
動法と内観的身体　野口裕之

1

動
法
と
内
観
的
身
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
口
裕
之
（
整
体
協
会
・
身
体
教
育
研
究
所
）

　　
嘗
て
は
日
本
文
化
の
底
流
に
あ
り
、
こ
れ
を
根
底
か
ら
支
え
続
け

て
き
た
身
体
運
動
の
伝
統
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
様
々
な
分
野
、
流
派

の
閾
を
越
え
、
身
体
運
動
の
規
範
と
な
り
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。
明

確
な
体
系
を
も
つ
こ
と
は
一
度
た
り
と
も
な
か
っ
た
が
、
先
人
達
は

そ
の
規
範
を
極
く
自
然
に
享
受
し
、
確
実
に
こ
れ
に
則
っ
て
自
ら
の

動
き
を
追
求
し
た
の
で
あ
る
。
先
人
達
が
拓
い
た
無
形
の
遺
範
で
あ

り
な
が
ら
、
現
在
は
既
に
風
化
し
つ
つ
あ
る
こ
の
伝
統
的
身
体
運
動

を
、
私
は
〈
動
法
〉
と
呼
び
、
そ
の
原
理
の
追
求
及
び
稽
古
法
の
開

拓
を
、
内
観
的
整
体
法
の
見
地
か
ら
企
図
し
実
践
し
て
い
る
て
い
る

も
の
で
あ
る
。

一
　
日
本
文
化
と
動
法

　
日
本
の
文
化
は
動
法
を
土
壌
と
し
て
咲
い
た
花
で
あ
る
。
土
壌
が

荒
廃
す
れ
ば
花
は
滅
す
る
以
外
に
な
い
。
茶
や
能
や
華
は
、
言
う
ま

で
も
な
く
偉
大
な
巨
匠
達
が
切
り
拓
い
た
類
稀
れ
な
芸
術
様
式
で
あ

る
。
し
か
し
例
え
ば
茶
の
湯
の
美
は
、
そ
の
様
式
の
中
に
あ
る
の
で

な
く
、
極
ま
る
と
こ
ろ
、
主
客
双
方
の
磨
き
抜
か
れ
た
動
法
に
求
め

ら
れ
る
筈
で
あ
る
。
如
何
な
る
卓
越
し
た
形
式
も
、
そ
れ
を
活
す
る

動
き
が
な
け
れ
ば
生
命
を
有
た
ぬ
。
一
期
一
会
の
風
雅
は
、
主
客
双

方
の
密
度
の
高
い
気
の
集
注
を
伴
う
動
法
が
、
感
応
道
交
す
る
「
今
」

と
い
う
瞬
間
に
し
か
求
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
茶
人
の
動
法
は
茶
道
に
の
み
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
無

論
そ
の
一
挙
手
一
投
足
に
茶
人
の
創
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

疑
い
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
歩
行
、
坐
法
、
躙
り
、
膝
行
も
、
神
道

や
能
や
武
術
と
共
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
更
に
言
え
ば
茶
碗
を
も

つ
手
の
型
は
、
形
態
は
異
な
る
が
体
に
及
ぼ
す
作
用
に
於
て
合
掌
柏

手
と
相
等
し
い
も
の
が
あ
る
。
動
法
は
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
閾
を
縦
貫

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
泥
田
の
中
で
農
耕
者
は
、
腰
の
自
由
度
と
安
定
度
を
得
る
為
に
、

足
指
の
一
指
と
五
指
を
外
に
強
く
張
る
動
法
を
編
み
出
し
た
が
、
柳

生
の
正
坐
法
も
亦
、
背
の
気
配
を
感
じ
と
る
為
に
、
こ
の
農
耕
者
の

動
法
と
同
一
の
も
の
を
有
し
て
い
る
。
一
方
懐
石
の
箸
手
前
は
抜
刀

の
動
法
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
能
の
謡
い

は
、
腹
に
響
座
を
求
め
る
点
に
於
て
神
道
や
修
験
の
気
合
法
と
相
通
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じ
、
共
に
腰
の
反
り
は
必
然
の
も
の
と
な
っ
た
。
能
の
舞
い
に
於
け

る
あ
の
腰
の
反
り
も
、
原
初
に
於
て
舞
い
手
が
謡
い
な
が
ら
舞
っ
た

こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
先
人
達
は
、
農
耕
、
祭
祀
、
戦
闘
、
意
匠
、
風
雅
に
際

し
独
自
の
形
式
を
創
造
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
そ
も
そ
も
日
本
人
が

有
す
る
共
通
の
動
法
の
規
範
に
則
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
多
く
の
渡
来
文
化
も
亦
、
動
法
の
洗
礼
を
受
け
ず
し
て
定
着
し

た
も
の
は
無
か
っ
た
。
大
陸
で
は
さ
ほ
ど
強
調
さ
れ
な
か
っ
た
腰
の

反
り
が
、
日
本
の
座
禅
に
於
て
不
可
欠
の
も
の
と
な
っ
た
の
は
そ
の

好
例
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
手
を
組
む
に
際
し
て
両
拇
指
の
爪
先
を
合

わ
せ
た
後
、
紙
一
枚
開
け
る
よ
う
に
引
き
合
う
こ
と
で
腰
の
自
然
な

反
り
を
誘
う
と
い
う
精
妙
な
動
法
を
も
っ
て
追
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
腰
の
反
り
は
日
本
人
が
よ
ほ
ど
好
ん
だ
動
法
の
型
と
み
え
、
諸

分
野
に
遍
在
し
て
い
る
。
書
家
の
運
筆
、
或
は
庶
民
の
食
卓
に
於
け

る
坐
構
え
に
至
る
ま
で
散
見
さ
れ
る
。
そ
け
だ
け
に
細
部
を
検
討
す

れ
ば
反
り
の
種
類
は
ま
こ
と
に
多
い
。
能
の
場
合
は
仙
椎
下
端
を
引

き
上
げ
る
感
覚
を
伴
う
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
禅
の
場
合
は
、
仙

椎
を
腹
に
向
っ
て
入
れ
、
腹
を
落
と
す
感
覚
を
随
伴
さ
せ
て
い
る
。

　
野
球
と
い
う
現
代
ス
ポ
ー
ツ
も
亦
例
外
で
は
な
い
。
捕
手
の
蹲
踞

と
い
う
中
腰
の
構
え
、
内
野
手
が
ゴ
ロ
を
捕
る
際
の
し
づ
み
、
打
者

の
構
え
に
至
っ
て
は
、
神
官
の
反
り
か
、
能
の
反
り
か
、
禅
の
反
り

か
の
選
択
肢
が
あ
る
だ
け
で
、
い
ず
れ
も
打
撃
者
は
バ
ッ
ト
を
も
っ

て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
腰
の
反
り
の
象
徴
で
あ
る
日
本
刀
を
構
え

て
い
る
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
。
風
化
し
た
と
は
言
え
、
動
法
の
血

は
現
代
に
於
て
も
少
し
は
受
け
継
が
れ
て
居
り
、
全
力
を
発
揮
し
よ

う
と
す
れ
ば
自
然
、
動
法
の
理
に
も
適
っ
て
く
る
よ
う
な
民
族
な
の

だ
と
い
う
証
で
も
あ
ろ
う
。

　
南
蛮
と
呼
称
さ
れ
る
滑
車
が
渡
来
し
、
こ
の
滑
車
を
用
い
て
綱
を

引
く
労
働
者
の
姿
か
ら
、
日
本
人
の
動
法
の
一
大
特
色
と
さ
れ
る
ナ

ン
バ
と
い
う
語
が
生
れ
た
と
聞
く
。
右
下
肢
が
前
方
に
あ
る
と
き
、

右
肩
右
上
肢
も
前
方
へ
と
向
か
う
と
い
う
形
態
を
ナ
ン
バ
と
呼
ぶ
の

で
あ
る
。
古
式
の
武
術
に
認
め
ら
れ
る
「
ソ
」
の
字
や
撞
木
の
半
身

は
ナ
ン
バ
の
典
型
だ
が
、
阿
波
踊
り
か
ら
能
の
舞
い
、
更
に
農
耕
者

の
田
植
え
の
構
え
に
至
る
ま
で
ナ
ン
バ
か
ら
逸
脱
す
る
動
き
は
存
在

し
な
い
。
私
共
の
世
代
は
、
小
学
校
で
朝
礼
の
時
間
に
行
進
と
称
す

る
歩
行
訓
練
を
さ
せ
ら
れ
た
。
当
時
は
未
だ
西
洋
的
に
手
を
振
っ
て

歩
く
習
慣
が
な
か
っ
た
為
に
、
多
く
の
生
徒
が
二
、
三
歩
歩
い
た
だ

け
で
ナ
ン
バ
に
な
っ
て
し
ま
い
、
即
座
に
運
動
神
経
が
鈍
い
と
い
う

烙
印
が
押
さ
れ
た
。
日
本
人
が
日
本
的
動
き
を
示
す
と
罵
倒
さ
れ
た
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の
だ
か
ら
妙
な
話
で
あ
る
。
現
代
の
小
学
生
に
試
し
て
み
れ
ば
、
ナ

ン
バ
は
完
全
に
姿
を
消
し
て
い
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
明
治
維
新
以

来
の
学
校
体
育
は
、
ナ
ン
バ
に
代
表
さ
れ
る
動
法
の
伝
統
を
絶
滅
し

よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
百
年
を
経
た
今
日
、
こ
の
国
策
は
勝
利

し
、
一
方
、
伝
統
技
存
続
の
危
機
を
招
く
に
至
っ
た
。
繰
返
す
が
、

動
法
と
い
う
土
壌
を
失
え
ば
、
花
は
い
く
ら
保
護
し
て
も
滅
す
る
以

外
に
は
な
い
。

　
し
か
し
、
多
く
の
日
本
人
が
西
洋
的
歩
行
を
自
然
に
為
す
よ
う
に

な
っ
た
今
日
で
も
、
十
人
の
日
本
人
を
集
め
、
大
地
を
力
強
く
踏
み

し
め
る
よ
う
に
大
き
く
手
を
振
っ
て
足
踏
み
す
る
こ
と
を
指
示
す
れ

ば
、
七
人
ま
で
が
ナ
ン
バ
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
但
し
そ
の
際
足
裏

を
平
ら
に
踏
み
し
め
、
爪
先
か
ら
足
を
お
ろ
さ
な
い
こ
と
を
教
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
の
人
々
は
足
踏
み
を
爪
先
で
為
す
の
で
あ

る
。
爪
先
で
行
え
ば
決
し
て
ナ
ン
バ
に
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら

ナ
ン
バ
は
明
ら
か
に
土
踏
ま
ず
の
感
覚
と
関
連
し
て
居
り
、
伝
統
的

歩
行
で
あ
る
摺
り
足
と
密
接
に
連
動
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来

よ
う
。

　
さ
て
一
国
の
文
化
の
特
色
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
時
、
道
具
と
人

の
関
わ
り
を
観
る
こ
と
は
決
し
て
無
駄
な
こ
と
で
は
な
い
。
道
具
の

製
作
は
文
化
発
生
の
元
型
と
深
く
関
与
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
工

芸
家
秋
岡
芳
夫
氏
は
日
本
文
化
の
特
質
の
一
と
し
て
「
一
器
多
用

性
」
を
あ
げ
て
い
る
。
西
洋
の
フ
ォ
ー
ク
や
ナ
イ
フ
が
一
器
一
用
で

あ
る
の
に
比
し
て
、
箸
は
成
程
一
器
多
用
性
を
も
つ
。
同
じ
箸
を
用

い
て
、
豆
を
つ
ま
み
、
豆
腐
を
掴
み
、
粥
を
す
す
り
、
芋
を
切
る
。

し
か
し
一
器
を
こ
の
よ
う
に
多
用
に
使
い
分
け
る
に
は
、
そ
れ
だ
け

動
法
の
繊
細
な
使
い
分
け
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。

　
剣
術
家
甲
野
善
紀
氏
は
、
一
器
多
用
の
代
表
と
し
て
日
本
刀
を
例

に
挙
げ
て
い
る
。
日
本
刀
を
用
い
る
こ
と
を
剣
術
と
い
う
。
刀
を
も

っ
て
剣
と
呼
ぶ
こ
と
に
何
ら
異
和
を
感
じ
な
い
の
は
、
日
本
刀
そ
の

も
の
が
刺
す
こ
と
と
斬
る
こ
と
を
両
用
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

即
ち
日
本
刀
は
、
大
陸
で
剣
と
刀
が
分
化
し
一
器
一
用
と
な
っ
て
い

る
の
に
比
し
て
、
剣
で
あ
る
と
同
時
に
刀
で
も
あ
る
両
用
性
を
追
求

し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
逆
に
、
日
本
刀

は
斬
る
こ
と
に
か
け
て
刀
よ
り
劣
り
、
刺
す
に
あ
た
っ
て
剣
に
充
た

な
い
と
い
う
機
能
上
の
曖
昧
さ
を
も
つ
に
至
る
。
甲
野
氏
は
こ
れ
を

踏
ま
え
て
言
う
。「
だ
か
ら
日
本
刀
で
斬
る
の
で
は
な
く
腰
で
斬
る

の
で
す
。
日
本
の
剣
術
は
そ
も
そ
も
体
術
な
の
だ
」
と
。
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日
本
刀
に
限
ら
ず
、
日
本
の
匠
達
が
造
り
出
す
道
具
は
未
完
の
器

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
匠
の
技
が
未
成
熟
と
い
う
意
味
で
は
無
論

な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
道
具
の
も
つ
機
能
と
人
の
運
動
機
能
の
融
和

を
図
る
為
に
未
完
を
保
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
丁
度
、
墨
絵
の
余
白

の
如
き
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
匠
達
に
と
っ
て
道
具
は
人
と
の
関
係

が
結
ば
れ
た
時
に
初
め
て
完
成
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
更
に
言
え
ば
、
日
本
の
道
具
は
既
に
使
用
者
の
動
法
を
促
す
よ
う

造
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
急
須
の
柄
は
、
握
る
に
は
短
す
ぎ
る
筈
で

あ
る
。
勿
論
先
人
が
手
が
小
さ
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
急

須
の
柄
は
握
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
拇
親
の
腹
と
鉤
形
に
し
た

人
差
指
で
挟
む
為
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
湯
の
重
さ
を
こ
の
型
で
支

え
る
為
に
は
小
指
を
強
く
深
く
握
り
締
め
る
動
法
が
要
求
さ
れ
る
。

小
指
の
使
い
こ
な
し
は
動
法
熟
達
の
基
礎
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ

る
。
小
指
は
手
首
を
介
し
て
腰
と
最
も
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
つ
。

し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
手
の
型
で
急
須
を
持
て
ば
、
湯
の
重
み
を

腰
で
支
え
る
道
理
と
な
り
、
自
ず
と
腰
が
入
っ
て
く
る
。
急
須
の
形

は
腰
で
持
つ
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
動
法
は
嘗
て
日
常
の
些
事
に
す

ら
漲
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
動
法
の
形
成
す
る
型
が
日
常
生
活
の
中

で
実
際
に
機
能
し
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
遠
い

昔
の
こ
と
で
は
な
い
。

　
躾
と
い
う
文
字
は
漢
字
で
は
な
い
。
国
字
で
あ
る
。
身
ヲ
美
シ
ウ

ス
ル
と
書
く
。
こ
こ
に
古
人
の
抱
い
た
教
育
観
が
あ
る
。
端
的
に
言

え
ば
日
本
の
教
育
は
身
体
の
教
育
で
あ
っ
た
。
頭
で
憶
え
る
こ
と
よ

り
、「
身
体
で
覚
え
る
」
こ
と
に
重
き
が
措
か
れ
、
頭
で
理
解
す
る

こ
と
よ
り
、「
身
体
で
感
じ
と
る
」
こ
と
が
尊
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

学
習
と
は
思
考
の
鍛
練
で
は
な
く
、
身
体
の
行
法
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
教
育
の
第
一
義
は
、
身
の
律
し
方
で
あ
り
、
そ
れ
は
即
ち
動

法
の
規
範
と
型
の
伝
承
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
子
供
達
は
適
正
な
時
機

に
茶
碗
と
箸
を
持
つ
型
を
伝
え
ら
れ
る
。
茶
碗
は
、
左
手
拇
指
の
関

節
を
折
ら
ず
に
、
反
ら
し
て
持
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
呑
み

口
に
触
れ
な
い
と
い
う
衛
生
上
の
意
図
か
ら
で
は
な
い
。
関
節
を
反

ら
し
て
当
て
れ
ば
腰
が
入
り
、
関
節
を
折
れ
ば
途
旦
腰
が
抜
け
る
か

ら
で
あ
る
。
腰
抜
け
は
臆
病
の
証
で
あ
る
。
腰
が
入
り
肚
を
据
え
れ

ば
、
自
信
や
覚
悟
が
生
ま
れ
る
。
古
人
は
腰
や
腹
に
人
品
を
観
た
の

で
あ
る
。

　
身
を
整
え
な
け
れ
ば
決
し
て
生
じ
て
こ
な
い
感
覚
や
意
識
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
古
人
は
充
分
に
熟
知
し
、
よ
り
高
次
な
動
法
の
開
拓
か
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ら
、
未
だ
見
ぬ
心
を
見
出
そ
う
と
し
た
。
身
心
一
如
の
文
化
の
基
礎

が
こ
こ
に
あ
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
動
法
は
決

し
て
職
人
や
舞
踊
家
や
武
術
家
の
専
有
物
で
は
な
か
っ
た
。
日
本
人

は
喜
怒
哀
楽
、
内
省
、
鑑
賞
、
決
意
に
際
し
て
型
を
も
っ
て
臨
ん
だ

の
で
あ
る
。
更
に
、
日
本
人
は
崩
れ
た
型
か
ら
生
じ
て
く
る
心
は
怪

し
ん
だ
が
、
型
が
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
も
っ
て
崩
れ
た
と
き
に
生
ず

る
心
は
楽
し
ん
だ
の
で
あ
る
。「
粋
」・「
洒
落
」
な
ど
そ
の
好
例
で

あ
ろ
う
。

　
嘗
て
精
神
は
身
体
と
至
近
に
あ
っ
た
。
精
神
は
言
葉
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
て
い
る
。
言
葉
は
も
と
声
で
あ
っ
た
。
声
は
体
か
ら
発
せ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
発
声
は
動
法
を
も
っ
て
為
す
こ
と
既
に
述
べ
た
通

り
で
あ
る
。
言
葉
は
も
と
文
字
で
あ
っ
た
。
文
字
は
書
で
あ
る
。
書

は
動
法
を
も
っ
て
為
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
古
人
の
知
性
は

動
法
の
光
彩
を
放
つ
の
で
あ
る
。

　
俳
句
や
禅
の
公
案
が
愛
さ
れ
る
理
由
は
、
何
よ
り
も
先
ず
速
度
感

に
あ
る
。
あ
の
速
度
感
は
寝
そ
べ
っ
て
は
生
ま
れ
ま
い
。
速
度
は
動

法
の
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
間
に
髪
を
入
れ
ぬ
速
度
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
質
の
速
度
は
、
徹
底
的
に
反
動
を
忌
避
し
、
短
く
、
そ
し
て

鋭
く
止
ま
る
動
き
に
よ
っ
て
だ
け
見
出
さ
れ
る
。
俳
句
の
簡
潔
さ
は
、

単
な
る
質
素
や
素
朴
で
は
な
い
。
あ
れ
は
明
ら
か
に
心
の
反
動
を
消

し
、
心
が
潔
く
止
ま
る
こ
と
を
志
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
短

さ
は
必
然
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

二
　
動
法
の
規
範
と
型

　
動
法
の
理
を
求
め
れ
ば
型
は
自
ず
と
生
ず
る
。
動
法
と
型
は
対
を

成
し
、
型
を
論
ず
る
こ
と
な
し
に
動
法
を
語
る
訳
に
は
い
か
な
い
。

元
来
動
法
と
は
型
に
入
り
、
こ
れ
を
転
じ
、
型
を
収
め
る
と
い
う
行

程
を
指
す
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
如
何
な
る
型
も
、
こ
の
迎
入
れ
、

転
変
、
収
束
の
三
態
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
型
の
三

態
に
貫
流
す
る
も
の
を
探
る
こ
と
と
す
る
。

　
現
代
は
型
無
き
時
代
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
型
は
不
当
に
曲
解
さ

れ
て
い
る
。
代
り
に
流
布
さ
れ
た
身
体
運
動
の
規
範
は
、
謂
わ
ば
「
弛

緩
と
自
然
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
強
調
す
る
あ
ま
り
型
は
自
由
と
個
性

を
奪
う
も
の
で
あ
り
、
強
要
抑
圧
の
端
的
と
さ
れ
た
。
し
か
し
動
法

の
規
範
が
「
硬
直
と
不
自
由
」
で
あ
る
筈
が
な
い
。
寧
ろ
自
然
に
楽
々

と
動
く
た
め
に
こ
そ
、
型
は
用
い
ら
れ
る
。
然
も
総
量
三
十
キ
ロ
の

能
装
束
を
纏
っ
て
猶
、
自
由
に
悠
々
と
舞
う
の
で
あ
る
。
型
を
崩
せ
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ば
こ
れ
は
で
き
ま
い
。

　
動
法
の
規
範
と
し
て
古
人
の
間
に
共
有
せ
ら
れ
た
も
の
に
、
キ
レ
、

タ
メ
、
シ
メ
、
シ
ボ
リ
、
オ
チ
、
オ
ト
シ
等
が
あ
る
。
し
か
し
ど
れ

一
つ
と
し
て
外
観
記
述
を
許
さ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
れ
を
拒
む

も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
腰
が
入
る
と
い
い
、
腹
が
き
ま
る
と
い
い
、

胸
の
オ
ト
シ
と
言
う
も
、
外
観
的
形
態
の
記
述
は
不
可
能
で
あ
り
、

無
意
味
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
そ
れ
ら
は
優
れ
た
動
き
を
達
成
し
た
際

の
内
観
的
充
足
感
の
記
述
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
規
範
は
内
観

に
求
め
て
初
め
て
価
値
と
有
用
性
を
生
ず
る
。
こ
こ
に
言
う
内
観
と

は
、
身
体
の
内
観
を
指
す
。
動
法
に
内
観
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。

内
観
な
き
動
法
は
有
り
得
な
い
。
今
日
の
、
動
法
風
化
の
要
因
は
自

ら
の
身
体
を
内
観
す
る
習
慣
の
欠
落
に
あ
る
。
内
観
性
が
乏
し
け
れ

ば
型
が
単
な
る
虚
し
い
形
式
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
も
無
理
は
な
か

ろ
う
。

　
動
法
理
解
の
鍵
は
解
剖
学
無
き
時
代
の
身
体
観
に
あ
る
。
解
剖
学

的
区
分
を
忘
れ
、
素
直
に
自
ら
の
身
体
を
内
観
し
、
そ
の
感
ず
る
が

ま
ま
の
内
観
か
ら
得
ら
れ
る
身
体
像
を
、
私
は
内
観
的
身
体
と
呼
ぶ
。

そ
れ
は
単
な
る
客
観
的
身
体
の
認
知
像
と
は
全
く
異
な
り
、
気
体
化

し
た
身
体
像
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
今
仮
に
坐
し
て
軽
く

閉
眼
し
、
自
ら
の
腹
部
の
輪
郭
を
と
ら
え
て
み
る
。
す
る
と
そ
こ
に

腹
の
像
が
浮
か
ぶ
だ
ろ
う
。
或
る
処
は
不
明
瞭
に
ぼ
や
け
て
居
り
、

明
確
に
な
っ
て
い
る
処
を
辿
れ
ば
そ
こ
に
様
々
な
形
、
例
え
ば
瓢
箪
、

或
る
い
は
半
月
の
如
き
形
を
呈
し
て
い
る
。
次
に
腹
の
表
層
か
ら
深

層
へ
と
内
観
を
転
じ
て
み
る
。
最
深
層
は
背
の
裏
で
あ
る
。
背
の
裏

ま
で
内
観
が
届
く
者
に
は
そ
こ
に
立
体
性
を
有
す
る
腹
の
全
貌
が
観

え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
内
観
的
腹
部
は
立
体
性
と
複
層
性
を
も
つ
の

で
あ
る
。
更
に
こ
の
内
観
的
腹
部
を
観
想
し
た
ま
ま
腹
に
力
を
入
れ

て
み
る
。
そ
の
力
が
最
深
層
ま
で
伝
わ
ら
な
い
。
そ
の
力
が
最
深
層

か
ら
幾
層
を
経
た
最
表
層
に
至
る
ま
で
満
ち
る
こ
と
を
「
腹
が
決
ま

る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
為
に
は
力
の
起
源
を
最
深
層
に
求
め

ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
最
深
層
の
一
点
に
集
注
し
、
こ
こ
か
ら
殆
ど

力
と
は
言
い
難
い
微
弱
な
動
き
を
起
こ
す
の
で
あ
る
。
そ
の
動
き
は

滞
ら
ず
上
層
へ
と
伝
播
し
漸
増
す
る
。
表
層
へ
至
っ
た
瞬
間
に
所
謂

力
感
、
或
い
は
拮
抗
感
が
生
ず
る
。
古
人
の
言
う
「
シ
ン
を
動
か
す
」

と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
深
層

か
ら
最
表
層
ま
で
力
が
及
べ
ば
先
の
腹
の
形
状
は
自
然
整
っ
て
く
る
。

　
更
に
腰
で
同
様
の
こ
と
を
行
な
っ
て
み
る
。
す
る
と
腰
は
内
観
的

腹
部
と
空
間
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
だ
ろ
う
。
内
観
的
身
体

に
於
い
て
は
腰
腹
一
体
な
の
で
あ
る
。
元
来
腰
と
い
っ
て
も
腹
と
呼
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ん
で
も
、
そ
れ
は
身
体
の
平
面
的
区
分
に
基
づ
く
記
号
に
過
ぎ
な
い
。

　
さ
て
「
腹
が
き
ま
る
」
と
い
う
動
法
の
規
範
は
、
動
法
者
の
内
観

の
中
に
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
腹
と
は
、
内

観
的
腹
の
こ
と
で
あ
る
。
身
体
を
内
観
す
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
現
代
の

人
々
は
、
古
人
の
動
法
の
叡
智
を
客
観
的
身
体
に
求
め
て
し
ま
う
。

客
観
的
腹
を
如
何
よ
う
に
膨
張
さ
せ
よ
う
と
、
力
を
入
れ
よ
う
と
、

気
を
集
注
さ
せ
よ
う
と
、
最
深
層
か
ら
幾
層
を
経
て
表
層
に
至
る
内

観
的
腹
の
、
ほ
ん
の
上
層
部
に
影
響
を
齎
ら
す
に
過
ぎ
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
内
観
的
充
足
は
得
ら
れ
る
筈
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
現
代

人
に
型
の
習
得
が
強
要
無
理
強
い
と
感
ぜ
ら
れ
て
も
無
理
は
あ
る
ま

い
。
し
か
し
、
一
度
内
観
的
腹
の
広
さ
と
深
さ
を
知
れ
ば
、
古
人
が

何
故
腹
を
重
視
し
た
か
が
判
る
の
で
あ
る
。
そ
の
静
け
さ
、
悠
々
た

る
動
き
は
、
や
は
り
味
わ
う
に
価
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
私
は
、
単
な
る
身
体
運
動
に
過
ぎ
ぬ
動
法
が
、
日
本
文
化
に
深
く

定
着
し
、
そ
の
精
神
的
営
為
に
す
ら
強
い
影
響
を
与
え
た
の
は
、
動

法
が
内
観
的
身
体
の
追
求
を
伴
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
確
信
し
て
い
る
。

内
観
的
身
体
を
律
し
得
た
時
の
充
足
性
、
或
は
内
観
的
身
体
が
自
ず

と
整
っ
て
く
る
も
の
と
の
邂
逅
こ
そ
、「
身
体
で
覚
え
る
」「
身
体
で

感
ず
る
」
と
い
う
こ
と
の
実
体
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
秋
に
月

を
見
る
。
眼
で
見
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
見
る
こ
と
で
澄
み
わ
た
っ

て
い
く
内
観
的
身
体
の
観
想
を
通
じ
て
、
秋
の
月
の
佳
さ
を
覚
え
る

の
で
あ
る
。
日
本
人
は
、
こ
の
気
体
化
し
た
身
体
と
共
に
生
活
し
て

き
た
。
そ
れ
は
肉
と
心
の
狭
間
に
あ
る
漠
た
る
空
間
を
も
つ
身
体
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
古
人
は
そ
れ
を
充
足
さ
せ
る
術
を
知
悉
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
型
の
問
題
に
話
を
戻
す
。

　
動
法
の
型
は
動
き
を
制
す
る
為
の
も
の
で
あ
る
。
客
観
的
身
体
を

止
め
れ
ば
止
め
る
ほ
ど
内
観
的
身
体
は
鮮
明
に
観
え
、
そ
の
変
化
は

勢
い
を
増
す
。
し
た
が
っ
て
型
は
内
観
的
身
体
の
活
動
を
誘
う
た
め

に
機
能
す
る
と
も
言
え
る
。
能
の
舞
い
の
外
観
が
恰
も
動
き
を
拒
絶

す
る
よ
う
な
抑
制
的
姿
を
呈
す
る
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。
能
面
に
よ

っ
て
演
者
の
表
情
が
隠
さ
れ
る
所
以
も
こ
こ
に
あ
る
。
元
来
、
日
本

の
文
化
は
内
面
と
外
面
、
内
観
と
外
観
に
あ
る
差
異
を
追
求
し
た
も

の
で
あ
る
。
歯
を
食
い
し
ば
り
努
力
す
る
姿
を
不
粋
と
し
、
感
情
を

露
わ
に
す
る
こ
と
を
下
品
と
す
る
。
床
の
間
の
一
輪
の
椿
の
蕾
に
豪

華
を
感
じ
、
鋭
く
弾
じ
ら
れ
た
琴
の
音
に
無
上
の
静
寂
を
秘
め
よ
う

と
す
る
文
化
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
の
文
化
の
特
筆
す
べ
き
点
が

あ
り
、
こ
の
特
性
は
型
と
内
観
の
関
係
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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舞
の
外
観
は
抑
制
的
に
見
え
、
し
か
し
、
そ
の
実
、
内
観
的
世
界
は

豊
か
な
動
き
に
満
ち
て
い
る
。

　
外
を
止
め
れ
ば
内
が
動
く
、
内
を
止
め
れ
ば
外
が
動
く
。
型
は
こ

の
外
観
と
内
観
の
順
逆
を
和
し
て
い
る
。
こ
れ
を
私
は
順
逆
拮
抗
と

呼
び
型
及
び
動
法
の
第
一
の
原
理
と
し
て
い
る
。
順
逆
拮
抗
は
内
と

外
の
関
係
ば
か
り
で
な
く
、
型
の
細
部
、
即
ち
各
部
位
の
方
向
性
に

至
る
ま
で
適
用
で
き
る
。
例
え
ば
正
し
き
前
傾
と
し
て
追
求
さ
れ
た

し
づ
み
の
型
は
、
立
位
を
と
り
、
膝
が
前
方
へ
屈
曲
す
る
よ
う
恥
骨

を
引
く
こ
と
が
基
礎
と
な
る
。
即
ち
恥
骨
と
膝
は
同
時
に
相
反
す
る

方
向
へ
動
く
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
原
理
と
し
て
転
型
同
質
、
同
型
転
質
を
挙
げ
る
。
こ
れ
も

内
と
外
の
関
係
で
あ
る
。
転
型
同
質
と
は
、
ど
の
よ
う
に
型
を
転
じ

て
も
一
度
入
れ
た
内
観
的
腰
は
崩
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
同
型
転
質
と
は
、
外
観
的
に
型
は
同
一
で
変
化
は
な
い
が
、

内
観
的
身
体
だ
け
を
転
じ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
通
常
拳

を
握
り
上
肢
を
屈
曲
さ
せ
て
緊
張
感
が
生
ず
れ
ば
、
こ
れ
を
弛
め
る

為
に
は
、
上
肢
の
屈
曲
の
角
度
を
緩
め
る
か
握
力
を
緩
め
る
。
し
か

し
内
観
的
身
体
を
変
化
さ
せ
る
だ
け
で
、
上
肢
の
屈
曲
の
角
度
も
変

え
ず
、
握
力
も
変
化
さ
せ
な
い
で
弛
み
を
実
現
さ
せ
る
等
が
同
型
転

質
で
あ
る
。
能
面
の
表
情
が
自
在
に
転
変
す
る
の
は
演
者
の
動
法
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
同
型
転
質
の
内
観
技
法
を
自
然
身
に
つ
け
て
い

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
は
同
調
・
転
換
と
い
う
他
者
と
の
感
応
の
原
理
で
あ
る
。
誰

で
も
よ
い
、
握
手
し
て
み
る
。
す
る
と
、
そ
の
二
人
の
右
手
の
肘
の

角
度
は
知
ら
ず
同
調
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
肘
の
角
度

を
さ
ら
に
精
密
に
合
せ
て
み
れ
ば
、
自
分
が
相
手
を
動
か
し
て
い
る

の
か
、
相
手
が
自
分
を
動
か
し
て
い
る
の
か
、
判
然
と
し
な
く
な
り
、

互
い
に
相
手
に
動
か
さ
れ
て
い
る
感
覚
を
持
ち
、
両
者
の
運
動
は
渾

然
一
体
と
な
る
。
私
が
追
求
し
て
い
る
内
観
的
整
体
法
の
初
期
段
階

で
追
求
さ
れ
た
原
理
が
こ
れ
で
あ
る
。
現
在
は
客
観
的
身
体
よ
り
内

観
的
身
体
と
の
同
調
を
図
る
技
法
を
主
流
と
す
る
が
、
こ
の
初
期
の

素
朴
な
原
理
は
今
も
基
本
と
し
て
生
き
て
い
る
。

　
日
本
の
文
化
は
動
法
・
内
観
・
感
応
を
支
柱
と
し
て
確
立
さ
れ
た

文
化
で
あ
る
と
私
は
信
じ
て
い
る
。
相
手
が
礼
を
正
せ
ば
、
敵
で
あ

ろ
う
と
同
朋
で
あ
ろ
う
と
礼
を
も
っ
て
こ
れ
に
接
す
る
。
こ
の
同
調

の
型
を
迎
え
入
れ
と
呼
ぶ
。

　
客
を
迎
え
る
芸
術
で
あ
る
茶
の
湯
は
、
本
来
感
応
性
を
追
求
し
た
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も
の
で
あ
っ
た
。
一
期
一
会
の
接
客
が
何
故
主
客
、
面
を
接
す
る
形

式
を
と
ら
ぬ
の
か
。
今
日
誰
に
尋
ね
て
も
答
は
得
ら
れ
な
い
。
答
え

は
簡
単
で
あ
る
。
日
本
人
は
面
接
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
他
者
の
内
観
に
心
を
致
す
の
は
、
眼
で
は
な
い
と
し
た
の
で
あ

る
。
相
手
と
眼
を
合
せ
る
の
は
む
し
ろ
敵
意
で
あ
る
。
面
接
で
は
な

く
、
腹
接
、
腰
接
を
追
求
し
た
の
が
我
々
の
文
化
で
あ
っ
た
。
即
ち

相
手
と
腹
を
会
わ
せ
腰
を
会
わ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
に
し
て
他
者
と
自
己
が
互
い
の
身
体
を
内
観
し
合
う
交
流
を
喜
び

と
し
、
尊
び
、
希
っ
た
の
で
あ
る
。
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