
の
所
作
に

と
っ
て
の
資
源
が
潜
在
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
芸
能
の
所
作

を
拘
束
し
て
い
る
諸
要
素
が
日
常
を
支
え
る
身
体
技
法
の
持
つ
特
徴
と
符
合
す
る
と
い

う
事
態
は
む
し
ろ
必
然
的
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
西
郷
が
地
方
の
芸
能
を
学
習
す
る
際
に
感
じ
た
と

い
う
「
何
か
し
ら
の
違
い
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
要
因
が
必
ず
し
も
芸
能
に
直
接
的
に

関
係
す
る
記
憶
や
体
験
、
学
習
の
方
法
な
ど
に
限
ら
な
い
可
能
性
が
浮
上
す
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、「
東
京
か
ら
来
た
人
」
す
な
わ
ち
都
市
の
在
住
者
で
あ
る
西
郷
に
と
っ
て
の

日
常
的
身
体
技
法
の
「
記
憶
」
や
、
彼
女
自
身
が
習
得
し
て
い
る
日
常
の
身
体
技
法
の

「
型
」
そ
の
も
の
が
、
神
楽
の
あ
る
農
村
の
日
常
の
身
体
技
法
か
ら
す
る
と
異
質
で

あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
三
）　
「
民
俗
芸
能
に
つ
な
が
る
身
体
」
と
「
民
俗
芸
能
か
ら
遠
ざ
か
る
身
体
」

こ
れ
ま
で
、
民
俗
芸
能
と
日
常
の
諸
技
能
に
お
け
る
身
体
技
法
の
共
通
性
に
着
目
し

な
が
ら
、
日
常
の
身
体
の
延
長
上
と
し
て
の
民
俗
芸
能
に
つ
い
て
論
を
展
開
し
て
き

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
一
つ
の
疑
問
が
浮
上
す
る
。
日
常
に
お
け
る
様
々
な
民

間
の
技
術
に
は
類
型
的
な
身
体
技
法
が
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
芸
能
に
お
け
る
基
礎
的
な

身
体
の
用
い
方
に
も
共
通
の
特
質
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
た
も
の
の
、
こ
の

よ
う
な
身
体
の
あ
り
方
は
実
際
に
我
々
の
現
在
の
日
常
に
お
い
て
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど

自
明
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
芸
能
と
日
常
の
技
能
に
共
通
す
る
身
体
技
法
の
特
徴
と
し
て
は

「
脚
を
曲
げ
て
立
つ
」「
身
体
の
上
下
動
が
少
な
い
歩
行
を
行
う
」
な
ど
と
い
う
身
体
の

用
い
方
が
あ
っ
た
。
現
在
の
我
々
の
日
常
に
立
ち
返
っ
て
こ
れ
ら
の
身
体
技
法
を
み
つ

め
る
と
き
、
そ
こ
に
少
な
か
ら
ず
違
和
感
を
お
ぼ
え
る
こ
と
も
ま
た
否
定
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
（
10
）。
洋
服
を
日
常
の
衣
服
と
し
、
椅
子
や
テ
ー
ブ
ル
の
使
用
を
基
本
に
す
る

こ
と
の
多
い
我
々
の
日
常
の
身
体
技
法
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
床
坐
や
腰
を

お
と
し
た
姿
勢
を
重
視
す
る
民
俗
芸
能
や
地
域
社
会
の
日
常
で
実
践
さ
れ
て
き
た
「
在

来
の
身
体
技
法
」
と
は
異
な
る
特
質
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
民
俗
芸

能
を
日
常
の
身
体
の
延
長
上
と
す
る
本
論
の
主
張
と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
論
者
は
こ
こ
に
日
常
の
身
体
と
芸
能
と
の
関
係
性
や
そ
の
距
離

感
と
い
っ
た
も
の
の
歴
史
的
な
変
遷
の
結
末
が
表
れ
て
い
る
と
み
て
い
る
。

実
際
に
獅
子
踊
り
の
伝
承
の
現
場
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
獅
子
踊
り
の
所
作
の
学

習
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
そ
の
基
本
的
な
身
体
の
用
い
方
に
馴
染
め
な
い
人
々
も

見
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
「
蹲
踞
の
姿
勢
」
で
は
、
足
首
の
痛
み
や
身
体
の
バ
ラ
ン
ス
保

持
の
難
し
さ
な
ど
を
訴
え
る
人
も
い
た
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
で
は
足
の
指
や
甲
、
足
首

な
ど
が
深
く
曲
げ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
脚
部
の
柔
軟
性
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
非
常

に
狭
い
接
地
面
積
の
上
に
不
安
定
な
姿
勢
で
上
体
を
支
え
て
い
る
た
め
、
全
身
の
バ
ラ
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ン
ス
や
一
体
感
の
保
持
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
せ
な
け
れ
ば
、
蹲
踞

の
姿
勢
を
と
る
こ
と
す
ら
困
難
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
座
り
方
は
、
日
常
の
な
か
で
普
段
か
ら
多
様
な
床
坐
を
基
本
に
し
た
身

体
技
法
を
実
践
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
苦
労
を
感
じ
さ
せ
な
い
身
体
の

用
い
方
で
あ
る
も
の
の
、
椅
子
を
基
本
に
し
た
生
活
で
は
、
爪
先
や
足
の
甲
、
足
首
な

ど
を
こ
の
よ
う
に
柔
軟
に
用
い
る
機
会
が
少
な
く
、
不
慣
れ
な
姿
勢
の
た
め
、
脚
部
に

無
理
が
か
か
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
の
他
の
事
例
と
し
て
は
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
獅
子
踊
り
の
基
本
姿
勢
で
あ

る
「
腰
を
お
と
し
た
姿
勢
」
に
つ
い
て
も
、「
腰
の
高
さ
」
が
わ
ず
か
に
高
く
な
っ
て

い
く
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
生
活
様
式
の
変
容
な
ど
に
よ
り
日
常
の
な

か
で
脚
を
深
く
曲
げ
て
立
つ
姿
勢
を
と
る
機
会
が
減
少
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ

う
な
身
体
の
用
い
方
に
不
慣
れ
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
、
身
体
の
使
い
方
の
コ
ツ
そ

の
も
の
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
な
ど
が
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
加

え
て
、
そ
の
よ
う
な
身
体
技
法
に
対
す
る
価
値
観
の
衰
退
が
芸
能
の
所
作
の
伝
承
に
対

す
る
拘
束
力
の
低
下
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

そ
の
よ
う
な
事
態
に
至
っ
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
Ａ
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
便
所

事
情
の
変
化
、
す
な
わ
ち
日
常
の
生
活
環
境
の
変
化
も
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、
環
境
や
様
式
が
変
わ
れ
ば
、
身
体
の
用
い
方
も
必
然
的
に
変
わ
ら
ざ

る
を
え
な
い
か
ら
だ
。

Ａ
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
我
が
国
の
便
所
事
情
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
近
年

で
は
小
中
学
校
に
お
け
る
「
ト
イ
レ
に
い
け
な
い
症
候
群
」
が
社
会
問
題
に
な
っ
て
い

る
（
11
）。
こ
れ
ら
の
問
題
の
他
に
、
身
体
を
移
動
さ
せ
る
際
の
歩
行
方
法
に
お
い
て
も

問
題
が
生
じ
る
場
面
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
子
供
た
ち
に
腰
を
お
と
し
た
姿
勢
を
と

ら
せ
て
、
そ
れ
を
保
っ
た
ま
ま
身
体
を
水
平
に
進
め
る
よ
う
に
指
導
し
て
い
る
と
き
、

静
止
状
態
で
は
姿
勢
を
維
持
で
き
る
も
の
の
、
前
進
す
る
際
に
は
脚
が
伸
ば
さ
れ
、
身

体
の
上
下
動
を
と
も
な
っ
た
歩
行
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
動
き
を
し
て
し
ま

う
子
供
が
数
人
見
ら
れ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
七
年
こ
ろ
に
、
指
導
に
あ
た
っ
て
い
た
大
人
た
ち
の
間
で
、

議
論
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、「
自
分
た
ち
の
教
え
方
に
も
問
題
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
子
供
た
ち
に
や
る
気
が
無
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
意
見

が
出
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
、
論
者
が
見
た
限
り
に
お
い
て
は
、
子
供
た
ち

は
そ
れ
な
り
に
努
力
し
て
い
る
様
子
で
あ
っ
た
。「
腰
を
お
と
す
姿
勢
」
ま
で
は
教
え

ら
れ
れ
ば
で
き
る
も
の
の
、
問
題
は
そ
の
先
で
、
そ
の
姿
勢
を
保
っ
た
ま
ま
前
に
進
も

う
と
す
る
と
、
脚
を
伸
ば
し
、
腰
を
高
く
し
て
上
下
動
を
と
も
な
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
普

通
の
歩
き
方
」
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
の
自
明
と
し
て
い
る
身
体
の
用
い
方
す
な
わ
ち
「
脚
を
伸

ば
し
、
上
下
動
を
と
も
な
う
歩
行
方
法
」
が
無
意
識
の
う
ち
に
表
出
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
体
験
し
た
こ
と
の
無
い
未
知
の
動
き
よ
り
も
、
日
常
的
に
身
に
つ
け
た
動
き

が
い
ざ
と
い
う
と
き
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

獅
子
踊
り
の
所
作
の
実
践
に
苦
労
す
る
人
々
の
場
合
、
周
囲
の
人
々
の
指
導
の
良
し

悪
し
や
本
人
の
や
る
気
と
い
っ
た
部
分
で
は
解
決
的
な
い
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
そ
の
人
物
の
日
常
の
な
か
に
獅
子
踊
り
の
基
本
的
な
動
作
に
類
似
す
る
よ
う

な
身
体
技
法
が
存
在
せ
ず
、
本
人
が
日
常
に
お
い
て
自
明
の
も
の
と
し
て
い
る
身
体
技

法
が
獅
子
踊
り
の
基
礎
的
身
体
技
法
に
対
し
て
親
和
性
の
低
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
本
人
に
と
っ
て
は

「
腰
を
お
と
す
姿
勢
」
や
「
深
く
し
ゃ
が
む
姿
勢
」「
上
下
動
を
抑
え
て
歩
く
歩
行
」
な

ど
と
い
う
身
体
の
用
い
方
は
、
な
ん
ら
か
の
専
門
的
か
つ
特
殊
な
身
体
技
法
に
な
り
つ

つ
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
獅
子
踊
り
の
所
作
の
実
践
に
苦
労
し
て
い
る
人
々
が
い
る
な
か
、
一

方
で
誰
も
が
自
然
と
実
践
し
て
い
る
身
体
技
法
が
あ
っ
た
。
と
く
に
子
供
た
ち
は
そ
の
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動
作
に
関
し
て
は
大
人
た
ち
の
指
導
を
受
け
ず
と
も
、
毎
回
し
っ
か
り
と
緊
張
感
さ
え

漂
わ
せ
な
が
ら
行
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
気
を
付
け
」
と
「
礼
」
の
し
ぐ
さ
で
あ

る
。
両
脚
を
伸
ば
し
て
立
ち
、
両
手
を
脚
の
側
面
に
添
え
、
直
立
不
動
の
姿
勢
を
と
り

一
礼
を
す
る
と
い
う
身
体
技
法
は
誰
も
が
自
然
と
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
に

と
っ
て
は
、
獅
子
の
基
本
姿
勢
よ
り
も
、
直
立
不
動
の
「
気
を
つ
け
」
の
姿
勢
の
方
が

身
近
な
身
体
技
法
な
の
で
あ
る
。

「
気
を
つ
け
」
や
「
礼
」
ま
た
は
「
行
進
」
を
す
る
よ
う
な
身
体
技
法
は
、
か
つ
て

の
暮
ら
し
の
よ
う
に
地
域
の
日
常
の
な
か
で
世
代
を
超
え
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で

は
な
く
、
三
浦
〔
三
浦　

一
九
九
四
〕
や
奥
中
〔
奥
中　

二
〇
〇
八
〕
ら
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
近
代
的
な
作
法
や
組
織
的
・
合
理
的
な
行
動
の
技
術
な
ど
と
し
て
指
導
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
習
得
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
国
策
と
し
て
指
導
さ
れ
全
国
的
に
普

及
し
た
標
準
的
か
つ
均
質
的
な
身
体
技
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
我
々
は
む
し
ろ
そ
の

よ
う
な
身
体
の
あ
り
方
を
身
近
に
、
も
し
く
は
常
識
的
な
も
の
と
し
て
感
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
先
の
「
農
村
の
身
体
」「
都
市
の
身
体
」
と
い
う
構
図

も
、
近
代
以
降
の
新
し
い
身
体
技
法
の
「
都
市
と
農
村
に
お
け
る
浸
透
、
定
着
の
割
合

の
違
い
」
と
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
人
々
は
学
校
教
育
の
現
場
に
お
い
て
標
準

的
・
均
質
的
な
近
代
的
身
体
技
法
を
学
習
し
、
多
く
の
場
合
そ
れ
ら
を
社
会
的
な
常
識

と
し
な
が
ら
、
一
方
で
民
俗
芸
能
や
民
間
に
伝
承
さ
れ
た
技
能
な
ど
に
た
ず
さ
わ
る
こ

と
で
旧
来
の
身
体
技
法
を
習
得
・
実
践
し
て
い
る
。
民
俗
芸
能
の
所
作
と
共
通
性
を

も
っ
た
「
旧
来
の
身
体
技
法
」
が
日
常
か
ら
遠
い
存
在
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

近
代
化
に
伴
う
身
体
性
の
変
容
を
考
慮
し
た
場
合
、
見
え
て
く
る
の
が
日
常
の
身
体

の
民
俗
芸
能
か
ら
の
乖
離
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
、「
民

俗
芸
能
と
つ
な
が
り
の
あ
る
身
体
」
の
あ
り
方
で
は
な
く
、
近
代
化
に
お
い
て
普
及
さ

れ
、
標
準
化
、
欧
米
化
し
た
我
々
の
日
常
的
な
身
体
の
あ
り
方
は
「
民
俗
芸
能
か
ら
遠

ざ
か
る
身
体
」
と
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
「
芸
能
の
所
作
と
日
常
の
身
体
技
法
の
特

徴
の
一
致
に
お
け
る
必
然
性
」
も
崩
壊
し
衰
退
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
、
今
回
の
観
察

で
見
ら
れ
た
獅
子
踊
り
の
基
本
姿
勢
に
お
け
る
「
腰
の
高
さ
の
変
化
」
に
つ
い
て

も
、「
腰
を
落
と
す
」
と
い
う
姿
勢
に
対
す
る
日
常
的
な
価
値
観
が
薄
れ
た
た
め
、
単

な
る
芸
能
の
所
作
の
型
を
保
存
す
る
行
為
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
結
果
に
よ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
津
軽
地
方
に
お
い
て
は
旧
来
の
身
体
技
法
が
地
域
社
会
か
ら
完
全
に
消
失

し
た
わ
け
で
は
な
い
。
現
に
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
現
在
で
も
日
常
の
諸
技
能
の

な
か
に
存
在
し
て
い
る
。
民
俗
芸
能
を
と
り
ま
く
現
在
の
社
会
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
見
て
き
た
よ
う
な
民
間
の
技
術
と
の
共
通
性
を
も
つ
旧
来
の
身
体
技
法
と
近
代
化
の

な
か
で
習
得
さ
れ
今
日
自
明
の
も
の
と
な
っ
た
新
た
な
身
体
技
法
の
両
者
が
混
在
し
て

い
る
。
身
体
性
の
二
重
構
造
化
と
も
い
え
そ
う
な
現
象
が
発
生
し
て
い
る
、
と
考
え
ら

れ
る
。

ま
と
め

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
芸
能
や
日
常
の
諸
技
能
に
お
い
て
は
、
分
野
を
超
え

て
存
在
す
る
類
型
的
な
身
体
技
法
が
存
在
し
て
い
た
。
人
々
の
暮
ら
し
の
営
み
の
基
盤

が
日
常
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
両
者
に
共
通
す
る
身
体

技
法
は
、
芸
能
の
所
作
の
基
礎
と
し
て
重
要
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
芸
能
に
至
る
以
前

の
問
題
と
し
て
、
ま
ず
日
常
を
支
え
て
い
く
た
め
の
身
体
の
用
い
方
で
あ
り
「
生
き
て

い
く
た
め
の
方
法
」
と
し
て
の
身
体
の
運
用
法
と
し
て
存
在
し
て
き
た
、
と
い
う
よ
う
な

見
方
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
日
常
に
お
け
る
身
体
活
動
を
基
点
に
し
な
が
ら
、
芸
能

を
捉
え
る
よ
う
な
視
座
の
獲
得
が
可
能
に
な
る
。
日
常
の
諸
技
能
に
お
い
て
、
広
く
そ

の
能
力
を
発
揮
す
る
身
体
技
法
に
は
、
価
値
や
美
意
識
が
付
与
さ
れ
る
。
そ
れ
は
価
値

あ
る
、
良
き
身
体
の
用
い
方
、
ま
た
は
そ
の
姿
と
し
て
人
々
に
認
識
さ
れ
記
憶
さ
れ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
考
え
た
上
で
民
俗
芸
能
に
お
け
る
基
礎
的
な
身
体
技
法
の
特
質
を
見

る
な
ら
ば
、
日
常
に
お
い
て
培
わ
れ
た
「
良
き
事
」
を
も
た
ら
す
身
体
の
あ
り
方
や
、

そ
れ
に
と
も
な
う
価
値
観
、
美
意
識
な
ど
が
、
芸
能
の
所
作
と
い
う
行
為
を
通
し
て
表

現
さ
れ
て
い
る
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
日
常

の
諸
技
能
を
実
践
す
る
身
体
の
あ
り
方
が
、
芸
能
の
所
作
に
と
っ
て
の
文
化
的
な
資
源

と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
構
図
を
描
く
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
一
方
で
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
別
の
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は

近
代
化
に
と
も
な
う
人
々
の
身
体
性
の
変
容
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
身
体
性
の
変
容

は
、
日
常
か
ら
民
俗
芸
能
を
乖
離
さ
せ
る
よ
う
な
方
向
性
を
生
じ
た
。
本
論
に
お
い
て

明
ら
か
に
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
民
俗
芸
能
と
日
常
と
の
「
つ
な
が
り
」
と
は
、
あ
く
ま

で
も
現
在
に
お
い
て
日
常
の
な
か
に
さ
な
が
ら
「
浮
島
」
の
よ
う
に
点
在
す
る
旧
来
の

身
体
技
法
と
民
俗
芸
能
と
の
身
体
の
連
関
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

註（
1
）
民
俗
芸
能
と
い
う
術
語
は
そ
の
定
義
に
未
だ
曖
昧
な
部
分
が
あ
り
、
そ
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は

問
題
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
術
語
の
定
着
は
戦
後
以
降
と
さ
れ
て
い
る
が
、
未
だ
他
に
か
わ

る
術
語
が
定
着
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
主
に
以
下
の
よ
う
な
定
義
に
従
う
（『
日
本
民
俗
事
典
』

〔
福
田
ア
ジ
オ
・
他
（
編
）　

二
〇
〇
六
〕）。
池
田
弥
三
郎
の
定
義
に
従
う
な
ら
ば
、
民
俗
芸
能
と

は
民
俗
に
存
続
す
る
芸
能
や
芸
能
的
事
象
を
、
民
俗
の
一
つ
で
あ
り
民
俗
学
の
対
象
と
し
た
と
き

の
名
が
民
俗
芸
能
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
日
本
の
様
々
な
伝
統
的
芸
能
の

な
か
で
も
民
俗
と
接
合
し
て
い
る
芸
能
に
つ
い
て
限
定
し
た
捉
え
方
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま

た
、
三
隅
治
雄
は
、
民
俗
芸
能
を
、
日
本
人
み
ず
か
ら
の
生
活
に
対
す
る
欲
求
の
集
団
行
動
表
現

で
、
そ
れ
の
歴
史
的
に
堆
積
し
た
も
の
、
と
し
て
い
る
。
尚
、
本
論
で
扱
っ
て
い
る
身
体
の
テ
ー

マ
は
、
必
ず
し
も
民
俗
芸
能
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
日
本
の
伝
統
芸
能
全
般
に
共
通
す

る
点
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
全
て
の
伝
統
的
芸
能
を
同
列
に
論
じ
る

こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
た
め
、
今
回
は
視
野
を
民
俗
芸
能
に
限
定
し
て
論
じ
た
い
。

（
2
）
矢
田
部
英
正
は『
日
本
人
の
坐
り
方
』の
な
か
で
、
日
本
人
は
椅
子
を
使
用
し
な
い
多
様
な
坐
り

方
の
文
化
を
持
っ
て
い
た
。
と
し
、「
正
坐
を
日
本
人
の
正
し
い
坐
り
方
と
し
た
の
は
、
明
治
の

礼
法
教
育
以
降
の
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
〔
矢
田
部　

二
〇
一
一
・
頁
九
四
～
一
二
一
〕。

（
3
）
身
体
知
と
い
う
観
点
の
も
と
に
「
人
で
あ
れ
ば
だ
れ
も
が
も
っ
て
い
る
、
生
き
て
い
く
た
め
に

必
要
な
「
知
」
の
体
系
を
明
ら
か
に
す
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
の
が
野
本
寛
一
・
赤
坂
憲
雄

ら
で
あ
る
〔
野
本
・
赤
坂（
編
）　

二
〇
一
三
〕。
そ
の
な
か
で
、
宮
本
八
惠
子
〔
宮
本　

二
〇
一
三
・

頁
一
七
六
～
一
九
二
〕
は
、
野
良
着
の
形
状
や
構
造
と
人
々
の
身
体
動
作
・
感
性
・
嗜
好
と
の
相

関
関
係
に
着
目
し
た
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

（
4
）
小
山
隆
秀
は
家
伝
の
剣
術
を
継
承
し
な
が
ら
、
弘
前
藩
に
伝
わ
る
武
術
の
稽
古
会
を
主
催
し
て

い
る
。
論
者
は
、
民
俗
芸
能
の
所
作
の
基
礎
と
同
様
の
身
体
運
用
法
を
有
す
る
身
体
技
法
と
し
て

古
流
の
武
術
に
着
目
し
て
お
り
、
小
山
氏
の
協
力
を
得
て
、
弘
前
藩
に
伝
わ
る
武
芸
の
実
践
な
ど

を
通
し
て
武
術
的
な
身
体
操
法
の
習
得
を
進
め
て
き
た
。
武
術
・
武
道
の
世
界
に
お
い
て
も
近
代

化
が
見
ら
れ
、
近
代
化
を
経
た
現
代
的
武
道
と
、
そ
れ
以
前
の
近
世
武
術
と
の
間
に
は
、
身
体
の

用
い
方
や
思
想
な
ど
の
点
に
お
い
て
明
確
な
差
異
が
見
ら
れ
る
。

（
5
）
福
島
真
人
ら
は
、
社
会
的
行
為
理
論
を
学
習
理
論
の
一
部
分
と
し
て
見
る
と
い
う
視
座
の
基
に

「
儀
礼
的
な
行
為
こ
そ
あ
る
意
味
で
社
会
的
ル
ー
テ
ィ
ン
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
」
と
同
時
に

「
様
々
な
身
体
技
法
的
な
も
の
の
萌
芽
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
身
体
知
が
社
会
的
に
構
成
さ
れ

る
た
め
の
、
あ
る
種
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。」
と
い
う
考
え
方
を
基
本
に
し
な
が
ら
「
社
会

的
な
過
程
と
し
て
の
身
体
技
法
」
を
人
類
学
、
民
俗
学
、
認
知
科
学
な
ど
の
視
点
か
ら
描
き
出
し

て
い
る
。〔
福
島
真
人
（
編
著
）
一
九
九
五
〕。　

（
6
）
生
田
久
美
子
は
、『
わ
ざ
言
語
』〔
生
田　

二
〇
一
一
〕
に
お
い
て
、「
わ
ざ
」
の
伝
承
活
動
の

中
で
目
指
さ
れ
て
い
る
「
学
び
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
学
習
者
が
指
導
者
か
ら
学
ぶ

べ
き
も
の
は
何
で
あ
る
か
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
習
得
は
ど
の
よ
う
な
言
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
促
進
さ
れ
て
い
く
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
点
を
問
題
に
し
な
が
ら
、
学
習
者
の
認
知
の
過
程
の

解
明
を
試
み
て
い
る
。

（
7
）
こ
こ
で
い
う
「
良
き
事
」
と
は
、
次
の
よ
う
な
議
論
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
民
俗
芸
能
を
人

類
学
の
立
場
か
ら
研
究
し
た
菅
原
は
広
義
の
身
体
資
源
と
は
、
共
同
体
の
あ
る
成
員
（
た
ち
）
に

よ
っ
て
担
わ
れ
、
他
の
成
員（
た
ち
）に
対
し
て「
良
き
事
」を
も
た
ら
す
身
体
的
な
実
践
の
総
体

で
あ
る
、
と
し
て
い
る
〔
菅
原　

二
〇
〇
七
・
頁
一
五
〕。
ま
た
、
長
澤
壮
平
は
、
当
事
者
の
感

情
や
関
心
に
定
位
さ
れ
る
よ
う
な
芸
能
の
資
源
性
に
着
目
し
「
た
の
し
さ
」「
美
し
さ
」
な
ど
、

心
的
な
資
源
と
し
て
の
「
良
き
事
」
に
つ
い
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
〔
長
澤　

二
〇
〇
七
・
頁

一
～
二
六
〕。

（
8
）
介
護
福
祉
士
の
岡
田
慎
一
郎
氏
は
古
流
の
武
術
に
お
け
る
基
本
的
な
身
体
の
用
い
方
を
介
護
現

場
に
適
用
し
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
岡
田
氏
は
、
肩
胛
骨
な
ど
体
幹
部
の
操
作
や
、
相
撲
の
腰
割

り
な
ど
に
も
通
じ
る
「
腰
の
落
と
し
方
」
を
提
唱
し
て
い
る
。
技
術
解
説
本
が
医
学
書
院
か
ら
出

版
さ
れ
て
い
る
。
松
田
哲
博
（
元
・
一
ノ
矢
、
現
・
相
撲
協
会
指
導
員
）
は
、
肩
胛
骨
か
ら
腕
を

操
作
す
る
、
脚
と
上
体
の
一
体
感
を
保
ち
な
が
ら
腰
を
落
と
し
て
い
く
と
い
う
武
術
的
な
身
体
操

法
が
相
撲
の
基
礎
に
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
〔
松
田　

二
〇
一
〇
〕〔
松
田　
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二
〇
一
一
・
頁
一
六
〇
～
一
八
〇
〕。

（
9
）
武
術
的
身
体
操
法
で
は
骨
格
構
造
を
巧
み
に
活
用
す
る
な
ど
独
特
の
技
法
を
用
い
な
が
ら
単
に

筋
力
や
体
力
に
依
存
し
な
い
身
体
能
力
の
発
揮
を
実
現
す
る
。
こ
の
よ
う
な
技
術
は
近
年
、
介
護

や
救
急
医
療
の
現
場
な
ど
へ
の
応
用
、
さ
ら
に
は
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
へ
の
応
用
が
試
み
ら
れ
成
果
を

あ
げ
て
い
る
。
具
体
的
な
身
体
操
法
に
つ
い
て
、
論
者
は
二
〇
一
二
年
の
日
本
ス
ポ
ー
ツ
心
理
学

会
大
会
に
て
研
究
発
表
を
行
い
、
そ
の
場
で
実
演
も
行
っ
た
。「「
腰
」
の
入
っ
た
身
体
操
作
の
特

質
と
動
作
意
識　

─
日
本
古
流
武
術
の
身
体
操
作
に
基
づ
い
て
─
」
二
〇
一
一
年
一
一
月
二
四
日

（
土
）
金
沢
星
陵
大
学

（
10
）
人
間
が
事
物
に
対
し
て
美
し
い
と
感
じ
る
心
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
時
代
や
地
域
、
社
会
、
集

団
、
さ
ら
に
は
環
境
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
の
「
美
」
の
意
識
に
つ

い
て
、
本
論
で
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。
柳
田
國
男
は
、
人
々
の
行
動
を
そ
の
背
後
で
規
制
す

る
無
形
の
精
神
文
化
に
着
目
し
、
人
々
が
長
く
心
の
底
に
も
ち
伝
え
て
い
る
生
活
の
理
想
や
生
活

方
針
を
指
導
し
て
い
る
も
の
、
幸
不
幸
の
標
準
、
道
徳
律
の
根
本
箇
条
な
ど
を
心
意
現
象
と
呼
ん

だ
。
宮
田
八
惠
子
〔
宮
田　

一
九
九
五
〕
は
仕
事
着
に
関
す
る
研
究
の
な
か
で
、
仕
事
着
は
労
働

の
動
作
を
助
け
、
機
能
性
に
富
ん
で
い
る
だ
け
で
な
く
、
生
活
の
理
想
や
道
徳
律
が
反
映
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
「
美
」
と
言
い
替
え
た
。
宮
本
は
、
仕
事
着
に
は
「
機
能
性
を
兼

ね
備
え
た
「
美
」」
が
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ
は
「
格
好
が
良
い
」「
き
ち
ん
と
し
て
い
る
」

と
い
っ
た
プ
ラ
ス
の
評
価
を
受
け
る
も
の
に
な
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
仕
事
着
の

「
美
し
さ
」
と
は
、
単
に
飾
り
立
て
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
働
く
姿
が
美
し
く

見
え
る
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
本
論
で
問
題
に
し
て
い
る
身
体
技

法
に
つ
い
て
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。「
働
く
姿
」
と
は
仕
事
着
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
着
装
し
た

身
体
の
あ
り
方
も
含
ま
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
生
活
の
最
も
基
本
的
な
要
素
と
し
て
身
体
を

動
か
す
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
日
常
を
支
え
る
身
体
の
用
い
方
、
そ
の
あ
り
方
に
も
一
人
前
の
仕

事
を
こ
な
す
能
力
を
発
揮
す
る
よ
う
な
姿
勢
や
動
き
が
あ
る
。
そ
れ
は
日
常
を
支
え
る
身
体
能
力

の
証
と
し
て
認
識
さ
れ
、
価
値
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、「
腰
が
据
わ
っ
て
い
る
」、「
本
腰

を
入
れ
る
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
身
体
能
力
を
兼
ね
備
え
た
身
体
技
法
に
対
す
る
「
美
」
の
意

識
が
伴
う
と
考
え
て
い
る
。

（
11
）
本
論
で
は
日
常
の
延
長
上
に
民
俗
芸
能
の
身
体
を
捉
え
る
と
い
う
見
方
を
基
本
に
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
、
日
常
の
身
体
技
法
と
し
て
で
は
な
く
、
芸
能
と
し
て
の
特
異
性
や
、

日
常
性
を
離
れ
た
ハ
レ
の
部
分
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
指
摘
も
さ
れ
て
し
か
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。
民
俗
芸
能
の
場
合
、
そ
の
芸

態
や
目
的
は
多
様
で
あ
る
。
儀
礼
的
性
格
の
強
い
も
の
や
、
娯
楽
的
性
格
の
強
い
も
の
も
あ
る
。

単
純
な
所
作
が
反
復
さ
れ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
舞
踊
と
し
て
、
舞
台
芸
術
と
し
て
洗
練
さ
れ
た
複

雑
な
身
体
技
法
を
と
も
な
う
も
の
も
あ
る
。
民
俗
芸
能
の
多
く
は
元
来
信
仰
と
の
関
わ
り
を
も
つ

も
の
が
多
く
、
単
純
な
身
体
技
法
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
呪
術
的
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
場

合
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
芸
能
に
対
し
身
体
の
動
き
の
み
に
着
目
し
た
場
合
、
そ

れ
ぞ
れ
の
芸
能
の
種
類
や
地
域
性
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
身
体
技
法
に
お
け
る
芸
能
と
し
て
の
特

異
性
に
差
異
や
格
差
が
生
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
身
体
技
法
の
側
面
か
ら
の
み
で
は
、
必
ず
し
も
芸

能
と
し
て
の
特
異
性
を
見
出
す
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
方
に

お
い
て
共
通
す
る
部
分
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
定
型
化
さ
れ
た
身
体
技
法
の
パ
タ
ー
ン
が
組
み
合
わ

さ
れ
て
反
復
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
民
俗
芸
能
に
お
い
て
は
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
芸
能
と

し
て
の
若
干
の
特
異
性
が
生
じ
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
衣
裳
や
音
楽
、
し
か

る
べ
き
日
時
や
場
所
と
い
っ
た
諸
要
素
が
付
加
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
日
常
の
動
き
と
さ
ほ

ど
差
異
の
無
い
身
体
技
法
で
あ
っ
て
も
芸
能
と
し
て
の
特
異
性
が
確
立
さ
れ
て
い
く
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
論
者
は
、
日
常
の
家
事
や
生
業
を
支
え
る
身
体
の
用
い
方
す
な
わ
ち
、
ケ
の
身
体
技
法

と
も
い
う
べ
き
身
体
の
使
い
方
が
根
底
に
あ
り
、
そ
こ
に
先
述
し
た
よ
う
な
諸
要
素
や
舞
踊
と
し

て
の
身
体
表
現
な
ど
が
付
加
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
芸
能
と
し
て
特
化
し
て
い
く
と
い
う
見

方
を
基
本
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
常
の
延
長
上
に
民
俗
芸
能
を
置
い
た
場
合
、
ハ
レ
の

部
分
を
ど
の
よ
う
に
見
出
し
て
い
く
の
か
と
い
っ
た
問
い
に
も
つ
な
が
る
。
類
似
の
現
象
と
し
て

食
に
関
す
る
習
慣
の
例
を
挙
げ
て
み
た
い
。
民
俗
に
お
い
て
ハ
レ
の
食
に
は
、
日
常
と
か
け
離
れ

た
高
価
で
貴
重
な
食
材
を
用
い
る
の
で
は
な
く
、
普
段
の
日
常
の
な
か
で
用
い
ら
れ
る
食
材
に
特

別
に
手
間
を
か
け
た
り
、
し
か
る
べ
き
時
や
場
所
で
食
す
る
こ
と
に
よ
り
ハ
レ
の
食
に
な
る
と
い

う
傾
向
が
あ
る
。
た
と
え
ば
安
室
知
〔
安
室
一
九
九
九
〕
は
、
長
野
県
に
お
け
る
正
月
の
料
理
を

例
に
挙
げ
、
ケ
（
日
常
）
の
食
物
と
し
て
他
用
さ
れ
て
い
る
イ
モ
や
コ
ム
ギ
、
ソ
バ
な
ど
の
食
物

が
製
粉
や
擂
り
お
ろ
し
と
い
っ
た
手
の
込
ん
だ
調
製
過
程
を
伴
う
こ
と
で
ハ
レ
の
儀
礼
食
に
な
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
無
論
、
食
物
に
お
け
る
ハ
レ
の
問
題
と
身
体
技
法
に
お
け
る
ハ
レ
の
問

題
を
同
列
に
論
じ
る
こ
と
に
は
慎
重
な
姿
勢
が
望
ま
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
双
方
に
お
い
て
共

通
す
る
点
と
し
て
は
、
ど
ち
ら
も
日
常
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
も
の
が
何
ら
か
の
諸
条
件
を
付

加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ハ
レ
の
場
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

は
、
安
室
の
指
摘
は
芸
能
の
身
体
技
法
に
と
っ
て
も
参
考
に
な
る
も
の
と
考
え
る
。
振
り
返
っ

て
、
本
論
で
対
象
に
し
た
一
人
立
ち
三
匹
獅
子
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、「
腰
を
落
と
す
」
と
い

う
姿
勢
自
体
は
日
常
（
ケ
）
の
身
体
技
法
と
し
て
多
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
を
日
常
の
場
で
は
な
く
、
芸
能
を
披
露
す
る
場
に
お
い
て
踊
り
の
所
作
と
し
て
行
う
こ
と
自

体
、
す
で
に
芸
能
と
し
て
の
特
異
性
や
、
非
日
常
的
な
ハ
レ
の
性
質
を
帯
び
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
特
異
性
や
性
質
は
、
手
の
振
り
方
や
足
の
運
び
方
な
ど
舞
踊
と
し
て
の

身
体
表
現
の
強
化
や
、
獅
子
頭
の
着
装
、
囃
子
の
演
奏
、
演
舞
の
日
時
や
場
所
な
ど
と
い
っ
た
諸

要
素
の
付
加
に
よ
っ
て
さ
ら
に
高
め
ら
れ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
12
）
松
本
潤
一
郎
は
『
社
会
と
文
化
の
問
題
』（
一
九
四
七
・
昭
和
二
二
）
の
な
か
で
当
時
の
日
本

人
の
歩
行
に
つ
い
て
、
歩
調
を
そ
ろ
え
て
、
さ
っ
さ
と
歩
く
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

述
べ
て
、
日
本
人
の
歩
き
方
を
「
改
善
」
す
る
た
め
に
は
ま
ず
履
物
か
ら 

な
お
さ
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
〔
松
本　

一
九
四
七
・
頁
一
〇
七
～
一
〇
八
〕。

（
13
）
弘
前
市
で
も
生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に
配
慮
し
、
市
内
全
て
の
小
中
学
校
へ
の
洋
式
便
器
の
設

置
を
進
め
て
い
る
〔
ひ
ろ
さ
き
市
議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会　

二
〇
一
三
・
三
「
ひ
ろ
さ
き

市
議
会
だ
よ
り
第
三
四
号
」・
頁
六
〕。

文
献

・
安
室
知　

一
九
九
九
『
餅
と
日
本
人
』
雄
山
閣
出
版

・
生
田
久
美
子　

二
〇
一
一
『
わ
ざ
言
語
』
慶
應
大
学
出
版
会

・
伊
藤
純　

二
〇
一
一
「
本
田
安
次
の
民
俗
芸
能
観
と
そ
の
課
題
」　

日
本
民
俗
学
会　

二
〇
一
一

『
民
俗
芸
能
研
究　

五
一
』
民
俗
芸
能
学
会

・
鵜
飼
正
樹　

一
九
九
三
「
大
衆
演
劇
に
お
け
る
芸
能
身
体
の
形
成
」　

民
俗
芸
能
研
究
の
会
／
第
一

民
俗
芸
能
学
会　

一
九
九
三
『
課
題
と
し
て
の
民
俗
芸
能
研
究
』
ひ
つ
じ
書
房

・
大
島
建
彦　

一
九
九
四
『
日
本
民
俗
学
』
東
洋
大
学
通
信
教
育
部

・
大
谷
武
一　

一
九
四
一
『
正
常
歩
』
目
黒
書
店

・
岡
田
慎
一
郎　

二
〇
一
〇
『
古
武
術
介
護
入
門　

─
古
の
身
体
技
法
を
ヒ
ン
ト
に
新
し
い
身
体
介
助

法
を
提
案
す
る
─
』
医
学
書
院

・
奥
中
康
人　

二
〇
〇
八
『
国
家
と
音
楽　

─
伊
澤
修
二
が
目
指
し
た
日
本
近
代
─
』
春
秋
社

・ 

小
山
隆
秀　

二
〇
〇
七
・
七
「
歩
み
」
と
「
走
り
」
の
身
体
伝
承
」
青
森
県
民
俗
の
会　

二
〇
〇
七
・

七
『
青
森
県
の
民
俗
』
青
森
県
民
俗
の
会

・
小
山
隆
秀　

二
〇
〇
三
・
七
「
身
体
技
術
伝
承
の
近
代
化　

─
旧
弘
前
藩
領
に
お
け
る
近
世
流
派
剣

術
か
ら
近
・
現
代
剣
道
へ
の
変
容
に
つ
い
て
」
青
森
県
民
俗
の
会　

二
〇
〇
三
・
七　
『
青
森
県
の

民
俗
』
青
森
県
民
俗
の
会

・
小
林
康
正　

一
九
九
三
「
芸
能
の
解
釈
学
を
め
ざ
し
て
」
民
俗
芸
能
研
究
の
会
／
第
一
民
俗
芸
能
学

会　

一
九
九
三
『
課
題
と
し
て
の
民
俗
芸
能
研
究
』
ひ
つ
じ
書
房

・
小
林
康
正　

一
九
九
五
「
伝
承
の
解
剖
学
」（
編
）
福
島
真
人　

一
九
五
五
『
身
体
の
構
築
学　

─
社

会
的
学
習
過
程
と
し
て
の
身
体
技
法
─
』
ひ
つ
じ
書
房

・
西
郷
由
布
子　

一
九
九
三
「
人
は
ど
う
し
て
「
踊
り
お
ど
り
」
に
な
る
の
か　

─
早
池
峰
神
楽
を
題

材
と
し
て
─
」
民
俗
芸
能
研
究
の
会
／
第
一
民
俗
芸
能
学
会　

一
九
九
三
『
課
題
と
し
て
の
民
俗
芸

能
研
究
』
ひ
つ
じ
書
房

・
西
郷
由
布
子　

一
九
九
五
「
芸
能
を
〈
身
に
つ
け
る
〉」　

─
山
伏
神
楽
の
習
得
過
程
─
」
福
島
真
人

（
編
）　

一
九
五
五
『
身
体
の
構
築
学　

─
社
会
的
学
習
過
程
と
し
て
の
身
体
技
法
─
』
ひ
つ
じ
書
房

・
篠
原
徹　

一
九
九
八
「
民
俗
の
技
術
と
は
何
か
」（
編
）
篠
原
徹　

一
九
九
八
『
現
代
民
俗
学
の
視

点
／
民
俗
の
技
術
』
朝
倉
書
店

・
下
田
雄
次　

二
〇
一
二
・
十
一
「「
腰
」
の
入
っ
た
身
体
操
作
の
特
質
と
動
作
意
識　

─
日
本
古
流

武
術
の
身
体
操
作
に
基
づ
い
て
─
」
日
本
ス
ポ
ー
ツ
心
理
学
会　

二
〇
一
二
・
十
一
「
日
本
ス
ポ
ー

ツ
心
理
学
会
第
三
九
回
大
会
研
究
発
表
抄
録
集
」
日
本
ス
ポ
ー
ツ
心
理
学
会

・
菅
原
和
孝　

二
〇
〇
七
「
序　

─
身
体
資
源
の
共
有
─
」（
編
著
）
菅
原
和
孝　

二
〇
〇
七
『
資
源

人
類
学
〇
九　

身
体
資
源
の
共
有
』　

弘
文
堂

・
常
光
徹　

一
九
九
九
「
初
め
て
の
採
訪
」
昔
話
伝
説
研
究
会　

一
九
九
九
『
昔
話
伝
説
研
究　

第
二

〇
号
』
昔
話
伝
説
研
究
会

・
長
澤
壮
平　

二
〇
〇
七
・
五
「
資
源
と
し
て
の
民
俗
文
化
の
動
態　

─
岩
手
県
岳
神
楽
を
例
に
─
」

日
本
民
俗
学
会　

二
〇
〇
七
・
五
『
日
本
民
俗
学　

二
五
〇
号
』
日
本
民
俗
学
会

・
長
澤
壮
平　

二
〇
〇
九
『
早
池
峰
岳
神
楽　

─
舞
の
象
徴
と
社
会
的
実
践
─
』
岩
田
書
院

・
永
田
衡
吉　

一
九
八
二
『
民
俗
芸
能
・
明
治
大
正
昭
和
』
錦
正
社

・
野
村
雅
一　

一
九
九
九
「
技
術
と
し
て
の
身
体　

─
二
〇
世
紀
の
研
究
史
か
ら
─
」
野
村
雅
一
・
市

川
雅
（
編
）『
叢
書
・
身
体
と
文
化　

第
1
巻　

技
術
と
し
て
の
身
体
』
大
修
館

・
橋
本
裕
之　

二
〇
〇
六
『
民
俗
芸
能
研
究
と
い
う
神
話
』
森
話
社

・
橋
本
裕
之　

一
九
九
五
「
民
俗
芸
能
に
お
け
る
言
説
と
身
体
」
福
島
真
人
（
編
）　

一
九
五
五
『
身

体
の
構
築
学　

─
社
会
的
学
習
過
程
と
し
て
の
身
体
技
法
─
』
ひ
つ
じ
書
房

・
ひ
ろ
さ
き
市
議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会　

二
〇
一
三
・
三
「
ひ
ろ
さ
き
市
議
会
だ
よ
り
第
三
四

号
」
弘
前
市
議
会

・
福
島
真
人
（
編
）　

一
九
九
五
『
身
体
の
構
築
学　

─
社
会
的
学
習
過
程
と
し
て
の
身
体
技
法
─
』

ひ
つ
じ
書
房

・
福
田
ア
ジ
オ
・
他
（
編
）　

二
〇
〇
六
『
精
選　

日
本
民
俗
事
典
』
吉
川
弘
文
館

・
松
尾
恒
一　

一
九
九
三
「
本
田
安
次
の
方
法
と
思
想
」
民
俗
芸
能
研
究
の
会
／
第
一
民
俗
芸
能
学
会 

一
九
九
三
『
課
題
と
し
て
の
民
俗
芸
能
研
究
』
ひ
つ
じ
書
房

・
松
下
清
子　

二
〇
〇
〇
『
津
軽
の
獅
子
舞
・
獅
子
踊
』
北
方
新
社

・
松
田
哲
博　

二
〇
一
〇
『
お
相
撲
さ
ん
の
〝
腰
割
り
〟
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
隠
さ
れ
た
す
ご
い
秘
密
』

実
業
之
日
本
社

・
松
田
哲
博　

二
〇
一
二
『
お
相
撲
さ
ん
の
〝
テ
ッ
ポ
ウ
〟
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
み
る
み
る
健
康
に
な

る
』
実
業
之
日
本
社

・
松
浪
稔　

二
〇
一
三
「
否
定
さ
れ
る
身
体
／
近
代
化
さ
れ
る
身
体
」　

瀬
戸
邦
弘
、
杉
山
千
鶴
（
編
）

『
近
代
日
本
の
身
体
表
象
』
森
話
社

・
松
本
潤
一
郎　

一
九
四
七
『
社
会
と
文
化
の
問
題
』
白
水
社

・
三
浦
雅
士　

一
九
九
四
『
身
体
の
零
度　

─
何
が
近
代
を
成
立
さ
せ
た
か
─
』
講
談
社

・
宮
本
八
惠
子　

二
〇
一
三
「
モ
ノ
を
知
り
、
人
を
追
い
、
暮
ら
し
を
探
る
」
野
元
寛
一
・
赤
坂
憲
雄

（
編
）　

二
〇
一
三
『
暮
ら
し
の
伝
承
知
を
探
る
』
玉
川
大
学
出
版
部

・
宮
本
八
惠
子
・
野
上
彰
子　

一
九
九
五
『
博
物
館
学
芸
員
教
材
テ
キ
ス
ト　

─
有
形
民
俗
資
料
の
調
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査
と
整
理
─
』
財
団
法
人
放
送
大
学
教
育
振
興
会

・
モ
ー
ス
・
Ｍ
（
有
地
亨　

山
口
俊
夫（
訳
））
一
九
八
九
『
社
会
学
と
人
類
学
Ⅱ
』
弘
文
堂 Sociologie 

et A
nthropologie　

M
arcel M

auss　

1968　

 

・
矢
田
部
英
正　

二
〇
一
一
『
日
本
人
の
坐
り
方
』
集
英
社

・
柳
田
國
男　

一
九
三
一
「
明
治
大
正
史
（
世
相
篇
）」
朝
日
新
聞
社
・
柳
田
國
男　

一
九
九
八　

『
柳
田
國
男
全
集　

第
五
巻
』
筑
摩
書
房

・
矢
野
龍
彦
・
金
田
伸
夫
・
長
谷
川
智
・
古
谷
一
郎　

二
〇
〇
四
『
ナ
ン
バ
の
身
体
論　

─
身
体
が
喜

ぶ
動
き
を
探
究
す
る
─
』
集
英
社

Ｕ
Ｒ
Ｌ

・「
弘
前
市
の
人
口
」
平
成
二
二
年
国
勢
調
査
弘
前
市
報
告
書

　

https://w
w

w
.city.hirosaki.aom

ori.jp/gaiyo/tokei/kokusei/22houkokusyo.pdf

・T
he M

useum
 of British Folklore

　

http://w
w

w
.m

useum
ofbritishfolklore.com

/about_the_m
useum

/
 

（
二
〇
一
四
年
一
一
・
二
閲
覧
）

【
付
記
】
獅
子
踊
り
の
所
作
を
根
気
よ
く
指
導
し
て
下
さ
っ
た
旧
岩
木
町
鳥
井
野
獅
子
踊
保
存
会
の
皆

様
、
ま
た
武
術
的
な
身
体
操
法
の
特
質
や
、
武
術
と
芸
能
の
関
わ
り
に
つ
い
て
な
ど
も
ご
教
授
下
さ
っ

た
弘
前
藩
・
卜
傳
流
剣
術
継
承
者
・
小
山
隆
秀
氏
は
じ
め
武
術
稽
古
研
究
会
修
武
堂
の
皆
様
、
さ
ら
に

古
武
術
研
究
家
の
甲
野
善
紀
氏
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
て
お
世
話
に
な
っ
た
多
く
の
皆
様
方
に
こ
の

場
を
か
り
て
謝
辞
を
申
し
上
げ
た
い
。

受
付
日　

二
〇
一
四
年
九
・
一

受
理
日　

二
〇
一
四
年
一
一
・
一
八

133



23

− 　 −

弘前大学大学院地域社会研究科年報　第11号

132　

The Relationship between Japanese Folk Performing Arts 
and Everyday Life in terms of Body Techniques

Yuji SHIMODA

Abstract：
This study focuses on the body techniques used in Japanese folk performing arts and actual 

livelihoods. It has been noted that the characteristic body movements of Japanese folk performing 
arts are “standing in a bended knee posture,” “walking horizontally without lifting the feet,” and 
“kneeling on the floor or ground with the trunk upright.”  

However, these features are not limited to Japanese folk performing arts. They also can be seen 
in agricultural activities, everyday life and, what is more, in traditional Japanese martial arts.

The purpose of this study is to examine the relationship between the body techniques that have 
bolstered traditional livelihoods and the body movements of folk performing arts in a contemporary 
context.

The results of the present study have indicated that there are common typological body 
movements between folk performing arts and livelihoods.

These results can be interpreted, as follows : Some body movements are typical of Japanese 
traditional life. Then the body techniques, previously noted, have increased value in daily life. On 
the other hand, folk performing arts have been handed down in society. It can be thought that the 
value of such body techniques have been reflected in the posture of folk performing arts. The body 
techniques that support traditional livelihoods have been cultural resources for folk performing 
arts.

However, these body movements include bizarre motions in the eyes of people living today, 
because of modernization or Westernization. The following two structures of body techniques can 
be observed today: one for the traditional lifestyle and the other for modern people.

Keywords：folk performing arts, everyday life, body techniques, modernization
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