
身
体
と
社
会
秩
序

（153）1192

は
じ
め
に

　

本
論
は
、
現
代
日
本
に
お
い
て
近
年
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
身
体
へ
の
あ

る
関
わ
り
方
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
社
会
的
な
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
。
具
体

的
に
は
、「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
身
体
へ
の
関

わ
り
方
、
そ
れ
を
説
く
言
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
常
的
な
健
康
や
生
活
習
慣

が
語
ら
れ
る
文
脈
で
、
近
年
見
聞
き
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
身
体
へ
の
こ
の
よ
う
な
関
わ
り
方
の
う
ち
に
、
現
代
社
会
を
問
い
直

す
拠
り
所
と
し
て
身
体
を
語
り
意
味
づ
け
る
知
と
実
践
の
あ
り
よ
う
を
考
察
し

て
い
く
。

　

人
の
身
体
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
生
理
的
・
物
理
的
な
限
界
が
あ
る
が
、
現
代
、

社
会
生
活
の
現
場
で
は
、
そ
れ
を
度
外
視
す
る
か
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
要
求

が
個
々
人
に
の
し
か
か
り
う
る
。
例
え
ば
、
過
酷
な
労
働
で
身
体
を
壊
す
人
は

後
を
絶
た
な
い
。
心
身
の
疲
弊
か
ら
病
気
、
さ
ら
に
は
死
に
い
た
る
こ
と
も
あ

る
。
身
体
は
あ
か
ら
さ
ま
な
暴
力
に
晒
さ
れ
れ
ば
容
易
に
傷
つ
き
壊
れ
て
し
ま

う
。
だ
が
、
一
見
至
極
当
然
と
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
社
会
的
要
求
、
社
会
的

役
割
期
待
に
応
じ
よ
う
と
す
る
努
力
を
通
し
て
、
身
体
ひ
い
て
は
生
そ
の
も
の

が
傷
つ
き
損
な
わ
れ
て
い
く
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
確
か
に
あ
る
。
そ
れ
が
時

に
事
件
と
し
て
注
目
さ
れ
、
社
会
問
題
化
す
る
。
現
代
私
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な

リ
ス
ク
に
脅
か
さ
れ
、
ス
ト
レ
ス
の
多
い
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
荷
重
に
耐
え
う
る
身
体
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
押
し
返
す
力
を
持
た
な
け

れ
ば
、
生
き
延
び
る
こ
と
も
容
易
で
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状

況
下
、
困
難
に
い
か
に
対
処
す
る
か
が
諸
個
人
に
と
っ
て
重
い
課
題
と
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
、「
社
会
的
に
生
み
出
さ
れ
た
問
題
を
自
助
努
力
で
解
決
す
る

よ
う
求
め
」
ら
れ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
事
態
の
ひ
と
つ
と
も
言
え
よ
う

（Baum
an 2005=2008: 191

）。
こ
の
よ
う
な
問
題
状
況
に
い
か
に
接
近
し
う

る
の
か
、
社
会
学
に
と
っ
て
も
こ
れ
は
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
本
論
は
こ
れ
に
、

現
代
人
の
身
体
へ
の
関
わ
り
方
と
い
う
切
り
口
か
ら
考
え
る
）
1
（

。

　

身
体
は
、社
会
に
お
い
て
管
理
の
対
象
で
あ
り
続
け
て
き
た
。Ｍ
・
フ
ー
コ
ー

身
体
と
社
会
秩
序

│
│ 「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
言
説
か
ら
み
る 
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は
、
身
体
管
理
は
資
本
主
義
の
発
展
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た

と
し
て
、
身
体
の
規
律
に
よ
る
管
理
（
身
体
の
解
剖
│
政
治
学
）、
種
で
あ
る

身
体
を
調
整
す
る
管
理
（
人
口
の
生
│
政
治
学
）、
こ
れ
ら
二
つ
の
極
に
お
い

て
展
開
す
る
、
生
に
対
す
る
権
力
を
指
摘
し
た
（Foucault 1976=1986: 

176

）。
こ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
Ｂ
・
タ
ー
ナ
ー
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
秩
序
問
題
は
身

体
管
理
の
問
題
に
言
い
換
え
ら
れ
る
（T

urner 1984=1999: 2

）
と
し
て
、

い
か
な
る
社
会
も
直
面
す
る
、
身
体
管
理
を
め
ぐ
る
四
つ
の
課
題
、
す
な
わ
ち

人
口
の
再
生
産
、
身
体
の
規
制
、
規
律
に
よ
る
抑
制
、
社
会
空
間
で
の
呈
示
を

挙
げ
た
。
現
代
社
会
に
生
き
る
私
た
ち
も
、
日
々
そ
し
て
生
涯
こ
う
し
た
管
理

の
下
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
身
体
管
理
は
、
分
析
的
に
は
右
記
の
ご
と
く
い
く
つ

か
の
異
な
る
極
な
い
し
位
相
に
区
分
さ
れ
う
る
が
、
実
際
、
個
人
の
日
常
生
活

の
現
場
で
は
絡
み
合
い
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
個
人
に
と
っ
て
、

身
体
は
、
幼
少
時
か
ら
の
規
律
訓
練
に
よ
り
学
校
や
労
働
等
さ
ま
ざ
ま
な
場
に

適
合
す
る
よ
う
律
せ
ら
れ
、
配
置
さ
れ
、
各
場
所
に
相
応
し
く
呈
示
さ
れ
、
ま

た
人
口
の
再
生
産
や
健
康
管
理
に
動
員
さ
れ
る
。
人
は
、
生
涯
を
通
じ
て
、
あ

ら
ゆ
る
場
面
に
適
合
的
で
機
能
的
な
身
体
で
あ
る
こ
と
、
可
能
な
限
り
健
康
的

で
生
産
的
な
身
体
で
あ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
、
自
身
の
身
体
を
終
生
日
々
可
能

な
限
り
適
切
に
管
理
す
る
、
と
い
う
責
任
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

右
の
よ
う
な
記
述
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
身
体
を
管
理
に
対
し
て
受
け
身

的
な
客
体
と
し
て
描
く
が
、
他
方
で
、
身
体
は
単
に
外
部
か
ら
管
理
さ
れ
る
客

体
で
は
な
く
、
そ
の
持
ち
主
、
そ
の
身
体
そ
の
も
の
で
あ
る
個
人
に
よ
っ
て
生

き
ら
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
身
体
を
通
し
て
、
身
体
と
し
て
、
社
会
に
参
加
し

働
き
か
け
て
い
る
（M
erleau-Ponty 1945: 8, 147-148

）。
身
体
は
、
権
力

の
関
心
が
集
中
す
る
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
力
に
対
し
て
反
作
用
の
生
じ

る
前
線
、「
権
力
へ
の
抵
抗
の
場
所
」（
田
中2006: 22

）、「
抵
抗
す
る
身
体
」

（
三
上2005: 42

）
等
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
）
2
（

。
例
え
ば
、
後
藤
𠮷
彦
は
身
体

の
社
会
学
研
究
の
系
譜
に
つ
い
て
、
一
方
に
身
体
の
社
会
的
被
制
約
性
に
重
点

を
お
い
た
研
究
、
他
方
に
身
体
の
社
会
的
能
動
性
に
重
点
を
お
い
た
研
究
が
あ

る
、
と
整
理
し
て
い
る
（
後
藤2007: 4-5

）。
で
は
、
身
体
は
管
理
さ
れ
つ
つ
、

そ
れ
に
対
し
て
い
か
に
「
能
動
性
」
な
い
し
「
抵
抗
の
場
所
」
で
あ
る
の
か
。

こ
う
し
た
問
い
は
、
身
体
に
関
心
を
寄
せ
る
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
に
お
い
て
共
有

さ
れ
て
き
た
。

　

本
論
も
ま
た
こ
の
関
心
を
共
有
す
る
が
、
こ
こ
で
は
身
体
そ
の
も
の
よ
り
も
、

身
体
へ
の
関
わ
り
方
に
関
す
る
言
説
、
知
、
そ
の
意
味
に
着
目
し
、
以
下
を
問

う
。
近
年
見
聞
き
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
と
い

う
こ
と
、
こ
の
表
現
に
よ
っ
て
語
ら
れ
意
味
さ
れ
て
い
る
の
は
い
か
な
る
こ
と

か
。
そ
こ
に
は
、
現
代
社
会
と
私
た
ち
の
生
活
へ
の
い
か
な
る
観
点
が
含
ま
れ

て
い
る
の
か
。
そ
の
社
会
的
な
含
意
は
何
か
）
3
（

。

１
．
健
康
と
社
会
│
「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
こ
と
の
布
置

　
「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
こ
と
に
つ
い
て
そ
の
内
容
を
見
て
い
く
前
に
、
ま
ず
、

私
た
ち
の
身
体
へ
の
関
わ
り
方
を
取
り
巻
く
社
会
的
文
脈
を
確
認
す
べ
く
、
現

代
社
会
と
人
々
の
健
康
と
の
関
係
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
る
。
そ
の
上
で
次
に
、
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こ
こ
で
注
目
し
て
い
く
身
体
へ
の
関
わ
り
方
の
社
会
的
布
置
に
つ
い
て
、
概
略

を
示
し
て
お
く
。

　

現
代
日
本
で
は
、
平
均
寿
命
は
世
界
最
高
水
準
に
あ
る
一
方
、
心
身
の
不
調
、

健
康
不
安
を
抱
え
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
人
は
少
な
く
な
い
。
憲
法
第
二
十
五

条
で
は
、「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
の
生
活
を
営
む
権
利
」
が
定
め
ら
れ
て

い
る
が
、
現
代
日
本
で
い
つ
も
健
康
に
暮
ら
す
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な

い
。
先
行
き
不
安
を
も
含
む
厳
し
い
生
活
・
労
働
条
件
、
環
境
破
壊
・
汚
染
、

災
害
や
災
害
不
安
、
共
同
体
的
な
関
係
の
希
薄
化
や
人
間
関
係
の
難
し
さ
な
ど
、

社
会
の
現
状
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ス
ト
レ
ス
や
無
理
を
諸
個
人
に
強
い
、
私
た
ち

の
心
身
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　

他
方
で
、
現
代
人
は
、
健
康
で
あ
る
こ
と
、
健
康
増
進
に
努
め
る
こ
と
を
強

く
求
め
ら
れ
て
い
る
）
4
（

。
健
康
増
進
法
第
二
条
で
は
、「
国
民
は
、
健
康
な
生
活

習
慣
の
重
要
性
に
対
す
る
関
心
と
理
解
を
深
め
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
自
ら
の

健
康
状
態
を
自
覚
す
る
と
と
も
に
、
健
康
の
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
、「
国
民
の
責
務
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
社
会
生
活
に
お
い
て
は
、

人
は
所
属
す
る
集
団
・
組
織
の
成
員
と
し
て
役
割
を
適
切
に
果
た
す
よ
う
期
待

さ
れ
て
お
り
、
一
定
程
度
以
上
健
康
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
実
質
的
な
要
件
と

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
、
生
活
そ
の
も
の
に
支
障
が
生
じ
か

ね
ず
、
周
囲
か
ら
「
負
担
」
と
さ
れ
た
り
、
排
除
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
個
人

は
そ
の
よ
う
な
事
態
に
陥
ら
な
い
よ
う
、
健
康
管
理
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
健
康
の
維
持
な
い
し
健
康
状
態
の
管
理
を
目
指
す
セ
ル

フ
・
ケ
ア
体
制
の
な
か
で
、
自
分
自
身
の
身
体
に
対
し
て
自
己
責
任
を
負
う
よ

う
奨
励
さ
れ
て
い
る
」（Shilling 2012: 7

）。
各
自
、
身
体
の
状
態
を
良
好
に

維
持
・
管
理
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
自
助
努
力
、
自
己
責
任
が
求
め
ら
れ
て
い

る
（
柄
本2002: 2

）
5
（5

）。
し
か
も
そ
の
責
務
は
、「
生
活
習
慣
病
」
と
い
う
カ
テ

ゴ
リ
ー
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
今
や
日
常
生
活
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
事

細
か
に
関
わ
っ
て
い
る
。「
生
活
習
慣
」
に
は
、
文
字
通
り
人
が
生
活
上
行
う

あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
含
ま
れ
得
、
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
健
康
に
配
慮
す
る
ま
な

ざ
し
が
注
が
れ
る
）
6
（

。

　

か
く
し
て
現
代
社
会
で
は
、
一
方
で
は
、
健
康
的
な
生
活
は
権
利
と
さ
れ
な

が
ら
健
康
的
に
生
き
る
こ
と
は
容
易
で
な
く
、
他
方
で
は
、
健
康
で
あ
る
こ
と

は
個
人
の
責
務
と
さ
れ
、
し
か
も
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
が
健
康
へ
の
配
慮
と

結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
で
生
き
る
現
代
人
の
、
健
康
管
理

へ
の
関
心
は
非
常
に
高
い
。
個
人
が
日
常
的
に
行
う
こ
と
の
で
き
る
、
健
康
の

た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
（
以
下
「
健
康
実
践
」）
や
、
関
連
す
る
知
識
が
世

に
出
回
り
、
実
際
に
試
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
健
康
へ
の
関
心
は
、
一
方
で

は
、
健
康
を
脅
か
す
社
会
的
条
件
下
で
自
身
を
守
ろ
う
と
す
る
も
の
、
他
方
で

は
同
時
に
、
社
会
的
要
請
に
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
、
と
言
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
と
い
う
実
践
が
、
身

体
へ
の
適
切
な
関
わ
り
方
と
し
て
近
年
語
ら
れ
て
い
る
。
多
様
な
健
康
実
践
が

あ
る
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
身
体
へ
の
関
わ
り
方
は
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に

あ
る
の
か
。「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
と
い
う
言
葉
に
筆
者
が
し
ば
し
ば
出
会

う
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
は
、
そ
れ
を
理
解
す
る
一
助
に
な
る
。
筆
者
は
、
現
代

日
本
に
お
け
る
身
体
観
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
行
っ
て
い
た
途
上
、
二
〇
一
〇
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年
前
後
、
当
時
、
健
康
実
用
書
・
雑
誌
や
、
西
洋
医
学
に
対
し
て
代
替
的
な
健

康
実
践
を
専
門
的
に
行
う
人
々
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
こ
の
言
葉
を
頻

繁
に
見
聞
き
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
言
葉
が
語
ら
れ
る
の
を
多
く
見
聞
き
し
た

の
は
、
健
康
・
身
体
管
理
に
関
わ
る
局
面
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
現
代
社
会
で

支
配
的
な
西
洋
医
学
に
対
し
て
代
替
的
な
医
療
や
健
康
法
と
親
和
的
な
文
脈
に

お
い
て
で
あ
っ
た
。
右
記
の
調
査
研
究
で
は
、
一
般
向
け
の
健
康
に
関
す
る
言

説
か
ら
、
現
代
日
本
に
お
け
る
身
体
へ
の
二
つ
の
対
照
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
分

節
化
し
た
（
草
柳2015: 151-160
）。
ひ
と
つ
は
、
身
体
を
、
主
に
専
門
的
な

知
識
や
技
術
を
用
い
て
操
作
・
管
理
す
る
対
象
と
し
て
扱
う
も
の
、
も
う
ひ
と

つ
は
、
身
体
を
そ
れ
自
身
で
自
ら
を
良
好
に
維
持
す
べ
く
働
い
て
い
る
も
の
と

考
え
、
身
体
の
要
求
に
従
う
こ
と
を
重
視
す
る
。
大
雑
把
に
は
、
前
者
は
現
代

支
配
的
な
医
学
・
科
学
的
な
身
体
観
、
後
者
は
い
わ
ば
代
替
医
療
的
な
身
体
観

と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
後
者
の
発
想
に
立
っ
た
身
体
へ
の
関
わ
り
方
を
表

現
す
る
象
徴
的
な
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
と
い
う
言
葉
が

し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
位
置
づ
け
は
、
今
回
取
り
上
げ
る

図
書
言
説
に
お
い
て
も
追
認
さ
れ
た
。

　

以
上
を
踏
ま
え
、
次
に
、「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
こ
と
を
主
題
と
し
て
一

般
向
け
に
書
か
れ
た
図
書
を
精
査
し
、
い
か
な
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
の
か

を
み
て
い
く
。

２
．「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
と
い
う
こ
と

　

現
代
日
本
で
「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
こ
と
を
題
ま
た
は
副
題
に
含
む
図
書

は
、
国
立
国
会
図
書
館
図
書
検
索
に
よ
れ
ば
二
〇
一
七
年
六
月
時
点
で
三
八
点

で
あ
っ
た
。こ
こ
で
は
、現
代
日
本
読
者
を
直
接
の
対
象
と
し
て
日
本
語
で
「
か

ら
だ
の
声
を
き
く
」
こ
と
を
主
題
と
し
て
書
か
れ
た
図
書
二
二
点
を
対
象
）
7
（

に
、

そ
の
語
ら
れ
方
を
探
る
。

　
「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
こ
と
を
題
に
含
み
こ
れ
を
主
題
と
す
る
最
初
の
国

内
図
書
は
、
右
記
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
れ
ば
一
九
九
四
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。

以
後
一
九
九
〇
年
代
中
に
三
点
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
七
点
、
二
〇
一
一
年
か
ら

一
七
年
の
六
年
余
に
一
一
点
と
、
出
版
点
数
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
多
く

は
、
健
康
を
テ
ー
マ
と
す
る
実
用
書
で
あ
る
。
大
掴
み
に
言
え
ば
、「
か
ら
だ

の
声
を
き
く
」
と
い
う
身
体
へ
の
関
わ
り
方
な
い
し
そ
の
知
識
は
、
一
九
九
〇

年
代
半
ば
頃
よ
り
こ
こ
約
二
〇
年
の
間
に
次
第
に
散
見
さ
れ
広
ま
っ
て
き
て
お

り
、
決
し
て
大
き
な
ト
レ
ン
ド
で
は
な
い
と
し
て
も
一
定
の
量
的
な
ま
と
ま
り

を
持
っ
て
、
身
体
と
健
康
に
関
す
る
一
般
向
け
言
説
の
一
角
を
占
め
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
）
8
（

。

　

ま
た
こ
れ
ら
の
図
書
の
著
者
に
目
を
向
け
る
と
、
漢
方
医
、
鍼
灸
師
、
あ
ん

摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
、
指
圧
師
、
整
体
師
、
ヨ
ガ
指
導
・
実
践
者
、
中
国
料
理
研

究
家
等
が
主
な
肩
書
き
と
し
て
並
ぶ
。
こ
こ
か
ら
、
先
述
の
よ
う
に
「
か
ら
だ

の
声
を
き
く
」
こ
と
が
西
洋
医
学
に
対
し
て
代
替
的
な
東
洋
的
医
療
、
健
康
法
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の
文
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
の
図
書
と
そ
の
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
大
き
く
三
つ
の
主
要
ト

ピ
ッ
ク
を
析
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
具
体
的
な
健
康
実
践
の
指
南
、

第
二
に
、
身
体
の
仕
組
み
・
作
用
等
に
関
す
る
解
説
、
第
三
に
、
現
代
社
会
の

諸
問
題
を
身
体
に
関
連
さ
せ
た
議
論
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
図
書
毎
の
分
類
で

は
な
く
、
図
書
横
断
的
に
内
容
を
捉
え
た
上
で
括
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
一

冊
の
本
の
中
に
右
の
三
つ
が
展
開
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
実
際
、
健
康
実

践
の
指
南
（
第
一
）
に
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
実
践
が
よ
い
の
か
と
い
う
説
明

（
第
二
）
が
通
常
伴
う
。
ま
た
、
現
代
社
会
の
あ
り
方
と
そ
の
問
題
が
、
現
代

人
の
身
体
と
そ
の
健
康
を
取
り
巻
く
背
景
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
位
置
づ
け
ら

れ
る
社
会
的
文
脈
と
し
て
語
ら
れ
る
（
第
三
）。
各
図
書
は
、
そ
の
中
心
的
な

ト
ピ
ッ
ク
が
第
一
の
も
の
で
あ
る
場
合
、
健
康
実
用
書
と
い
う
様
相
を
呈
し
、

第
二
に
力
点
が
あ
る
と
、
身
体
論
、
解
説
書
、
第
三
に
力
点
が
置
か
れ
る
と
、

現
代
社
会
論
と
い
う
様
相
の
強
い
も
の
と
な
る
。

　

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ト
ピ
ッ
ク
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
か
を
探
り
、

「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
を
把
握
し
て
い
く
。

（
１
）
健
康
実
践
の
指
南
│
か
ら
だ
の
声
を
き
く
と
い
う
実
践

　

一
般
に
健
康
に
関
す
る
実
用
書
は
、
健
康
維
持
・
増
進
の
た
め
に
何
を
す
べ

き
か
、
具
体
的
な
方
法
を
指
南
す
る
。「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
こ
と
を
冠
す

る
図
書
で
も
同
様
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
紹
介
さ
れ
る
。
そ
の
多
く
は
、
漢

方
、
ヨ
ガ
、
瞑
想
、
鍼
灸
、
温
法
、
食
事
法
、
そ
の
他
手
当
法
な
ど
、
先
述
の

よ
う
に
西
洋
医
学
に
対
し
て
代
替
的
な
、
東
洋
医
学
的
な
知
識
を
背
景
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
著
者
達
も
そ
れ
ら
の
専
門
家
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
い
ず
れ
の

方
法
に
も
共
通
す
る
基
本
は
、「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
こ
と
で
あ
る
。

「
健
や
か
に
暮
ら
す
た
め
の
ち
ょ
う
ど
い
い
生
き
方
を
見
つ
け
る
い
ち
ば

ん
簡
単
な
方
法
は
、
体
の
声
を
聴
く
こ
と
で
す
」。（
安
保2005: 4

）（
傍

線
筆
者
、
以
下
す
べ
て
同
様
）。

「
体
が
ほ
し
が
っ
て
い
る
も
の
を
食
べ
る
」（
桜
井2014: 36

）。「
患
者
は
、

し
っ
か
り
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
分
の
体
で
感
じ
る
「
文
字
に
で
き

な
い
知
識
」
を
感
覚
と
し
て
得
て
い
る
。
そ
れ
を
生
か
す
の
が
健
康
に
い

い
」。（
桜
井2014: 170

）

「
最
も
効
果
が
あ
る
の
は
、
体
が
快
い
と
感
じ
る
こ
と
を
す
る
こ
と
で
す
。

要
望
に
マ
ッ
チ
す
る
と
体
は
安
定
し
ま
す
。
逆
に
言
え
ば
、
症
状
が
強
く

な
る
こ
と
は
体
の
声
に
対
応
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
」。（
谷

2012: 22

）

「
た
と
え
ば
、
テ
レ
ビ
や
雑
誌
で
「
体
に
い
い
」
と
い
わ
れ
て
い
て
も
、

私
は
そ
れ
が
自
分
に
必
要
な
も
の
か
ど
う
か
、
ま
ず
体
に
聞
き
ま
す
。
体

が
何
を
本
当
に
必
要
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
声
に
素
直
に
し
た
が
う
ん

で
す
」。（
ウ
ェ
ン2006: 14

）
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右
記
引
用
の
安
保
は
医
学
者
、
桜
井
は
漢
方
医
、
谷
は
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ

指
圧
師
、
ウ
ェ
ン
は
中
国
料
理
研
究
家
で
あ
る
。
専
門
は
異
な
れ
ど
異
口
同
音

に
、
か
ら
だ
の
声
を
き
く
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
る
。
具
体
的
な
方
法
は

シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
薄
着
に
な
っ
て
い
る
と
体
が
ス
ー
ス
ー
し
て
、

あ
た
か
も
「
も
う
少
し
着
て
下
さ
い
」
と
体
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ

る
は
ず
で
す
。
そ
の
声
に
聞
き
従
い
ま
し
ょ
う
」（
谷2012: 44

）。「
自
分
の

体
で
、「
背
中
の
ゾ
ク
ゾ
ク
感
」「
皮
膚
の
ざ
わ
ざ
わ
感
」「
独
特
の
頭
の
痛
み
方
、

痛
み
場
所
」
な
ど
を
感
じ
て
み
る
。
…
（
中
略
）
…
風
邪
に
な
り
か
け
の
サ
イ

ン
が
出
た
ら
す
ぐ
暖
か
く
す
る
」（
桜
井2014: 192

）。

　

こ
こ
で
「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
と
い
う
言
葉
を
「
か
ら
だ
の
声
」
と
「
き

く
」
に
分
け
て
読
み
解
く
な
ら
、
ま
ず
「
か
ら
だ
の
声
」
と
は
、
比
喩
的
な
表

現
で
あ
り
、
右
記
に
「
ス
ー
ス
ー
」「
ゾ
ク
ゾ
ク
感
」「
ざ
わ
ざ
わ
感
」「
痛
み
」

と
並
ぶ
よ
う
に
、
身
体
に
感
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
感
覚
│
│
痛
み
、
冷
え
、
暑
さ
、

疲
労
感
、空
腹
感
、乾
き
等
々
│
│
で
あ
る
。「
自
分
の
感
覚
で
体
を
守
る
」（
桜

井2104: 170

）、「
自
分
の
感
覚
を
大
事
に
」（
橋
本2016: 48

）
等
々
に
あ
る

「
自
分
の
感
覚
」
は
「
か
ら
だ
の
声
」
を
言
い
換
え
た
も
の
と
言
え
る
。
こ
こ

で
三
つ
の
こ
と
に
留
意
す
る
。
ひ
と
つ
は
、「
か
ら
だ
の
声
」
は
、
身
体
が
発

す
る
「
内
な
る
声
」
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
む
し
ろ

身
体
が
身
を
晒
し
て
い
る
「
外
」
に
対
す
る
身
体
自
身
の
感
覚
で
あ
り
反
応
で

あ
る
。二
つ
め
に
、「
自
分
の
」
と
再
三
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、そ
れ
は
「
自

分
に
し
か
わ
か
ら
な
い
」（
滝
村2015: 32

）、「
今
こ
こ
」
に
固
有
の
も
の
で

あ
る
。
例
え
ば
、
同
じ
気
温
三
〇
度
湿
度
六
〇
％
で
も
、
暑
く
て
不
快
と
感
じ

る
人
も
い
れ
ば
、
快
適
と
感
じ
る
人
も
い
る
。
同
じ
人
で
も
時
と
場
合
に
よ
り

そ
の
感
じ
方
は
異
な
る
だ
ろ
う
。
其
々
の
そ
の
時
々
の
身
体
に
応
じ
て
固
有
の

「
体
感
」
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
か
ら
だ
の
声
」
で
あ
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、

こ
こ
に
は
、
第
一
に
、
他
者
に
よ
る
外
か
ら
の
観
察
（
例
え
ば
専
門
家
に
よ
る

診
断
）、
第
二
に
、
固
有
の
身
体
の
「
今
こ
こ
」
を
越
え
た
一
般
性
を
排
除
す

る
論
理
が
含
ま
れ
て
い
る
。
三
つ
め
に
、
こ
の
声
は
、
き
こ
う
と
す
れ
ば
き
こ

え
る
が
、
き
か
な
け
れ
ば
き
こ
え
な
い
、
つ
ま
り
そ
こ
に
あ
る
実
体
と
い
う
よ

り
は
「
注
意
」（M

erleau-Ponty

）
に
対
し
て
現
れ
て
く
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
注
意
と
は
、「
単
に
先
在
し
て
い
る
所
与
に
よ
り
多
く
の
照
明
を

あ
た
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」、「
今
ま
で
単
に
未
決
定
な
地
平
の
形
で
し

か
提
供
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
を
顕
在
化
し
主
題
化
す
る
よ
う
な
、
新
し
い

対
象
の
積
極
的
な
構
成
」（M

erleau-Ponty 1945=1967: 70

）
で
あ
る
）
9
（

。
何

か
に
没
頭
し
て
い
れ
ば
、
客
観
的
な
気
温
や
湿
度
が
ど
う
で
あ
れ
、
そ
れ
を
身

体
が
ど
う
感
じ
て
い
る
か
な
ど
は
意
識
さ
れ
ま
い
。
心
頭
滅
却
す
れ
ば
火
も
ま

た
涼
し
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

　

次
に
、「
き
く
」
こ
と
は
ま
ず
、
感
じ
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

「
き
く
」
と
い
う
語
に
元
来
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
相
手
の
意
見
・
要
求
な

ど
を
受
け
入
れ
る
」（
親
の
言
う
こ
と
を
き
く
）、「
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
、
人

に
情
報
・
答
え
を
求
め
る
」（
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
ら
き
い
て
く
だ
さ

い
）
と
い
っ
た
意
味
（
講
談
社
『
類
語
大
辞
典
』）
で
も
使
わ
れ
て
お
り
、
後

者
の
場
合
は
「
か
ら
だ
に
き
く
」
と
い
う
言
い
方
に
も
な
る
。「
体
の
〝
こ
う
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し
た
い
〞
と
い
う
意
思
や
欲
求
を
感
じ
取
る
」「
伝
わ
っ
て
き
た
体
の
言
い
分

を
無
視
し
な
い
で
、
ち
ゃ
ん
と
聞
い
て
実
行
し
て
あ
げ
る
」（
夏
目2011: 

120
）。「
き
く
」
に
は
、
感
じ
る
、
よ
り
積
極
的
に
尋
ね
て
情
報
・
答
え
を
求

め
る
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
、
そ
れ
に
応
え
る
、
従
う
、
と
い
っ
た
、
自
身
の

身
体
感
覚
へ
の
重
層
的
な
関
わ
り
方
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
上
で
、
か
ら
だ
の
求
め
に
従
う
と
は
、
簡
明
に
、
身
体
に
と
っ
て
気
持

ち
の
よ
い
こ
と
を
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。「
必
要
な
こ
と
が
な
さ
れ
る
と
、
快

い
感
覚
を
も
っ
て
体
は
応
え
て
く
れ
ま
す
」（
谷2012: 22

）。「
体
が
「
快
」

に
な
る
ほ
う
へ
動
く
」、「
体
が
「
快
」
に
な
れ
ば
、
心
も
「
快
」
に
な
る
の
で
、

そ
ん
な
行
動
の
積
み
重
ね
が
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
好
循
環
を
生
み
ま
す
」（
夏
目

2011: 125, 126

）。
身
体
の
快
へ
の
志
向
、
快
＝
正
解
と
い
う
発
想
が
こ
こ
に

見
ら
れ
る
。

（
２
）
身
体
の
仕
組
み
・
作
用
等
に
関
す
る
解
説
│
身
体
に
備
わ
る
力
と
自
然

　

で
は
、
な
ぜ
「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
こ
と
が
健
康
の
た
め
の
適
切
な
、
さ

ら
に
は
最
善
の
方
法
な
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
、
身
体
の
仕
組
み
、
作
用
等

に
関
す
る
解
説
が
、
こ
れ
も
ま
た
異
口
同
音
に
展
開
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
身

体
に
は
そ
れ
自
身
を
適
切
に
維
持
す
る
力
が
本
来
備
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
考

え
方
が
示
さ
れ
る
。

「
体
の
訴
え
を
聴
け
ば
病
気
は
治
る
。
体
は
自
分
自
身
を
治
そ
う
と
働
い

て
い
ま
す
。
体
の
正
し
い
反
応
を
止
め
な
い
こ
と
が
、
病
気
か
ら
脱
却
す

る
最
善
の
方
法
で
す
」。（
安
保2005: 66

）

「
体
は
自
ら
元
気
に
な
る
方
法
を
知
っ
て
い
る
」。（
谷2012: 22

）

「
体
に
必
要
な
も
の
は
体
が
知
っ
て
い
ま
す
。
体
調
が
乱
れ
た
と
き
に

「
こ
う
い
う
と
き
に
は
○
○
が
い
い
ら
し
い
。
じ
ゃ
あ
○
○
を
食
べ
よ
う
」

と
頭
で
考
え
ず
に
、「
な
に
が
食
べ
た
い
の
？
」
と
ま
ず
は
体
に
聞
い
て

み
ま
し
ょ
う
」。（
ウ
ェ
ン2006: 15

）

「
人
間
は
、
必
要
な
も
の
を
お
い
し
い
と
本
能
的
に
感
じ
る
よ
う
に
で
き

て
い
る
か
ら
だ
。
水
分
が
必
要
な
ら
喉
が
渇
い
て
水
が
お
い
し
い
。
塩
分

が
必
要
な
ら
む
し
ょ
う
に
塩
気
が
ほ
し
く
な
る
。
そ
の
延
長
の
感
覚
を
生

か
す
だ
け
で
あ
る
」。（
桜
井2014: 36

）

　

身
体
に
は
自
ら
を
生
か
す
力
が
備
わ
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
そ
の
力
は
「
本
能
」

「
生
命
力
」（
夏
目2011: 30

）
と
い
っ
た
語
で
表
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
自
然
の

力
で
あ
る
。「
自
然
治
癒
力
」
は
そ
の
典
型
的
な
表
現
で
あ
る
。

「
お
灸
は
自
然
治
癒
力
を
引
き
出
す
技
術
」、「
自
然
治
癒
力
と
は
、
生
き

物
の
す
べ
て
が
も
っ
て
い
る
「
生
命
力
」
か
ら
生
ま
れ
ま
す
」。「
こ
う
し

た
生
命
の
力
を
東
洋
医
学
で
は
、「
気
」
と
い
っ
て
、
そ
の
力
を
引
き
出
し
、

め
ぐ
ら
せ
れ
ば
、
か
ら
だ
は
自
然
と
「
元
気
」
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
た
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の
で
す
」。（
高
橋2013: 21, 25, 26

）

　
「
人
は
自
然
の
一
部
」（
桜
井 2014: 160

）
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
「
か
ら

だ
の
声
を
き
く
」
こ
と
の
論
拠
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
身
体
観
は
、「
も
は
や

「
自
然
の
所
与
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
選
択
可
能
な
現
象
と
な
っ
て
い
る
」

（Shilling 2012: 5
）
と
シ
リ
ン
グ
が
指
摘
す
る
現
代
的
な
身
体
観
と
は
対
極

的
で
あ
ろ
う
。「
か
ら
だ
の
声
」
に
対
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
し
ば

し
ば
言
及
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、「
頭
で
考
え
る
」「
テ
レ
ビ
や
雑
誌
か
ら
得
る

知
識
」「
言
葉
や
文
字
に
で
き
る
知
識
」「
健
康
診
断
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
も
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
。

（
３
） 

現
代
社
会
の
諸
問
題
と
身
体
│
か
ら
だ
の
声
が
き
こ
え
な
い
と
い
う

問
題

　

で
は
、
な
ぜ
「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
こ
と
の
大
切
さ
が
今
説
か
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
。
著
者
ら
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
「
か

ら
だ
の
声
」
を
き
け
な
い
と
い
う
事
態
が
広
が
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
が
人
々
や
社
会
に
生
じ
て
い
る
た
め
、
で
あ
る
。
問
題
は
、
単
に
個
人

の
健
康
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
現
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
は
、
人
々
が
自
分

の
「
か
ら
だ
の
声
」
を
き
け
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
起
き
て
い
る
、
と

い
う
語
り
方
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
。
こ
こ
に
社
会
と
身
体
と
の
関
係
に
関
す

る
論
が
説
き
お
こ
さ
れ
る
。

　

先
に
整
理
す
る
な
ら
ば
、
社
会
と
身
体
の
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
主
に
二

方
向
に
展
開
さ
れ
る
。
一
方
で
は
、「
か
ら
だ
の
声
」
を
き
け
な
い
・
き
か
な

い
こ
と
に
よ
る
問
題
の
現
象
化
、
と
い
う
議
論
（〈
身
体
↓
社
会
〉
論
）、
他
方

で
、
社
会
の
変
化
に
よ
る
身
体
へ
の
負
の
影
響
│
│
か
ら
だ
の
声
が
き
け
な
く

な
る
こ
と
（〈
社
会
↓
身
体
〉
論
）
が
論
じ
ら
れ
る
。
両
者
合
わ
せ
て
負
の
ス

パ
イ
ラ
ル
と
な
る
。

　

ま
ず
〈
身
体
↓
社
会
〉
論
を
見
て
い
く
。
竹
内
常
一
と
瀬
口
豊
廣
は
、
そ
れ

ぞ
れ
「
子
ど
も
」「
少
年
」
の
い
じ
め
や
犯
罪
と
い
う
社
会
問
題
を
と
り
あ
げ
、

そ
の
背
景
に
、
私
た
ち
が
か
ら
だ
の
声
を
き
け
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る

と
い
う
。

「
こ
こ
ろ
も
ま
た
か
ら
だ
の
声
を
き
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
そ
れ
は
か

ら
だ
を
抑
圧
し
、
虐
待
す
る
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
子
ど
も
が
自

分
の
か
ら
だ
を
虐
待
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
友
だ
ち
の
か
ら
だ
に
無
遠
慮

な
い
じ
め
・
迫
害
を
加
え
る
の
で
す
。
…
（
中
略
）
…
ワ
ー
カ
ホ
リ
ッ
ク

な
教
師
は
自
分
の
か
ら
だ
を
虐
待
し
て
い
る
た
め
に
、
子
ど
も
の
か
ら
だ

を
虐
待
す
る
の
で
す
」。（
竹
内1988: 96

）

　

瀬
口
の
著
書
は
『
少
年
犯
罪
│
│
か
ら
だ
の
声
を
聴
か
な
く
な
っ
た
脳
』
と

題
さ
れ
、
現
代
社
会
で
「
か
ら
だ
と
頭
の
乖
離
」（
瀬
口2005: 14-15

）
が
生
じ
、

「
意
識
で
操
作
し
う
る
と
考
え
て
身
体
を
い
じ
く
っ
て
き
た
結
果
」、「
い
じ
め

や
少
年
犯
罪
」
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
き
た
と
論
じ
る
（
瀬
口2005: 42

）。

　

ス
ト
レ
ス
社
会
も
、
形
井
秀
一
に
よ
れ
ば
、
人
々
が
自
分
の
「
か
ら
だ
の
声
」
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を
き
け
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
曰
く
、
ス
ト
レ
ス
は
「
自
分
の

な
か
に
つ
く
ら
れ
た
自
分
自
身
を
律
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
識
と
自
分
の
心
身

の
欲
求
が
対
立
す
る
と
こ
ろ
」（
形
井1997: 129

）
に
生
じ
る
の
だ
が
、「
心

身
が
疲
弊
し
、
悲
痛
な
声
を
上
げ
て
い
る
と
き
」、
そ
の
「
身
体
の
声
」
を
き

け
ず
に
「
自
分
を
苦
し
め
て
い
る
人
が
多
い
状
況
が
、
ま
さ
に
ス
ト
レ
ス
社
会
」

（
形
井1997: 129
）
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
現
代
人
が
「
か
ら
だ
の
声
」
を
き
け
な
く
な
っ
て
い
る
た

め
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
社
会
レ
ベ
ル
で
生
じ
て
い
る
、
と
さ
れ
る
一
方
、
社

会
の
あ
り
方
が
身
体
に
も
た
ら
す
負
の
影
響
、〈
社
会
↓
身
体
〉
論
が
語
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
主
に
、
な
ぜ
現
代
人
は
「
か
ら
だ
の
声
」
が
き
け
な
く
な
っ
て
い

る
の
か
、
と
い
う
問
い
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
社
会
の
近
代
化
と
以
後
の
発
展
で
あ
る
。「
明

治
政
府
の
富
国
強
兵
と
い
う
国
策
」
に
よ
る
、「
国
民
の
か
ら
だ
」
の
「
兵
隊

の
身
体
」
へ
の
「
加
工
」
や
「
高
度
成
長
期
を
通
じ
て
急
速
に
普
及
し
た
テ
レ

ビ
や
洗
濯
機
、
車
、
電
話
と
い
っ
た
暮
ら
し
の
利
便
性
を
追
求
し
た
数
々
の
快

適
商
品
」（
瀬
口2005: 13

）、「
社
会
が
展
開
し
て
き
た
消
費
拡
大
路
線
」
や

「
電
子
ツ
ー
ル
」
に
よ
る
「
視
覚
偏
重
型
社
会
」（
瀬
口2005: 15

）、
一
九
八

〇
年
代
の
「
情
報
化
」、
一
九
九
〇
年
代
の
「
極
端
な
清
潔
志
向
時
代
」、「
バ
ー

チ
ャ
ル
」
の
社
会
へ
の
浸
透
（
小
池2013: 61, 73, 85

）
等
々
。

「
高
度
に
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
ん
だ
現
代
社
会
で
は
、
頭
脳
に
意
識
が
偏
重

し
が
ち
で
、
自
分
の
身
体
と
向
き
合
う
機
会
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
」。（
千
葉2009: 41

）

　

社
会
の
発
展
に
伴
い
私
た
ち
は
、「
人
工
的
な
環
境
」（
竹
内1998: 53

）、

「
都
市
化
し
た
環
境
」（
高
橋2013: 147

）
の
な
か
で
生
活
す
る
よ
う
に
な
り
、

そ
こ
に
「
頭
脳
」
的
に
適
応
し
て
き
た
一
方
、「
か
ら
だ
と
い
う
自
然
性
」（
瀬

口2005: 14

）
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
近
代

以
後
の
「
進
歩
」「
発
展
」
が
弊
害
を
も
た
ら
し
て
き
た
と
い
う
論
調
は
よ
く

あ
る
も
の
で
、
目
新
し
い
主
張
で
は
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
近
代
化
以
後
の
社

会
の
変
化
が
問
題
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
後
述
の
論
点
に
つ
な
が
る
も
の
と

し
て
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
た
こ
こ
で
も
、「
頭
」「
頭
脳
」「
身
体
を
操
作
し
う
る
と
考
え
て
い
る
意

識
」（
瀬
口
）
や
、「
自
分
自
身
を
律
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
識
」（
形
井
）
が
、

か
ら
だ
の
声
を
き
く
こ
と
と
対
立
す
る
も
の
、
私
た
ち
を
「
か
ら
だ
の
声
」
か

ら
遠
ざ
け
る
も
の
と
し
て
、
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
。
な
お
、

都
市
化
し
た
環
境
へ
の
頭
脳
に
よ
る
適
応
、
と
い
う
論
は
、
Ｇ
・
ジ
ン
メ
ル
が

「
大
都
市
と
精
神
生
活
」（Sim

m
el 1903=1994: 270-271

）
に
お
い
て
展
開

し
た
議
論
と
重
な
る
。

　

以
上
、
三
つ
の
主
要
ト
ピ
ッ
ク
を
軸
に
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
主
な
事
柄
を

概
観
し
て
き
た
。
健
康
実
践
と
し
て
、「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
こ
と
が
推
奨

さ
れ
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
身
体
に
は
自
ら
を
生
か
す
自
然
の
力
が
本
来
備

わ
っ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
た
。
し
か
し
、
現
代
人
は
往
々
に
し
て
「
か
ら
だ

の
声
を
き
く
」
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
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題
を
引
き
お
こ
し
て
い
る
（〈
身
体
↓
社
会
〉
論
）
と
同
時
に
、
現
代
社
会
の

あ
り
方
が
身
体
の
声
か
ら
現
代
人
を
遠
ざ
け
て
お
り
、
身
体
に
負
の
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
（〈
社
会
↓
身
体
〉
論
）
と
い
う
、
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
を
形
作
る

議
論
が
見
出
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
論
理
に
従
う
な
ら
ば
、「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
こ
と
は
、
個
々

人
の
健
康
的
で
快
適
な
生
に
つ
な
が
る
の
み
な
ら
ず
、
現
代
社
会
の
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
の
改
善
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
現
代
社
会
は
、
人
々
を
「
か

ら
だ
の
声
」
か
ら
遠
ざ
け
る
方
向
に
「
発
展
」
し
て
き
て
お
り
、
そ
う
し
た
社

会
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
問
い
な
お
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

か
く
し
て
「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
こ
と
の
大
切
さ
、
必
要
性
が
説
か
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
を
、
以
下
「
か
ら
だ
の
声
」
論
と
略
称
す
る
。
し

か
し
こ
の
主
張
に
は
、
そ
の
正
当
性
を
め
ぐ
っ
て
さ
ら
に
論
拠
が
必
要
と
な
る
。

３
．「
か
ら
だ
の
声
」
論
に
み
る
身
体
と
社
会

　
「
か
ら
だ
の
声
」
論
に
よ
れ
ば
、「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
こ
と
が
正
解
な
の

は
、
そ
れ
が
自
然
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
論
理
は
、
そ
れ

自
体
正
当
で
も
自
明
で
も
な
い
。
逆
に
、
自
然
を
人
間
が
制
御
す
べ
き
も
の
と

し
、
身
体
や
生
命
を
専
門
知
識
や
技
術
を
用
い
て
管
理
・
操
作
し
て
い
く
こ
と

を
よ
し
と
す
る
自
然
観
・
身
体
観
が
、
他
方
に
は
あ
る
。
む
し
ろ
後
者
の
方
が

現
代
で
は
支
配
的
な
潮
流
を
な
し
て
い
る
。「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
こ
と
と

対
置
さ
れ
て
い
た
、「
頭
」「
頭
脳
」「
知
識
」「
身
体
を
操
作
し
う
る
と
考
え
て

い
る
意
識
」
等
々
は
、
い
ず
れ
も
後
者
の
立
場
か
ら
身
体
を
制
御
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
か
ら
だ
の
声
」
論
を
下
支
え
し
て
い
る

の
は
、
人
は
自
然
の
一
部
で
あ
り
そ
れ
に
従
う
、
と
い
う
自
然
観
、
身
体
観
で

あ
り
、
こ
の
発
想
自
体
の
正
当
性
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

以
下
の
よ
う
な
身
体
と
社
会
の
捉
え
方
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
。
先
に
要
点
を
述

べ
る
な
ら
ば
、
論
者
ら
は
、
身
体
と
社
会
の
歴
史
的
時
間
に
目
を
向
け
る
。
身

体
が
生
き
延
び
て
き
た
時
間
は
、
社
会
の
そ
れ
よ
り
も
遙
か
に
長
い
こ
と
、
こ

れ
が
社
会
よ
り
「
か
ら
だ
の
声
」
の
優
位
性
を
説
く
論
拠
と
な
っ
て
い
る
。

　

今
の
私
た
ち
の
身
体
は
、「
ヒ
ト
属
が
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
か
ら
分
化

し
た
の
が
二
百
万
年
前
。
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
に
な
っ
た
の
が
二
十
五
万
年
前

と
も
四
十
万
年
前
と
も
言
わ
れ
て
い
る
」、
さ
ら
に
「
ほ
乳
類
の
起
源
を
さ
か

の
ぼ
れ
ば
二
億
二
千
五
百
万
年
前
ま
で
辿
り
着
く
」（
小
池2013: 89

）
と
、

種
を
こ
え
て
長
い
時
間
を
経
て
き
た
と
さ
れ
る
。「
か
ら
だ
の
声
」
と
は
、「
体

内
の
恒
常
性
を
維
持
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
＝
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
の
一
環
」（
北
村

2011: 27

）（
夏
目2011: 22

）
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
）
10
（

、「
太
古
の

祖
先
か
ら
受
け
継
が
れ
た
本
能
的
な
衝
動
」（
北
村2011: 30

）
で
あ
る
、
と

し
て
、
そ
れ
が
「
私
た
ち
の
体
を
維
持
す
る
の
に
必
要
な
方
向
を
指
し
示
し
て

く
れ
る
」（
北
村2011: 30

）
と
語
ら
れ
る
。
身
体
は
、
個
人
の
も
の
と
し
て

よ
り
も
、
ヒ
ト
と
い
う
種
さ
え
も
こ
え
て
、
地
球
上
の
生
命
史
を
通
じ
て
進
化

し
生
き
延
び
て
き
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
身
体
を
も
っ
て

い
る
（
で
あ
る
）
個
々
人
は
、「
私
た
ち
の
ひ
と
り
残
ら
ず
、
悠
久
の
時
間
を

抱
え
込
ん
で
生
存
し
て
い
る
」（
小
池2013: 218

）
と
さ
れ
る
。
他
方
で
、
現
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代
社
会
は
、
と
言
え
ば
、「
産
業
革
命
が
ほ
ぼ
二
百
五
十
年
前
、
明
治
維
新
は

百
四
十
五
年
ほ
ど
昔
。
私
が
直
接
知
っ
て
い
る
の
は
、
た
か
だ
が
五
十
五
年
強

だ
が
、
こ
の
期
間
だ
け
で
も
社
会
の
変
化
は
凄
ま
じ
く
、
私
た
ち
は
そ
の
加
速

し
続
け
る
ス
ピ
ー
ド
に
追
い
つ
く
の
が
精
一
杯
だ
っ
た
」（
小
池2013: 89

）
と
、

そ
の
歴
史
は
ご
く
浅
い
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
変
化
の
ス
ピ
ー
ド
が
速
い
。

　

こ
う
し
て
、
一
方
に
、
長
い
生
命
史
的
時
間
を
「
内
包
」
す
る
「
身
体
」
と

そ
の
「
個
人
」、
他
方
に
、
そ
れ
に
比
べ
て
ご
く
短
い
時
間
し
か
持
た
な
い
「
社

会
」
と
そ
の
最
近
の
急
激
な
変
化
（
近
代
化
）、
と
い
う
「
身
体
と
社
会
」
の

構
図
が
描
き
出
さ
れ
る
。

「
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
ど
こ
ろ
か
生
命
体
と
し
て
の
進
化
の
時
間
、
三
十

数
億
年
前
に
誕
生
し
た
地
球
上
の
生
命
が
連
綿
と
受
け
継
い
で
き
た
時
間

を
考
え
る
な
ら
、
今
、
目
の
前
で
起
き
て
い
る
変
化
だ
け
に
焦
点
を
絞
る

の
は
、
と
て
も
危
険
な
こ
と
で
は
な
い
か
」。「
総
体
と
し
て
の
か
ら
だ
は
、

ま
っ
た
く
目
に
見
え
な
い
長
大
な
時
間
を
内
包
し
た
存
在
と
し
て
「
あ

る
」
の
だ
か
ら
、
機
能
的
、
数
量
的
な
方
向
に
ば
か
り
突
き
進
む
現
実
と

は
折
り
合
い
が
つ
き
ま
せ
ん
」。（
小
池2013: 90, 91

）

「
人
間
は
大
自
然
の
一
部
、
宇
宙
の
分
身
で
あ
り
、
自
然
の
摂
理
の
中
で

生
き
て
い
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
自
然
の
一
部
で
あ
る
体
の
反
応
も
迷
い

な
く
受
け
止
め
ら
れ
る
。
体
内
で
起
こ
る
反
応
に
も
、
身
を
任
せ
ら
れ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」。（
安
保2005: 123

）

　

自
然
の
一
部
で
あ
る
「
か
ら
だ
の
声
」
は
、
近
代
化
以
後
の
「
社
会
」
の
声

よ
り
も
、
私
た
ち
に
と
っ
て
遙
か
に
確
か
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
が
こ

う
し
て
導
か
れ
る
。

４
．
身
体
と
社
会
の
秩
序
│
か
ら
だ
の
声
を
き
く
こ
と
の

　
　

意
味
を
め
ぐ
っ
て

　

以
上
こ
こ
ま
で
、「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
を
、

こ
れ
を
主
題
と
す
る
図
書
を
通
し
て
探
っ
て
き
た
。
で
は
、
こ
う
し
た
「
か
ら

だ
の
声
」
論
の
社
会
的
な
含
意
は
い
か
な
る
も
の
か
。「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」

こ
と
の
勧
め
は
、
一
見
ソ
フ
ト
な
フ
レ
ー
ズ
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
、
現
代

社
会
と
私
た
ち
の
生
活
に
対
し
て
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
批
判
的
観
点
を
含
ん
で
い

る
こ
と
は
今
や
明
白
で
あ
る
。

　

第
一
に
、「
か
ら
だ
の
声
」
論
は
、
科
学
的
・
専
門
的
、
一
般
的
で
普
遍
性

の
高
い
知
識
よ
り
も
、「
自
分
に
し
か
わ
か
ら
な
い
」、「
今
こ
こ
」
の
身
体
感

覚
に
注
意
を
向
け
従
う
こ
と
の
大
切
さ
、
正
し
さ
を
説
く
こ
と
で
、
通
常
の
知

の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
逆
転
│
│
現
代
支
配
的
な
観
点
か
ら
言
え
ば
│
│
さ
せ
て

い
る
。
現
代
社
会
で
支
配
的
な
考
え
で
は
、
人
の
身
体
に
つ
い
て
よ
く
知
り
う

る
の
は
、
専
門
的
な
知
識
、
訓
練
、
そ
し
て
技
術
を
有
す
る
医
学
等
の
専
門
家

で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
欠
け
る
素
人
は
、
た
と
え
自
分
自
身
の
も
の
で
あ
っ
て
も

身
体
の
状
態
は
よ
く
わ
か
ら
ず
、
専
門
家
の
診
断
に
頼
る
し
か
な
い
。
こ
の
信
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憑
が
医
療
制
度
、
専
門
制
度
を
支
え
て
い
る
。
し
か
し
「
か
ら
だ
の
声
」
論
は
、

こ
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
も
と
で
「
主
観
的
」「
曖
昧
」「
素
人
判
断
」
な
ど
と
し

て
価
値
剥
奪
さ
れ
て
き
た
、
個
人
の
感
覚
を
掬
い
上
げ
、
科
学
的
・
専
門
的
な

知
の
優
位
性
を
引
き
下
げ
る
。「
普
段
か
ら
体
の
声
を
聴
い
て
い
れ
ば
、
基
本

的
に
健
康
診
断
は
必
要
な
い
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
」（
安
保2005: 37

）
と

い
う
言
葉
に
は
、
こ
の
「
逆
転
」
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
理
屈
か
ら
、

「
頭
」「
頭
脳
」
も
ま
た
格
下
げ
さ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
「
逆
転
」
の
正
当
性

は
、
身
体
の
自
然
性
を
根
拠
に
明
言
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
、「
か
ら
だ
の
声
」
論
は
、
こ
う
し
て
掬
い
上
げ
ら
れ
た
「
か
ら
だ

の
声
」
を
「
き
く
」
よ
う
に
求
め
る
こ
と
で
、
現
代
的
な
社
会
生
活
の
問
い
直

し
を
迫
る
。
通
常
私
た
ち
は
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
に
従
い
、
社
会
的
に
規

定
さ
れ
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
リ
ズ
ム
の
下
で
日
常
生
活
を
営
ん
で
い
る
。
い
わ

ば
、
現
代
と
い
う
時
代
の
「
社
会
の
声
」
に
従
っ
て
生
き
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
社
会
生
活
の
秩
序
が
保
た
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。そ
れ
に
対
し
て
、「
か

ら
だ
の
声
」
は
、「
社
会
の
声
」
と
必
ず
し
も
対
立
的
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
、
別
の
声
で
あ
る
こ
と
は
確

か
で
あ
り
、
現
代
の
生
活
規
範
と
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
衝
突
し
う
る
。

「
私
た
ち
の
多
く
は
、
自
己
内
部
で
規
範
と
欲
求
の
対
立
が
起
き
た
と
き
、

規
範
を
守
る
側
に
立
つ
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
多
く
の
場
合
正
し
い
に
違
い
な

い
。
し
か
し
、
心
身
が
疲
弊
し
、
悲
痛
な
声
を
上
げ
て
い
る
と
き
は
自
分

の
心
身
の
側
に
立
っ
て
あ
げ
た
い
。
心
身
を
休
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

に
、
敵
方
に
回
っ
て
自
分
を
苦
し
め
て
い
る
人
が
多
い
状
況
が
、
ま
さ
に

ス
ト
レ
ス
社
会
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
…
（
中
略
）
…
自
分
自
身
の
側
に

立
っ
て
、
心
身
の
声
に
耳
を
傾
け
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。（
形

井1997: 192

）

「
一
方
で
、
自
分
と
い
う
計
測
器
が
せ
っ
か
く
正
解
を
出
し
て
い
る
の
に
、

間
違
っ
た
方
向
に
い
く
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
は
世
間
の
「
常
識
」
が
あ
る

か
ら
だ
。
…
（
中
略
）
…
体
が
嫌
が
っ
て
い
て
も
、
つ
い
「
常
識
」
に
従
っ

て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
…
（
中
略
）
…
そ
ん
な
時
は
思
い
切
っ
て
自
分

の
ほ
う
を
信
じ
て
動
い
て
ほ
し
い
」。（
桜
井2104: 195

）

　
「
規
範
」
や
「
世
間
の
常
識
」
よ
り
「
か
ら
だ
の
声
」
を
優
先
せ
よ
│
│
「
か

ら
だ
の
声
」
論
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
は
、

例
え
ば
、
休
養
よ
り
仕
事
優
先
の
働
き
方
・
働
か
せ
方
に
疑
問
符
が
つ
く
こ
と

に
な
る
。「
日
本
の
過
剰
な
労
働
の
現
況
は
医
療
や
健
康
食
品
な
ど
に
強
力
に

支
え
ら
れ
て
い
る
」
が
、
例
え
ば
風
邪
に
か
か
っ
た
と
き
に
は
「
四
〜
五
日

ゆ
っ
く
り
休
ん
で
」
か
ら
ま
た
仕
事
を
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
ら
れ
な
い
か
、「
薬

や
医
療
で
無
理
や
り
身
体
を
動
か
し
て
働
き
続
け
よ
う
と
す
る
こ
と
も
な
い
だ

ろ
う
」
と
形
井
は
述
べ
る
（
形
井1997: 104

）。「
体
調
が
悪
く
て
も
「
た
る

ん
で
い
る
だ
け
」
と
頑
張
り
す
ぎ
て
し
ま
う
人
が
多
い
。
自
分
の
感
覚
を
信
じ

て
、
対
策
に
動
い
て
み
る
こ
と
を
お
す
す
め
す
る
」（
桜
井2014: 173

）。
こ

の
よ
う
な
主
張
は
ご
く
真
っ
当
な
も
の
と
も
言
え
る
が
、
実
際
個
人
が
日
常
そ
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の
通
り
に
ふ
る
ま
う
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
く
、
無
理
を
せ
ざ
る
を
得

な
い
状
況
に
多
く
の
人
が
置
か
れ
て
い
る
。
現
実
の
労
働
条
件
も
往
々
に
し
て

個
々
人
の
身
体
の
状
態
に
き
め
細
か
く
対
応
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
。
だ

が
そ
の
上
で
、
な
お
「
か
ら
だ
の
声
」
論
は
、「
か
ら
だ
の
声
」
を
唯
一
つ
の

根
拠
と
し
て
、
こ
の
現
状
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、
社
会
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場

面
で
人
々
が
求
め
ら
れ
強
い
ら
れ
が
ち
な
無
理
を
、
規
範
や
常
識
に
背
い
て
で

も
止
め
る
こ
と
を
、
よ
り
正
し
い
こ
と
と
し
て
推
奨
す
る
。
ひ
い
て
は
そ
の
よ

う
な
無
理
を
成
員
に
強
い
る
こ
と
の
よ
り
少
な
い
集
団
・
組
織
、
社
会
を
よ
り

望
ま
し
い
も
の
と
し
て
提
起
し
、
社
会
の
「
発
展
」
を
問
い
直
す
。

　

第
三
に
、
し
か
も
、
規
範
や
常
識
を
含
め
社
会
生
活
を
問
い
直
す
、
そ
の
唯

一
の
拠
り
所
は
「
か
ら
だ
の
声
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
発
想
に
馴
染
み
の

な
い
人
々
に
と
っ
て
は
、
正
体
不
明
、
甚
だ
曖
昧
で
不
確
か
な
も
の
に
違
い
な

く
、
お
よ
そ
有
力
な
根
拠
と
は
認
め
が
た
い
。
の
み
な
ら
ず
そ
れ
は
、
恐
ら
く

私
た
ち
が
社
会
化
過
程
で
む
し
ろ
積
極
的
に
ネ
グ
レ
ク
ト
す
る
よ
う
に
規
律
訓

練
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、「
か
ら
だ
の
声
」

論
は
、
こ
の
規
律
訓
練
に
、
全
面
的
に
で
は
な
い
に
し
て
も
、
臨
機
応
変
に
背

く
こ
と
を
む
し
ろ
奨
励
し
て
い
る
。「
現
代
人
は
大
人
に
な
る
過
程
で
、
自
分

の
な
か
に
管
理
者
を
育
て
上
げ
規
範
を
つ
く
り
上
げ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
自
己

内
部
の
管
理
者
が
自
分
を
律
し
て
い
こ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
ス
ム
ー
ズ
に
で
き

る
の
が
大
人
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
規
範
こ
そ
が
現
代
的
な

ス
ト
レ
ス
の
原
因
で
は
な
か
ろ
う
か
」（
形
井1997: 128-9

）。
私
た
ち
は
幼

少
時
か
ら
、
自
分
の
身
体
の
欲
す
る
ま
ま
に
ふ
る
ま
う
こ
と
を
抑
制
す
べ
く
躾

ら
れ
、
規
律
訓
練
を
受
け
、「
自
己
内
部
の
管
理
者
」
を
育
成
し
て
き
た
。
食

事
は
、
食
べ
た
く
な
っ
た
と
き
で
な
く
、
決
め
ら
れ
た
時
間
に
。
睡
眠
も
然
り
。

疲
れ
を
感
じ
て
も
休
ま
ず
頑
張
っ
て
働
く
。
身
体
の
訴
え
を
い
か
に
押
さ
え
込

み
無
視
し
て
目
前
の
課
題
（
労
働
、
勉
強
等
々
）
に
集
中
で
き
る
か
、
に
向
け

て
、
私
た
ち
は
訓
練
、
鍛
錬
さ
れ
て
き
た
）
11
（

。
集
中
を
妨
げ
る
も
の
は
「
雑
念
」

（
小
出1987

）
で
あ
る
。
し
か
し
、「
体
の
セ
ン
サ
ー
が
正
常
化
す
る
と
、
こ

れ
ま
で
意
識
に
の
ぼ
ら
な
か
っ
た
無
理
が
顕
在
化
す
る
」（
桜
井2014: 189

）。

か
ら
だ
の
声
に
注
意
を
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
む
し
ろ
注
意

を
向
け
な
い
よ
う
に
訓
練
さ
れ
て
き
た
感
覚
が
前
景
化
す
る
。
し
か
も
、「
か

ら
だ
の
声
」
論
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
か
ら
だ
の
快
＝
正
解
と
い
う
快
適
志
向

で
あ
り
、
無
理
を
強
い
る
よ
う
な
社
会
的
な
要
求
（「
規
範
」「
世
間
の
常
識
」、

「
世
間
の
評
価
や
価
値
観
」（
桜
井2014: 198

））
に
対
し
て
、
自
分
が
よ
り
快

適
と
感
じ
ら
れ
る
方
へ
動
く
こ
と
を
積
極
的
に
勧
め
る
。
こ
れ
は
、
身
体
に
か

か
っ
た
規
律
訓
練
を
む
し
ろ
逆
向
き
に
解
除
す
る
方
向
性
を
示
し
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

「「
快
適
」
に
過
ご
せ
る
自
分
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
こ
が
本

来
の
あ
な
た
が
い
る
べ
き
場
所
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」。（
桜
井2014: 

198

）
「
こ
れ
か
ら
は
自
分
が
ど
う
感
じ
る
の
か
、
ど
う
対
応
す
れ
ば
自
分
の
心

や
か
ら
だ
が
喜
ぶ
の
か
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
感
覚
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は
、
あ
な
た
が
あ
な
た
を
大
切
に
生
き
て
い
く
上
で
、
も
っ
と
も
大
切
な

指
標
と
な
る
も
の
な
の
で
す
」。（
橋
本2016: 182

）

５
．「
か
ら
だ
の
声
」
と
現
代
社
会

　
「
か
ら
だ
の
声
」
論
は
、
受
け
手
に
と
っ
て
い
か
な
る
呼
び
か
け
と
な
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
健
康
に
関
す
る
実
用
書
を
中

心
に
、
健
康
実
践
と
し
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
最
初
に
述
べ
た
よ

う
に
、
こ
の
実
践
に
関
す
る
言
説
・
知
は
、
一
方
で
は
健
康
不
安
や
被
害
を
引

き
起
こ
す
要
因
の
溢
れ
る
現
代
社
会
で
、
各
人
が
自
分
の
身
を
守
る
た
め
に
、

ま
た
他
方
で
は
、
個
人
に
健
康
で
あ
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
社
会
生
活
に
お
い

て
、
そ
の
要
請
に
応
え
、
適
う
も
の
と
し
て
、
役
立
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
か
ら
だ
の
声
」
論
は
さ
ら
に
、
特
段
の
声
高

な
異
議
申
し
立
て
な
く
し
て
、
現
代
社
会
に
お
い
て
支
配
的
な
価
値
や
規
範
を

相
対
化
す
る
視
点
を
受
け
手
に
も
た
ら
し
広
め
う
る
。「
か
ら
だ
の
声
」
論
は
、

「
社
会
の
声
」
│
│
社
会
の
規
範
、
常
識
、
身
体
へ
の
規
律
訓
練
等
々
│
│
よ

り
も
自
ら
の
「
か
ら
だ
の
声
」
に
従
っ
て
、
自
分
が
よ
り
快
適
で
い
ら
れ
る
生

き
方
を
し
よ
う
と
説
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
社
会
の
声
」
に
応
じ
な
い
、
と
い

う
選
択
を
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
の
「
逸
脱
」
で
は
な
い
。
た
と
え
社

会
的
に
は
逸
脱
と
さ
れ
て
も
、
そ
う
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
正
し
い
。
こ
う
し
た

言
説
は
、
現
代
的
な
社
会
生
活
を
、
無
理
を
し
て
ま
で
そ
の
要
請
に
応
え
る
こ

と
が
生
き
方
と
し
て
必
ず
し
も
正
し
い
わ
け
で
は
な
い
も
の
と
し
て
、
描
く
。

こ
う
し
た
社
会
観
は
、
翻
っ
て
、
現
代
の
厳
し
い
生
活
条
件
に
生
き
づ
ら
さ
を

感
じ
る
人
々
の
そ
の
感
覚
を
む
し
ろ
大
切
に
す
べ
き
も
の
、
よ
り
よ
い
生
き

方
・
社
会
へ
の
契
機
と
し
て
肯
定
す
る
。

　

同
時
に
、「
か
ら
だ
の
声
」
論
は
、
受
け
手
に
対
し
て
、
自
身
の
感
覚
に
対

す
る
信
頼
を
高
め
る
よ
う
作
用
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、「
社
会
の
声
」
に

ま
ど
わ
さ
れ
ず
、「
自
分
に
し
か
わ
か
ら
な
い
」
感
覚
を
大
切
に
す
る
こ
と
、

そ
れ
を
拠
り
所
に
日
常
ど
う
す
べ
き
か
を
判
断
す
る
こ
と
を
強
く
勧
め
る
。
現

代
の
私
た
ち
は
、
お
よ
そ
あ
ら
ゆ
る
局
面
で
専
門
的
な
知
識
、
世
に
溢
れ
る
さ

ま
ざ
ま
な
情
報
を
参
照
す
る
こ
と
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
。
個
人
の
感
覚

は
、
専
門
的
な
知
の
権
威
に
対
し
て
価
値
剥
奪
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
さ
ま
ざ

ま
な
社
会
問
題
に
お
い
て
も
、
専
門
家
が
人
々
の
生
活
実
感
に
根
ざ
し
た
感
覚

的
言
説
を
「
科
学
的
根
拠
が
な
い
」「
合
理
性
が
な
い
」「
主
観
的
」
な
ど
と
し

て
軽
ん
じ
否
定
し
て
い
く
局
面
は
多
々
あ
る
。
日
常
生
活
に
お
い
て
も
、
社
会

的
要
請
に
適
応
で
き
な
い
と
「
怠
惰
」「
不
適
格
」「
病
」
な
ど
の
烙
印
が
押
さ

れ
る
こ
と
は
多
々
あ
る
。「
か
ら
だ
の
声
」
論
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、

自
身
の
感
覚
を
容
易
に
は
否
定
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
こ
に
定
位
す
る
力
、
そ
こ
か

ら
状
況
を
問
い
返
す
力
を
、
自
分
の
「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
と
い
う
、
素
朴

に
さ
え
聞
こ
え
る
実
践
を
通
し
て
、
人
々
の
内
に
醸
成
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

少
な
く
と
も
そ
の
論
理
は
供
給
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
は
当
然
、
生
き
方
観
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
る
だ
ろ

う
。「
か
ら
だ
の
声
」
論
は
、
身
体
が
自
然
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
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体
と
社
会
秩
序
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こ
と
に
よ
り
、
人
間
の
社
会
性
に
対
し
て
自
然
性
に
受
け
手
の
目
を
向
け
る
。

人
間
は
、
社
会
の
秩
序
の
み
な
ら
ず
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
自
然
の
秩
序
の

も
と
に
あ
る
。
身
体
は
最
も
身
近
な
自
然
で
あ
り
、
身
体
を
持
つ
／
で
あ
る
人

は
自
然
の
一
部
と
し
て
生
き
て
い
る
）
12
（

。
こ
の
こ
と
を
強
く
意
識
す
る
先
に
は
、

社
会
的
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
生
き
物
で
あ
る
人
間
の
自

然
に
よ
り
適
っ
た
生
と
は
、
ま
た
そ
う
し
た
生
を
抑
圧
し
な
い
よ
り
快
適
な
社

会
と
は
、
と
い
う
問
い
が
浮
上
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

社
会
の
あ
り
方
を
問
い
な
お
す
べ
く
身
体
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
、
そ
れ
自

体
決
し
て
目
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
一
九
七
〇
年
代
、
島
薗
進
に
よ
れ
ば
、

日
本
に
お
い
て
「〈
癒
す
知
〉
へ
の
熱
い
希
望
」
が
高
ま
っ
て
い
た
。〈
癒
す
知
〉

と
は
、「
か
ら
だ
（
身
体
）
や
心
に
関
わ
る
知
、
ま
た
、
か
ら
だ
や
心
に
関
わ

る
も
の
と
し
て
の
自
然
と
社
会
に
つ
い
て
の
知
」、「
か
ら
だ
や
心
が
痛
み
や
苦

し
み
か
ら
解
き
放
た
れ
、
よ
り
健
や
か
で
本
来
の
豊
か
な
可
能
性
を
発
揮
で
き

る
状
態
へ
と
恢
復
す
る
た
め
の
知
」（
島
薗2003: 11

）
で
あ
り
、「
近
代
合
理

主
義
の
ゆ
き
づ
ま
り
」
に
対
し
て
「「
代
替
知
」（alternative know

ledge

）

と
し
て
の
自
覚
を
持
っ
て
い
る
」
知
（
島
薗2003: 2, 11

）
で
あ
る
と
い
う
。

一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
こ
の
知
の
興
隆
は
、
世
界
的
な
対
抗
文
化
の
盛
り
上

が
り
を
背
景
と
し
て
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
本
論
で
見
て
き
た
「
か
ら
だ

の
声
を
き
く
」
こ
と
を
論
じ
る
言
説
も
、
こ
う
し
た
〈
癒
す
知
〉
の
一
種
と
し

て
そ
の
歴
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
見
て
き
た
「
か
ら
だ
の
声
」
論
は
、
一
九
七
〇
年

代
の
〈
癒
す
知
〉
が
「
対
抗
文
化
」
と
い
う
文
脈
の
な
か
に
あ
り
、「
運
動
」

や
「
コ
ミ
ュ
ー
ン
」「
思
想
」「
宗
教
」（
島
薗2003: 13-19

）
と
い
っ
た
概
念

と
親
和
性
を
持
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
契
機
は
希
薄
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
図
書
に
見
る
限
り
、「
運
動
」
的
な
も
の
、「
コ

ミ
ュ
ー
ン
」
的
な
集
団
性
、「
思
想
」
や
「
宗
教
」
の
よ
う
な
体
系
や
教
義
と

の
関
連
性
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
論
者
ら
は
、
あ
く
ま
で
「
か
ら
だ
の
声

を
き
く
」
こ
と
の
大
切
さ
を
端
的
に
呼
び
か
け
て
い
る
。

　

そ
の
意
味
で
は
、「
か
ら
だ
の
声
」
論
は
、社
会
の
あ
り
よ
う
に
対
し
て
、「
今

こ
こ
」
の
「
自
分
の
」
感
覚
で
対
応
す
る
こ
と
を
促
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、

「
社
会
的
な
問
題
へ
の
個
人
的
な
対
処
」
と
い
う
、
個
人
化
の
流
れ
の
中
に
組

み
込
ま
れ
た
個
人
を
そ
こ
に
置
い
た
ま
ま
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
論
自

体
、
個
人
の
単
な
る
健
康
実
践
と
し
て
消
費
さ
れ
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
だ

が
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
抵
抗
の
現
場
が
、
ま
さ
に
個
人
の
日
常
生
活
、
身
体

の
「
今
こ
こ
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な

い
か
。
集
団
的
な
「
運
動
」
や
異
議
申
し
立
て
活
動
と
い
う
回
路
と
は
別
の
と

こ
ろ
で
、
日
々
刻
々
と
続
け
ら
れ
て
い
く
些
細
な
個
人
的
・
日
常
的
実
践

（Certeau 1980

）
が
、
現
代
社
会
と
個
人
の
生
き
方
そ
の
も
の
を
問
い
直
し

変
え
て
い
く
、
そ
の
可
能
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
今
こ
こ
を
生
き
る

身
体
が
そ
の
拠
点
と
な
り
う
る
こ
と
を
、「
か
ら
だ
の
声
」
論
は
問
い
か
け
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
い
わ
ゆ
る
大
き
な
物
語
が
失
わ
れ
、
社
会
の
現
状
を
問

い
直
す
拠
り
所
と
な
り
う
る
価
値
も
多
様
化
／
相
対
化
さ
れ
る
な
か
で
、「
か

ら
だ
の
声
を
き
く
」
言
説
の
近
年
の
広
が
り
は
、「
圧
倒
的
な
社
会
、
歴
史
的

遺
産
、
圧
倒
的
な
外
的
文
化
と
生
活
技
術
と
に
た
い
し
て
、
自
己
の
生
存
の
自
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律
性
と
特
性
を
保
持
せ
ん
と
す
る
個
人
の
要
求
」
と
「
主
体
の
抵
抗
」（Sim

-

m
el 1903=1994: 269

）
が
自
ら
の
身
体
と
い
う
ぎ
り
ぎ
り
の
場
／
拠
点
へ
と

切
り
詰
め
ら
れ
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
、
そ
の
可

能
性
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注

（
1
）　

本
論
は
、
身
体
の
社
会
学
の
片
隅
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で

の
対
象
は
、
身
体
そ
の
も
の
で
な
く
、
身
体
に
つ
い
て
の
言
説
、
知
で
あ
り
、
問
題
関

心
は
、
社
会
の
現
状
を
問
題
化
す
る
言
説
の
あ
り
よ
う
と
可
能
性
に
あ
る
。
そ
の
点
で

は
、
社
会
問
題
の
社
会
学
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
言

説
は
、
こ
れ
ま
で
社
会
問
題
の
社
会
学
が
対
象
と
し
て
き
た
よ
う
な
ク
レ
イ
ム
申
し
立

て
活
動
を
明
確
に
構
成
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
本
論
は
、
身
体
の

社
会
学
と
社
会
問
題
の
社
会
学
、
い
ず
れ
に
対
し
て
も
周
辺
的
か
つ
交
点
に
あ
る
。

（
2
）　

田
中
雅
一
は
、「
権
力
が
作
用
す
る
場
と
し
て
の
日
常
生
活
」（
田
中2006: 2

）
に

お
け
る
身
体
と
権
力
へ
の
関
心
か
ら
明
快
に
述
べ
る
。「
身
体
に
こ
そ
権
力
の
矛
先
が

集
中
す
る
」、「
だ
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
身
体
は
権
力
へ
の
抵
抗
の
場
所
と
な
る
」

（
田
中2006: 22

）。

（
3
）　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
筆
者
は
予
備
的
な
考
察
を
前
著
（2015

）
で
行
っ
た
。
身
体
と
身

体
管
理
に
関
す
る
研
究
（2009-2011

）
か
ら
の
知
見
を
概
略
的
に
ま
と
め
た
も
の
だ
が
、

当
時
の
研
究
は
、「
か
ら
だ
の
声
を
き
く
」
こ
と
の
探
求
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
こ
の
言
葉
と
頻
繁
に
出
会
い
、
そ
の
興
味
深
さ
と
重
要
性
を
認
識
す
る
契
機
と

な
っ
た
。

（
4
）　

国
民
の
健
康
に
向
け
ら
れ
た
国
家
の
関
心
は
、
美
馬
（1998

）
に
よ
れ
ば
兵
力
、
労

働
力
へ
の
関
心
と
し
て
高
ま
り
制
度
化
さ
れ
て
き
た
。

（
5
）　

な
お
「
健
康
」
を
め
ぐ
る
「
方
向
づ
け
や
希
求
の
し
か
た
」
は
時
代
と
共
に
変
化
し

て
い
る
。
近
現
代
日
本
に
お
け
る
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
は
鹿
野
政
直
の
考
察
（2001

）

が
興
味
深
い
。

（
6
）　

佐
藤
純
一
は
、
生
活
習
慣
病
を
巡
っ
て
、「
予
防
」
が
、「
リ
ス
ク
フ
ァ
ク
タ
ー
」
へ

と
遡
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
際
限
な
く
前
倒
し
さ
れ
広
範
囲
化
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を

描
き
出
す
（
佐
藤2000

）。

（
7
）　

国
立
国
会
図
書
館
図
書
検
索
で
題
名
に
「
か
ら
だ
の
声
」
を
含
む
図
書
を
検
索
し
た

結
果
、
三
八
点
が
得
ら
れ
た
（
二
〇
一
七
年
六
月
調
べ
）。
そ
こ
か
ら
、
翻
訳
書
十
一

点
（
う
ち
同
一
著
者
の
も
の
が
七
点
あ
っ
た
）、
雑
誌
三
点
、
ま
た
機
械
的
に
検
出
さ

れ
た
が
題
名
・
内
容
的
に
対
象
外
と
思
わ
れ
る
も
の
四
点
、
同
一
著
書
の
重
複
一
点
、

計
十
九
点
を
除
き
、
一
九
点
を
該
当
図
書
と
し
た
。
こ
れ
に
、CiN
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の
検
索

に
よ
り
補
足
し
た
三
点
を
加
え
、
最
終
的
に
二
二
点
を
調
査
対
象
と
し
た
。
な
お
、
日

本
語
表
記
に
は
、「
身
体
」「
体
」「
か
ら
だ
」「
カ
ラ
ダ
」、「
き
く
」「
聞
く
」「
聴
く
」

な
ど
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
統
一
し
て
ひ
ら
が
な
で
表
記
す
る
。

（
8
）　

こ
の
フ
レ
ー
ズ
自
体
今
や
一
種
の
常
套
句
に
な
っ
て
い
る
（
例
え
ば
天
野
（2010: 

9

）
他
）。

（
9
）　
「
か
ら
だ
の
声
」
が
い
か
に
現
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
身
体
の
現
象
学
が
必
要
に
な

る
だ
ろ
う
。
メ
ル
ロ
ー
・
ポ
ン
テ
ィ
（1945=1967

）
の
感
覚
や
注
意
に
つ
い
て
、
Ｂ
・

ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ス
（2000=2004

）
の
感
覚
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
考
察
等
。

（
10
）　

ち
な
み
に
、
東
洋
医
学
の
概
説
書
『
東
洋
医
学　

基
本
と
し
く
み
』
に
よ
れ
ば
、
北

村
ら
の
説
と
は
む
し
ろ
逆
に
、
西
洋
医
学
と
東
洋
医
学
の
健
康
観
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
恒

常
性
」
と
「
変
動
性
」
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
と
さ
れ
る
（
仙
頭: 10

）。

（
11
）　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
フ
ー
コ
ー
（1975=1977

）、
特
に
第
三
部
。
ま
た
、
Ｅ
・
ゴ

フ
マ
ン
の
経
験
の
フ
レ
イ
ム
分
析
（1974

）、
社
会
的
場
面
の
相
互
作
用
分
析
（1963

）

等
。
詳
細
な
考
察
は
別
稿
を
要
す
る
。

（
12
）　

一
つ
の
も
の
が
同
時
に
二
つ
の
異
な
る
秩
序
に
属
す
る
こ
と
の
豊
か
な
含
意
に
つ
い

て
は
、
ジ
ン
メ
ル
の
「
把
っ
手
」
論
参
照
（Sim

m
el 1911=1944

）（
草
柳2015: 

248-250
）。
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