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ー

デ
ス
テ
ュ
ッ
ト
・
ド
・
ト
ラ
シ
の
場
合

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
感
覚
一
元
論
を
う
け
つ
ぐ
ト
ラ
シ
の
観
念
学
に
お
い
て
習
慣
の
問
題
が
重
要
な
も
の
を
持
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易

に
察
せ
ら
れ
る
。
観
念
学
は
観
念
と
記
号
の
分
析
を
こ
と
と
す
る
が
、
習
慣
ほ
観
念
や
記
号
の
形
成
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
す
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
実
際
ト
ラ
シ
は
こ
の
問
題
に
少
な
か
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
る
。
彼
の
習
慣
分
析
を
概
観
し
よ
う
。

印
象
、
あ
ら
ゆ
る
情
動
、
知
覚
能
力
の
あ
ら
ゆ
る
一
時
的
変
化
ほ
、
そ
れ
ら
が
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ
る
と
、
我
々
の
自
我
の
内
に
継
続
的
な

(
M
含m
o
i
r
e
s
d
e
 
l'Institut 
N
a
t
i
o
n
a
l
,
 

影
響
を
残
し
、
我
々
の
知
性
の
内
に
な
ん
ら
か
の
永
続
的
な
性
状

d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
を
生
み
だ
す
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
人
は
い
な
い
。

(
2
)
 

T. 
I, ー
以
下

M
I
と
略
す
-
p
.
4
2
9
)
」
と
書
き
、
さ
ら
に
習
慣

h
a
b
i
t
u
d
e
と
い
う
言

葉
が
そ
れ
だ
け
で
在
り
方
を
意
味
し
、

し
か
も
何
ら
か
の
因
果
性
を
含
意
し
て
い
る
こ
と
を
注
し
て
い
る
。

(Ml,
p.430, 
n
o
t
e
)
 

の
作
用
や
影
響
の
仕
方
も
多
種
多
様
で
あ
る
。
次
に
引
用
す
る
箇
所
は
ト
ラ
シ
が
い
か
に
よ
く
習
慣
の
働
き
を
知
っ
て
い
た
か
を
示
し
て
い

彼
は
ま
ず
習
慣
が
き
わ
め
て
一
般
的
な
事
実
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

第
一
章

に
お
け
る
習
慣
の
問
題

デ
ス
テ
ユ

ッ
ト
・
ド

ト
ラ
シ
と
ビ
シ

一
七
九
八
年
の
『
フ
ラ
ン
ス
学
士
院
報
告
』
で
は
「
あ
ら
ゆ
る

ャ
と

輪

正

習
慣



る。

「
そ
れ
は
殆
ど
あ
ら
ゆ
る
種
類
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
全
く
多
様
で
あ
る
。
真
っ
向
か
ら
対
立
さ
え
し
て
い
る
影
響
も
あ
る
。

身
体
の
感
覚
性
や
精
神
の
道
徳
的
感
受
性
は
弱
ま
る
こ
と
も
あ
れ
ば
逆
に
強
ま
る
こ
と
も
あ
る
。
記
憶
は
鈍
麻
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
非
常
に

活
発
化
す
る
こ
と
も
あ
る
。
身
体
の
運
動
は
た
い
へ
ん
容
易
に
な
る
が
意
志
に
完
全
に
従
属
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
全
く
意
志
か
ら
独
立
す
る

場
合
も
あ
る
。
判
断
は
一
方
で
き
わ
め
て
繊
細
に
な
り
な
が
ら
他
方
で
も
は
や
意
識
さ
れ
な
い
ま
で
に
漠
然
と
し
た
も
の
に
な
る
。
意
志
は

或
る
時
は
或
る
方
向
へ
、
別
の
時
に
は
ま
っ
た
く
対
立
す
る
方
向
へ
向
か
い
、
意
志
決
定
は
し
ば
し
ば
動
機
が
な
い
か
の
よ
う
に
、
そ
れ
ど

こ
ろ
か
明
白
な
動
機
に
反
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
程
に
な
る
。

(Ml,
p
.
 
4
3
4
)
」
か
よ
う
な
多
様
で
相
矛
盾
し
さ
え
す
る
影

響
を
ど
う
分
析
し
ど
う
説
明
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
の
分
析
の
た
め
の
手
掛
か
り
と
し
て
は
ト
ラ
シ
は
「
種
類
の
異
な
る
知
覚
に
対
し
て
習

慣
は
異
な
る
仕
方
で
作
用
す
る
も
の
で
あ
り
こ
の
こ
と
は
習
慣
の
あ
ら
ゆ
る
影
響
を
説
明
す
る
に
足
り
よ
う
」
と
書
い
て
い
る
。

(MI,

p
.
4
3
5
)

こ
の
言
葉
は
や
や
簡
潔
す
ぎ
る
と
は
い
え
、
習
慣
の
影
響
の
仕
方
の
違
い
を
と
お
し
て
知
覚
等
の
諸
能
力
の
異
同
を
と
ら
え
よ
う
と

(3) 

し
た
ビ
ラ
ン
の
方
法
を
先
取
り
す
る
も
の
と
し
て
は
、
興
味
深
い
も
の
を
持
つ
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
奇
妙
な
こ
と
に
ト
ラ
シ
は
こ
の
言
葉

を
十
分
生
か
そ
う
と
せ
ず
、
習
慣
の
多
様
な
影
響
を
ば
同
一
の
性
質
の
も
の
と
す
る
。
彼
の
場
合
感
覚
、
運
動
、
記
憶
、
欲
望
、
判
断
に
対

す
る
習
慣
の
影
響
が
す
べ
て
、

た
だ
一
種
の
影
響
す
な
わ
ち
判
断
に
対
す
る
影
響
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

彼
の
言
う
と
こ
ろ
を
見
よ
う
。
感
覚
に
つ
い
て
は
、
感
覚
の
単
な
る
反
復
は
い
か
な
る
新
し
い
性
状

を
も
生
み
だ
さ
な

い
と
ト
ラ
シ
は
言
う
。

(MI,
p
.
4
3
6
)

感
覚
の
反
復
が
も
た
ら
す
変
化
は
比
較
の
働
き
、
従
っ
て
判
断
の
働
き
に
よ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ト
ラ
シ
が
引
い
て
い
る
例
に
よ
れ
ば
判
断
力
を
欠
い
た
愚
鈍
な
人
が
同
じ
騒
音
に
く
り
か
え
し
何
回
で
も
驚
く
の
は
そ
の
た
め
だ
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
苦
痛
の
感
覚
が
く
り
か
え
さ
れ
る
に
つ
れ
増
大
す
る
現
象
を
説
明
し
て
ト
ラ
シ
は
そ
れ
は
身
体
の
現
実
の
消
耗
に
よ
る
と
し
て
い

2

る。

(Ml, p
.
 
4
3
5
)

生
理
学
的
な
要
素
を
導
入
す
る
こ
の
説
明
は
そ
れ
自
体
が
上
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
と
不
整
合
で
あ
り
、
習
慣
現
象
の

d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
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る
。
そ
し
て
…
容
易
な
判
断
は
我
々
の
注
意
を
引
き
付
け
な
い
か
ら
我
々
に
意
識
さ
れ
な
く
な
る
。
そ
こ
か
ら
、
多
数
の
判
断
が
ほ
と
ん
ど

限
り
な
く
容
易
に
な
り
迅
速
に
な
っ
て
、

こ
と
が
我
々
に
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
出
て
く
る
。

(Ml,
p. 
4
4
1
)
」
そ
し
て
ト
ラ
ジ
は
こ
の
事
実
が
習
慣
の
あ
ら
ゆ
る

し
か
し
か
よ
う
な
こ
と
で
習
慣
に
ま
つ
わ
る
あ
ら
ゆ
る
困
難
が
説
明
し
き
れ
る
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
。
デ
ル
ボ
ス
は
、

で
は
習
慣
の
作
用
の
多
様
さ
を
説
明
で
き
て
い
な
い
か
ら
問
題
と
な
っ
て
い
る
諸
困
難
に
「
極
め
て
不
十
分
、
極
め
て
皮
相
に
し
か
」
対
応

(
4
)
 

で
き
て
い
な
い
、
と
書
い
て
い
る
。

マ
デ
ィ
ニ
エ
も
同
様
に
「
そ
れ
に
よ
っ
て
記
憶
喚
起
に
お
け
る
大
き
な
容
易
さ
は
説
明
で
き
て
も
、
容

易
さ
に
と
も
な
っ
て
喚
起
が
無
意
識
化
す
る
こ
と
の
理
由
の
説
明
は
お
そ
ら
く
よ
り
難
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
書
い
て
い
る
。
私
に
は
ト

ラ
シ
の
説
の
理
解
の
鍵
は
次
の
文
章
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
判
断
と
習
慣
と
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

々
の
判
断
の
多
様
さ
、
迅
速
性
、
容
易
さ
の
産
物
で
あ
り
、
判
断
は
こ
れ
ら
の
性
質
の
す
べ
て
を
人
為
的
記
号
の
使
用
に
負
っ
て
い
る
か
ら
、

習
慣
の
ほ
と
ん
ど
全
て
の
作
用
が
記
号
に
属
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
記
号
が
よ
り
完
全
で
あ
れ
ば
あ
る
程
そ
れ
だ
け
強
力
で
あ

作
用
を
充
分
に
説
明
す
る
と
言
っ
て
い
る
。

る。 説
明
に
お
け
る
ト
ラ
シ
の
混
乱
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
同
様
な
混
乱
は
運
動
の
習
慣
の
説
明
に
も
見
い
だ
さ
れ
る
。

「
習
慣
は
我

(Cf. 
Ml, 

p
.
4
3
7
-
4
3
9
)

ト
ラ
シ
は
運
動
の
習
慣
に
、
判
断
を
伴
っ
て
習
慣
的
と
な
っ
た
運
動
と
判
断
を
伴
わ
ず
に
習
慣
的
と
な
っ
た
運
動
と
を
区
別
し
、

前
者
は
意
志
に
従
い
後
者
は
単
に
機
械
的
に
な
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
説
明
は
生
理
学
に
委
ね
る
の
で
あ
る
。
記
憶
に
対
す
る

影
響
の
仕
方
に
つ
い
て
の
ト
ラ
ジ
の
説
明
は
明
晰
さ
を
欠
い
て
い
る
。
欲
望
の
習
慣
に
つ
い
て
は
、
欲
望
は
判
断
に
関
連
し
従
っ
て
欲
望
の

習
慣
は
判
断
の
習
慣
と
同
様
で
あ
る
と
言
う
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
判
断
そ
の
も
の
へ
の
習
慣
の
影
響
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

「
な
ん
ら
か
の
判
断
が
我
々
の
な
か
で
頻
繁
に
な
さ
れ
る
と
、
そ
の
判
断
と
そ
し
て
そ
の
同
類
と
は
我
々
に
と
っ
て
極
め
て
容
易
に
な

ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
な
い
無
数
の
活
動
を
ほ
ん
の
一
瞬
の
う
ち
に
行
い
な
が
ら
そ
れ
を
説
明
す
る

か
よ
う
な
言
葉
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「
我
々
の
自
我
と
感
覚
さ
れ
る
宇
宙
と
の
間
の
唯
一
の

り
多
数
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(MI,
p. 
4
4
4
)
」
こ
の
文
章
は
ト
ラ
シ
の
場
合
習
慣
が
判
断
に
影
響
す
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
逆

に
判
断
が
習
慣
を
作
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
判
断
が
習
慣
に
先
立
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
先
に
引
用
し
た
習
慣
の
種
々
相
に
た
い
し
て
ト
ラ
シ
が
与
え
た
説
明
に
照
ら
し
て
み
て
も
立
証
さ
れ
よ
う
。
た
と
え
ば
彼
は
習
慣
に
よ

る
感
覚
の
鈍
化
を
比
較
作
用
の
迅
速
化
に
よ
っ
て
説
明
す
る
が
、
比
較
は
判
断
を
前
提
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
運
動
の
習
慣
に
お
い
て
も
、

判
断
を
と
も
な
っ
て
習
慣
的
と
な
っ
た
運
動
の
み
が
ト
ラ
シ
が
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
場
合
も
判
断
が
習
慣
を
形
成
す
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
点
か
ら
見
て
習
慣
に
対
す
る
ト
ラ
シ
の
一
般
的
態
度
は
、
観
念
連
合
を
習
慣
形
成
の

ト
ラ
ツ
の
こ
の
習
慣
に
対
す
る
一
般
的
態
度
は
何
に
由
来
す
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
連
し
て
注
意
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
一
七
九
六
年
の

『
フ
ラ
ソ
ス
学
士
院
報
告
』
の
場
合
、
習
慣
は
運
動
か
ら
独
立
に
考
察
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
運
動
に
た
い
す
る
習
慣
の
影
響

に
つ
い
て
も
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
上
に
見
た
。
し
か
し
こ
の
報
告
で
論
じ
ら
れ
る
の
は
先
に
見
た
よ
う
に
判
断
を
と
も
な
う
運
動
習
慣
で

あ
っ
て
運
動
一
般
の
そ
れ
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
習
慣
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
運
動
が
意
志
的
な
も
の
か
ら
非
意
志
的
な
も
の
へ
変
化
し
て
ゆ

く
そ
の
移
行
過
程
こ
そ
が
問
題
で
あ
る
。
ト
ラ
シ
は
非
意
志
化
し
た
運
動
を
彼
の
『
報
告
』
か
ら
除
外
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
は
運
動
に

含
ま
れ
る
判
断
が
問
題
で
あ
っ
て
、
運
動
自
体
は
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
場
合
、
必
ず
し
も
朋
白
に
言
わ
れ
て
い
な
い
に
せ
よ
、
習
慣
は
運
動
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
。
運
動
の
能
力
に

(
6
)
 

動
覚

motilite
の
名
を
与
え
て
、
認
識
に
お
い
て
運
動
が
は
た
す
役
割
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
ト
ラ
シ
の
功
績
で
あ
る
。
こ
の

動
覚
こ
そ
ト
ラ
シ
の
場
合
、
外
界
の
存
在
を
我
々
に
教
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
り
、

絆
で
あ
る

(MI,
p. 
3
0
2
)

」
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
な
し
に
は
い
か
な
る
判
断
も
認
識
も
記
号
も
な
い
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

(Cf.

Ml, 

要
因
と
す
る
主
知
主
義
的
な
そ
れ
に
近
い
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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p. 3
1
6
,
 3
3
 ,
 6,
 
4
4
5
)

こ
の
動
芦
見
の
理
論
は
そ
れ
じ
た
い
と
し
て
は
な
か
な
か
興
味
深
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
ト
ラ
シ
は
こ
の
理

論
を
彼
の
習
慣
論
の
な
か
に
取
り
入
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
は
、
判
断
を
介
し
て
間
接
的
に
運
動
性
を
問
題

に
す
る
場
合
を
除
い
て
、
そ
の
習
慣
論
か
ら
運
動
性
の
契
機
を
ま
っ
た
く
取
り
の
ぞ
こ
う
と
さ
え
す
る
。
ト
ラ
シ
の
場
合
動
覚
の
概
念
の
登

場
と
と
も
に
習
慣
概
念
は
、
そ
れ
が
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
に
お
い
て
果
た
し
て
い
た
役
割
を
う
し
な
い
、

れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
習
慣
は
観
念
学
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
で
あ
り
つ
づ
け
る
。
ト
ラ
シ
は
習
慣
が
「
観
念
学
と
呼
ば
れ
る
学
問
の
ほ

と
ん
ど
全
て
の
困
難
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り

(MI,
p. 
4
4
8
)
」、

p. 
4
4
4
)
」

こ
と
を
言
う
。
困
難
の
こ
の
表
明
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
だ
ろ
う
か
。

が
、
恐
ら
く
そ
れ
は
、
習
慣
に
は
判
断
論
や
記
号
論
だ
け
で
は
片
付
か
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
の
確
認
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
ト
ラ

シ
の
言
う
よ
う
に
習
慣
が
記
号
に
依
存
す
る
も
の
だ
と
す
る
と
、
記
号
が
習
慣
の
影
響
を
受
け
て
変
形
し
て
ゆ
く
事
実
ー
こ
れ
に
つ
い
て
は

を
し
て
そ
の
主
著
『
観
念
学
要
網
』

(EI, 
p. 
1
8
6
)
」
か
ら
だ
と

い
わ
ば
か
っ
て
の
地
位
か
ら
追
放
さ

ま
た
「
観
念
学
の
あ
ら
ゆ
る
疑
問
点
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る

(MI,

(
C
f
.
 

MI, 
p. 
4
1
2
-
6
)

ー
を
ど
う
説
明
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
恐
ら
く
か
よ
う
な
難
点
こ
そ
ト
ラ
シ

(
7
)
 

(
E
l
e
m
e
n
t
s
 
d'ide 0
 l
o
g
i
e
ー
ー
以
下
E
I
と
略
す
）
の
第
一
部
で
習
慣
に
つ
い
て
更
に
掘
下
げ
よ
う

と
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
書
で
は
ト
ラ
シ
は
習
慣
を
運
動
に
関
連
づ
け
つ
つ
考
察
す
る
の
だ
が
、

し
か
し
今
度
は
ま
っ
た

『
観
念
学
要
綱
』
で
も
始
め
に
『
学
士
院
報
告
』
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
習
慣
の
語
の
一
般
的
意
味
が
言
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
続
い

て
諸
能
力
へ
の
習
慣
の
影
響
の
考
察
に
は
い
る
に
あ
た
っ
て
『
観
念
学
要
綱
』
で
は
動
く
能
力
f
a
c
u
l
t
e

d
e
 
se 
m
o
u
v
o
i
r
 

が
ま
ず
検
討
さ
れ
る
。
こ
の
能
力
は
「
そ
の
最
も
広
い
意
味
に
お
い
て
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
能
力
を
包
含
す
る

く
運
動
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
考
察
す
る
の
で
あ
る
。

ト
ラ
シ
自
身
し
ば
し
ば
語
っ
て
い
る

へ
の
影
響

『
学
士
院
報
告
』
で
は
こ
の
点
を
明
記
し
て
い
な
い
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う
の
で
あ
る
。
ト
ラ
シ
が
こ
の
書
で
記
憶
、
欲
望
、
判
断
へ
の
習
慣
の
影
響
を
論
ず
る
仕
方
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

(Cf.
E
I
,
 
p. 
1
9
1
-
3
)
 

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
ト
ラ
シ
が
そ
の
説
明
に
お
い
て
常
に
「
器
官
運
動

m
o
u
v
e
m
e
n
t
o
r
g
a
n
i
q
u
e」
を
介
入
さ

せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
感
覚
も
欲
望
も
判
断
も
い
ず
れ
も
器
官
運
動
を
前
提
し
、
そ
れ
に
由
来
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

(
E
I
,
 
p. 
1
9
3
)

事
情
が
か
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
問
題
を
終
局
的
に
解
決
す
る
も
の
は
運
動
の
生
理
学
的
研
究
以
外
に
な
い
こ
と
に
な

よ
り
不
活
発
に
な
る
の
で
な
け
れ
な
な
ら
な
い
。

「
な
ん
ら
か
の
感
覚
を
知
覚
す
る
と
き
に
と
も
な
う
運
動

ト
ラ
シ
は
言
う
。
動
く
能
力
つ
ま
り
勝
義
の
運
動
能
力
へ
の
習
慣
の
影
響
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
そ
れ
だ
け
そ
の
運
動
は
感
覚
さ
れ
な
く
な
り
、

「
ど
ん
な
運
動
で
あ
れ
―
つ
の
運
動
を

し
ば
し
ば
繰
り
返
せ
ば
繰
り
返
す
ほ
ど
我
々
は
そ
の
運
動
を
よ
り
容
易
か
つ
迅
速
に
行
え
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
も
の
は

な
い
」
と
彼
は
書
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ほ
ど
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
が
「
極
め
て
真
実
な
」
こ
と
は
、

し
ば
し
ば
い
か
な
る
感
覚
も
起
こ
し
え
な
く
な
り
遂
に
は
全
く
意
識
さ

れ
な
い
よ
う
に
な
る
こ
と
だ
(
E
I
,

p. 
1
8
7
)
」
と
つ
け
く
わ
え
ら
れ
て
い
る
。
運
動
が
反
復
さ
れ
て
よ
り
容
易
か
つ
迅
速
に
な
る
に
つ
れ
そ

の
運
動
に
た
い
す
る
意
識
は
少
な
く
な
り
消
滅
す
る
に
い
た
る
と
い
う
こ
と
は
ト
ラ
シ
以
前
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
ト
ラ
シ

は
こ
の
運
動
習
慣
の
事
実
を
と
お
し
て
一
切
の
習
慣
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
知
的
活
動
は
動
く
能
力
に
依
存
す
る
か
ら
し
て
、

運
動
習
慣
と
同
じ
変
化
を
習
慣
か
ら
こ
う
む
る
は
ず
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
(
C
f
•El, 
p. 
1
8
8
-
9
)

動
く
能
力
を
強
調
す
る
点
に
は
コ
ソ

デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
運
動
的
触
覚
の
理
論
の
影
響
が
明
ら
か
だ
が
、

ト
ラ
シ
は
か
よ
う
な
観
点
か
ら
習
慣
の
あ
ら
ゆ
る
影
響
形
態
を
『
観
念
学
要

綱
』
で
は
も
っ
ば
ら
運
動
へ
の
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
主
役
が
判
断
か
ら
運
動
へ
と
か
わ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
感
覚
の
習
慣
に
つ
い
て
い
え
ば
ト
ラ
シ
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

は
、
運
動
が
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ
る
に
つ
れ
て
よ
り
迅
速
か
つ
容
易
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
し
ば
し
ば
経
験
さ
れ
た
感
覚
は
我
々
に
と
っ
て

(
E
I
,
 
p. 
1
8
9
)
」
つ
ま
り
感
覚
へ
の
習
慣
の
影
響
は
運
動
へ
の
そ
れ
の
一
特
殊
例
だ
と
い

「
運
動
が
よ
り
容
易
か
つ
迅
速
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デステュット・ト ・トラシとビシャとにおける習慣の問題

研
究
へ
向
か
う
。

ろ
う
。
我
々
は
先
に
『
学
士
院
報
告
』
に
お
い
て
ト
ラ
シ
が
意
志
か
ら
独
立
な
習
慣
的
運
動
の
説
明
を
生
理
学
に
委
ね
て
い
る
こ
と
を
見
た
。

習
慣
問
題
の
研
究
後
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
が
純
粋
に
能
動
的
主
体
的
な
も
の
の
追
求
に
向
か
う
の
に
対
し
て
ト
ラ
シ
は
む
し
ろ
生
理
学
的

マ
デ
ィ
ニ
ニ
は
こ
の
違
い
を
説
明
し
て
、

ト
ラ
シ
は
彼
が
既
に
努
力
と
呼
ん
で
い
る
運
動
と
抵
抗
と
の
二
元
性
を
能
動
と

受
動
と
の
対
立
と
し
て
考
え
な
か
っ
た
が
故
に
動
覚
と
他
の
感
覚
と
の
対
立
を
習
慣
の
作
用
の
対
立
に
関
係
付
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
、
と

(
8
)
 

し
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
こ
に
デ
ス
テ
ュ
ッ
ト
・
ド
・
ト
ラ
シ
と
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
と
を
区
別
す
る
主
要
な
点
が
あ
る
で
あ
ろ
う
0

ト
ラ

シ
が
そ
の
動
覚
の
概
念
に
よ
っ
て
ビ
ラ
ン
ヘ
の
道
を
開
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
ト
ラ
シ
は
習
慣
が
含
み
も
つ
同
時
に
能
動
的
で

も
受
動
的
で
も
あ
る
性
質
を
重
く
見
よ
う
と
せ
ず
、

を
つ
む
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
運
動
の
一
元
論
へ
、
生
理
学
的
研
究
へ
と
向
か
い
、
主
体
固
有
の
能
動
性
に
目

注
(

1

)

本
論
文
は
も
と
拙
稿
『
一
九
世
紀
フ
ラ
ソ
ス
哲
学
に
お
け
る
習
慣
の
問
題
』
（
『
カ
ル
テ
シ
ア
ー
ナ
』
第
五
号
「
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
習
慣
の
問
題
」

注
1
参
照
）
の
「
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
以
前
の
習
慣
の
問
題
」
と
題
し
た
第
一
章
の
4
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
、
パ
ス
カ
ル
、

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
場
合
と
同
様
に
全
面
的
に
書
き
改
め
よ
う
か
と
も
思
っ
た
が
、
若
い
時
に
書
か
れ
た
も
の
に
は
そ
れ
な
り
の
特
色
も
あ
り
、
ほ

ぽ
フ
ラ
ン
ス
語
原
文
ど
お
り
の
訳
文
を
の
せ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
後
の
知
見
で
補
う
べ
き
だ
と
思
っ
た
こ
と
は
す
べ
て
の
注
の
形
に
し
た
。

デ
ス
テ
ュ
ッ
ト
・
ド
・
ト
ラ
シ

A
n
t
o
i
n
e
-
L
o
u
i
s
-
C
l
a
u
d
e
D
e
s
t
u
t
t
 
d
e
 T
r
a
c
y
 (
1
7
5
4
-
-
1
8
3
6
)

の
哲
学
に
つ
い
て
は
観
念
学

ide0
 logie 

の
創
始
者
或
は
む
し
ろ
こ
の
言
葉
の
作
者
と
し
て
以
外
に
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
が
、
近
時
記
号
論
や
社
会
思
想
関
係
等
で
か
な
り
注
目

を
引
く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
次
の
書
を
あ
げ
て
お
く
。

E.
 
R
a
s
t
i
e
r
 `
 
ldeologie 
et 
theorie 
d
e
s
 signes, 
A
n
a
l
y
s
e
 s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
e
 d
e
s
 E
l
e
m
e
n
t
s
 d'lde 0
 !ogie d
'
A
n
t
o
i
n
e
-
L
o
u
i
s
-
C
l
a
u
d
e
 

D
e
s
t
u
t
t
 d
e
 T
r
a
c
y
,
 
M
o
u
t
o
n
,
 1
9
7
2
.
 

B
.
 
W. H
e
a
d
,
 
I
d
e
o
l
o
g
y
 a
n
d
 Social 
Sciences, 
D
e
s
t
u
t
t
 d
e
 
T
r
a
c
y
 a
n
d
 F
r
e
n
c
h
 Liberalism• 

Nijhoff, 
1
9
8
5
.
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デステュット・ド・トラシとビシャとにおける習慣の問題

あ
る
。

「
動
物
的
生
に
お
い
て
は
習
慣
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
変
化
す
る

vie a
n
i
m
a
l
e
と
の
有
名
な
区
別
で
あ
る
。
動
物
的
生
と
し
て
の
感
覚
や
運
動
は
対
称
的
な
器
官
と
継
続
的
な
活
動
と
に
よ
っ
て
特
長
づ
け

ら
れ
、
こ
れ
に
た
い
し
器
官
的
生
は
消
化
や
循
環
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
左
右
不
対
称
な
器
官
と
連
続
的
な
機
能
と
に
よ
っ
て
特
長

づ
け
ら
れ
る
。
後
者
が
感
情
な
い
し
情
念
の
起
源
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
前
者
は
知
性
と
意
志
と
の
起
源
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

つ
づ
い
て

ビ
シ
ャ
は
こ
の
二
つ
の
生
を
習
慣
の
面
か
ら
区
別
し
て
、
動
物
的
生
が
習
慣
の
影
響
を
受
け
る
の
に
た
い
し
器
官
的
生
は
習
慣
か
ら
独
立
だ

と
す
る
。

(
R
P
,

p. 
3
7
)

排
泄
の
よ
う
に
習
慣
を
受
け
入
れ
る
が
一
見
し
た
と
こ
ろ
器
官
的
生
に
属
す
る
よ
う
に
み
え
る
機
能
は
実
際
は

動
物
的
生
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

(
R
P
,

p. 
4
5
)

器
官
的
生
が
は
じ
め
か
ら
完
全
で
あ
り
教
育
を
必
要
と
し
な
い
の
に
た
い
し
て
、
動
物

的
生
は
教
育
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ビ
シ
ャ
は
習
慣
の
成
立
す
る
領
域
が
動
物
的
生
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を

立
証
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
以
上
の
こ
と
に
も
ま
し
て
ビ
シ
ャ
の
こ
の
書
で
興
味
深
い
こ
と
は
動
物
的
生
に
お
け
る
習
慣
の
影
響
に
つ
い
て
の
彼
の
考
察
で

は
知
性
の
二
つ
の
様
態
ー
感
覚
と
判
断
ー
に
よ
っ
て
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
習
慣
は
こ
の
二
者
に
ま
っ
た
＜
相
反
し
た
仕
方
で
影
響
す
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
習
慣
は
感
覚
を
ば
麻
痺
鈍
化
し
判
断
を
ば
迅
速
確
固
と
し
た
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
感
覚
へ
の
影
響
の
仕
方
を

み
て
み
よ
う
。

(
R
P
,
 
p. 
3
7
)

」
と
彼
は
言
う
。
し
か
し
そ
の
変
化
の
在
り
方
に

一
般
的
に
い
っ
て
習
慣
は
、
苦
痛
の
感
覚
で
あ
れ
快
適
な
感
覚
で
あ
れ
あ
ら
ゆ
る
感
覚
を
、
両
者
の
中
間
で
あ
る
無
感
覚
の

状
態
に
も
た
ら
す
。
身
体
組
織
に
と
っ
て
破
壊
的
な
損
傷
に
と
も
な
う
感
覚
は
こ
の
こ
と
の
例
外
だ
が
、

か
よ
う
な
感
覚
を
ビ
シ
ャ
は
絶
対

的
感
覚
と
呼
ん
で
一
般
の
相
対
的
な
感
覚
か
ら
区
別
し
、
習
慣
の
影
響
を
う
け
る
の
は
相
対
的
感
覚
の
み
だ
と
し
て
い
る
。

(
R
P
,
p. 
3
8
)
 

逆
に
い
え
ば
習
慣
の
影
響
を
う
け
る
感
覚
は
相
対
的
で
、
う
け
な
い
感
覚
は
絶
対
的
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
相
対
的
な
感
覚
に

た
い
す
る
か
よ
う
な
影
響
の
仕
方
を
ビ
シ
ャ
は
、
『
学
士
院
報
告
』
に
お
け
る
ト
ラ
シ
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、
現
在
の
感
覚
と
先
立
つ
感
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な
お
ビ
シ
ャ
の
習
慣
論
が
、

物
で
は
な
く
、
対
象
の
第
一
印
象
か
ら
お
の
ず
か
ら
生
じ
た
結
果
だ

る
精
神
i
l
m
e
!1
お
い
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

r
盆
e
x
i
o
n

の
産

覚
と
の
あ
い
だ
の
比
較
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
感
覚
器
官
が
刺
激
か
ら
受
け
る
変
化
は
現
在
も
過
去
と
同
様
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
感
覚
が
消
滅
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
消
滅
が
お
き
る
の
は
感
覚
器
官
に
お
い
て
で
は
な
く
、
感
覚
を
知
覚
し
て
い

つ
ま
り
精
神
が
現
在
の
感
覚
と
過
去
の
感
覚
と
の
間
で
お
こ
な
う
比
較
作
用
に
よ
る
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
ビ
シ
ャ
の
考
え
方
で
あ
る
。

(
C
f
.
R
P
,
 p. 
4
0
-
2
)

こ
れ
は
感
覚
習
慣
の
主
知
主
義
的
な
説
明
で
あ
り
、
判
断

の
要
素
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
判
断
の
習
慣
が
感
覚
の
そ
れ
と
は
対
蹄
的
な
あ
ら
わ
れ
を
す
る
点
か
ら
見
て
か
な
り
奇

妙
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
。
我
々
は
先
に
ト
ラ
シ
が
、
感
覚
の
減
退
の
原
因
を
判
断
の
習
慣
に
お
い
て
い
る
こ
と
を
見
た
。
ビ
ジ
ャ
は
ト
ラ
シ

ほ
ど
性
急
な
断
定
は
し
て
お
ら
ず
、
感
覚
の
習
慣
と
判
断
の
習
慣
と
の
性
質
上
の
違
い
を
固
執
し
つ
づ
け
る
。
し
か
し
感
覚
習
慣
の
説
明
に

お
け
る
こ
の
困
難
は
、
判
断
習
慣
の
説
明
に
も
困
難
を
招
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
ビ
シ
ャ
は
判
断
の
習
慣
に
対
し
て
は
感
覚
の

習
慣
の
際
の
よ
う
な
理
論
的
説
明
の
試
み
を
行
わ
ず
、
実
例
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
花
々
が
咲
き
乱
れ
る
野
原
で
始
め
は

多
様
な
香
り
に
幻
惑
さ
れ
て
個
々
の
花
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
習
慣
が
香
り
を
取
り
さ
っ
て
初
め
て
判
断
が
可
能
に
な
る

(
R
P
,

p. 
4
4
)

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
例
じ
た
い
も
ビ
シ
ャ
の
説
明
の
不
十
分
さ
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
感
覚
の
習
慣
の
説
明
に
い
っ

た
ん
判
断
の
契
機
を
導
入
し
た
以
上
、
感
覚
の
習
慣
と
判
断
の
習
慣
の
あ
い
だ
の
違
い
の
説
明
が
彼
に
と
っ
て
も
は
や
不
可
能
で
あ
っ
た
よ

う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
ビ
シ
ャ
は
感
覚
の
習
慣
の
説
明
の
あ
と
で
比
較
作
用
に
つ
い
て
、
比
較
は
「
反
省

(
R
P
,
 
p. 
4

1

)
」

と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
こ
れ
だ
け
で
は
余

(IO) 

り
に
簡
単
す
ぎ
る
う
ら
み
が
あ
る
が
、
感
覚
と
判
断
と
の
区
別
に
関
し
て
別
個
の
展
開
を
期
待
さ
せ
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
学
士
院
報
告
』
に
お
け
る
ト
ラ
シ
と
同
様
、
運
動
性
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
注
意
し
て

お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ビ
シ
ャ
は
「
動
物
的
生
の
諸
器
官
の
教
育
に
お
け
る
社
会
の
影
響
」
と
題
し
た
章
で
、
動
き
の
習
慣

h
a
b
i
t
u
d
e
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(
R
P
 ̀

 
p. 1
2
2
)

音
楽
家
が
耳
を
、
画
家
が
目
を
、
舞
踏
家
が
手
足
を
動
か
し
働
か
せ

る
こ
と
を
通
し
て
そ
の
活
動
を
完
成
さ
せ
る
よ
う
に
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
こ
の
考
え
を
そ
の
習
慣
論
に
織
り
込
む
こ
と
は
し

な
か
っ
た
。
と
は
あ
れ
習
慣
の
持
つ
能
動
的
か
つ
受
動
的
な
性
質
を
明
確
に
し
た
の
は
ビ
シ
ャ
の
功
績
で
あ
り
、
此
の
点
で
彼
は
メ
ー
ヌ
・

(11) 

ド
・
ビ
ラ
ン
お
よ
び
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。

注(

9

)

 

B
i
c
h
a
t
,
 
X
a
v
.
,
 R
e
c
h
e
r
c
h
e
s
 P
h
y
s
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
 
s
u
r
 la 
vie 
et 
la 
m
o
r
t
,
 
3
e
 ed., 
1
8
0
5
,
 
Paris, 
c
h
e
z
 B
r
o
s
s
o
n
 e
t
 
c
h
e
z
 
G
a
b
o
n
.
 

初
版
は
1
8
0
0
年
に
出
て
い
る
。

(

1

0

)

ビ
シ
ャ
は
第
一
部
第
八
章
第
四
節
等
で
運
動
習
慣
の
形
成
を
教
育
と
の
関
係
で
、
さ
ら
に
社
会
的
習
慣
と
の
関
係
で
論
じ
て
い
る
。
職
業
を
、
感

覚
を
主
に
使
う
も
の
、
判
断
を
主
に
使
う
も
の
、
体
力
を
主
に
使
う
も
の
の
一
＿
一
種
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
習
慣
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ

と
を
言
っ
て
い
る
あ
た
り
興
味
深
い
。

(
C
f
.

R
P
,
 
p. 
1
2
2
)

ま
た
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
判
断
の
習
慣
が
単
に
特
定
の
判
断
を
固
定
す
る
だ
け
で

そ
の
矯
正
に
向
か
う
も
の
で
な
い
こ
と
も
い
っ
て
い
る
。

(
R
P
,
p. 
1
3
3
)
 

(

1

1

)

ビ
シ
ャ
の
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
は
次
の
書
が
参
考
に
な
る
。

M
a
i
n
e
 d
e
 B
i
r
a
n
 ̀
M
s
 mo
i
r
e
 s
u
r
 la 
d
e
c
o
m唸
osition
d
e
 la 
p
e
n
s
e
e
,
 
e
d
.
 
P
.
 
U
.
 F., 
T. I. 
p. 
105ー

9
.

B
r
e
h
i
e
r
,
 
H
i
s
t
o
i
r
e
 
d
e
 la 
Philosophie, 
3
e
 ed., 
P. 
U
.
 F., 
1
9
4
8
,
 

T. 2
,
 
p. 
6
1
4
.
 

d
'
a
g
i
r

が
行
動
を
完
全
に
す
る
、
と
言
っ
て
い
る
。




