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ー

（
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
）

ー
表
象
的
反
復

V
e
r
g
e
g
e
n
w
a
r
t
i
g
u
n
g

に
対
す
る
行
為
的
反
復
（
沓
慣
）

フ
ッ
サ
ー
ル
は
彼
の
時
間
論
を
、
音
の
知
覚
の
分
析
に
基
づ
い
て
組
み
立
て
た
。
具
体
的
に
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
音
を
例
に
挙
げ
、
わ
れ
わ

れ
が
音
楽
を
聴
く
と
き
の
経
験
を
参
照
し
な
が
ら
、
彼
は
時
間
意
識
に
つ
い
て
反
省
す
る
。
こ
の
時
間
意
識
に
つ
い
て
の
反
省
を
、
参
照
関

係
を
逆
に
し
て
、
音
楽
的
経
験
の
分
析
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
欠
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
音
楽
的
経
験
の

主
要
素
で
あ
る
感
情
が
欠
け
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
時
間
に
つ
い
て
の
考
察
と
い
う
こ
と
に
限
定
す
れ
ば
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
反
省
は
、
少
な

く
と
も
問
題
の
領
域
を
完
全
に
覆
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
曲
を
聞
い
て
い
る
例
を
出
し
た
。
こ
の
例
で
、
も
し
そ

の
曲
が
自
分
の
弾
い
て
い
る
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
奏
で
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
時
間
意
識
の
分
析
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
何
も
変
わ
ら

な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
あ
る
曲
を
、
バ
ッ
ハ
の
『
無
伴
奏
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
た
め
の
パ
ル
テ
ィ
ー
タ
第
2
番
』
を
、
弾
け
る
よ
う
に
な
る
た

め
、
毎
日
数
時
問
、
何
ヵ
月
も
何
年
も
練
習
す
る
。
そ
し
て
あ
る
日
、
弾
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
こ
の
反
復
に
よ
る
行
為
的
運
動
的
習

慣
の
形
成
は
、
時
間
論
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
再
現
前
化

(
V
e
r
g
e
g
e
n
w
a
r
t
i
g
u
n
g
)
や
再
想

起

(
W
i
e
d
e
r
e
r
i
n
n
e
r
u
n
g
)
の
一
種
と
し
て
考
え
て
済
ま
せ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

時
間
意
識
と
行
為

山

形

頼

洋
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g
e
n
o
m
m
e
n
"
」
(
NB
.
 
1
2
7
)
。
こ
の
作
用
を
感
じ
、
内
的
に
知
覚
す
る
働
き
は
「
内
的
意
識
」
で
あ
る
が
、
こ
の
内
的
意
識
そ
の
も
の
は

も
は
や
作
用
で
は
な
い
。
い
い
か
え
る
と
、
内
的
意
識
を
内
的
に
知
覚
す
る
別
の
意
識
ぱ
存
在
し
な
い
。
内
的
意
識
は
自
分
で
自
分
を
意
識

す
る
。
自
分
で
自
分
を
内
的
意
識
と
し
て
構
成
し
て
存
在
す
る
。
内
的
意
識
は
時
間
意
識
で
あ
る
。

同
じ
く
「
補
遺
12
」
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
用
は
「
感
じ
ら
れ
る

と
呼
ん
で
い
る
働
き
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
よ
う
。

(

2

)

 

に
よ
れ
ば
、
ま
ず
「
作
用
は
な
に
も
の
か
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
」

(
NB. 
1
2
6
)
。
作
用
と
し
て
、
具
体
的
に
は
、
判
断
、
外
的
知
覚
、

ま
た
、
発
言
、
願
う
こ
と
、
意
志
す
る
こ
と

(
N
B
.
 

(
N
 B.
 8
4
)

、
感
情
(
G
e
f
i
i
h
l
e
)
、
欲
望
(
B
e
g
e
h
r
u
n
g
e
n
)

(
Z
B
.
 
1
2
9
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
れ
ら
の
作
用
へ
向
け
ら
れ

る
反
省
の
作
用
も
こ
れ
ら
に
つ
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
(
N
B
・
1
2
7
)
。

喜
ぶ
こ
と
が

フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
作
用
」

こ
ヽ

o

t
し

第
一
節

(

1

)

 

別
の
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
声
を
聞
く
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
こ
こ
で
も
引
き
続
き
、
自
分
が
歌
っ
て
い
る
歌
、
そ
し
て
結

局
は
楽
器
を
介
し
て
歌
う
こ
と
と
し
て
同
じ
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
分
が
弾
い
て
い
る
曲
を
聞
く
と
い
う
事
例
に
即
し
て
、
時
間
意
識

と
行
為
（
今
の
場
合
は
歌
う
と
い
う
こ
と
）
ま
た
行
為
の
反
復
と
し
て
の
習
慣
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
先
の
考
察

で
中
心
を
占
め
て
い
た
自
分
の
声
を
「
聞
く
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
自
分
の
声
を
「
出
す
」
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
向
け
て
、
時
間

意
識
を
見
て
み
た
い
。
自
分
の
声
を
出
す
と
い
う
こ
と
を
一
例
と
し
て
、

『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
と
再
想
起
(
W
i
e
d
e
r
e
r
i
n
n
e
r
u
n
g
)

127)
、 (

A
k
t
)
 

一
般
的
に
、
能
動
的
な
行
為
と
時
間
意
識
と
の
関
係
を
問
題
と
し

(
W
o
l
l
e
n
)
 
や
、
そ
れ
ら
の
再
生
的
変
容
（
想
像
や
想
起
）

"
e
m
p
f
u
n
c
l
e
n
"
」
な
い
し
は
内
的
に
「
知
覚
さ
れ
る
;
'
w
a
h
r
,
 

「
流
れ
行
く
把
持
と
予
持
を
自
分
の
位

『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
の
「
補
遣
12
」
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時間意識と行為（キネステーゼ）

て
み
よ
う
。

『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
の
第
二
七
節
に
お
い
て
、

と
の
関
係
を
考
察
し
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
想
起
と
は
、
普
通
の
意
味
で
の
思
い
出
と
し
て
の
回
想
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な

再
想
起
と
い
わ
れ
る
、
あ
る
い
は
単
に
想
起

(
E
r
i
n
n
e
r
u
n
g
 

N
 B. 
5
7
)
 

と
い
わ
れ
る
再
現
前
化
作
用
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
見

さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
用
は
、
再
生
さ
れ
る

E
r
l
e
b
n
i
s
s
e
)

と
非
作
用

(
N
i
c
h
t
-
A
k
t
)

な
場
所
を
占
め
る
。

に
も
の
で
も
な
い

(
r
e
p
r
o
d
u
z
i
e
r
t
)
 

「
そ
れ
ぞ
れ
の
作
用
の
知
覚
と

(
E
m
p
f
i
n
d
u
n
g
)
と
は
、
感
覚
内
容
の
内
的
意
識
以
外
の
な

相
と
し
て
も
つ
時
間
を
構
成
す
る
意
識
で
あ
る
」

(
NB. 1
2
7
)

。

そ
れ
ぞ
れ
の
作
用
は
内
的
意
識
に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ
、
体
験

(
E
r
l
e
b
n
i
s
)

と
な
る

(
N
 B. 8
3
-
8
4
)

、
こ
の
内
容
は
、
作
用
の
体
験
で
あ
る
志
向
的
体
験

(intentionale

の
体
験
と
に
分
け
ら
れ
る

た
赤

(
e
m
p
f
u
n
d
e
n
e
s
R
o
t
)

な
ど
の
感
性
的
内
容
で
あ
る
。
感
覚
す
る

(
N
 B. 
1
2
7
)

。
圧
圧
験
は
す
べ
て
、
内
的
意
識
の
、
時
間
的
意
識
の
統
一
と
し
て
、
時
間
的
に
持
続
し
て
い
る
。
時
間
的

し
て
の
『
内
的
』
意
識
に
は
可
能
的
な
再
生
的
意
識
が
、
可
能
な
再
想
起
が
属
し
て
い
る
」

(
NB. 1
2
7
)

。
同
じ
く
体
験
で
あ
る
、
感
性
的

内
容
、
感
覚
与
件
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

W
i
 (
A
)
は
作
用
の
内
的
意
識
、

W
i
(
V
(
A
)
)
は
作
用
の
再
現
前
化
の
内
的
意
識
を
表
す
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
、

R
o
t
:
i怒
性
的
内
容

•
赤
と
す
る
と
、
感
性
的
内
容
と
し
て
の
体
験
に
と
っ
て
、
そ
れ
の
内
的
意
識
は
、
そ
の
内
容
を
感
覚
す
る
こ
と

(
E
m
p
f
i
n
d
u
n
g
)

で
あ

る
か
ら
、
そ
の
内
容
の
知
覚
意
識
で
あ
る
か
ら
、

W
i
(
R
o
t
)
 A

:
 作
用
、

W
i
:
内
的
意
識
、

V
(
A
)
:
作
用
の
再
現
前
化
と
す
る
と
、

は
感
性
的
内
容
•
赤
の
感
覚
を
、
ま
た
、
V

(
R
o
t
)
は
同
じ
赤
の
想
像
な

い
し
は
想
起
を
、

W
i
(
V
(
R
o
t
)
)
は
そ
の
想
像
ま
た
は
想
起
に
つ
い
て
の
内
的
意
識
を
表
す
こ
と
に
な
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
想
起
の
作
用
の
対
象
と
、
そ
の
想
起
の
内
的
意
識

在
的
内
容

(
i
m
m
a
n
e
n
t
e
I
n
h
a
l
t
e
)

で
あ
っ
て

J

と
が
で
き
る
。
正
確
に
い
え
ば
、

(
N
 B. 1
2
8
)
。
非
作
用
の
体
験
と
し
て
は
、

た
と
え
ば
感
覚
さ
れ

(
N
 B. 
1
2
7
)

。
体
験
は
、
内
的
意
識
の
内
容
、
内
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覚
対
象

g

わ
ち
、

の
再
産
出

(
R
e
p
r
o
d
u
k
t
i
o
n
)
 

か
つ
て
知
覚
し
た
物
・
事
を
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
と
し
て
再
び
心
に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
昨
日
の
夕
方
見
た
明
か
り
の
溢
れ

る
劇
場
を
思
い
出
し
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
の
時
、
私
が
思
い
出
し
て
い
る
の
は
、
明
か
り
の
溢
れ
る
劇
場
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
劇
場

を
見
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
知
覚
さ
れ
た
対
象
で
あ
っ
て
、
知
覚
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
事
実
は
、
知
覚
の
次
の
よ
う
な
一
般
的

構
造
に
対
応
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
私
が
今
、
現
実
に
明
か
り
の
溢
れ
る
劇
場
を
見
て
い
る
と
き
、
こ
の
知
覚
意
識
に
お
い
て
対
象
と
し

て
私
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
劇
場
で
あ
っ
て
、
知
覚
し
て
い
る
と
い
う
私
の
作
用
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
劇
場
を
見
る
と
い

う
知
覚
の
作
用
そ
の
も
の
も
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
内
的
意
識
に
よ
っ
て
志
向
的
体
験
と
し
て
内
的
に
知
覚
•
感
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
現
実
の
劇
場
の
知
覚
が
、
昨
日
の
出
来
事
と
し
て
思
い
出
に
お
い
て
再
生
さ
れ
る
と
き
、
私
の
想
起
の
意
識
に
直
接
・
対
象
と
し
て
与
え

ら
れ
る
の
は
、

う
知
覚
作
用
の
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
知
覚
作
用
は
必
ず
内
的
に
知
覚
•
感
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
知
覚
対
象
の
想
起
に
は
、

必
ず
、
そ
の
知
覚
の
作
用
の
内
的
意
識
の
想
起
が
本
質
的
に
属
し
て
い
る
。
「
想
起
は
そ
れ
ゆ
え
、
現
実
に
は
、
以
前
の
知
覚
作
用
(
a
h
r
,
 

n
e
h
m
u
n
g
)
 

い
い
か
え
る
と
、
思
い
出
と
し
て
回
想
さ
れ
る
の
は
、
知
覚
意
識
の
対
象
で
あ
る
劇
場
で
あ
っ
て
、
そ
の
劇
場
を
見
た
と
い

を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
想
起
は
そ
の
本
来
的
な
意
味
で
は
、
知
覚
作
用
の
表
象
で
は

な
い
。
知
覚
作
用
は
想
起
に
お
い
て
は
思
念
さ
れ
措
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
思
念
さ
れ
措
定
さ
れ
て
い
る
の
は
知
覚
作
用
の
対
象
で
あ
り
、

そ
の
今
で
あ
る
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
そ
の
今
は
、
現
実
の
今
と
の
関
係
に
お
い
て
措
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」

(
NB. 5
8
)

。

次
の
よ
う
に
記
号
を
定
め
よ
う
。

W
a
:

す
な
わ
ち
上
の
例
で
は
明
か
り
の
溢
れ
る
劇
場
。

a
(
g
)
:

対
象

g

を
も
つ
外
的
知
覚
。

W
i

〔w
菜
g
)〕
~

の
内
的
意
識
。
＜

外
的
知
覚
す
な
わ
ち
外
部
対
象
に
つ
い
て
の
知
覚
、
む
し
ろ
そ
の
作
用
。

g
:

外
的
知
覚
対
象

そ
の
外
的
知
覚
に
つ
い
て

〔

W
a
(
g
)
〕
二
回
じ
外
的
知
覚
の
想
起
な
い
し
は
再
現
前
化
。

R

(
W
a
)
:
 
外
的
知
覚
作
用
の
再
産
出
。

V
g
:

外
的
知

の
想
起
な
い
し
は
再
現
前
化
。
外
的
知
覚
作
用
は
、
内
的
意
識
の
統
一
で
あ
り
、
ま
た
、
同
じ
知
覚
作
用
の
本
質
に
は
、
そ
れ
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時間意識と行為（キネステーゼ）

し
た
が
っ
て
、

W
a
(

g

)

に
対
置
さ
れ
る
の
は
、

V

に
平
行
し
て
、
再
現
前
化
の
作
用
、
す
な
わ
ち
知
覚
作
用
が
知
覚
す
る
そ
の
同
じ
も
の
を
再
現
前
化
す
る
作
用
が
対
応
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、

W
a
(g)
は
同
時
に
弓
〔
W
a
(
g
)
〕

産
出
]
で
あ
る
。
ま
た
、

W
a
(

g

)

 

一
体
を

「
補
選
8
」
に
次
の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

「
音

で
あ
り
、
ま
た
、
＜
〔
W
a
(
g
)
J
を
も
つ
。

り
、
元
の
経
過
に
、
印
象
に
対
立
し
て
い
る
。
そ
れ
で
、
事
物
的
な
出
来
事
の
再
現
前
化
は
、
再
産
出
と
は
呼
ば
れ
え
な
い
。
自
然
の
出
来

事
は
二
度
は
生
じ
な
い
、
思
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
再
現
前
化
さ
れ
た
も
の
と
い
う
性
格
で
意
識
の
前
に
あ
る
」

1
2
8
)

。

〔W
a
(
g
)
〕
す
な
わ
ち
、
今
の
引
用
に
よ
れ
ば
、

R

(
W
a
)
 
[:;t的
知
覚
の
内
的
再

に

V
g
(
外
的
対
象
の
再
現
前
化
）
が
対
置
さ
れ
る
。
以
上
よ
り
、

R

(
W
a
)
 11 V
g
が
成
立
す
る
。

す
な
わ
ち
、
明
か
り
の
溢
れ
る
劇
場
の
再
現
前
化
と
、
こ
の
劇
場
の
知
覚
の
再
産
出
は
、
同
一
の
現
象
を
指
す
。
正
確
に
は
、
劇
場
の
知
覚

、
、
、
、
、

の
再
産
出
で
は
な
く
て
、
劇
場
の
知
覚
の
内
的
意
識
の
再
産
出
で
あ
る
。

再
現
前
化
と
く
に
想
起
は
、
今
の
外
的
知
覚
の
場
合
に
は
、
知
覚
対
象
の
想
起
で
あ
る
と
同
時
に
、
外
的
知
覚
に
つ
い
て
の
内
的
意
識
の

再
産
出
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
R

{
W
i
 
〔W
a
(
g
)
〕
}Ii
く
g
゜
し
か
し
ヽ
こ
の
場
合
ヽ
再
生
さ
れ
る
内
的
意
識
は
ヽ
す
で
に
過
去
把
持
的

に
変
容
し
て
し
ま
っ
た
内
的
意
識
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
問
の
事
情
に
つ
い
て
、

I

知
覚
が
そ
れ
に
対
応
す
る
把
持
（
た
っ
た
今
あ
っ
た
音
の
意
識
）
に
移
行
す
る
と
、

(
t
)
〕

と
な
る
と
、

た
っ
た
今
あ
っ
た
知
覚
す
る
こ
と
の
意
識
も
そ
こ
に

（
体
験
と
し
て
の
内
的
意
識
に
お
い
て
）
あ
る
。
そ
し
て
両
者
は
合
致
し
、
私
は
一
方
の
意
識
な
し
に
他
方
の
意
識
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な

い
。
い
い
か
え
る
と
必
然
的
に
両
者
、
対
象
的
知
覚
の
把
持
的
変
容
へ
の
移
行
と
知
覚
す
る
こ
と
の
把
持
的
変
容
へ
の
移
行
と
は
、

成
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
は
必
然
的
に
二
種
類
の
把
持
的
変
容
を
も
ち
、
そ
の
変
容
は
、
内
的
意
識
の
知
覚
を
除
く
各
知
覚

と
と
も
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」

(
NB. 
118)
。
も
う
少
し
詳
し
く
見
る
と
、
音
I

知
覚

w(
t
)

が
把
持
的
変
容
に
よ
っ
て

R
e

(
W
 

そ
れ
ぞ
れ
は
内
的
意
識
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
か
ら
、

w(
t
)

の
内
的
意
識

W
i
〔

w゚
〕
と

R
e
〔

w
s〕
の
内

(
N
B
 

「
再
産
出
は
、
内
的
意
識
の
再
現
前
化
で
あ



運
動
的
記
憶
と
し
て
の
習
慣
と
時
間
意
識

じ
変
容
を
内
的
意
識
そ
の
も
の
に
お
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、

W

(

t

)

[
 W

(

t

)
〕

〕

前
者
が
把
持
的
変
容
に
よ
っ
て
後
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

の
内
的
意
識

Wi
〔W(t)J
が
把
持
的
変
容
に
よ
つ
て
‘

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
内
的
意
識
の
変
容
に
つ
い
て
も
内
的
意
識
が
あ
る
が
、

識
の
本
性
か
ら
言
っ
て
、
こ
の
内
的
意
識
は
、
変
容
す
る
内
的
意
識
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
も
つ
意
識
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、

R
e
〔
~
（tご

と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
知
覚
の
把
持
の
内
的
意
識
と
、
知
覚
の
内
的
意
識
の

ま
と
め
る
と
、
あ
る
作
用
の
想
起
は
、
そ
の
作
用
の
内
的
意
識
の
再
産
出
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
想
起
さ
れ
る
作
用
は
把
持
的

変
容
を
遂
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
の
内
的
意
識
の
再
産
出
は
、
作
用
の
把
持
の
内
的
意
識
の
再
産
出
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
今

見
て
き
た
こ
と
か
ら
、
作
用
の
内
的
意
識
の
把
持
の
再
生
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
作
用
の
想
起
は
、
作
用
の
把
持
的
に
変
容
し
た
内

的
意
識
を
再
産
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
節

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
彼
の
『
物
質
と
記
憶
』
に
お
い
て
記
憶
に
ふ
た
つ
の
異
な
る
形
式
の
あ
る
こ
と
を
、
例
を
挙
げ
て
、
指
摘
し
て
い
る
。
学

課

(le¥;on)

の
記
憶
と
朗
読

(
l
e
c
t
u
r
e
)

の
思
い
出
と
い
う
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。
あ
る
学
課
を
、
あ
る
詩
の
学
課
を
一
節
づ
つ
繰
り
返

し
て
、
何
日
も
か
か
っ
て
暗
唱
し
た
と
す
る
と
、
そ
の
と
き
空
で
覚
え
て
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
詩
句
が
、
学
課
の
記
憶
と
名
付
け
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
或
る
期
問
に
渡
っ
て
少
し
ず
つ
前
進
し
た
暗
唱
の
稽
古
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
稽
古
の
日
の
、
そ
の
日
だ
け
に
特
有
の
、
例

え
ば
、
あ
の
時
は
激
し
い
夕
立
が
あ
っ
た
と
か
、
あ
の
時
は
、
練
習
の
途
中
で
飼
い
猫
が
怪
我
を
し
て
帰
っ
て
き
た
と
か
の
思
い
出
を
伴
っ

把
持
と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。

の
内
的
意
識

W
二
R
e

〔

W(t)J〕

=
R
e
 
[W
二
W(t)〕

〕

6

的
意
識

Wi
〔ぞ〔
W(t)〕

〕

と
が
必
然
的
に
あ
る
。

内
的
意

R
e
 
(Wi 

同
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け
る
。
し
か
し
フ
ッ
サ
ー
ル
も
認
め
る
よ
う
に

J

の
問
題
は
ま
た
、

て
い
る
。
こ
の
後
者
の
、
私
の
人
生
の
一
回
き
り
の
出
来
事
の
思
い
出
が
、
朗
読
の
思
い
出
で
あ
る
。
こ
の
思
い
出
ぱ
‘

の
み
で
あ
る

(MM. 1
6
9
)
 

(MM. 8
5
)

。

で
あ
り
、
身
体
の
習
慣
で

あ
る

(MM.
8
7
)

。

(
n
e
 
s
e
 
r
e
p
r
o
d
u
i
r
e
 
j
a
m
a
i
s
)
」
（

M
M
.
8
8
)

。
こ
の
思
い
出
は
表
象
で
あ
る
、
表
象

こ
れ
に
対
し
て
、
学
課
の
記
憶
の
ほ
う
は
、
反
復
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
る
運
動
機
構
で
あ
り
、
身
体
の
記
憶

た
り
す
る
私
の
習
慣
と
同
じ
よ
う
に
私
の
現
在
の
一
部
で
あ
る
」
(
~
~
•
8
5
)

。
実
際
、
朗
読
の
思
い
出
が
過
去
を
表
象
す
る
の
に
対
し
て
、

学
課
の
記
憶
ぱ
過
去
を
演
じ
る
の
で
あ
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
え
で
は
、
学
課
の
記
憶
が
、
記
憶
の
名
に
値
す
る
の
は
、
そ
れ
が
過
去
の
像

を
保
存
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
そ
の
過
去
の
像
の
有
益
な
効
果
・
結
果
を
現
在
の
瞬
間
ま
で
延
長
す
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
か
ら
で

記
憶
に
は
ふ
た
つ
あ
る
。
運
動
的
習
慣

(MM.
9
5
)

と
し
て
の
身
体
の
記
憶
と
、
表
象
的
思
い
出
と
し
て
の
記
憶
と
で
あ
る
。
表
象
的

思
い
出
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
を
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
と
し
て
再
現
前
化
と
し
て
意
識
す
る
の
に
対
し
て
、
運
動
的
習
慣

で
あ
る
身
体
の
記
憶
は
常
に
現
在
で
あ
る
、
こ
の
記
憶
の
想
起
は
過
去
の
行
為
の
反
復
で
あ
り
、
再
生
的
産
出
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
過

去
を
表
象
す
る
の
で
は
な
く
、
繰
り
返
し
て
演
じ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
運
動
的
習
慣
は
、

と
り
わ
け
そ
の
想
起
の
理
論
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
処
遇
を
受
け
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
日
付
を
持
ち
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
論
に
お
い
て
、

『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
の
第
三
二
節
に
お
い
て
習
慣
性

(
H
a
b
i
t
u
a
l
i
t
a
t
)

に
つ
い
て
語
る
と
き
の
フ
ッ
サ
ー
ル
自

身
の
問
題
で
も
あ
る
。
私
が
あ
る
決
心
を
す
る
と
き
、
そ
の
決
心
す
る
と
い
う
行
為
は
時
間
と
と
も
に
流
れ
去
る
一
度
だ
け
の
出
来
事
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
が
そ
の
決
心
を
翻
さ
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
一
回
き
り
の
行
為
は
、
そ
の
後
の
私
を
将
来
に
わ
た
っ
て
拘
束
し
つ
づ

(

4

)

 

(
C
M
.
 1
0
1
)

、
私
が
こ
れ
こ
れ
の
決
心
を
し
た
私
で
あ
り
つ
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
単

(MM. 8
9
)

あ
る
。
こ
の
記
憶
ぱ
、

し
た
が
っ
て
決
し
て
再
び
は
繰
り
返
さ
れ
な
い

「
行
動

a
c
t
i
o
n
」
で
あ
る
。

「
そ
れ
ぱ
歩
い
た
り
書
い
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に
私
が
そ
の
よ
う
な
決
心
を
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
り
、
ま
た
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、

う
な
自
我
の
規
定
性
の
固
執
、
時
間
的
持
続
や
そ
の
よ
う
な
規
定
性
に
固
有
の
変
心

時
間
が
体
験
で
も
っ
て
常
時
充
実
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
持
続
す
る
自
我
自
身
は
持
続
す
る
自
我
規
定
性
の

極
と
し
て
何
ら
の
体
験
で
も
な
く
、
ま
た
体
験
の
連
続
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、

よ
う
な
習
慣
的
な
規
定
性
で
も
っ
て
体
験
流
に
回
帰
し
て
関
係
す
る
の
で
あ
る
」

こ
の
よ
う
な
事
態
を
、

し
か
し
な
が
ら
、

101)
。

「
こ
の
よ

に
も
か
か
わ
ら
ず
本
質
的
に
、
こ
の

フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
論
は
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
今
は
こ
の
問
題
に
こ
れ
以
上
立
ち
入
る

フ
ッ
サ
ー
ル
は
メ
ロ
デ
ィ
を
聞
く
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
体
験
の
分
析
を
通
し
て
彼
の
時
問
論
を
構
築
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
単
に
メ
ロ
デ

ィ
を
聞
く
と
い
う
代
わ
り
に
、
自
分
が
歌
う
と
い
う
こ
と
を
、
自
分
の
歌
を
聞
く
と
い
う
こ
と
を
そ
れ
に
置
き
換
え
て
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
分

析
を
見
な
お
し
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
の
場
合
、
自
分
が
歌
う
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
一
度
の
行
為
と
し
て
で
は
な
く
て
、
何
度
も
、
何
日

も
練
習
し
て
ひ
と
つ
の
歌
を
、
た
と
え
ば
「
城
ヶ
島
の
雨
」
を
上
手
に
歌
え
る
よ
う
に
な
る
ま
で
繰
り
返
す
こ
と
で
あ
る
と
し
よ
う
。
そ
う

想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

フ
ッ
サ
ー
ル
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
の
接
点
が
よ
く
見
え
る
よ
う
に
な
る
。

何
日
も
続
く
歌
の
練
習
の
あ
る
一
日
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
一
日
の
う
ち
の
何
回
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
稽
古
の
或
る
一

回
の
歌
唱
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一
回
の
歌
唱
の
そ
の
歌
う
と
い
う
私
の
行
為
は
、

内
的
意
識
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
時
間
的
統
一
と
し
て
、

つ
も
り
は
な
い
。

(CM・ 

フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
論
で
考
え
る
な
ら
ば
、

つ
ま
り
志
向
的
体
験
と
し
て
、
私
が
聞
い
て
い
る
自
分
の
声
の
歌
う
旋
律
に
平
行

し
て
、
歌
の
歌
い
始
め
か
ら
歌
い
お
わ
る
ま
で
、
あ
る
い
は
中
断
す
る
ま
で
持
続
す
る
時
間
対
象
と
し
て
与
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
い
い

か
え
る
と
、
私
の
歌
う
と
い
う
行
為
は
、
感
覚
内
容
と
く
に
音
を
時
問
対
象
と
し
て
構
成
す
る
、
時
間
意
識
で
あ
る
内
的
意
識
、
そ
の
同
じ

自
我
極
が
内
実
と
し
て
持
つ
習
慣
性
の

(
S
i
c
hー

v
e
r
a
n
d
e
r
n
)

は
、
あ
き
ら
か
に
、
内
在
的
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時間意識と行為（キネステーゼ）

ッ
サ
ー
ル
の
時
問
論
は
何
を
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

内
的
意
識
に
よ
っ
て
、
あ
る
一
定
の
時
間
持
続
す
る
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
の
行
為
が
持
続
す
る
の
は
、
そ

れ
が
時
間
意
識
に
よ
っ
て
、
志
向
的
体
験
と
し
て
、
時
間
対
象
と
な
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
行
為
そ
の
も
の
だ
け
を
取
れ
ば
、
決
し
て
持
続
し

て
は
い
な
い
。
私
の
歌
う
と
い
う
行
為
に
必
然
的
に
属
す
る
内
的
意
識
が
把
持
的
に
変
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歌
う
と
い
う
行
為
が
今
過

ぎ
去
っ
た
ば
か
り
の
も
の
と
し
て
把
持
さ
れ
、
こ
う
し
て
歌
う
こ
と
が
時
間
に
お
い
て
連
続
す
る
統
一
体
と
し
て
内
的
意
識
に
よ
っ
て
、
同

時
に
ま
た
そ
の
意
識
に
お
い
て
、
与
え
ら
れ
る
。
結
局
、
私
の
す
べ
て
の
経
験
に
つ
い
て
の
最
後
の
意
識
と
し
て
、
時
間
を
構
成
す
る
内
的

意
識
が
存
在
し
、
そ
の
意
識
が
私
の
行
為
を
も
時
間
的
な
も
の
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
今
、
こ
の
、
あ
る
日
の
そ
の
一
回
の
練
習
を
回

想
の
う
ち
で
再
現
す
る
と
き
の
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。

唱
を
音
と
し
て
聴
覚
的
に
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
そ
の
と
き
私
が
聞
い
た
と
お
り
に
、
再
現
前
化
す
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
歌
う
と
い
う

私
の
行
為
と
し
て
み
れ
ば
、
ま
た
そ
れ
は
そ
の
行
為
の
把
持
的
に
変
容
を
遂
げ
て
今
は
過
去
の
地
平
に
沈
下
し
て
い
る
内
的
意
識
を
、
再
産

出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
再
想
起
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
練
習
で
歌
っ
た
私
の
歌

お
そ
ら
く
フ
ッ
サ
ー
ル
の
理
論
は
わ
れ
わ
れ
の
経
験
に
合
致
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

記
憶
に
は
も
う
ひ
と
つ
の
型
が
あ
っ
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
朗
読
の
記
憶
に
対
し
て
学
課
の
記
憶
と
し
て
挙
げ
た
、
身
体
の
運
動
的
記
憶
が

そ
う
で
あ
る
。
こ
の
、
ま
っ
た
く
表
象
的
で
は
な
い
、
運
動
的
習
慣
と
し
て
、
過
去
と
い
う
よ
り
は
常
に
現
在
的
で
あ
る
記
憶
に
つ
い
て
フ

運
動
的
記
憶
が
、
正
確
に
は
運
動
的
記
憶
の
想
起
す
な
わ
ち
現
実
化
が
、
行
為
の
、
あ
る
い
は
作
用
の
内
的
意
識
の
再
産
出
で
あ
る
可
能

性
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
運
動
的
記
憶
の
現
実
化
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
し
た
こ
と
の
思
い
出
と
し
て
単

な
る
表
象
に
と
ど
ま
り
、
決
し
て
実
際
の
行
為
と
し
て
は
再
現
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
行
為
を
回
想
的
に
再
現
前
化
す
る
こ

と
と
、
そ
の
行
為
を
行
為
と
し
て
反
復
す
る
こ
と
と
は
、
本
質
的
に
異
な
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
―
つ
の
行
為
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
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7
7
)

生
起
す
る
と
い
う
、
継
起
の
関
係
に
入
る
。

(
N
a
c
h
e
i
n
a
n
d
e
r
 

と
、
そ
の
行
為
を
実
際
に
身
体
的
に
実
行
す
る
こ
と
と
の
あ
い
だ
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
と
同
じ
だ
け
の
違
い
が
あ
る
。

こ
の
問
題
に
対
す
る
可
能
な
答
え
を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
問
論
の
な
か
に
探
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
彼
が
時
間
を
構
成
す
る
内
的
意
識
の

絶
対
的
流
れ
を
、
そ
の
流
れ
に
お
い
て
構
成
さ
れ
る
対
象
的
、
内
在
的
超
越
と
し
て
の
時
間
流
か
ら
区
別
す
る
た
め
の
概
念
の
ひ
と
つ
と
し

て
設
定
し
た
、

「先
l

同
時
」

N
 B. 7
8
)

の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

N
 B. 

「
内
的
意
識
の
或
る
層
に
は
、
多
様
な
原
印
象
が
、
原
像

(
U
r
p
h
a
n
t
a
s
m
a
)

な
ど
が
、
要

す
る
に
多
様
な
原
要
素

(
U
r
s
p
r
u
n
g
s
m
o
m
e
n
t
)

(
内
的
意
識
の
原
要
素

(
U
r
m
o
m
e
n
t
)

と
も
言
え
る
）
が
属
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

―
つ
の
層
に
属
す
る
す
べ
て
の
原
要
素
ぱ
、
そ
の
関
係
す
る
「
今
」
に
と
っ
て
本
質
的
に
構
成
的
で
あ
る
と
い
う
同
一
の
意
識
性
格
を
も
つ
。

そ
れ
は
、
す
べ
て
の
構
成
さ
れ
た
内
容
に
と
っ
て
同
一
で
あ
り
、
そ
の
性
格
の
共
通
性
が
等
ー
時
性

(
G
l
e
i
c
h

—

z
e
i
t
i
g
k
e
i
t
)

、
等
I

今
性

(
G
l
e
i
c
h
-J
 e
t
z
i
g
k
e
i
t
)
を
構
成
す
る
」

(
NB. 
115)
。
こ
れ
は
、
上
の
流
動
的
先
I

同
時
に
対
立
す
る
「
流
動
の
印
象
的
同
時

(
i
m
p
r
e
s
,
 

s
i
o
n
a
l
e
s
 
Z
u
g
l
e
i
c
h
 
v
o
n
 F
l
u
x
i
o
n
e
n
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
同
時
の
多
様
な
原
感
覚

(
U
r
e
m
p
f
i
n
d
u
n
g
;

Z
B
.
 7
7
)

ぱ‘

新
し
い
内
的
意
識
の
位
相

(
P
h
a
s
e
)

の
原
要
素
で
あ
る
新
た
な
原
感
覚
が
出
現
す
る
と
、
把
持
的
変
容
を
被
り
、
内
的
意
識
の
原
印
象
の

位
層
が
把
持
に
移
行
す
る
と
と
も
に
、
た
っ
た
今
過
ぎ
去
っ
た
多
様
な
原
感
覚
と
な
る
。
こ
う
し
て
内
的
意
識
の
各
位
相
に
属
す
る
そ
れ
ぞ

れ
の
原
感
覚
の
集
団
は
、
位
相
の
把
持
の
連
続
体
の
各
位
相
の
要
素
群
と
し
て
、

(
V
o
rー

N
u
g
l
e
i
c
h
:
 
Z
B
 7
9
)

、

お
た
が
い
に
「
相
次
い
で
」

「
同
時
的
な
も
の
は
、
現
実
の
原
感
覚
で
あ
り
、
継
起
に
お
い
て
は
し
か
し
、
或
る
感
覚

な
い
し
は
一
緒
の
集
団
が
現
実
に
感
覚
で
あ
り
、
他
の
感
覚
は
流
れ
去
っ
た
も
の
で
あ
る
」

(
NB. 7
7
)

。

し
か
し
、
原
感
覚
が
相
互
に
継
起
の
関
係
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
原
感
覚
を
時
間
対
象
と
し
て
構
成
す
る
内
的
意
識
の
諸
位

相
が
、
原
位
相
と
そ
れ
の
把
持
的
変
容
か
ら
な
る
絶
対
的
流
れ
の
連
続
体
を
形
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
流
れ
の
諸
位

正
確
に
は
「
流
動
的
先
I

同
時
」

(＝
 
u
x
i
o
n
a
l
e
s
 
V
o
r
-
Z
u
g
l
e
i
c
h
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相
間
に
存
在
す
る
関
係
も
ま
た
、
継
起
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

る
意
識
の
時
間
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
」
か
ら
で
あ
る

フ
ッ
サ
ー
ル
の
答
え
は
「
否
」
で
あ
る
。

「
最
後
の
構
成
す

語
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
は
、
内
的
意
識
の
時
間
を
構
成
す
る
別
の
意
識
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
内
的
意
識
の
諸

位
相
間
の
相
互
関
係
は
し
た
が
っ
て
、
継
起
の
関
係
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
の
関
係
で
も
あ
り
え
な
い
。
と
い
う
の
は
同
時
と

い
う
関
係
は
、
或
る
同
じ
意
識
の
位
相
に
要
素
と
し
て
属
す
る
複
数
の
原
惑
覚
に
の
み
妥
当
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
識
諸
位
相
間
の
特

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
帰
る
と
、
運
動
的
記
憶
の
諸
特
性
は
、
こ
の
、
内
的
意
識
の
諸
位
相
の
先
I

同
時
的
性
格
に
基
づ
く
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
先
I

同
時
的
な
位
相
間
に
は
、
時
間
対
象
間
に
お
け
る
よ
う
な
過
去
と
現
在
と
の
区
別
が
成
り
立
た
な
い
。
ま
た
、

し
た

が
っ
て
、
個
体
の
概
念
も
妥
当
し
な
い
。
あ
る
同
一
の
時
間
対
象
が
反
復
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
よ
う
に
し
て
反
復
さ
れ
た
時
間
対
象
は
、

た

と
え
そ
の
も
の
と
し
て
は
同
じ
も
の
で
あ
っ
て
も
、
繰
り
返
さ
れ
る
と
き
の
そ
の
時
間
が
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
区
別
さ
れ
、
別
物
と
な

る
。
と
り
わ
け
、
現
在
と
過
去
と
は
異
質
な
も
の
と
し
て
は
っ
き
り
と
分
け
ら
れ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
ふ
う
に
い
え
ば
、
現
在
は
実
行
力
の
あ

る
現
実
の
力
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
過
去
は
無
力
で
、
現
実
の
作
用
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
先
I

同
時
的
関
係
に
あ
る
も
の

は
こ
の
よ
う
な
時
間
規
定
を
持
た
な
い
と
し
た
ら
、
そ
こ
で
は
、
す
べ
て
が
現
実
的
な
も
の
と
し
て
留
ま
り
、
個
別
化
せ
ず
に
一
体
的
な
も

の
で
あ
り
つ
づ
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
純
粋
持
続
の
う
ち
に
見
た
、
過
去
が
絶
え
ず
現
在
に
浸
透

し
合
一
化
す
る
質
的
多
数
性
に
似
た
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
い
つ
か
詳
述
す
る
機
会
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
持
続
は
時
間
の

持
続
で
は
な
く
て
、
行
為
一
般
の
特
質
と
し
て
の
持
続
で
あ
る
と
取
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
ぱ
『
物
質
と
記
憶
』
の
精
読
に
よ
っ
て
明

種
な
関
係
が
先
l

同
時
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

(
N
 B. 7
8
)

。
も
し
再
び
内
的
意
識
そ
の
も
の
の
時
間
に
つ
い
て
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集
積
的
統
一
組
織
化
が
も
た
ら
す
も
の
は
、

作
用
を
志
向
体
験
と
し
て
時
間
の
う
ち
に
構
成
す
る
、
そ
の
作
用
の
内
的
意
識
の
先
I

同
時
的
な
連
続
体
が
絶
対
的
流
れ
の
諸
位
相
と
し

て
見
い
だ
さ
れ
る
。
時
問
を
異
に
し
て
反
復
さ
れ
る
歌
唱
の
練
習
は
、
内
的
意
識
に
お
い
て
は
、
時
間
的
規
定
に
よ
る
個
体
化
を
受
け
な
い

か
ら
、
同
一
の
作
用
の
内
的
意
識
は
い
つ
も
同
一
の
も
の
と
し
て
、
あ
る
種
の
受
動
的
連
合
に
よ
っ
て
、
繰
り
返
さ
れ
る
た
び
ご
と
に
統
合

一
体
化
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
も
し
、
こ
の
説
明
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
運
動
的
記
憶
す
な
わ
ち
運
動
的
習
慣
の
問
題

し
か
し
、
も
し
こ
の
よ
う
な
方
向
が
正
し
い
と
し
て
も
、
す
ぐ
に
次
の
よ
う
な
疑
問
に
突
き
当
た
る
。
時
間
を
構
成
す
る
内
的
意
識
は
、

本
質
的
に
は
知
覚
す
る
作
用
で
あ
る
。
内
在
的
内
容
で
あ
る
感
覚
を
、
原
感
覚
を
感
じ
る
作
用
で
あ
る
。
そ
の
同
じ
作
用
が
、
わ
れ
わ
れ
の

他
の
意
志
や
外
的
知
覚
の
統
握
や
判
断
や
感
情
や
欲
望
な
ど
の
さ
ら
に
稲
極
的
で
高
次
の
作
用
を
、
内
的
に
知
覚
し
感
じ
る
と
い
う
仕
組
み

に
フ
ッ
サ
ー
ル
で
は
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
今
、
歌
唱
の
学
習
を
話
題
に
し
て
い
る
。
歌
唱
能
力
の
獲
得
、
わ
れ
わ
れ
の

例
で
は
「
城
ヶ
島
の
雨
」
を
上
手
に
歌
え
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、

ほ
ん
と
う
に
、
歌
う
行
為
に
つ
い
て
の
内
的
意
識
の
先
ー
同
時

的
な
集
積
的
統
一
組
織
化
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
本
来
的
に
知
覚
意
識
で
あ
る
内
的
意
識
の
先
I

同
時
的
な

か
。
内
的
知
覚
の
反
復
に
よ
っ
て
私
は
、

一
定
の
知
覚
能
力
の
獲
得
で
あ
っ
て
、
他
の
能
力
の
獲
得
に
は
直
接
関
係
が
な
い
の
で
は
な
い

た
と
え
ば
半
音
の
音
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
知
覚
に
関

す
る
運
動
的
記
憶
に
限
る
な
ら
ば
、
内
的
意
識
の
先
I

同
時
性
か
ら
す
る
解
釈
も
有
効
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
歌
う
と
い
う
行
為
の
反

復
的
組
織
化
統
一
と
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て
の
内
的
意
識
の
習
慣
的
組
織
化
統
一
と
は
、
根
本
的
に
異
な
る
事
柄
で
あ
る
。
行
為
に
つ
い
て

の
内
的
意
識
が
あ
く
ま
で
知
覚
的
表
象
的
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
内
的
意
識
の
想
起
で
あ
る
再
産
出
が
、
何
ら
か
の
歌
う
こ
と
の
行
為
的
再

現
で
は
な
く
て
、
歌
っ
た
と
い
う
こ
と
の
表
象
的
再
現
で
あ
る
こ
と
に
現
れ
て
い
る
。

に
進
入
路
が
開
か
れ
る
。
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の
作
用
を
対
象
と
し
て
も
つ
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
も
し
歌
う
こ
と
の
運
動
的
記
憶
が
、
歌
う
こ
と
の
内
的
意
識
の
先
時
間
的
統
一
に
基
づ
く
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
結
局
の
と

こ
ろ
、
歌
う
と
い
う
行
為
が
志
向
体
験
と
し
て
、
内
的
意
識
に
よ
っ
て
、
ま
た
そ
こ
で
、
時
間
対
象
と
し
て
構
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
私
の
歌
っ
て
い
る
声
も
内
在
的
内
容
と
し
て
同
じ
体
験
•
感
覚
で
あ
る
。
私
の
歌
う
と
い
う
行
為
も
歌
声
も
、
ど
ち
ら
も
、
内
的

意
識
に
と
っ
て
は
構
成
さ
れ
た
対
象
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
自
分
の
声
の
発
声
と
聴
取
の
関
係
は
、
わ
れ
わ
れ
が
他
の
と
こ
ろ

で
見
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
自
分
の
身
体
を
触
る
場
合
の
、
感
覚
惑
（
対
象
化
さ
れ
た
触
覚
作
用
）
に
基
づ
く
二
重
感
覚
の
関
係
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
ど
ち
ら
も
、
触
覚
感
覚
も
感
覚
惑
も
、
対
象
と
し
て
構
成
さ
れ
た
意
識
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
対
象
的
惑
覚
の

(

6

)

 

間
に
は
、
自
分
が
話
し
て
い
る
の
を
聞
く
と
い
う
独
特
の
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
体
験
に
通
じ
る
経
験
を
打
ち
立
て
る
こ
と
ぱ
難
し
か
っ
た
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
ぱ
自
分
の
声
を
聞
く
こ
と
に
つ
い
て
別
の
、
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
の
意
志
の
努
力
に
対
す
る
抵
抗
の
反
復
に
基
づ
く

(

7

)

 

考
え
方
を
提
出
し
た
。
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
自
分
の
声
を
聞
く
と
い
う
こ
と
は
、
発
声
す
る
自
分
の
動
作
を
内
的
に
も
う
一
度
繰
り
返

す
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
の
考
え
方
に
立
つ
な
ら
ば
、
話
す
こ
と
と
そ
れ
を
聞
く
こ
と
と
は
、
同
じ
意
識
の
、
と
い
う
よ
り
は
同
じ
行
為
の
、

作
用
の
レ
ヴ
ニ
ル
に
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
聞
く
こ
と
が
内
的
意
識
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
る
な
ら
ば
、
発
話
の
行
為
も
ま
た
内
的
意
識
と

同
じ
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

歌
う
こ
と
の
運
動
的
記
憶
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
内
的
意
識
は
内
的
意
識
の
作
用
以
外
の
他
の
す
べ
て

フ
ッ
サ
ー
ル
の
歌
う
こ
と
の
内
的
意
識
か
ら
は
説
明
さ
れ
え
な
い
だ
ろ
う
。
内
的
意
識
か
ら
説
明
さ
れ
る

の
は
、
知
覚
作
用
と
い
う
ひ
と
つ
の
特
殊
な
作
用
の
運
動
的
記
憶
で
あ
る
。
音
を
聞
き
分
け
る
、
色
を
見
分
け
る
、
香
り
を
区
別
す
る
な
ど

の
、
あ
る
い
は
あ
る
画
家
の
ス
タ
イ
ル
を
識
別
す
る
、
バ
ッ
ハ
に
特
徴
的
な
旋
律
に
聴
覚
的
に
習
熟
す
る
な
ど
の
知
党
的
学
習
に
関
係
す
る

事
柄
で
あ
る
。
他
の
行
為
や
作
用
は
、
内
的
意
識
か
ら
そ
れ
に
基
づ
け
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
て
、
内
的
意
識
と
同
じ
レ
ヴ
ェ
ル
で
取
り
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識
の
根
源
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

1
0
0
)
 

い
う
の
も
、

ヒ
ュ
レ
ー
と
感
覚
と
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ

扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
行
為
や
作
用
も
ま
た
、
知
覚
作
用
と
し
て
の
内
的
意
識
が
備
え
て
い
る
性
質
を
具
備
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
用
は
内
的
意
識
に
お
い
て
統
一
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
用
は
内
的
意
識
に
よ

っ
て
持
続
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
作
用
は
内
的
意
識
が
「
持
続
す
る
」
よ
う
に
、
同
じ
よ
う
に
「
持
続
す
る
」
。

な
る
ほ
ど
内
的
意
識
は
時
間
意
識
と
し
て
、
時
間
の
流
れ
を
作
り
だ
し
、
そ
の
流
れ
に
お
い
て
時
間
対
象
を
知
覚
と
し
て
構
成
す
る
。
こ
の

内
的
意
識
の
対
象
と
な
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
作
用
は
時
間
対
象
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
作
用
は
、
時
問
対
象
と
な
ら

ず
と
も
、
そ
れ
自
身
で
本
源
的
に
最
初
か
ら
、
内
的
意
識
が
持
つ
の
と
同
じ
先
時
間
的
絶
対
的
流
れ
•
生
の
流
れ
を
持
つ
。
内
的
意
識
も
含

め
て
あ
ら
ゆ
る
作
用
・
行
為
に
共
通
の
こ
の
先
時
間
的
生
の
流
れ
の
ゆ
え
に
、
そ
の
絶
対
的
流
れ
の
内
的
規
定
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
詳
細

は
ま
だ
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
運
動
的
記
憶
は
可
能
と
な
っ
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

第
三
節

時
間
意
識
と
行
為
と
の
関
係
を
ク
レ
ス
ゲ
ス
の
『
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
空
間
構
成
の
理
論
』
を
読
み
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

(

8

)

 

さ
ら
に
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
問
題
は
ク
レ
ス
ゲ
ス
に
お
い
て
は
、
ヒ
ュ
レ

1
概
念
を
め
ぐ
る
反
省
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
と

「
原
印
象
と
い
う
形
態
に
お
い
て
に
せ
よ
ヒ
ュ
レ
ー
が
な
け
れ
ば
、
内
的
時
間
意
識
は
な
に
も
の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
」

(
R
K
.

か
ら
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
取
る
に
せ
よ
‘
|
|
‘
時
間
意
識
が
原
印
象
か
ら
始
ま
る
に
せ
よ
、

原
印
象
と
と
も
に
始
ま
る
に

せ
よ
I

原
印
象
と
い
う
ヒ
ュ
レ
ー
が
な
け
れ
ば
時
間
意
識
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
も
し
ヒ
ュ
レ
ー
と
行
為
と
の
関

係
が
何
ら
か
の
仕
方
で
時
間
意
識
に
先
立
つ
な
ら
ば
、
時
間
意
識
が
行
為
を
規
制
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
逆
に
行
為
の
ほ
う
が
時
間
意
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と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

l
u
n
g
s
e
m
p
f
i
n
d
u
n
g
)
 

「
ア
ス
ペ
ク
ト
与
件
」

(
A
s
p
e
k
t
d
a
t
u
m
)

(
S
t
e
l
l
u
n
g
s
d
a
t
u
m
)
 

(
R
K
.
 6
4
)

。

と
名
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、

ほ
う
を
意
味
し
、
場
所
感
覚
の
ほ
う
は
こ
の
概
念
か
ら
は
抜
け
落
ち
て
い
る
事
実
が
指
摘
さ
れ
る

(
R
K
.
6
7
)

。
し
か
も
、
こ
の
場
所
感
覚

に
対
応
す
る
「
ノ
ニ
シ
ス
」
こ
そ
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
に
ほ
か
な
ら
な
い

(
R
K
.
6
4
f
f
.
)

。

た
と
え
ば
、
視
覚
に
お
い
て
、
視
覚
対
象
は
視
野
の
一
定
の
位
置
に
現
れ
る
が
、
こ
の
視
野
を
構
成
し
て
い
る
の
は
、
眼
球
運
動
の
キ
ネ

ス
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
眼
球
運
動
の
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
の
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
な
能
為
（
私
は
で
き
る
）
の
体
系
に
、
視
野
は
そ
の
相
関
項
と

し
て
対
応
し
て
い
る
。
或
る
対
象
が
視
野
の
一
定
の
位
置
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
体
系
を
成
し
て
い
る
可
能
な
能
為
の
う
ち
の
ひ
と
つ
が

現
実
化
し
て
い
て
、
そ
の
現
実
化
に
必
然
的
に
伴
う
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
動
機
づ
け

(
R
K
.
7
2
,
 
9
9
,
 128

—

9) 

一
定
の
場
所
与
件
を
与
え
ら
れ
、
視
野
の
当
の
場
所
に
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
問
題
の
キ
ネ
ス
テ
ー

ゼ
体
系
の
う
ち
で
現
実
化
さ
れ
た
も
の
を
除
く
他
の
す
べ
て
の
能
為
は
、
潜
勢
力

な
能
為
の
相
関
者
が
、
現
実
の
ア
ス
ペ
ク
ト
与
件
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
て
い
な
い
可
能
的
場
所
感
覚
と
し
て
、

一
般
的
に
、
野

確
に
は
視
覚
的
ア
ス
ペ
ク
ト
与
件
が
、

ま
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

と
こ
ろ
で
、

(
F
e
l
d
)
 

ク
レ
ス
ゲ
ス
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
感
覚
」

(
P
o
t
e
n
t
i
a
l
i
t
a
t
)
 

「
空
い
た
」
視
野
と
い
う
こ

と
し
て
留
ま
る
が
、
そ
の
潜
勢
的

ヒ
ュ
レ

1
概
念
は
感
覚
の
ふ
た
つ
の
契
機
の
う
ち
、

も
っ
ば
ら
所
与
感
覚
の

と
で
あ
る
。
前
者
は
い
わ
ゆ
る
「
所
与
感
覚
」

(
E
m
p
f
i
n
d
u
n
g
)
 

す
な
わ
ち
、

「
感
覚
与
件
」

(
E
m
p
f
i
n
d
u
n
g
s
d
a
 t
u
m
)
 

(
D
a
t
e
n
e
m
p
f
i
n
d
u
n
g
,
 

RK. 6
4
)
 

と
「
場
所
感
覚
」

(Stel-

と
名
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
対
象
の
形
や
位
置
の
契
機
を
構
成
し
、

「
場
所
与
件
」

に
よ
っ
て
、
視
覚
対
象
、
正

は
、
可
能
な
全
ア
ス
ペ
ク
ト
与
件
の
共
存
を
意
味
す
る
。
い
い
か
え
る
と
、
可
能

な
場
所
感
覚
系
を
意
味
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
野
は
、
イ
デ
ニ
ル
な
場
所
系

(ideelles
O
r
t
s
y
s
t
e
m
,
 
R
K
.
 7
3
)
 

で
あ
り
、
こ
の
場
所

系
の
イ
デ
エ
ル
な
性
格
は
、
対
応
す
る
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
系
の
潜
勢
力
を
忠
実
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
野
は
、
対
応
す
る
キ
ネ
ス
テ
ー

と
し
て
、

ク
レ
ス
ゲ
ス
が

の
概
念
を
分
析
し
て
、
こ
の
概
念
に
は
ふ
た
つ
の
契
機
が
含
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ゼ
系
に
新
た
に
他
の
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
系
が
付
け
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
眼
球
の
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
系
に
、
身
体
運
動
の
キ
ネ
ス

テ
ー
ゼ
系
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
大
き
な
地
平
と
な
り
、
地
乎
は
ま
た
、
全
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
系
の
綜
合
統
一
に
よ
っ
て
、
世

界
へ
と
、
あ
ら
ゆ
る
ア
ス
ペ
ク
ト
与
件
の
現
象
の
普
遍
的
場
と
な
る
。

ヒ
ュ
レ
ー
で
あ
る
ア
ス
ペ
ク
ト
与
件
は
、

か
な
ら
ず
、
場
所
与
件
の
系
で
あ
る
野
に
お
い
て
、
あ
る
特
定
の
位
置
を
占
め
て
与
え
ら
れ
る
。

た
と
え
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
の
言
う
準
空
問
と
い
う
形
式
に
お
い
て
で
あ
れ
、
場
所
を
持
た
な
い
ヒ
ュ
レ
ー
は
な
い
と
ク
レ
ス
ゲ

ス
は
考
え
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
場
所
与
件
は
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
動
機
づ
け
と
名
づ
け
ら
れ
る
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
状
況
に
依
存
し
て
い

る

(
R
K
.
1
2
8
)
。
こ
の
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
動
機
づ
け
を
通
し
て
、

由
に
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
あ
る
場
所
与
件
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

る
と
い
う
こ
と
、

言
う
、

ア
ス
ペ
ク
ト
与
件
は
、
「
私
は
自
ら
動
く
」(
i
c
h
—

b
e
w
e
g
e
-
r
n
i
c
h
,

RK・ 

1
2
9
)

と
い
う
、
能
為
性

(
V
e
r
m
o
g
l
i
c
h
k
e
i
t
,

R
K
 12
8
)

・
「
私
は
で
き
る
」
と
い
う
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
運
動
の
自
発
性
に
よ
っ
て
、
自

キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
の
イ
デ
ェ
ル
な
場
所
系
に
お
い
て
或
る
場
所
が
現
実
化
さ
れ

い
い
か
え
る
と
、
可
能
的
な
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
の
能
為
系
の
潜
勢
力
の
う
ち
の
ひ
と
つ
が
現
実
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
場
所
与
件
は
、
な
ぜ
、
感
覚
と
い
う
性
格
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
て
、
ク
レ
ス
ゲ
ス
は

(
R
K
.
 1
3
4
)

。

「
し
た
が
っ
て
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
と
は
、
知
覚
器
官
の
身
体
的
運
動
が
内
的
に
経
験
さ
れ
る
と
い

う
よ
う
な
種
類
の
も
の
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
」

(
R
K
・
9
9
)
。

ク
レ
ス
ゲ
ス
の
主
張
は
、

ヒ
ュ
レ
ー
は
感
覚
の
二
契
機
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
い
か
え
る
と
、

ヒ
ュ

レ
ー
は
、
感
覚
の
も
う
―
つ
の
契
機
・
場
所
与
件
と
と
も
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
ュ
レ
ー
は
感
覚
と
し
て
し
か
与
え
ら
れ

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
場
所
与
件
は
、
器
官
運
動
に
必
然
的
に
伴
う
感
覚
で
あ
る
」
と

こ
の
感
覚
を
あ
る
い
は
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
感
覚
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な
い
。
そ
し
て
、
感
覚
ぱ
場
所
与
件
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
場
所
与
件
を
、

配
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
与
件
が
器
官
運
動
に
伴
う
感
覚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
場
所
与
件
が
身
体
意
識

(
L
e
i
b
e
s
 b
e
w
u
B
t
s
e
i
 n) 

を
前
提
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、

が
構
成
さ
れ
う
る
よ
う
な
純
粋
な
ヒ
ュ
レ
ー
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
」
の
で
あ
る

(
R
K
.
1
3
4
)

。

こ
の
こ
と
ぱ
、
す
で
に
見
た
と
お
り
、
触
覚
に
お
い
て
触
覚
印
象
・
感
覚
が
、
惑
覚
感

象
が
与
え
ら
れ
る
場
な
い
し
は
部
分
野
で
あ
る
身
体
の
意
識
と
い
っ
し
ょ
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
る
。
触
覚
に
お
け
る
こ
の
惑

覚
感
に
基
づ
く
自
己
の
身
体
の
構
成
を
土
台
に
し
て
、
他
の
諸
惑
覚
も
身
体
の
感
覚
と
し
て
、
身
体
意
識
を
必
然
的
に
伴
う
こ
と
に
な
る
。

ヒ
ュ
レ
ー
が
感
覚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
が
場
所
与
件
を
介
し
て
感
覚
を
可
能
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
も
原
形
と
し
て
は
、
触
覚
に
お
い
て
、
触
覚
的
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
が
、
感
覚
惑
の
う
ち
に
、
触
っ
て
い

る
手
と
し
て
経
験
さ
れ
る
こ
と
や
、
ま
た
、
触
診
す
る
活
動
が
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
感
覚
と
し
て
手
の
運
動
の
う
ち
に
定
位
さ
れ
る
と
い
っ
た
事

実
に
は
っ
き
り
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
は
自
分
を
、
知
覚
器
官
と
し
て
、
対
象
的
に
構
成
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、

体
に
よ
る
感
覚
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い

(RK・ ヒ
ュ
レ
ー
が
感
覚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
身
体
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
る
、
身

1
3
4
)

。
さ
ら
に
、

ヒ
ュ
レ
ー
は
身
体
に
よ
る
感
覚
と
し
て
し
か
存
在
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
が
も
と
も
と
身
体
意
識
を
含
ん
で
い
る

ヒ
ュ
レ
ー
は
形
相
を
持
た
な
い
、
意
識
の
純
粋
の
質
料
で
は
な
く
て
、
最
初
か
ら
感
覚
と
し
て
、

キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
の
相
関
者

と
し
て
す
で
に
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
感
覚
と
し
て
の
ヒ
ュ
レ
ー
か
ら
時
間
が
始
ま
る
と
す
れ
ば
、
時
間
意

識
に
先
立
つ
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
少
な
く
と
も
時
間
意
識
と
同
時
に
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
が
活
動
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

時
間
意
識
と
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
と
の
関
係
を
ク
レ
ス
ゲ
ス
に
お
い
て
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
見
て
み
よ
う
。
ク
レ
ス
ゲ
ス
は
、

(
E
m
p
f
i
n
d
n
i
s
)
 

キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ

と
い
う
か
た
ち
で
、
そ
の
印

「
純
粋
自
我
を
触
発
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
感
覚

キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
動
機
づ
け
を
介
し
て
、

キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
が
支
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を
出
来
事
と
し
て
反
復
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

々
と
(
i
m
N
a
c
h
e
i
n
a
n
d
e
r
)
現
実
化
さ
れ
る
こ
と
以
外
の
な
に
も
の
も
意
味
し
な
い
」

(
R
K
.
112)
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
意
味
で
は
、

キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
は
時
間
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

カ
の
現
実
化
・
顕
在
化
に
関
す
る
違
い
で
あ
る
。
時
間
意
識
の
場
合
、
潜
勢
力
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
今
が
、
把
持
と
予
持
の

か
た
ち
で
保
持
し
て
い
る
過
去
と
未
来
の
地
平
で
あ
る
。
時
間
の
こ
れ
ら
の
地
乎
と
し
て
あ
る
潜
勢
力
の
顕
在
化
・
現
実
化
は
、
具
体
的
に

は
過
去
の
地
平
に
関
し
て
は
想
起
の
か
た
ち
を
と
っ
て
、
ま
た
未
来
の
地
平
に
関
し
て
は
、
期
待
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
遂
行
さ
れ
る
。

再
現
前
化
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
好
き
な
だ
け
好
き
な
と
き
に
、
過
去
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
こ
と
は
未
来
に
つ
い
て
も
言

え
て
、
こ
れ
か
ら
起
こ
る
で
あ
ろ
う
事
柄
に
つ
い
て
、
繰
り
返
し
さ
ま
ざ
ま
に
予
想
・
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ス
ゲ
ス
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
時
間
意
識
の
潜
勢
力
の
現
実
化
は
、
過
去
や
未
来
の
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
の
現
在
に
お
け
る
再
現
・
実

現
で
は
な
く
て
、
表
象
的
な
擬
似
再
現
に
す
ぎ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
過
去
の
出
来
事
を
回
想
す
る
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
出
来
事

し、

(
R
K
.
 7
8
,
 
1
2
0
)

。
そ
し
て
、

キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
と
時
間
意
識
と
の
問
に
は
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
潜
勢

「
時
間
地
平
に
入
り
込
む
と
い
う
こ
れ
ら
の
能
為
性
は
、
時
問
経
過
の
構
造
に
よ
っ
て
ま

「
私
が
動
く
、
私
が
自
ら
動
く
」
と
い
う
と
き
の
「
動
く
」
は
、

「
同
時
に
存
在
す
る
諸
可
能
性
が
次

(
n
a
c
h
e
i
n
a
n
d
e
r
)
 
に
し
か
現
実
化
さ
れ
な

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
空
間
的
対
象
で
あ
る
延
長
体
(
r
e
s
e
x
t
e
n
s
a
)
が
同
時
に
時
間
的
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
運
動
と
し
て
の
キ

ネ
ス
テ
ー
ゼ
そ
の
も
の
が
把
持
や
予
持
の
法
則
性
に
し
た
が
う
こ
と
か
ら
、

キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
意
識
（
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
系
な
ら
び
に
そ
れ
の
相

関
者
で
あ
る
空
間
的
対
象
の
両
総
体
）
は
必
然
的
に
時
間
意
識
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る

(
R
K
.
1
2
0
)

。

し
か
し
こ
の
結
論
は
、
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
考
察
の
対
象
に
し
て
い
る
ク
レ
ス
ゲ
ス
の
論
文
に
お
い
て
も
必
ず
し
も
、
最
終
的
な
も
の
と
は

思
わ
れ
な
い
。
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
系
は
、
可
能
な
「
私
は
で
き
る
」
の
能
為
の
潜
勢
力
の
体
系
で
あ
る
が
、
そ
の
系
に
含
ま
れ
る
能
為
の
諸
契

機
が
潜
勢
力
か
ら
脱
し
て
現
実
化
さ
れ
顕
在
的
と
な
る
と
き
、
そ
れ
ら
の
諸
契
機
は
継
起
的

ク
レ
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体
的
に
は
把
持
の
連
続
体
で
あ
り
、
ま
た
予
持
の
連
続
体
で
も
あ
る
）
。

最
後
に
⑱
、
今
見
て
き
た
ば
か
り
の
空
間
意
識
と
し
て
の
キ
ネ
ス

意
識
は
空
問
意
識
と
な
る

(
R
K
.
7
8
.
 
1
2
0
)
。

こ
れ
と
反
対
に
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
の
ほ
う
は
、
そ
の
系
の
う
ち
に
潜
勢
力
と
し
て
あ
る
能
為
を
、
繰
り
返
し
、
好
き
な
だ
け
、
現
実
化
し

顕
在
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
系
は
、
同
時
の
相
互
外
在

(
A
u
s
e
i
n
a
n
d
e
r
-
i
m
-
Z
u
g
l
e
i
c
h
)

そ
し
て
、
そ
の
場
合
、

「
外
在
」
の
契
機
は
、
起
こ
り
う
る
現
実
化
が
継
起

(
Na
c
h
e
i
n
a
n
d
e
r
)
 

「
同
時
」
の
契
機
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
顕
在
化
が
、
任
意
に
、
た
び
た
び
繰
り
返
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
こ
の
同
時
性
の
ゆ
え
に
、

結
局
、
三
つ
の
同
時
性
が
見
つ
か
っ
た
。
①
同
一
の
今
時
間
に
お
け
る
同
時
性
。
こ
れ
は
『
内
的
時
問
意
識
の
現
象
学
』
に
お
い
て
、

「
等
I

時
性
」
、
「
等
I

今
性
」
な
い
し
は
「
流
動
の
印
象
的
同
時
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ
今
の
時
間
に
属
す
る
複
数
の
印
象
に

関
し
て
妥
当
す
る
同
時
性
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
③
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
に
お
い
て
、
①
に
対
置
し
て
「
先
I

同
時
」
な
い
し
は
「
流

動
的
先
I

同
時
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
①
の
「
等
I

今
性
」
を
構
成
す
る
時
間
意
識
で
あ
る
、
内
的
意
識
の
諸
位
相
（
具

テ
ー
ゼ
の
、
任
意
に
反
復
可
能
な
「
同
時
の
I

相
互
外
在
」
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
問
題
に
し
て
き
た
身
体
の
記
憶
と
し
て
の
習
慣
は
、
明

ら
か
に
、
こ
の
第
一
―
一
の
同
時
と
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
さ
ら
に
問
題
を
、
そ
の
源
に
遡
っ
て
、
時
問
意
識
と
行
為
す

な
わ
ち
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
と
の
関
係
に
戻
っ
て
考
え
る
と
、
こ
の
両
者
の
関
係
は
、
こ
こ
ま
で
の
結
論
と
し
て
、
③
と
⑱
と
の
、

ふ
た
つ
の
同

と
の
意
味
で
あ
り
、
ま
た
、

ち
つ
づ
け
て
い
る
」

(
R
K
.
7
7
)
。

だ
な
お
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
顕
在
化
さ
れ
た
能
為
性
は
、
今
の
原
顕
在
性
に
た
い
し
て
や
は
り
、
あ
る
特
殊
な
非
顕
在
性
の
様
態
を
持

で
あ
る
。

に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ

キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
は
空
間
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
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紛
れ
込
ん
で
い
る
疑
い
も
ぬ
ぐ
え
な
い
。

時
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
と
い
う
問
い
に
ま
で
突
き
つ
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
ま
言
え
る
こ
と
は
、

空
間
性
を
、

に
還
元
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
反
対
に
、

と
い
う
こ
と
か
ら
、
時
間
を
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
か
ら
導
出
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
知
覚
を
可
能
的
行
為
と
し
て
、
認
識
や
表
象
と

し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
行
為
的
実
践
的
に
捉
え
よ
う
と
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
物
質
と
記
憶
』
は
、
ま
た
、
時
間
を
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ

か
ら
考
察
し
な
お
そ
う
と
す
る
企
て
（
た
と
え
ば
、
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
の
そ
れ
）
に
と
っ
て
、
熟
考
に
値
す
る
記
念
碑
的
作
品
と
な
る
で
あ

ろ
う
。

キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
を
時
間
意
識
に
従
属
さ
せ
た
り
、
そ
こ
か
ら
派
生
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
メ
ル
ロ
11
ボ
ン
テ
ィ
が
し
た
よ
う
に
、
時
間
の
同
時
性
か
ら
、
同
じ
時
間
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
〔
①
の
同
時
性
〕

キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
は
潜
勢
力
か
ら
顕
在
化
す
る
と
き
、
継
起
的
に
し
か
現
実
化
し
え
な
い

つ
い
で
に
い
え
ば
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
を
、
結
果
と
し
て
は
、
知
覚
意
識
の
枠
内
に
狭
め
て
論
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
ク
レ
ス
ゲ
ス
の

『
フ
ッ
サ
ー
ル
の
空
間
構
成
の
理
論
』
に
は
、
ま
だ
、
表
象
的
な
、
し
た
が
っ
て
時
間
意
識
の
諸
要
素
が
、

『
現
象
学

キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
の
要
素
と
し
て

注(
1
)

「
声
と
生
き
生
き
と
し
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カ
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サ
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n
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