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一
．
は
じ
め
に
―
《
咀
嚼
す
る
主
体
》
と
は
―

　
夏
目
漱
石
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』（
一
九
〇
五
年
）
に
は
興
味

深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
主
人
公
の
友
人
「
迷
亭
」
が
、
蕎
麦
の

食
べ
方
に
つ
い
て
、「
主
人
」
と
そ
の
「
細
君
」
に
対
し
て
講
釈
を

垂
れ
る
場
面
で
あ
る
。
い
わ
く
、
蕎
麦
は
噛
ん
で
は
い
け
な
い
、
一

気
に
飲
み
込
ま
な
い
と
い
け
な
い
。
実
際
に
実
演
し
て
見
せ
た
迷
亭

は
、
山
葵
が
効
き
す
ぎ
て
い
た
の
か
、
飲
み
込
む
の
に
骨
が
折
れ
た

の
か
、
両
眼
か
ら
う
っ
す
ら
涙
を
一
、二
滴
流
し
て
い
た
（
１
）

。
こ
の
一

場
面
を
、一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
に
開
催
さ
れ
た
ム
シ
歯
予
防
デ
ー

（
日
本
歯
科
医
師
会
主
催
）
に
採
用
さ
れ
た
標
語
（「
よ
い
歯
で
よ
く

噛
み
ま
せ
う
（
２
）
」）
と
対
比
さ
せ
て
み
よ
う
。
時
代
は
ち
ょ
う
ど
学
校

保
健
（
学
校
衛
生
）
の
な
か
で
歯
科
が
台
頭
し
始
め
、
食
べ
物
の
噛

み
方
を
訓
練
す
る
「
咀
嚼
教
練
」
な
る
も
の
が
実
施
さ
れ
始
め
て
い

た
頃
で
あ
る
。
本
稿
は
、
昭
和
戦
前
・
戦
時
期
の
子
ど
も
の
咀
嚼
教

育
を
題
材
に
、
身
体
の
規
律
訓
練
に
よ
る
学
校
児
童
の
主
体
化
の
試

み
を
「
習
慣
化
」
の
観
点
か
ら
捉
え
直
し
、「
主
観
性
」
と
い
う
議

論
を
付
加
す
る
こ
と
を
提
起
す
る
試
論
で
あ
る
。

報
告
三

　
規
律
、
実
践
、
習
慣
化

　
　
―
戦
前
・
戦
時
期
日
本
に
お
け
る
《
咀
嚼
す
る
主
体
の
主
観
性
》

　
　
　
を
め
ぐ
る
試
論
―

　
　

宝
　
月
　
理
　
恵
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日
本
に
お
い
て
、「
完
全
な
咀
嚼
」
と
い
う
新
た
な
身
体
規
律
が
、

歯
磨
訓
練
と
並
ん
で
、
お
も
に
小
学
校
に
お
い
て
重
要
な
健
康
教
育

の
一
要
素
と
な
っ
た
の
は
お
よ
そ
一
九
三
〇
年
代
前
後
の
こ
と
で
あ

る
。
咀
嚼
教
育
が
い
か
な
る
様
相
で
あ
っ
た
か
は
後
述
す
る
こ
と
に

し
て
、
ま
ず
は
こ
の
新
た
な
身
体
規
律
に
着
目
す
る
研
究
史
的
意
義

を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

　
昭
和
戦
前
期
に
は
広
く
普
及
し
た
学
校
口
腔
衛
生
教
育
は
、
日
本

に
先
ん
じ
て
欧
米
の
学
校
保
健
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
た
。
イ
ギ

リ
ス
の
社
会
学
者
サ
ラ
・
ネ
ト
ル
ト
ン
が
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世

紀
初
頭
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
歯
科
衛
生
教
育
の
高
ま
り
を
、
ミ
シ
ェ

ル
・
フ
ー
コ
ー
の
規
律
訓
練
論
を
援
用
し
て
、
ボ
デ
ィ
ポ
リ
テ
ィ
ク

ス
の
観
点
か
ら
分
析
し
た
の
は
一
九
八
〇
年
代
後
半
の
こ
と
で
あ

る
。
ネ
ト
ル
ト
ン
は
、
い
か
に
歯
科
学
知
が
構
成
さ
れ
た
の
か
、
そ

し
て
、
歯
科
学
の
知
と
実
践
が
規
律
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
な
り
、
身

体
が
観
察
さ
れ
、
分
析
さ
れ
、
正
常
化
さ
れ
て
い
く
様
相
を
詳
細
に

論
じ
た
（
３
）
。
ネ
ト
ル
ト
ン
が
述
べ
る
と
お
り
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
系
の
多
様
な
研
究
領
域
に
お
い
て
、
フ
ー
コ

ー
の
理
論
や
方
法
論
に
影
響
を
受
け
た
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き

た
。
け
れ
ど
も
ネ
ト
ル
ト
ン
に
限
ら
ず
、
規
律
訓
練
型
権
力
の
枠
組

み
を
採
用
し
た
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
半
ば
に
か
け
て
の
歴

史
的
研
究
の
多
く
は
、
権
力
の
受
け
手
側
の
実
践
や
経
験
に
対
す
る

関
心
が
欠
落
し
て
い
る
と
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
（
４
）

。

　
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
代
前
後
の
日
本
に
お
け
る
咀
嚼

教
育
に
も
、
非
常
に
鮮
明
な
形
で
規
律
訓
練
型
権
力
の
発
現
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
が
（
５
）

、
規
律
訓
練
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
子

ど
も
た
ち
が
い
か
に
主
体
化
さ
れ
た
の
か
（
あ
る
い
は
さ
れ
な
か
っ

た
の
か
）
を
解
明
で
き
な
い
と
い
う
大
き
な
課
題
が
残
る
。
だ
が
し

か
し
、
そ
も
そ
も
主
体
化
さ
れ
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
。
歯

磨
き
や
咀
嚼
な
ど
の
身
体
規
律
は
、
他
の
衛
生
教
育
と
同
様
に
、
最

終
的
に
は
学
校
の
み
な
ら
ず
家
庭
で
の
日
常
的
な
習
慣
化
を
図
る
も

の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
咀
嚼
の
規
律
訓
練
を
通
し
た
主
体
化
と

は
、
対
象
者
が
精
咀
嚼
の
重
要
性
を
認
識
し
た
上
で
、
日
常
生
活
に

お
い
て
精
咀
嚼
を
習
慣
化
す
る
こ
と
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。

　
実
は
、
こ
の
《
習
慣
》（habit

）
と
い
う
概
念
こ
そ
、
近
代
（
モ

ダ
ニ
テ
ィ
）
に
と
っ
て
鍵
と
な
る
構
成
要
素
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
社
会
学
者
ト
ニ
ー
・
ベ
ネ
ッ
ト（
他
）

に
よ
れ
ば
、「
近
代
の
主
体
」
と
「
前
近
代
の
主
体
」
と
の
境
界
線

は
、
ど
の
程
度
行
為
（conduct

）
が
習
慣
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る

か
、
も
し
く
は
、
意
志
や
再
帰
性
（reflexivity

）
や
、
習
慣
を
解

体
、
変
容
、
修
正
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
影
響
の
も
と
に
行
為
が
決
定

さ
れ
て
い
る
か
の
度
合
い
に
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。そ
し
て
同
時
に
、

モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、（
統
治
と
い
う
局
面
に
お
い
て
）
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あ
る
特
定
の
「
近
代
的
」
習
慣
を
多
く
の
点
に
お
い
て
利
用
す
る
と

も
述
べ
て
い
る
（
６
）

。
早
飯
、
早
食
い
と
い
っ
た
「
旧
弊
」
を
解
体
し
、

時
間
を
か
け
て
ゆ
っ
く
り
と
極
限
ま
で
噛
む
と
い
う
新
た
な
身
体
規

律
を
望
ま
し
い
規
範
と
し
て
習
慣
化
す
る
こ
と
は
、
近
代
的
主
体
を

形
成
す
る
統
治
性
の
試
み
の
ひ
と
つ
に
他
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
ベ
ネ

ッ
ト
（
他
）
は
、「
習
慣
は
規
律
的
な
実
践
に
と
っ
て
の
力
の
作
用

点
を
構
成
し
て
き
た
」
と
指
摘
す
る
。
力
の
作
用
点
と
は
、
あ
る

特
定
の
目
的
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
多
様
な
個
性
（personhood

）

の
異
な
る
構
成
要
素
（
例
え
ば
意
志
、
性
格
、
記
憶
、
本
能
な
ど
）

の
関
係
性
を
再
編
成
、
再
統
合
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
７
）
。
だ
と

す
れ
ば
、
習
慣
の
涵
養
は
単
に
身
体
の
反
復
的
動
作
の
オ
ー
ト
マ
テ

ィ
ッ
ク
化
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
総
合
的
で
複
雑
な
要
素
を
動
員
し

た
一
連
の
過
程
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。一
方
で
、

習
慣
は
必
ず
し
も
永
続
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は

経
験
的
に
知
っ
て
い
る
。
習
慣
を
涵
養
す
る
こ
と
と
、
習
慣
を
持
続

さ
せ
る
こ
と
は
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
習
慣
は
、
習
慣
化
、
脱
習
慣

化
、
再
習
慣
化
の
過
程
に
お
い
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
の
だ
（
８
）
。

　
一
方
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
社
会
学
者
デ
ボ
ラ
・
ラ
プ
ト
ン

は
、
そ
の
著
書
『Food, the Body and the Self

』（1996

＝

一
九
九
九
）
の
中
で
、食
べ
る
こ
と
と
《
主
観
性
》（subjectivity

）

と
の
関
係
性
を
論
じ
て
い
る
。
ベ
ネ
ッ
ト
ら
の
い
う
「
個
性
」
と
主

観
性
は
同
義
で
は
な
い
が
、
本
稿
で
は
こ
の
主
観
性
に
着
目
し
た

い
。
ラ
プ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お

い
て
、「
人
が
他
者
と
関
係
し
合
う
中
で
自
分
自
身
を
理
解
し
、
人

生
を
経
験
し
て
ゆ
く
さ
ま
ざ
ま
な
過
程
を
描
く
の
に
『
主
観
性
』
と

い
う
用
語
」
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
主
観
性
は
、「
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
よ
り
も
ゆ
る
や
か
な
こ
と
ば
で
、
自
己
、
よ
り
正
確
に

は
複
数
の
自
己
が
、
権
力
関
係
や
社
会
制
度
、
支
配
的
な
言
説
な

ど
、
そ
の
人
が
暮
ら
す
文
化
に
よ
っ
て
一
定
の
制
限
は
受
け
る
も
の

の
、
非
常
に
変
化
し
や
す
く
、
背
景
や
状
況
に
左
右
さ
れ
や
す
い

と
理
解
さ
れ
て
い
る
」。「
人
は
と
き
に
矛
盾
す
る
言
説
や
行
動
を

好
ん
だ
り
支
持
し
た
り
す
る
」
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
も
経
験
的
に

理
解
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
主
観
性
は
、「
統
合
的
な
自
己
」
よ
り

も
「
断
片
的
で
関
わ
り
的
な
自
己
の
と
ら
え
方
を
重
視
」
し
て
い

る
（
９
）

。
子
ど
も
の
自
己
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
常
に
一
定
し
た
確
固

た
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
同
時
に
、
統
合
さ

れ
な
い
自
己
像
と
し
て
、
あ
る
い
は
無
力
で
無
抵
抗
な
存
在
と
し

て
捉
え
る
べ
き
で
も
な
い
。
子
ど
も
は
周
囲
と
の
相
互
作
用
の
な 

か
で
さ
ま
ざ
ま
な
身
体
行
為
を
経
験
し
つ
つ
、
動
的
な
主
観
性
を
構

成
す
る
存
在
と
し
て
理
解
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
戦
前
、

戦
時
期
の
咀
嚼
教
育
に
よ
っ
て
児
童
の
身
体
が
主
体
化
さ
れ
た
の
か

と
い
う
問
い
は
、《
規
律
訓
練
―
主
観
性
―
習
慣
化
》
と
い
う
関
係

性
で
捉
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）
（1
（

（
図
一
）。
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こ
こ
で
い
う
主
観
性
と
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
を

指
し
て
い
る
。
食
べ
物
を
前
に
し
た
高
揚
感
。
食
べ
物
の
匂
い
を
か

い
だ
時
の
幸
福
な
気
持
ち
。
嫌
い
な
食
べ
物
を
食
べ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
苦
痛
や
嫌
悪
感
。
食
べ
て
も
空
腹
が
満
た
さ
れ
な
い
不
満
や
不

快
感
。
こ
っ
そ
り
食
べ
て
し
ま
っ
た
時
の
罪
悪
感
。
特
定
の
食
べ
物

を
前
に
し
た
と
き
に
よ
み
が
え
る
記
憶
。
苦
み
や
甘
み
と
い
っ
た
味

覚
。
食
べ
物
の
感
触
や
舌
触
り
。
精
咀
嚼
す
る
と
き
に
感
じ
る
顎
の

疲
労
感
。
こ
の
よ
う
に
現
れ
て
は
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
う
よ
う
な
一

時
的
な
感
覚
、
あ
る
い
は
い
つ
も
決
ま
っ
て
現
れ
る
感
覚
、
喜
び
や

悲
し
み
な
ど
の
感
情
や
情
動
、
モ
ラ
ル
と
い
っ
た
も
の
が
、
規
律
訓

練
と
習
慣
化
の
間
に
横
た
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
規
律
訓
練
に
よ
る

主
体
化
を
、《
規
律
訓
練
―
主
観
性
―
習
慣
化
》
と
い
う
動
的
過
程

で
検
討
す
る
こ
と
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
、
咀
嚼
を
切
り
口
と
し
て
こ

の
問
題
に
向
き
合
う
た
め
に
、
ま
ず
咀
嚼
教
育
の
具
体
的
様
相
を
概

観
し
、
時
代
的
背
景
の
中
で
咀
嚼
教
育
に
与
え
ら
れ
た
意
味
付
け
の

変
化
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

二
．
咀
嚼
教
育
と
は
何
か

　
近
代
日
本
の
学
校
衛
生
制
度
に
お
け
る
学
校
口
腔
衛
生
教
育
の
歴

史
に
つ
い
て
は
別
稿
に
詳
し
い
が）
（（
（

、
歯
の
保
全
の
必
要
性
は
咀
嚼
機

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図一 規律訓練―主観性―習慣化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図二 口腔のトポロジー 
(Pasi	Falk,	1994,	The	Consuming	Body,	Sage	Publications,	p.14)	
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能
の
維
持
向
上
に
あ
る
と
し
て
、
と
く
に
大
正
期
以
降
、
そ
の
重

要
性
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
背
景
に
は
二
つ

の
要
因
が
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、「
偉
大
な
咀
嚼
家
（The G

reat 
M

asticator
）」
の
異
名
を
と
っ
た
ア
メ
リ
カ
人
実
業
家
ホ
ー
レ

ス
・
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
（H

orace Fletcher, 1849-1919

）
の
著
し

た”Fletcherism
: H

ow
 I Becam

e Young at Sixty”

（1913

）”

の
影
響
で
あ
る
。
本
書
は
、『
完
全
咀
嚼
法
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で

一
九
四
〇
年
に
翻
訳
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
、

日
本
の
歯
学
雑
誌
に
お
け
る
「
フ
レ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
」
へ
の
言
及
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
レ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
の
最
大
の
特
徴

は
、
食
べ
物
を
（
液
体
物
で
さ
え
）
繰
り
返
し
徹
底
的
に
咀
嚼
し
て

か
ら
飲
み
込
む
と
い
う
摂
食
習
慣
の
涵
養
で
あ
る
。
歯
科
専
門
誌
で

あ
る
『
歯
科
学
報
』
誌
上
で
も
こ
の
咀
嚼
健
康
理
論
は
た
び
た
び
引

き
合
い
に
出
さ
れ
、
食
物
を
完
全
に
咀
嚼
す
る
こ
と
が
で
き
て
初
め

て
栄
養
は
十
分
吸
収
さ
れ
、体
力
が
保
た
れ
る
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

大
正
後
期
に
公
刊
さ
れ
た
一
般
向
け
口
腔
衛
生
啓
蒙
冊
子
に
お
い
て

も
、
フ
レ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
曰
く
、

食
物
を
よ
く
咀
嚼
す
る
こ
と

け
れ
ど
も
一
日
何
カ
ロ
リ
ー
の
食
物
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
計

算
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
適
当
量
の
食
物
を
消
化
す
る
力
が
そ

の
人
に
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
何
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
折
角
営マ

マ養

素
を
十
分
に
し
た
お
献
立
で
も
、
こ
れ
を
噛
み
こ
な
さ
ず
に
胃

の
中
に
嚥
み
込
ん
で
し
ま
ふ
な
ら
ば
消
化
は
不
十
分
で
、
到
底

そ
れ
だ
け
が
滋
養
分
と
な
つ
て
身
体
に
役
立
つ
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ホマ

マ

レ
ー
ス
・
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
は
、
営
養
の
す
べ
て
の

問
題
は
消
化
器
最
初
の
三
吋
に
よ
っ
て
解
決
せ
ら
れ
る
と
て
、

咀
嚼
の
必
要
な
る
こ
と
を
力
説
し
て
ゐ
る
こ
と
は
人
口
に
膾
炙

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
し
て
消
化
器
最
初
の
三
吋
と
は
口

腔
特
に
歯
牙
の
咀
嚼
作
用
を
意
味
し
た
の
で
す
。
咀
嚼
は
消
化

の
第
一
階
段
で
、
こ
れ
が
不
完
全
で
あ
つ
た
な
ら
ば
、
胃
や
腸

が
如
何
に
奮
闘
努
力
し
て
も
最
後
ま
で
不
完
全
に
終
わ
つ
て
し

ま
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
に
今
日
営
養
問
題

の
研
究
が
如
何
に
盛
ん
で
あ
つ
て
も
、
こ
れ
を
徹
底
的
に
解
決

す
る
鍵
は
、
た
だ
各
自
の
完
全
な
る
咀
嚼
に
あ
る
と
言
は
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん）
（1
（

。

　
明
治
半
ば
以
降
近
代
栄
養
学
が
日
本
に
導
入
さ
れ
、
二
〇
世
紀
初

頭
に
入
り
さ
ま
ざ
ま
な
栄
養
素
が
見
い
だ
さ
れ
る
状
況
下
、
婦
人
雑

誌
等
の
主
婦
向
け
メ
デ
ィ
ア
に
も
栄
養
学
的
知
識
が
さ
か
ん
に
紹
介

さ
れ
始
め
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
栄
養
学
的
解
明
が
進
も
う
と

も
、
完
全
な
咀
嚼
と
そ
れ
を
可
能
に
す
る
健
全
な
歯
が
あ
っ
て
初
め

て
栄
養
素
が
吸
収
さ
れ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
完
全
な
咀
嚼

は
唾
液
や
胃
液
の
分
泌
を
促
し
て
消
化
機
能
を
向
上
さ
せ
る
と
と
も

に
、唾
液
の
分
泌
の
増
加
は
口
腔
内
の
自
浄
作
用
も
向
上
さ
せ
う
る
。

加
え
て
、
十
分
な
咀
嚼
は
血
行
を
良
く
し
、
全
身
の
健
康
状
態
を
良

　
こ
こ
で
い
う
主
観
性
と
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
を

指
し
て
い
る
。
食
べ
物
を
前
に
し
た
高
揚
感
。
食
べ
物
の
匂
い
を
か

い
だ
時
の
幸
福
な
気
持
ち
。
嫌
い
な
食
べ
物
を
食
べ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
苦
痛
や
嫌
悪
感
。
食
べ
て
も
空
腹
が
満
た
さ
れ
な
い
不
満
や
不

快
感
。
こ
っ
そ
り
食
べ
て
し
ま
っ
た
時
の
罪
悪
感
。
特
定
の
食
べ
物

を
前
に
し
た
と
き
に
よ
み
が
え
る
記
憶
。
苦
み
や
甘
み
と
い
っ
た
味

覚
。
食
べ
物
の
感
触
や
舌
触
り
。
精
咀
嚼
す
る
と
き
に
感
じ
る
顎
の

疲
労
感
。
こ
の
よ
う
に
現
れ
て
は
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
う
よ
う
な
一

時
的
な
感
覚
、
あ
る
い
は
い
つ
も
決
ま
っ
て
現
れ
る
感
覚
、
喜
び
や

悲
し
み
な
ど
の
感
情
や
情
動
、
モ
ラ
ル
と
い
っ
た
も
の
が
、
規
律
訓

練
と
習
慣
化
の
間
に
横
た
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
規
律
訓
練
に
よ
る

主
体
化
を
、《
規
律
訓
練
―
主
観
性
―
習
慣
化
》
と
い
う
動
的
過
程

で
検
討
す
る
こ
と
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
、
咀
嚼
を
切
り
口
と
し
て
こ

の
問
題
に
向
き
合
う
た
め
に
、
ま
ず
咀
嚼
教
育
の
具
体
的
様
相
を
概

観
し
、
時
代
的
背
景
の
中
で
咀
嚼
教
育
に
与
え
ら
れ
た
意
味
付
け
の

変
化
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

二
．
咀
嚼
教
育
と
は
何
か

　
近
代
日
本
の
学
校
衛
生
制
度
に
お
け
る
学
校
口
腔
衛
生
教
育
の
歴

史
に
つ
い
て
は
別
稿
に
詳
し
い
が）
（（
（

、
歯
の
保
全
の
必
要
性
は
咀
嚼
機
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規
律
、
実
践
、
習
慣
化
（
宝
月
）

好
に
す
る
と
し
て
、
咀
嚼
の
徹
底
が
口
腔
衛
生
教
育
と
し
て
啓
蒙
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る）
（1
（

。
こ
の
完
全
な
咀
嚼
に
と
っ
て
、
キ

ー
ワ
ー
ド
は
「
唾
液
」
で
あ
っ
た
。

咀
嚼
の
意
義

咀
嚼
と
い
ふ
の
は
食
物
を
歯
で
細
か
く
噛
み
砕
い
て
、
そ
れ
に

唾
液
が
よ
く
混
じ
つ
て
ど
ろ
ど
ろ
に
な
つ
た
の
を
い
ひ
ま
す
。

た
ゞ
噛
ん
だ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
唾
液
と
い
ふ
大
切
な
消

化
液
を
食
物
に
十
分
に
浸マ
マ

み
こ
ま
せ
て
、
始マ
マ

め
て
口
腔
内
の
消

化
の
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
は
、
一
体
人
間
の

食
べ
る
食
物
の
分
量
は
多
過
ぎ
る
、
よ
く
咀
嚼
を
す
れ
ば
も
つ

と
少マ

マく
て
も
よ
い
と
申
し
て
い
ま
す
。
よ
く
噛
め
ば
半
は
消
化

し
て
し
ま
ひ
ま
す
。
そ
し
て
十
だ
け
の
営
養
分
は
十
だ
け
身
体

に
吸
収
さ
れ
て
役
に
立
ち
ま
す
が
、
噛
ま
な
い
と
十
だ
け
の
も

の
を
摂
取
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
身
体
の
役
に
立
ち
ま
せ
ん）
（1
（

。

　
つ
ま
り
、
よ
く
噛
む
こ
と
の
混こ
ん
だ唾

作
用
に
よ
り
消
化
を
容
易
に

し
、
食
物
の
栄
養
素
を
丸
ご
と
吸
収
可
能
に
す
る
た
め
に
、
食
物
の

摂
取
量
自
体
を
減
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の

咀
嚼
の
意
義
は
、
の
ち
の
食
糧
難
の
時
代
の
節
米
奨
励
に
結
び
つ
い

て
い
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
咀
嚼
励
行
運
動
の
初

期
と
も
い
え
る
一
九
二
〇
年
代
に
は
、
栄
養
の
完
全
摂
取
の
観
点
か

ら
咀
嚼
が
推
奨
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
こ
こ
で
は
注
意
を
払
っ
て
お
き

た
い
。

　
咀
嚼
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
た
二
つ
目
の
要
因
は
、
歯
科
学
と

医
学
の
関
係
性
に
起
因
す
る
。
医
師
の
免
許
と
資
格
を
定
め
た
医

師
法
が
制
定
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
六
年
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
歯

科
医
師
法
も
制
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
法
制
化
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
、
歯
科
と
医
科
の
完
全
分
離
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
六
年
以

前
も
歯
科
医
は
国
外
で
学
ん
だ
者
や
医
術
開
業
試
験
に
合
格
し
た

者
、
従
来
開
業
の
者
（
試
験
免
除
組
）
ら
が
職
能
団
体
を
結
成
し

て
い
た
が
、
医
師
団
体
の
間
で
医
師
法
制
定
の
動
き
が
活
発
化
し

て
く
る
の
に
伴
い
、
歯
科
医
師
法
の
制
定
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
医
学
と
歯
科
の
完
全
分
科
に
伴
い
、
口
腔
は
歯
学
の
対

象
と
し
て
全
身
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
一
方
で
、
咀
嚼
と
い
う
機
能

を
通
し
て
全
身
と
の
関
連
性
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
こ
れ
は
歯
科
医

団
体
に
と
っ
て
は
決
定
的
に
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な

い
。
と
い
う
の
も
、
歯
科
医
の
社
会
的
地
位
を
医
師
と
同
等
レ
ベ

ル
ま
で
上
げ
る
こ
と
が
歯
科
医
師
法
制
定
後
の
歯
科
医
に
と
っ
て

の
課
題
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
歯
は
単
な
る
咀
嚼
器
で

は
な
く
、「
口
は
身
体
の
関
門
」「
歯
牙
は
消
化
管
の
第
一
階
梯）
（1
（

」 
「
各
臓
器
へ
の
門
戸）
（1
（

」
な
の
だ
と
い
う
主
張
は
、
口
腔
と
い
う
一
臓

器
に
、
全
身
的
健
康

0

0

0

0

0

に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
な
使
命
を
帯
び
さ

せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
第
一
点
目
の
咀
嚼
健
康
理
論
の
強
調

に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
成
長
期
に
あ
る
子
ど
も
の
健
康
形
成
に
と
っ
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史
苑
（
第
七
六
巻
第
二
号
）

て
、
咀
嚼
器
と
し
て
の
歯
の
保
全
は
、
最
も
重
き
を
置
く
べ
き
対
象

の
ひ
と
つ
と
な
り
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
虫
歯
や
、
歯
列

の
不
正
は
咬
合
力
に
影
響
す
る
と
さ
れ
、
特
に
小
学
校
児
童
の
口
腔

衛
生
教
育
の
必
要
性
が
、
歯
科
医
団
体
や
、
歯
磨
き
粉
や
歯
ブ
ラ
シ

を
販
売
す
る
民
間
企
業
の
社
会
貢
献
活
動
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
提
唱

さ
れ
て
い
っ
た
。

　
小
学
校
に
お
け
る
正
し
い
咀
嚼
方
法
の
啓
蒙
は
、
歯
磨
教
練
等
の

他
の
口
腔
衛
生
訓
練
と
同
様
に
、「
咀
嚼
教
練
」
と
い
う
児
童
参
加

型
の
実
習
形
態
で
実
施
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
咀
嚼
教
練
の
参
考
例

を
示
し
た
実
施
報
告
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
咀
嚼
教
練
が
ど
の
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
か
を
描
き
出
し
た
い
。
な
お
、
実
施
報
告
は
各
地
の

学
校
歯
科
医
（
あ
る
い
は
教
師
や
校
長
な
ど
）
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
、

学
校
歯
科
医
向
け
の
機
関
誌
（
日
本
連
合
学
校
歯
科
医
会
編
『
学
校

歯
科
衛
生
』）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
お
よ
そ
の
流
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
導
入
の
座
学
と
し

て
、
咀
嚼
の
重
要
性
と
方
法
が
児
童
に
教
授
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
実

際
の
咀
嚼
練
習
は
、
昼
食
時
か
、
も
し
く
は
そ
れ
以
外
の
時
間
に
沢

庵
や
リ
ン
ゴ
な
ど
の
食
べ
物
を
使
っ
て
行
う
。
口
の
中
に
食
べ
物
を

入
れ
る
と
、
左
右
両
方
の
奥
歯
を
均
等
に
使
い
、
二
〇
～
三
〇
回
ほ

ど
噛
み
砕
き
、
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
や
わ
ら
か
い
液
体
状
に
な
っ
て
か

ら
初
め
て
飲
み
込
む
。
こ
こ
で
は
、
た
と
え
柔
ら
か
い
食
べ
物
や
ス

ー
プ
で
あ
っ
て
も
よ
く
咀
嚼
し
、
味
わ
い
尽
く
し
た
後
で
飲
み
込
む

べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
実
施
報
告
に
は
、
対
象
や
目
的
、
準
備

教
育
、
本
教
練
（
実
施
準
備
、
順
序
、
要
領
、
実
施
）、
指
導
上
の

注
意
事
項
が
事
細
か
に
記
載
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
咀
嚼
教
練
の

プ
ロ
ト
コ
ル
（
訓
練
の
段
取
り
）
は
、
フ
ー
コ
ー
が
描
い
た
身
体
の

規
律
訓
練
の
諸
要
素
を
こ
と
ご
と
く
兼
ね
備
え
て
い
る
か
の
よ
う
に

み
え
る
。

　
次
に
、
類
似
の
口
腔
衛
生
訓
練
（
歯
磨
教
練
、
洗
口
教
練
等
）
と

は
異
な
る
咀
嚼
教
練
の
特
殊
性
を
検
討
す
る
た
め
に
、
事
例
と
し
て

池
田
明
治
郎
（
福
岡
県
嘱
託
学
校
歯
科
医
）
に
よ
る
「
学
校
歯
科
に

於
け
る
衛
生
訓
練
」
の
該
当
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。

咀
嚼
教
練

咀
嚼
を
奨
励
し
、
片
噛
み
（
顎
の
左
右
何
れ
か
片
側
で
噛
む
こ

と
）
を
矯
正
し
、
食
物
の
営
養
に
関
す
る
認
識
を
深
め
る
等
の

目
的
が
あ
る
。
尚
ほ
自
浄
作
用
等
に
就
て
も
説
明
の
好
機
会
で

あ
る
。
咀
嚼
と
い
ふ
こ
と
は
数
多
く
噛
み
、
且
つ
ゆ
っ
く
り
噛

む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。〔
中
略
〕
尚
ほ
咀
嚼
教
練
に
よ
つ
て
偏

食
（
食
物
の
好
き
嫌
ひ
）
を
或
る
程
度
ま
で
矯
正
し
得
た
例
は

少
く
な
い
。
教
練
の
実
際
は
林
檎
、
沢
庵
漬
、
チ
ュ
ー
イ
ン
ガ

ム
等
を
用
ひ
、
最
初
十
回
位
よ
り
始
め
、
左
右
二
十
回
乃
至

三
十
回
位
咀
嚼
せ
し
む
る
。
嗜
好
と
興
味
の
上
か
ら
は
林
檎
、

チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム
等
は
適
当
で
あ
る
が
、
チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム
は

軟マ

マか
に
過
ぎ
る
感
が
あ
る
。
教
練
と
し
て
用
ひ
る
に
は
沢
庵
漬
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は
非
常
に
都
合
が
い
ゝ
や
う
で
あ
る
。
食
事
指
導
の
傍
ら
教
練

す
る
場
合
は
、
中マ

マ食
時
に
弁
当
を
利
用
す
る
の
で
あ
る
。
指
導

者
は
担
当
教
師
が
弁
当
時
に
教
室
に
於
て
、
或
は
洗
口
所
に
於

て
沢
庵
漬
等
を
用
ひ
て
行
ひ
、
含
嗽
教
練
も
併
用
す
る
。
第
十

図
Ⅳ
〔
転
載
省
略
：
引
用
者
注
〕
は
沢
庵
を
指
定
の
回
数
咀
嚼
後

残
部
を
金
網
に
入
れ
て
水
で
洗
ひ
、
残
渣
を
相
互
に
比
較
し
て

各
自
の
咀
嚼
能
率
を
認
識
さ
せ
る
有
様
で
あ
る）
（1
（

。

　
以
上
の
記
述
を
、《
身
体
内
部
の
意
識
化
、
可
視
化
》
と
い
う
観

点
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
の
出
発
点
は
、
実
習
前
の
導
入
（
準

備
）
教
育
で
あ
る
。
咀
嚼
教
練
の
目
的
と
し
て
、
片
側
の
み
で
噛
む

癖
の
矯
正
と
栄
養
に
関
す
る
認
識
を
深
め
る
こ
と
、
加
え
て
唾
液
に

よ
る
自
浄
作
用
の
説
明
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。こ
の
準
備
教
育
に
は
、

咀
嚼
の
混
唾
作
用
に
よ
る
消
化
促
進
と
い
う
メ
イ
ン
と
な
る
機
能
の

教
示
を
中
心
に
、
顎
骨
の
発
達
、
虫
歯
の
予
防
、
食
物
の
栄
養
価
を

高
め
摂
取
量
を
減
ら
す
、
食
物
の
真
の
味
を
知
る
、
顔
貌
を
整
え
る
、

頭
脳
の
発
達
を
促
す
な
ど
の
多
岐
に
わ
た
る
効
能
も
説
明
さ
れ
て
い

た）
（1
（

。
ど
の
程
度
説
明
す
る
か
に
つ
い
て
は
統
一
基
準
の
よ
う
な
も
の

は
な
か
っ
た
が
、
必
ず
説
明
が
な
さ
れ
る
の
は
、
咀
嚼
が
消
化
の
第

0

0

0

0

0

0

0

一
歩
で
あ
る

0

0

0

0

0

と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、「
尋
常
科
第
四

学
年
男
女
組
口
腔
衛
生
学
習
指
導
案
」（
福
岡
県
二
日
市
尋
常
高
等

小
学
校
）
に
あ
る
よ
う
に
、
児
童
が
自
身
の
食
べ
方
や
咀
嚼
の
仕
方

に
意
識
を
向
け
る
習
慣
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

彼
等
は
食
物
が
如
何
に
消
化
さ
れ
る
か
、
又
よ
り
よ
く
消
化
す

る
為
に
如
何
に
咀
嚼
す
可マ

マき
か
に
つ
い
て
は
、
余
り
に
無
関
心

で
あ
り
、
殆
ど
唯
食
欲
を
満マ

マ
さ
む
が
為
に
食
ひ
食
物
を
摂
取
す

る
関
係
と
し
て
、
口
腔
を
通
過
さ
せ
る
に
過
ぎ
な
い
憾
が
あ

る）
（1
（

。

　
育
ち
盛
り
の
子
供
た
ち
に
と
っ
て
、「
た
だ
食
欲
を
満
た
す
た
め

に
食
事
を
摂
る
」
こ
と
は
至
極
当
た
り
前
の
行
為
だ
っ
た
ろ
う
。
そ

の
習
慣
を
解
体
、
変
容
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、
身
体
内
部
に

意
識
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
身
体
内
部
を
可
視
化
す
る
試

み
で
あ
る
。
い
わ
ば
口
か
ら
つ
な
が
る
食
道
、
食
道
か
ら
胃
袋
へ
と

食
べ
物
が
運
ば
れ
る
経
路
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
の
で
あ
る）
11
（

。
口
は
身
体
の
内
部
と
外
部
と
を
隔
て
る
境
界
線

で
あ
る
。
通
常
、
い
っ
た
ん
口
に
入
っ
た
食
べ
物
が
他
人
の
目
に
晒

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
咀
嚼
し
た
も
の
を
金
網
製
の
容
器
に

吐
き
出
さ
せ
、
水
で
洗
い
、
残
渣
を
相
互
比
較
し
て
咀
嚼
能
率
を
認

識
さ
せ
る
と
い
う
取
り
組
み
は
、
咀
嚼
の
効
果
を
可
視
化
す
る
企
み

で
あ
る
と
と
も
に
、
い
っ
た
ん
自
分
の
内
部
に
取
り
込
ん
だ
食
べ
物

を
再
び
自
分
の
身
体
の
外
部
へ
と
強
制
的
に
放
出
さ
せ
る
企
て
と
も

い
え
る
。

　
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
社
会
学
者
パ
シ
・
フ
ォ
ー
ク
（1994

）
は
、

口
腔
（the m

outh

）
を
、
外
部
と
内
部
の
中
間
領
域
と
し
て
、
図

二
の
よ
う
に
ト
ポ
ロ
ジ
ー
的
に
図
式
化
し
て
い
る
。
最
初
の
ゲ
ー
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ト
で
あ
る(a)

は
、
口
の
中
へ
入
る
も
の
を
ま
ず
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
（
し
か
し
、
何
を
口
に
入
れ
る
べ
き
か
の
「
判
断
」
は
個
体
の
外

部
の
文
化
的
な
食
規
範
の
な
か
で
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
二

次
的
機
能
で
あ
る
と
み
な
し
う
る
が
、(a)

は
個
別
で
な
さ
れ
る
最

初
の
判
断
で
あ
り
、
外
部
と
隔
た
れ
た
主
体
を
例
示
し
て
い
る
と
い

う
）。
二
つ
目
の
ゲ
ー
ト
で
あ
る(c)

は
、
身
体
お
よ
び
自
己
の
中

に
何
か
を
取
り
込
む
、し
か
も
不
可
逆
的
に
取
り
込
む
判
断
を
す
る
。

口
に
入
れ
た
食
べ
物
は
「
私
」
の
一
部
に
な
る
の
で
あ
る
。
味
覚
や

感
触
は
こ
れ
ら
の
二
つ
の
ゲ
ー
ト
の
中
間
の(b)

で
判
断
さ
れ
る
。

本
来
、
咀
嚼
と
は
、(b)

の
領
域
に
お
い
て
主
体
に
よ
っ
て
セ
ル
フ

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
咀
嚼
教
練
は
そ
こ
に
あ
る
べ
き
規
範
を
導
入
し
、
さ
ら
に
咀
嚼

す
る
主
体
の
個
（individual

）
か
ら
公
（public
）
へ
の
転
換
を

目
論
む
の
で
あ
る
。

````````

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図二 口腔のトポロジー 

(Pasi Falk, 1994, The Consuming Body, Sage Publications, p.14) 
 

 

a b c 

図二　口腔のトポロジー
（Pasi Falk, 1994, The Consuming Body,
  Sage Publications, p.14）
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三
．
咀
嚼
と
「
国
民
」
的
自
覚

　
咀
嚼
す
る
主
体
の
個
か
ら
公
へ
の
転
換
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。

『
学
校
歯
科
衛
生
』
第
五
号
（
一
九
三
八
）
の
冒
頭
に
は
、
第
一
次

近
衛
内
閣
文
部
大
臣
木
戸
幸
一
に
よ
る
「
日
本
精
神
の
昂
揚
」
な
る

論
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
日
中
関
係
の
決
定
的
な
決
裂
（
対
中
講

和
の
可
能
性
の
消
失
）
を
受
け
、
国
民
に
長
期
戦
の
覚
悟
と
「
尽
忠

報
国
」
を
求
め
る
も
の
だ
。
木
戸
は
、
尽
忠
報
国
の
精
神
を
、
日
本

古
来
の
伝
統
と
し
て
西
洋
の
個
人
思
想
に
対
置
し
、「
個
人
は
国
家

と
い
ふ
大
生
命
の
一
分
身
と
し
て
此
の
大
生
命
に
奉
仕
し
、
私
を
捨

て
て
国
家
に
生
き
、
国
家
の
大
生
命
に
帰
一
す
る
こ
と
に
依
っ
て
こ

そ
宏
大
な
る
価
値
に
参
与
す
る
も
の
」と
唱
え
る）
11
（

。こ
の「
日
本
精
神
」

の
具
現
こ
そ
が
「
国
民
精
神
総
動
員
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
国
民
に
物
質
面
の
み
な
ら
ず
精
神
面
で
も
動
員
を
求
め
る

政
治
情
勢
を
受
け
、
咀
嚼
教
練
に
付
与
さ
れ
る
意
味
付
け
も
変
容
し

て
い
く
。

　
学
校
衛
生
教
育
は
、
個
々
の
児
童
の
身
体
の
健
康
増
進
に
資
す
る

も
の
で
あ
る
よ
り
も
、
新
た
な
国
家
観
、「
日
本
精
神
」
の
涵
養
に

結
び
つ
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
口
腔
衛
生
教
育
も
例
外
で
は
な

か
っ
た
。『
学
校
歯
科
衛
生
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
る
口
腔
衛
生
教
育

の
実
施
報
告
も
、
国
民
精
神
の
涵
養
を
第
一
目
的
と
し
た
も
の
に
変

容
し
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
福
岡
県
嘉
穂
郡
の
小
学
校
歯
科
医
は
、

「
国
民
の
自
覚
」
と
し
て
、「
児
童
に
健
康
生
活
の
自
覚
を
促
す
こ
と

は
即
ち
国
民
へ
の
自
覚

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
因
果
必
然
の
応
照
で
あ
る
」
と
断
言

す
る）
11
（

。
も
は
や
個
人
の
健
康
、
個
人
の
身
体
は
な
く
、
国
民
と
し
て

の
《
公
》
の
身
体
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
身
体
の
主

権
（bodily sovereignty

）
の
収
奪
で
あ
る
。

　
同
時
期
、「
咀
嚼
報
国
」
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
て
い
た
。
歯
科

医
師
も
戦
時
体
制
へ
の
積
極
的
参
加
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

『
学
校
歯
科
衛
生
』
第
八
号
（
一
九
四
〇
）
の
巻
頭
に
は
、「
提
唱
」

と
し
て
「
全
国
学
校
歯
科
医
の
一
致
協
力
に
よ
り
咀
嚼
励
行
運
動
の

普
及
と
之マ

れマ

が
実
践
指
導
の
徹
底
を
希
望
す
」
る
こ
と
が
掲
げ
ら
れ

た
。
そ
の
要
点
は
、
以
下
の
八
点
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

一
、
国
民
体
位
向
上
の
重
要
性
が
痛
感
さ
れ
て
い
る
今
日
、
青
少

年
学
徒
の
健
康
増
進
は
学
校
歯
科
医
に
と
っ
て
も
重
大
関

心
事
で
あ
る
。

二
、
学
校
歯
科
医
が
そ
の
職
分
と
し
て
国
家
に
貢
献
す
る
最
も
大

切
な
仕
事
は
、
生
徒
児
童
が
咀
嚼
励
行
す
る
よ
う
指
導
に

努
め
る
こ
と
で
あ
る
。

三
、
精
咀
嚼
は
、
食
物
を
消
化
吸
収
し
て
身
体
の
健
康
を
保
ち
、

事
実
上
食
べ
物
の
消
費
節
約
と
な
り
、
発
育
強
壮
を
助
け
、

歯
牙
口
腔
の
清
潔
を
助
長
す
る
と
い
う
四
益
が
あ
る
。

四
、
粗
咀
嚼
は
消
化
系
臓
器
に
負
担
を
課
し
て
発
病
の
要
因
を
作

り
、
食
べ
物
を
浪
費
し
、
不
健
康
と
顎
の
不
完
全
発
育
を
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き
た
し
、
口
腔
歯
牙
の
自
然
清
掃
力
を
減
少
す
る
と
い
う

四
損
を
招
く
。

五
、
古
来
多
く
の
賢
母
が
、
そ
の
愛
児
に
精
咀
嚼
を
教
え
、
強
健

な
身
体
を
築
き
上
げ
た
と
い
う
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る
。

六
、
学
校
歯
科
医
は
、
教
員
諸
氏
と
協
力
し
、
児
童
生
徒
、
保
護

者
に
咀
嚼
励
行
の
必
要
を
説
き
、
そ
の
実
践
を
指
導
す
る

た
め
、
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
試
み
る
こ
と
を
希
望
す
る
。

七
、
食
事
を
す
る
と
き
に
は
ま
ず
手
を
洗
い
、
姿
勢
を
正
し
、
食

べ
物
の
好
き
嫌
い
を
い
わ
ず
、
ゆ
っ
く
り
と
力
強
く
、
左

右
に
偏
ら
ず
、
繰
り
返
し
咀
嚼
す
る
よ
う
に
導
き
た
い
。

お
茶
漬
け
や
鵜
呑
み
は
ぜ
ひ
こ
れ
を
や
め
さ
せ
た
い
。

八
、
歯
科
医
師
会
で
は
、
毎
月
興
亜
奉
公
日
に
特
に
咀
嚼
励
行
運

動
を
強
調
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。
学
校
歯
科
医
も

こ
れ
に
参
加
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
常
に
学
校
及

び
家
庭
に
呼
び
か
け
そ
の
注
意
を
促
す
よ
う
に
し
た
い）
11
（

。

　
学
校
歯
科
医
の
職
分
と
し
て
、
国
家
に
貢
献
す
る
最
も
大
切
な
仕

事
が
、
咀
嚼
の
励
行
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
咀
嚼
教
練
は
大
正
期
以
降
主
要
な
口
腔
衛
生
訓

練
の
一
つ
で
は
あ
っ
た
が
、
学
校
歯
科
医
に
よ
る
齲
歯
の
予
防
、
検

査
、
治
療
以
上
に
重
き
が
置
か
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
戦
時
体
制
の
下
、歯
科
治
療
に
必
要
な
物
資
が
不
足
し
、

検
査
や
治
療
が
次
第
に
実
施
困
難
に
な
る
な
か
、
咀
嚼
教
練
の
重
み

が
増
し
て
い
く
の
は
必
然
で
あ
っ
た
。
精
咀
嚼
の
ル
ー
ツ
と
し
て
の

米
国
人
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
名
前
が
消
え
、
代
わ
り
に
「
日
本
古
来
の

賢
母
の
逸
話
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
日
米
関
係
の
悪
化
を
如
実
に

物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
咀
嚼
の
目
的
が
青
少
年
の
体

位
の
向
上
、健
康
増
進
と
直
截
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
背
景
に
は
、

同
年
の
「
国
民
体
力
法
」（
一
九
四
〇
）
の
制
定
が
あ
っ
た
。
同
法

は
、
国
民
の
体
力
向
上
を
目
的
と
し
て
、
未
成
年
者
を
対
象
に
、
国

が
強
制
的
に
体
力
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
規
定
し
た
も

の
で
あ
る
。
体
力
検
査
の
結
果
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
国
民
体
力
管
理

医
（
医
師
ま
た
は
歯
科
医
師
が
選
任
さ
れ
る
）
が
、
本
人
も
し
く
は

保
護
者
に
対
し
、
体
力
向
上
に
関
す
る
指
導
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た）
11
（

。
被
管
理
者
で
あ
る
未
成
年
者
に
小
学
児
童
は
含
ま
れ
て
い

な
か
っ
た
が
、
学
校
歯
科
医
の
職
責
と
し
て
「
人
的
資
源
の
培
養
」

が
要
望
さ
れ
る
な
か
、「
強
健
な
る
国
民
を
作
り
上
げ
る）
11
（

」
安
価
で

現
実
的
な
方
法
と
し
て
、
咀
嚼
励
行
運
動
が
推
奨
さ
れ
た
こ
と
は
驚

く
に
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
果
た
し
て
咀
嚼
励
行
運
動
の
目
的
は

強
健
な
国
民
の
再
生
産
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
、
も
う
一
度
パ
シ
・
フ
ォ
ー
ク
（1994

）
の
議
論
を
援

用
し
た
い
。
フ
ォ
ー
ク
は
、
原
始
社
会
お
よ
び
前
近
代
社
会
（
ゲ
マ

イ
ン
シ
ャ
フ
ト
）
を
《
食
べ
る
共
同
体
》（‘eating-com

m
unity’

）

と
し
て
概
念
化
し
、
身
体
、
自
己
、
文
化
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
が
一
つ
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に
結
合
さ
れ
、
同
一
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
社
会
で
あ
る
と

理
念
型
的
に
分
類
し
て
い
る
。
こ
の
社
会
で
は
、身
体
は
「
開
い
て
」

い
る
。
す
な
わ
ち
、
儀
式
的
な
食
事
に
お
い
て
、
食
べ
物
を
分
け
合

っ
て
食
す
こ
と
は
、
そ
れ
を
与
え
、
受
け
取
る
メ
ン
バ
ー
を
、
一
つ

の
共
同
体
に
組
み
込
む
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、「
身

体
／
自
己
の
内
へ
と
食
べ
、
ま
た
同
時
に
、
共
同
体
の
中
へ
と
食
べ

ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
《
口
（
オ
ー
ラ
ル
）
の
双
方
向
性
》
が
確
認

で
き
る
。
食
べ
る
共
同
体
に
属
す
る
人
々
は
《
集
団
的
自
己
》
と
し

て
自
己
形
成
し
て
い
る
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
だ）
11
（

。

　
し
か
し
、
こ
の
《
食
べ
る
共
同
体
》
は
近
代
社
会
の
出
現
と
と
も

に
大
き
く
変
容
し
た
と
フ
ォ
ー
ク
は
述
べ
る
。
共
同
体
の
儀
式
と
し

て
の
食
事
が
周
縁
化
し
た
近
代
社
会
に
お
い
て
典
型
的
に
な
っ
て
い

く
の
は
個
人
化
さ
れ
た
自
己
で
あ
り
、
身
体
は
外
界
に
対
し
て
「
閉

じ
ら
れ
た
」
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
け
れ
ど
も
、
フ
ォ
ー
ク
に
よ
れ

ば
、一
九
世
紀
に
は
前
近
代
社
会
に
特
徴
的
な《
食
べ
る
共
同
体
》を
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
意
図
的
に
再
現
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
あ
っ
た

と
い
う
。
分
か
ち
合
い
や
相
互
関
係
と
い
う
考
え
が
奨
励
さ
れ
、
例

え
ば
シ
ャ
ル
ル
・
フ
ー
リ
エ
な
ど
に
よ
っ
て
理
想
的
共
同
体
と
し
て

謳
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る）
11
（

。

　
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
だ
が
、
戦
時
期
の
咀
嚼
励
行
運
動
は
、
精
咀

嚼
と
い
う
近
代
的
習
慣
を
涵
養
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、《
食

べ
る
共
同
体
》
と
し
て
の
要
素
を
内
包
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。咀
嚼
励
行
運
動
は
一
種
の
共
同
体
的
儀
式
で
あ
り
、

《
咀
嚼
す
る
共
同
体
》（chew

ing-com
m

unity

）
を
創
り
出
そ
う

と
し
て
い
た
と
解
釈
で
き
る
か
ら
だ
。
閉
じ
ら
れ
た
、
個
人
化
さ
れ

た
近
代
的
自
己
は
否
定
さ
れ
、
個
々
の
児
童
の
身
体
は
、
ク
ラ
ス
や

学
校
全
体
、
ひ
い
て
は
「
大
日
本
帝
国
」
と
い
う
共
同
体
に
開
か
れ

た
も
の
と
な
る
べ
き
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
身
体
内
部
を
可
視
化
す

る
試
み
も
、
ま
た
い
っ
た
ん
咀
嚼
し
た
食
べ
も
の
を
吐
き
出
さ
せ
る

試
み
も
、
食
べ
物
を
分
か
ち
合
い
、
空
腹
や
そ
の
痛
み
を
想
像
、
共

感
し
あ
う
架
空
の
共
同
体
を
創
り
出
し
、
ひ
と
つ
の
集
団
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
創
造
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
と
は
い
え
、
こ

こ
に
は
不
自
然
さ
を
見
い
だ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
先
に
例
を
挙

げ
た
よ
う
に
、
食
べ
る
と
い
う
行
為
に
随
伴
す
る
主
観
性
は
非
常
に

豊
か
な
も
の
の
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
《
食
べ
る
共
同
体
》
と
し

て
の
咀
嚼
教
練
は
、
本
来
自
由
で
豊
か
な
は
ず
の
主
観
性
を
繰
り
返

し
噛
む
と
い
う
反
復
動
作
に
還
元
し
、
咀
嚼
報
国
と
い
う
単
一
の
モ

ラ
ル
に
帰
一
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
一
九
四
二
年
二
月
に
は
、
食
糧
管
理
法
が
交
付
さ
れ
、
食
糧
の
需

要
と
供
給
す
べ
て
を
国
家
が
管
理
す
る
体
制
が
確
立
す
る
。
戦
時
状

況
の
悪
化
と
と
も
に
食
糧
は
慢
性
的
に
不
足
し
、
咀
嚼
教
練
用
に
食

べ
物
を
調
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

家
庭
の
主
婦
に
対
し
て
も
、
食
糧
の
節
約
、
代
用
食
の
活
用
、
調
理

の
工
夫
等
が
推
奨
さ
れ
た）
11
（

。
子
ど
も
た
ち
は
飢
え
て
い
た
。
し
か
し
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空
腹
の
強
い
衝
動
は
近
代
的
自
己

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。《
咀
嚼
す
る
共
同
体
》
が
、「
開
か
れ
た
」
近
代
的
自

己
を
作
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
共
同
体
で
求
め
ら
れ
た
の
は
、

た
だ
機
械
的
に
噛
む
と
い
う
動
作
だ
け
で
は
な
く
、
銃
後
の
日
本
国

民
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
持
ち
、
国
家
に
奉
仕
し
う
る
強
健
な
肉
体

を
作
り
上
げ
る
と
い
う
精
神
性
を
集
団
的
に
涵
養
す
る
こ
と
で
あ
っ

た）
11
（

。̀̀
　`

`

四
．
お
わ
り
に
―
主
観
性
を
対
象
化
す
る
た
め
に
―

　
本
稿
で
は
、
咀
嚼
教
練
に
よ
る
児
童
の
主
体
化
を
、《
規
律
訓
練

―
主
観
性
―
習
慣
化
》
と
い
う
関
係
性
で
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
か

と
提
起
し
た
。
前
章
で
考
察
し
た
《
咀
嚼
す
る
共
同
体
》
に
お
け
る

日
本
精
神
、「
大
日
本
帝
国
」
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
の
涵
養
に
は
、
そ
の
成
否
は
別
と
し
て
、
こ
の
主
観
性
へ
の

働
き
か
け
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
、
何
十
回
と
咀
嚼
を
繰
り
返
す
教
練
が
、
児
童
に
と
っ

て
「
無
味
乾
燥
」
に
な
り
が
ち
で
あ
る
こ
と
は
学
校
側
も
認
め
る
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
。「
国
民
の
自
覚
」
を
促
し
た
先
の
学
校
歯
科
医
は
、

実
施
報
告
の
読
者
に
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
る
。

口
腔
衛
生
と
健
康
生
活
へ
の
警
鐘
を
打
ち
鳴マ

マ
し
た
と
こ
ろ
で
、

児
童
に
本
当
に
身
に
沁マ

マむ
心
へ
の
響
き
を
与
へ
る
こ
と
が
出
来

よ
う
か
。
只
そ
れ
は
形
よ
り
形
へ
の
教
育
と
し
て
の
残
骸
を
留

め
る
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ら
う）
1（
（

。

　
そ
し
て
、
実
質
的
効
果
を
高
め
る
た
め
に
は
、
口
腔
衛
生
教
育
を

「
衛
生
思
想
の
涵
養
」
に
と
ど
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
実
際
に
各
自

に
石
膏
で
歯
型
を
作
成
さ
せ
る
作
業
を
課
す
と
い
う
工
夫
を
提
唱
し

て
い
る
。
あ
る
い
は
、
東
京
市
麹
町
尋
常
小
学
校
で
は
、
学
校
歯
科

医
の
助
言
を
も
と
に
口
腔
衛
生
教
育
が
体
操
化

0

0

0

さ
れ
た
こ
と
を
報
告

し
て
い
る
。

　
か
ゝ
る
衛
生
的
諸
教
練
は
得マ

マて
他
動
的
の
も
の
で
あ
り
、
興

味
も
薄
く
親
し
ま
れ
難
く
、
為
め
に
其
の
効
果
が
減
殺
さ
れ
や

す
い
に
鑑
み
、
所
謂
体
操
的
の
形
態
を
採
用
し
、
団
体
的
訓
練

の
裡
に
、
不
知
不
識
、
愉
快
に
、
歯
科
衛
生
上
の
基
本
的
諸
教

練
を
把
握
せ
し
め
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る）
11
（

。

　
従
つ
て
決
し
て
夫
れ
が
体
操
化
し
て
あ
る
事
に
し
ろ
、
其
の

体
操
に
堕
し
て
は
な
ら
な
い
。〔
中
略
〕
総
て
の
訓
練
は
、
良
き

習
性
を
与
ふ
る
も
の
な
れ
ば
、
時
間
の
許
す
限
り
反マ

マ覆
せ
し
む

べ
き
で
あ
る
。
最
も
注
意
す
べ
き
は
、
之
れ
等
訓
練
時
其
の
動

作
に
注
意
を
集
中
せ
し
め
ず
口
の
動
か
し
方
に
重
点
を
置
く
こ

と
が
大
切
で
、
さ
う
で
な
け
れ
ば
謂マ

マ

は
ゆ
る
体
操
に
堕
す
る
こ

と
に
な
る）
11
（

。

　
教
練
を
体
操
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
咀
嚼
用
に
チ
ュ
ー
イ
ン
ガ

ム
を
使
用
し
て
い
た
）、
少
し
で
も
興
味
を
喚
起
し
、
楽
し
く
咀
嚼
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訓
練
が
行
え
る
よ
う
に
工
夫
す
る
半
面
、
あ
く
ま
で
体
操
で
は
な
く

口
腔
衛
生
の
習
慣
を
養
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
点
に
苦
心
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。
咀
嚼
教
練
を
実
施
す
る
の
み

で
は
新
た
な
身
体
規
律
の
涵
養
に
結
び
つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

現
場
で
は
よ
く
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

彼
等
は
食
物
が
如
何
に
消
化
さ
れ
る
か
、
又
よ
り
よ
く
消
化
す

る
為
に
如
何
に
咀
嚼
す
可マ

マき
か
に
つ
い
て
は
、
余
り
に
無
関
心

で
あ
り
、
殆
ど
唯
食
欲
を
満マ

マ
さ
む
が
為
に
食
ひ
食
物
を
摂
取
す

る
関
係
と
し
て
、
口
腔
を
通
過
さ
せ
る
に
過
ぎ
な
い
憾
が
あ

る）
11
（

。

　
先
に
引
用
し
た
こ
の
一
文
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
「
た
だ

食
欲
を
満
た
す
こ
と
」
が
い
か
に
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
で
あ
っ
た
か
を
想

像
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。学
校
で
の
教
練
と
い
う
場
を
離
れ
て
、

家
庭
で
の
食
卓
に
お
け
る
精
咀
嚼
を
実
践
す
る
こ
と
は
よ
り
一
層
困

難
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
飢
餓
感
の
中
で
感
じ
ら
れ
る
の
は
、「
大

日
本
帝
国
民
」
と
し
て
の
連
帯
感
よ
り
も
む
し
ろ
空
腹
の
痛
み
で
あ

り
、
模
索
す
る
の
は
空
腹
を
何
と
か
な
だ
め
る
術
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
果
た
し
て
咀
嚼
教
練
は
、
咀
嚼
す
る
主
体

を
形
成
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。言
い
換
え
れ
ば
、

精
神
主
義
的
な
価
値
体
系
が
個
人
の
主
観
性
へ
と
介
入
し
て
い
く
こ

と
は
可
能
だ
っ
た
の
か
。

　
こ
の
点
が
問
わ
れ
な
い
限
り
、
精
咀
嚼
が
習
慣
化
さ
れ
た
か
否
か

の
問
題
は
棚
上
げ
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。し
か
し
、

そ
の
答
え
は
容
易
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。な
ぜ
な
ら
、個
々

の
児
童
の
主
観
性
を
重
視
す
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
次
の
困
難
さ
を

生
じ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
主
観
性
を
読
み
取
る
こ
と
が

可
能
な
歴
史
的
資
料
／
史
料
は
何
か
、
ど
う
ア
ク
セ
ス
す
る
か
と
い

う
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
。
変
化
し
や
す
く
断
片
的
な
個
人
の
知
覚

や
情
動
が
、
一
九
三
〇
～
四
〇
年
代
に
、
公
的
な
形
態
で
記
録
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
非
常
に
稀
で
あ
ろ
う
。
学
校
口
腔
衛
生
の
実
施
報
告

に
は
、児
童
の
感
想
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

そ
れ
ら
を
分
析
対
象
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
教
練
直
後
に

記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
提
出
を
前
提
と
し
た
建
前
的
、
形
式
的
な

も
の
で
あ
り
う
る
と
い
う
限
界
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
自
伝
的
小
説
や

エ
ッ
セ
イ
、
学
童
疎
開
体
験
記
、
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
、
エ
ゴ
ド

キ
ュ
メ
ン
ト
と
い
っ
た
レ
ト
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
記
さ
れ
た
／
語
ら

れ
た
資
史
料
か
ら
探
っ
て
い
く
こ
と
が
第
一
選
択
肢
に
な
り
う
る
と

考
え
ら
れ
る）
11
（

。
こ
れ
ら
の
資
史
料
が
長
期
的
ス
パ
ン
で
描
か
れ
て
い

る
・
語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
習
慣
化
さ
れ
る
過
程
だ
け
で

は
な
く
、
脱
習
慣
化
、
再
習
慣
化
の
過
程
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と

も
可
能
に
な
り
得
る
。

　
む
ろ
ん
、
レ
ト
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
な
史
資
料
に
は
、
代
表
性
の
欠

如
や
記
憶
に
関
す
る
問
題
な
ど
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
方

法
論
上
の
諸
問
題
が
あ
る
こ
と
は
別
稿
で
も
論
じ
た
と
お
り
で
あ
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る）
11
（

。
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
の
よ
う
な
点
に
注
意
深
く
向
き
合
い
な
が

ら
主
観
性
を
明
ら
か
に
す
る
糸
口
を
探
っ
て
い
く
こ
と
が
、「
身
体

の
規
律
訓
練
」
と
い
う
命
題
か
ら
一
歩
先
に
進
む
た
め
に
必
要
な
姿

勢
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
近
代
の
学
校
衛
生
に
お
け
る
規
律
訓

練
と
い
う
命
題
を
目
新
し
さ
が
な
い
と
切
り
捨
て
て
し
ま
う
こ
と
は

容
易
だ
が
、
そ
れ
で
は
論
じ
切
れ
て
い
な
い
議
論
が
残
さ
れ
た
ま
ま

に
な
る
。
残
念
な
が
ら
本
稿
で
は《
規
律
訓
練
―
主
観
性
―
習
慣
化
》

の
枠
組
み
の
有
効
性
を
検
証
し
う
る
資
史
料
は
提
示
で
き
て
お
ら

ず
、
今
後
の
見
取
り
図
を
描
く
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
見
取

り
図
の
妥
当
性
も
含
め
、
さ
ら
な
る
考
察
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
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規
律
、
実
践
、
習
慣
化
（
宝
月
）

註（１
）
夏
目
漱
石
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
新
潮
社
、一
九
〇
五
→
二
〇
〇
三
年
、

二
二
九-

二
三
一
頁
。

（
２
）
著
者
名
な
し
『
歯
科
学
報
』
三
六
巻
六
号
、
一
九
三
一
年
、

一
〇
六-
七
頁
。

（
３
）N

ettleton, Sarah (1988) Protecting a vulnerable m
argin: 

tow
ards an analysis of how

 the m
outh cam

e to be 
separated from

 the body, Sociology of H
ealth &

 Illness, 
V

ol.10, N
o.2: 156-169. N

ettleton, Sarah (1992) Pow
er, 

Pain and D
entistry , O

pen U
niversity Press.

（
４
）
宝
月
理
恵
『
近
代
日
本
に
お
け
る
衛
生
の
展
開
と
受
容
』
東
信
堂
、

二
〇
一
〇
年
、
三
〇-

三
二
頁
。
ネ
ト
ル
ト
ン
自
身
は
、
毎
日
歯
を

磨
く
、
半
年
ご
と
に
検
診
を
受
け
る
な
ど
の
歯
の
自
己
管
理
の
権
力

が
偏
在
す
る
一
方
で
、
そ
れ
が
常
に
論
争
・
抵
抗
に
さ
ら
さ
れ
る
存

在
で
あ
る
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
が［N

ettleton, Sarah (1992) 
, p.127

］、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
分
析
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
。

（
５
）
学
校
を
舞
台
に
し
た
衛
生
規
律
の
涵
養
は
、
手
洗
い
、
歯
磨
き
、

う
が
い
、
姿
勢
な
ど
、
日
常
生
活
の
細
や
か
な
習
慣
の
確
立
を
目
指

す
も
の
で
あ
っ
た
。
微
細
な
管
理
と
い
う
点
で
は
咀
嚼
規
律
も
同
様

だ
が
、
食
べ
る
と
い
う
行
為
は
、
人
間
が
生
き
て
い
く
う
え
で
最
低

限
必
要
な
本
能
的
行
為
で
あ
る
（
同
時
に
、
社
会
文
化
的
な
意
味
を

も
帯
び
て
い
る
）。
し
か
し
仮
に
、
食
べ
物
を
か
み
砕
き
、
食
道
に
流

し
込
む
と
い
う
生
理
学
的
な
機
能
に
着
目
し
た
場
合
、
咀
嚼
の
仕
方

を
訓
育
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
〈
全
き
生
〉
へ
の
介
入
と
捉

え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
を
、
フ
ー
コ
ー
の
生
政
治
の
概
念
を
発

展
さ
せ
た
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
言
う
、「
剥
き
出
し
の
生
」

が
政
治
的
次
元
に
飲
み
込
ま
れ
る
／
政
治
化
さ
れ
る
形
式
の
ひ
と
つ

と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
（
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン

ベ
ン
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
：
主
権
権
力
と
剥
き
出
し
の
生
』
以
文
社
、

一
九
九
五
＝
二
〇
〇
七
年
、
一
二
二
頁
）。

（
６
）B

ennett, Tony et al.(2013)H
abit and H

abituation: 
G

overnance and the social, B
ody &

 Society , V
ol.19: 3-29, 

Sage Publications, p.5.

（
７
）
同
右, p.5.

（
８
）
同
右, p.5.

（
９
）Lupton, D

eborah (1996) Food, the B
ody and the Self , 

SAG
E Publications, pp.13-15. 

（
武
藤
隆
・
佐
藤
恵
理
子
訳
『
食

べ
る
こ
と
の
社
会
学
―
食
・
身
体
・
自
己
』
新
曜
社
、
一
九
九
九
年
、

一
五-

一
七
頁
）。

（
10
）
先
に
引
用
し
たB

ennett et al. (2013)

は
、
習
慣
化
・
脱
習
慣

化
を
再
検
討
す
る
た
め
に
、
社
会-

物
質
的
環
境
に
お
け
る
人
間
の

行
為
の
重
層
性
を
検
討
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。

例
え
ば
、
ラ
ト
ゥ
ー
ル
（Latour

）
な
ど
の
手
法
に
み
ら
れ
る
よ
う

な
、
モ
ノ
を
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
と
し
て
捉
え
る
、
イ
ン
フ
ラ
、
地
域

生
態
学
等
を
考
察
に
加
え
る
と
い
っ
た
方
法
で
あ
る
。Bennett et 

al.(2013)p.6.

（
11
）
宝
月
理
恵
『
近
代
日
本
に
お
け
る
衛
生
の
展
開
と
受
容
』
東
信
堂
、

二
〇
一
〇
年
、
同
「
幸
福
な
る
理
想
の
洗
面
台
―
大
正
か
ら
昭
和
初

期
の
学
校
歯
磨
教
練
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
服
部
伸
編
『「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の

社
会
史
―
身
体
・
環
境
・
技
術
』
人
文
書
院
、
二
〇
一
四
年
。

（
12
）
ラ
イ
オ
ン
児
童
歯
科
院
『
家
庭
と
学
校
　
口
腔
衛
生
』
ラ
イ
オ
ン

歯
磨
本
舗
口
腔
衛
生
部
、
一
九
二
三
年
、
一-

二
頁
。

（
13
）
歯
の
咀
嚼
器
と
し
て
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
言
説
は
、
宝
月

（
二
〇
一
〇
）
一
三
二-

一
三
三
頁
参
照
。
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史
苑
（
第
七
六
巻
第
二
号
）

（
14
）
ラ
イ
オ
ン
児
童
歯
科
院
『
家
庭
と
学
校
　
口
腔
衛
生
』
ラ
イ
オ
ン

歯
磨
本
舗
口
腔
衛
生
部
、
一
九
二
三
年
、
三
頁
。

（
15
）
北
豊
吉
「
学
校
と
口
腔
衛
生
」『
歯
科
学
報
』
二
四
巻
九
号
、

一
九
一
九
年
、
四
〇
頁
。

（
16
）
野
村
愛
介
「
学
童
児
童
の
口
腔
衛
生
に
就
て
」『
学
校
衛
生
』
一
一

巻
、
一
九
三
一
年
、
一
六
七
頁
。

（
17
）
池
田
明
治
郎
「（
宿
題
報
告
）
学
校
歯
科
に
於
け
る
衛
生
訓
練
」『
学

校
歯
科
衛
生
』
五
号
、
一
九
三
八
年
、
一
四-

一
五
頁
。

（
18
）
堀
内
清
「
京
都
市
に
於
け
る
学
校
歯
科
」『
学
校
歯
科
衛
生
』
一
号
、

一
九
三
四
年
、
一
三
頁
。

（
19
）
池
田
明
治
郎
「（
宿
題
報
告
）
学
校
歯
科
に
於
け
る
衛
生
訓
練
」『
学

校
歯
科
衛
生
』
五
号
、
一
九
三
八
年
、
一
五
頁
。

（
20
）
ラ
イ
オ
ン
歯
磨
本
舗
は
、
昭
和
初
期
に
母
親
を
対
象
と
し
た
口
腔

衛
生
啓
蒙
展
覧
会
で
あ
る
「
母
と
子
の
た
め
の
展
覧
会
」
を
開
催
し

た
。
そ
こ
で
展
示
さ
れ
た
「
工
場
化
せ
る
人
体
模
型
」
は
、「
精
緻
巧

妙
を
極
め
た
る
作
り
物
」
で
あ
り
、「
電
気
の
明
滅
に
よ
つ
て
人
体
生

理
機
関
の
活
動
を
明
示
し
、
そ
の
臓
器
の
構
造
が
手
に
取
る
如
く
解

る
」
よ
う
に
意
図
さ
れ
て
制
作
さ
れ
た
「
前
代
未
聞
の
」
マ
ネ
キ
ン

型
生
理
模
型
で
あ
っ
た
。
口
か
ら
入
っ
た
食
べ
物
が
肛
門
ま
で
ど
の

よ
う
な
経
路
を
た
ど
る
の
か
、「
目
の
あ
た
り
に
見
る
事
は
如
何
に
し

て
も
不
可
能
」
で
あ
る
対
象
の
可
視
化
の
試
み
で
あ
る
（
ラ
イ
オ
ン

歯
磨
本
鋪
口
腔
衛
生
部
『
母
と
子
の
た
め
に
』
一
九
二
九
年
、
二
九

-

三
七
頁
）。

（
21
）F

alk, P
asi (1994) T

h
e C

on
su

m
in

g B
od

y , S
age 

Publications. p.14.

（
22
）
木
戸
幸
一
「
日
本
精
神
の
昂
揚
」『
学
校
歯
科
衛
生
』
五
号
、

一
九
三
八
年
、
一-

四
頁
。

（
23
）
小
金
丸
賢
一
「
総
合
的
口
腔
衛
生
」『
学
校
歯
科
衛
生
』
六
号
、

一
九
三
九
年
、
四
四
頁
。
な
お
強
調
点
は
引
用
者
に
よ
る
。

（
24
）「
咀
嚼
励
行
運
動
の
提
唱
」『
学
校
歯
科
衛
生
』
八
号
、
一
九
四
〇

年
（
見
返
し
の
た
め
頁
数
記
載
な
し
）。
な
お
、
文
言
は
引
用
者
に
よ

り
適
宜
変
更
し
た
。

（
25
）
国
民
体
力
法
（
昭
和
一
五
年
四
月
八
日
法
律
第
一
〇
五
号
）
第
一

条
「
政
府
ハ
国
民
体
力
ノ
向
上
ヲ
図
ル
為
本
法
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ

国
民
ノ
体
力
ヲ
管
理
ス
　
前
項
ノ
管
理
ト
ハ
国
民
ノ
体
力
ヲ
検
査
シ

其
ノ
向
上
ニ
付
指
導
其
ノ
他
必
要
ナ
ル
措
置
ヲ
為
ス
ヲ
謂
フ
」
と
あ

る
。
同
法
制
定
の
経
緯
や
内
容
に
つ
い
て
は
、
重
田
定
正
「
国
民
体

力
法
に
就
い
て
」『
学
校
歯
科
衛
生
』
八
号
、
一
九
四
〇
年
、
三-

八

頁
参
照
。

（
26
）
船
橋
清
賢
「
学
校
歯
科
医
諸
氏
に
望
む
」『
学
校
歯
科
衛
生
』
八
号
、

一
九
四
〇
年
、
一-

二
頁
。

（
27
）Falk, Pasi (1994) The C

onsum
ing B

ody , Sage Publica-
tions. p.20.

（
28
）
同
右, pp.24-25.

（
29
）
江
原
絢
子
・
石
川
尚
子
・
東
四
柳
祥
子
『
日
本
食
物
史
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
九
年
、
二
六
五-

二
八
五
頁
。

（
30
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
岩
崎
正
弥
は
、
本
稿
と
共
通
し
た
指
摘
を
行

っ
て
い
る
。
岩
崎
は
、
米
食
な
い
し
米
食
悲
願
を
中
核
と
し
た
近
代

日
本
を
〈
米
食
共
同
体
〉
と
捉
え
て
（
一
六
頁
）、「
日
本
米
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
」
と
の
関
連
性
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、「
す
で
に
戦
前
・
戦

時
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
私
的
で
自
由
な
領
域
に
あ
る
食
を
管
理
対

象
に
据
え
、〈
食
べ
る
も
の
〉
の
規
制
と
〈
食
べ
る
こ
と
〉
の
訓
練
が

実
施
さ
れ
て
い
た
」（
六
四
頁
）
こ
と
を
指
摘
し
、
戦
時
下
の
学
校
給

食
、
隣
組
に
よ
る
共
同
炊
事
等
を
食
事
訓
練
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
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規
律
、
実
践
、
習
慣
化
（
宝
月
）

る
。（
岩
崎
正
弥
「
悲
し
み
の
米
食
共
同
体
」
池
上
甲
一
ほ
か
『
食
の

共
同
体
―
動
員
か
ら
連
帯
へ
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
31
）
小
金
丸
賢
一
「
総
合
的
口
腔
衛
生
」『
学
校
歯
科
衛
生
』
六
号
、

一
九
三
九
年
、
四
九
頁
。

（
32
）
竹
内
嘉
兵
衛
「
学
校
に
於
け
る
健
康
教
育
殊
に
歯
科
方
面
に
関
す

る
研
究
」『
学
校
歯
科
衛
生
』
八
号
、
一
九
四
〇
年
、
一
三
頁
。

（
33
）
同
右
、
二
三
頁
。

（
34
）
池
田
明
治
郎
「（
宿
題
報
告
）
学
校
歯
科
に
於
け
る
衛
生
訓
練
」『
学

校
歯
科
衛
生
』
五
号
、
一
九
三
八
年
、
一
五
頁
。

（
35
）
現
在
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
興
隆
（
ブ

ロ
グ
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
な
ど
）
は
、
移
ろ
い
や
す

く
断
片
的
な
個
人
の
主
観
性
を
即
時
的
に
記
録
し
、
さ
ら
に
当
事
者

以
外
に
対
し
て
そ
れ
ら
の
共
有
を
可
能
に
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、

新
し
い
形
態
の
資
史
料
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
の
「
現
代
的
」

資
史
料
と
異
な
り
、
歴
史
的
な
資
史
料
の
発
掘
は
容
易
で
は
な
い
。

（
36
）H

ogetsu, Rie (2012) “From
 the Laboratory to the K

itch-
en: The O

ral H
istory of N

utrition and its A
pplication 

to the H
istory of Science,” H

istoira Scientiarum
, N

o.22, 
V

ol.2.

（
37
）
ラ
プ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
食
べ
物
を
め
ぐ
る
幼
い
日
の
経
験
を
探
る

こ
と
で
、
食
習
慣
が
意
味
づ
け
ら
れ
る
過
程
が
明
ら
か
に
な
る
と
い

う
。
子
ど
も
の
こ
ろ
の
記
憶
に
は
、
家
族
関
係
に
結
び
つ
い
た
喜
び

や
慰
め
だ
け
で
な
く
、
親
子
関
係
に
お
け
る
無
力
感
（
子
は
親
に
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
側
で
あ
る
こ
と
）
も
現
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て

彼
ら
が
成
人
し
て
家
を
出
る
と
、
過
去
に
反
抗
を
始
め
る
こ
と
が
あ

る
。
し
か
し
、
子
ど
も
時
代
に
身
に
つ
け
た
食
の
好
み
や
習
慣
が
完

全
に
消
え
去
る
こ
と
は
な
く
、
意
識
的
／
無
意
識
的
に
せ
よ
、
常
に

そ
れ
ら
へ
の
反
応
で
あ
り
続
け
る
と
述
べ
て
い
る
（Lupton, 1996

＝
一
九
九
九
年
、一
二
一
頁
）。
こ
の
指
摘
は
大
変
興
味
深
い
。
戦
前
・

戦
時
期
に
、
い
わ
ば
強
制
的
に
実
施
さ
れ
た
咀
嚼
教
練
が
、
対
象
者

に
ど
の
よ
う
な
主
観
性
を
生
じ
さ
せ
た
の
か
。
戦
後
、
精
咀
嚼
へ
の

反
応
は
現
れ
（
続
け
）
た
の
か
。
レ
ト
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
な
資
史
料

を
用
い
て
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
咀
嚼
習
慣
が
意
味
づ
け
ら
れ

る
長
期
的
過
程
を
明
ら
か
に
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
間
発
達
科
学
研
究
所
研
究
協
力
員
）


