
　
京
舞
井
上
流
の
教
育
の
可
能
性
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一
の
一
　
問
題
の
所
在

　

京
舞
井
上
流
は
江
戸
末
期
に
創
始
さ
れ
、
そ
の
芸
道
は
二
百
年
を
超
え
た
今
日
ま
で
、
京
都
の
花
街
祇
園
に
お
い
て
受
け
継
が
れ
て
い

る
。
一
八
七
二
年（
明
治
五
年
）に
三
世
井
上
八
千
代（
一
八
三
八
―
一
九
三
八
）が﹁
都
を
ど
り
﹂を
創
始
し
、
こ
れ
を
契
機
に
京
舞
井
上

流
は
祇
園
と
の
関
係
を
深
め
、
祇
園
甲
部
の
芸
妓
・
舞
妓
が
習
う
唯
一
の
流
儀
と
し
て
定
着
し
た
の
で
あ
る
（
1
）。
岡
田
に
よ
れ
ば
、
京

舞
井
上
流
は﹁
日
本
を
代
表
す
る
舞
踊
流
派
の
一
つ
で
あ
り
、
祇
園
と
い
う
日
本
の
代
表
的
な
花
街
を
伝
承
基
盤
と
し
て
有
す
る
日
本
の

代
表
的
な
文
化
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
﹂（

2
）
と
い
う
。
そ
の
上
で
、﹁
こ
の
よ
う
に
重
要
な
文
化
表
象
で
あ
り
な
が
ら
、
井
上
流
に
関
す

る
研
究
は
積
み
重
ね
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
近
年
も
盛
ん
に
言
及
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
で
あ
る
﹂（

3
）と
指
摘
し
て
い
る
。
京

舞
井
上
流
に
関
す
る
従
来
の
研
究
は
、
主
に
歴
史
や
舞
踊
作
品
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
伝
承
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
き
た
京
舞
井
上

流
の
歴
史
が
資
料
に
基
づ
い
て
再
構
築
さ
れ
た
の
は
近
年
の
こ
と
で
あ
る（

4
）。

　

流
派
を
創
始
し
た
初
世
井
上
八
千
代（
一
七
六
七
―
一
八
五
四
）か
ら
、
新
た
な
歴
史
を
刻
み
続
け
る
五
世
井
上
八
千
代（
一
九
五
六

―
）ま
で
、
京
舞
井
上
流
は
五
人
の
女
性
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
る
。
初
世
が
流
儀
の
基
本
を
つ
く
り
あ
げ
、
二
世（
一
七
九
五
―
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一
八
六
八
）が
そ
れ
を
体
系
化
し
、
三
世
の
時
代
に
流
儀
と
し
て
普
及
す
る
よ
う
に
な
り﹁
都
を
ど
り
﹂を
創
始
す
る
。
四
世（
一
九
〇
五

―
二
〇
〇
四
）は
舞
踊
師
匠
と
し
て
新
し
い
振
付
を
増
や
す
と
と
も
に
、
舞
踊
家
と
し
て
舞
に
お
け
る
身
体
技
法
を
探
求
す
る
こ
と
で
自

身
の
表
現
を
確
立
し
、
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者（
人
間
国
宝
）に
認
定
さ
れ
て
い
る
。
四
世
の
芸
質
は
、
現
在
の
家
元
五
世
の
表
現
に

よ
れ
ば﹁
大
地
に
根
の
生
え
た
よ
う
な
力
強
さ
と
、
生
ま
れ
た
て
の
み
ず
み
ず
し
さ
を
併
せ
持
っ
た
芸
﹂（

5
）
で
あ
り
、﹁
舞
に
は
あ
る
種
の

力
感
が
常
に
漲
っ
て
い
た
﹂（

6
）と
い
う
。
そ
の
五
世
は
四
世
の
孫
で
あ
り
、
二
歳
か
ら
舞
の
稽
古
を
始
め
二
〇
〇
〇
年
井
上
八
千
代
を
襲

名
す
る
。
二
〇
一
五
年
に
四
世
と
同
様
に
、
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者（
人
間
国
宝
）に
認
定
さ
れ
、
現
在
、
京
都
芸
術
大
学（
旧
京
都
造

形
芸
術
大
学
）芸
術
学
部
の
教
授
で
も
あ
る
。
五
世
の
娘
井
上
安
寿
子（
一
九
八
八
―
）も
、
曽
祖
母
の
四
世
、
そ
し
て
五
世
に
師
事
し
、

三
歳
で
初
舞
台
、
二
〇
〇
六
年
に
名
取
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
七
年
度
よ
り
京
都
芸
術
大
学
芸
術
学
部
の
非
常
勤
講
師
を
務
め
、
京
舞

井
上
流
の
若
き
後
継
者
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。

　

京
都
芸
術
大
学
の
使
命
・
目
的
は﹁
京
都
芸
術
大
学
学
則
﹂第
一
条
に
お
い
て
、﹁
京
都
芸
術
大
学
は
、
教
育
基
本
法
お
よ
び
学
校
教
育

法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
学
術
の
中
心
と
し
て
広
く
知
識
を
授
け
る
と
共
に
深
く
芸
術
学
、
デ
ザ
イ
ン
諸
学
、
造
形
芸
術
に
関
す
る

専
門
の
学
芸
を
教
授
研
究
し
、
芸
術
的
感
性
豊
か
な
社
会
人
の
育
成
を
以
っ
て
、
我
国
芸
術
文
化
の
復
興
と
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
﹂（

7
）と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
五
世
と
井
上
安
寿
子
は
舞
踊
師
匠
、
そ
し
て
舞
踊
家
と
し
て
京
舞
井
上
流
を
継
承
し
て

い
る
だ
け
で
は
な
く
、
教
育
の
場
に
お
い
て
、
京
舞
井
上
流
を
通
し
て
芸
術
的
感
性
豊
か
な
社
会
人
の
育
成
、
そ
し
て
日
本
の
芸
術
文
化

の
復
興
と
発
展
に
関
わ
っ
て
い
る
。

　

国
際
交
流
基
金
が
企
画
し
て
い
るA

rtist Interview
﹁
若
き
後
継
者
の
視
線 

京
舞
井
上
流
の
井
上
安
寿
子
﹂（
二
〇
一
七
年
）お
い
て
、﹁
今

年
度
か
ら（
京
都
芸
術
大
学
芸
術
学
部
）舞
台
芸
術
学
科
の
非
常
勤
講
師
と
し
て
、
後
輩
に
日
本
舞
踊
を
指
導
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
か
が

で
す
か
？
﹂と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
井
上
安
寿
子
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る（

8
）。

　

私
が
教
え
る
の
は
、
日
本
舞
踊
に
は
型
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
な
た
た
ち
に
は
い
ろ
い
ろ
な
発
想
が
あ
っ
て
、

自
分
が
考
え
た
も
の
を
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
け
ど
、
制
約
さ
れ
た
芸
能
と
い
う
も
の
も
あ
る
か
ら
そ
れ
を
ま
ず
体
験

し
て
欲
し
い
と
伝
え
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
ま
し
た
。
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制
約
さ
れ
た
芸
能
、
す
な
わ
ち
京
舞
井
上
流
と
い
う
芸
道
の
型
を
体
験
さ
せ
る
こ
と
で
、
芸
術
的
感
性
豊
か
な
社
会
人
を
育
成
す
る
と

い
う
教
育
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
京
舞
井
上
流
の
継
承
に
お
け
る
新
し
い
方
向
性
と
い
え
よ
う
。
能
楽
、
歌
舞
伎
、

人
間
浄
瑠
璃
等
の
芸
能
を
含
め
、
武
道
、
茶
道
等
は
芸
を
中
核
と
し
た
文
化
で
あ
り
、
芸
道
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
中
澤
は﹁
我
が
国
の
伝

統
文
化
で
あ
る
芸
道
は
、
各
々
の
道
が
有
す
る
型
に
よ
っ
て
自
ら
の
文
化
性
を
特
徴
付
け
て
い
る
が
、
そ
の
技
術
は
強
い
精
神
性
を
帯
び

て
お
り
、
型
を
通
し
て
文
化
を
伝
承
す
る
こ
と
は
単
に
技
術
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
精
神
性
ま
で
を
も
伝
え
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
﹂（

9
） 

と
い
う
。
つ
ま
り
、
芸
道
は
そ
の
道
の
独
自
の
文
化
を
背
景
に
型
を
つ
く
り
あ
げ
て
お
り
、
型
を
習
得
す
る
こ
と
は
技
術
を
学
ぶ
だ
け
に

と
ど
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て﹁
芸
道
の
文
化
の
伝
承
は
指
導
者
の
伝
え
る
努
力
の
み
な
ら
ず
、
学
習
者
の
学
ぶ
努
力
と
の
相
補
的

な
関
係
に
よ
り
成
立
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
こ
に
は
学
び
と
い
う
視
点
が
重
要
と
さ
れ
る
﹂（

10
）と
い
う
よ
う
に
、
芸
道
の
型
の
習

得
に
は
様
々
な
教
育
の
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
芸
道
の
型
の
習
得
を
手
が
か
り
に
、
京
舞
井
上
流
を
教
育
の
観
点
か
ら
考

察
し
て
い
く
こ
と
は
、
研
究
対
象
と
し
て
の
京
舞
井
上
流
の
新
た
な
魅
力
を
探
る
上
で
、
一
定
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
の
二
　
研
究
の
目
的

　

本
研
究
で
は
、
芸
道
の
型
の
習
得
を
手
が
か
り
に
京
舞
井
上
流
の
教
育
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
　
京
舞
井
上
流
の
系
譜

　

京
舞
井
上
流
の
系
譜
は
、
国
指
定
文
化
財
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス（
文
化
庁
）に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る（

11
）。

京
舞
は
、
主
に
座
敷
舞
と
し
て
発
展
し
た
京
阪
に
お
け
る
舞
踊
の
ひ
と
つ
で
、
京
都
祇
園
に
根
ざ
し
た
井
上
流
に
よ
っ
て
伝
承
さ

れ
て
い
る
。
京
舞
井
上
流
は
江
戸
時
代
後
期
に
初
世
井
上
八
千
代
が
基
礎
を
築
き
、
品
格
高
い
舞
の
要
素
に
、
能
楽
や
人
形
浄
瑠

璃
文
楽
か
ら
の
題
材
や
所
作
も
加
わ
っ
て
継
承
さ
れ
、
現
在
に
至
る
。
女
性
に
よ
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
舞
で
あ
り
、
そ
の
表
現
は

柔
ら
か
な
中
に
も
鋭
敏
で
直
線
的
な
所
作
が
含
ま
れ
る
な
ど
、
極
め
て
特
徴
的
な
技
法
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
舞
台
な
ど
の
広
い
空

間
で
も
舞
わ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
多
人
数
に
よ
る
大
が
か
り
な
演
目
も
伝
承
さ
れ
、
音
曲
面
で
も
地
歌
や
義
太
夫
節
を
中
心
に
、
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長
唄
、一
中
節
な
ど
を
地
と
す
る
多
彩
豊
富
な
演
目
が
伝
え
ら
れ
る
。
井
上
流
に
よ
る
京
舞
は
、明
治
初
年
以
降
、長
年
に
わ
た
り﹁
都

を
ど
り
﹂の
振
付
、
指
導
を
担
う
な
ど
京
都
に
確
固
た
る
伝
承
基
盤
を
築
き
、
我
が
国
の
文
化
に
不
可
欠
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。

　

京
舞
は
井
上
流
の
他
に
篠
塚
流
が
あ
り
、
現
在
、
そ
れ
は
五
代
目
篠
塚
梅
扇
の
娘
篠
塚
瑞
穂
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
る
（
12
）。
井
上
流

が
京
舞
の
主
流
に
な
っ
た
の
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
三
世
が﹁
都
を
ど
り
﹂を
創
始
し
、
こ
れ
を
契
機
に
祇
園
と
の
関
係
を
深
め
、
祇
園

甲
部
の
芸
妓
・
舞
妓
が
習
う
唯
一
の
流
儀
と
し
て
定
着
し
た
こ
と
に
よ
る
。
五
世
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る（

13
）。

　

井
上
流
は﹁
祇
園
の
御
留
流
﹂と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
ま
す
。
三
世
八
千
代
が
都
を
ど
り
の
振
付
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
井

上
流
が
余
所
の
花
街
に
行
か
な
い
代
わ
り
に
、祇
園
の
中
は
他
流
を
混
ぜ
ず
井
上
流
一
本
で
、と
い
う
決
め
事
に
な
り
ま
し
た
ん
で
、

そ
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
ら
れ
る
ん
や
と
思
い
ま
す
。
祇
園
と
縁
が
深
く
な
り
ま
し
て
か
ら
の
井
上
流
は
ご
贔
屓
に
も
恵
ま
れ

ま
し
た
。

　

祇
園
と
い
う
一
花
街
に
長
期
に
伝
承
基
盤
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
京
舞
井
上
流
の
伝
承
曲
群
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
岡
田
に
よ

れ
ば﹁
井
上
流
の
舞
踊
は
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
初
年
の
京
都
、
あ
る
い
は
上
方
で
一
般
的
に
流
行
し
て
い
た
一
般
的
な
舞
踊
で
あ
っ

た
﹂（

14
）
と
い
い
、﹁
当
時
の
舞
踊
流
派
は
、
同
様
の
作
品
群
を
有
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。（
略
）同
じ
京
舞
の
篠
原
流
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
な

ど
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
﹂（

15
）と
指
摘
し
て
い
る
。
時
代
の
流
れ
に
伴
い
舞
踊
や
音
楽
に
も
流
行
が
あ
り
、
他
流
の
舞
踊
は
そ
の
影
響

を
受
け
て
淘
汰
さ
れ
て
き
た
が
、
京
舞
井
上
流
の
伝
承
曲
群
は
祇
園
で
保
持
さ
れ
、
特
色
的
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
京
舞
井
上
流
は
女
性
に
よ
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
舞
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
女
性
の
み
が
京
舞
井
上
流
家
元﹁
井
上
八
千
代
﹂の
名

を
受
け
継
い
で
い
る
。
そ
れ
が
血
縁
に
よ
っ
て
の
み
受
け
継
が
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、
家
元
直
門
で
あ
る
こ
と
も
特
色
で
あ
り
、
そ
の
こ

と
に
つ
い
て
権
藤
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

16
）。

　

井
上
流
で
は
、
親
か
ら
子
へ
家
元
を
継
承
す
る
世
襲
制
を
と
ら
ず
、
家
元
は
世
間
が
決
め
る
、
と
い
う
た
て
ま
え
を
と
り
、
家
元

の
没
後
は
、同
門
中
の
最
も
優
れ
た
も
の
が
、自
然
に
中
心
人
物
に
な
っ
て
、家
元
を
継
げ
ば
よ
い
と
し
て
い
る
。（
略
）こ
の
よ
う
に
、
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家
元
襲
名
を
急
が
な
い
の
は
、
芸
術
的
良
心
の
表
れ
で
あ
る
と
同
時
に
家
元
制
度
に
ま
つ
わ
る
経
済
的
特
権
へ
の
淡
白
さ
で
も
あ
っ

た
。
日
本
舞
踊
界
で
大
き
な
位
置
を
占
め
し
て
い
る
井
上
流
は
、
そ
の
人
的
構
成
の
上
で
は
き
わ
め
て
人
数
が
少
な
い
。（
略
）い
わ

ゆ
る
孫
弟
子
の
制
度
は
と
ら
ず
、す
べ
て
家
元
直
門
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
、流
儀
の
純
粋
性
は
保
た
れ
て
い
る
が
、免
状
料
そ
の
他
の
、

家
元
と
し
て
の
収
益
は
決
し
て
多
く
な
い
。
こ
れ
も
他
の
流
儀
に
比
べ
て
大
き
な
特
色
で
も
あ
る
。

　

五
世
も﹁
井
上
流
は
小
さ
い
流
儀
で
す
し
、
流
儀
の
制
度
と
い
う
て
も
込
み
入
っ
た
も
の
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
今
残
っ
て
い
る
の
は

名
取
制
ぐ
ら
い
で
す
﹂、﹁
現
役
の
名
取
芸
妓
さ
ん
は
二
十
数
人
、
そ
こ
へ
今
は
辞
め
て
る
人
で
す
と
か
、
お
素
人
さ
ん
を
入
れ
る
と
七
十

人
ほ
ど
に
も
な
り
ま
し
ょ
う
か
﹂と
い
う（

17
）。
そ
し
て
現
在
の
師
匠
は
、
四
世
の
高
弟
で
あ
る
井
上
和
枝
、
五
世
、
そ
し
て
五
世
の
弟
子

で
あ
る
井
上
葉
子
と
井
上
安
寿
子
の
四
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
京
舞
井
上
流
は
小
さ
い
流
儀
で
あ
り
な
が
ら
も
、
四
世
と
五
世
は
人
間

国
宝
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
る
。
井
上
安
寿
子
は
、
そ
の
理
由
を﹁
四
世
自
身
の
力
量
、
才
覚
も
あ
る
が
、
四
世
が
初
世
か
ら
の
伝
統
を

円
滑
に
つ
な
げ
て
く
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
祇
園
と
い
う
花
街
と
の
付
き
合
い
の
両
方
が
あ
っ
て
の
こ
と
﹂（

18
）
と
い
う
。
祇
園
の
地
方（
三

味
線
・
唄
専
門
）に
よ
っ
て
、
京
舞
井
上
流
の
独
自
の
地
唄
や
長
唄
が
保
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
重
要
で
あ
り
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、

京
舞
井
上
流
が
祇
園
と
い
う
風
土
の
中
で
、
祇
園
の
人
々
に
よ
っ
て
、
祇
園
の
舞
と
し
て
洗
練
さ
れ
、
継
承
さ
れ
て
き
た
文
化
と
し
て
評

価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
京
舞
井
上
流
の
舞
の
特
色
と
し
て
、
遠
藤
は
次
の
六
項
目
を
挙
げ
て
い
る
（
19
）。
そ
れ
は
①
堂
上
人
の
上
品
な
立
居
振
舞
い
や
白

拍
子
の
呼
吸
、
②
能
の
摂
取
、
③
人
形
振
り
の
導
入
、
④
祇
園
に
根
づ
い
た
座
敷
舞
、
⑤
階
級
を
あ
ら
わ
す
舞
扇
、
⑥
女
性
だ
け
の
舞
で

あ
る
。﹁
井
上
流
は
そ
の
起
源
か
ら
他
の
芸
能
を
柔
軟
に
取
り
込
む
と
い
う﹃
挑
戦
﹄を
内
包
し
た
舞
﹂（

20
）
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
、
宮
廷

文
化
を
基
盤
と
し
て
、
そ
こ
に
能
の
型
や
人
形
浄
瑠
璃
の
振
り
な
ど
と
い
っ
た
他
の
芸
能
の
表
現
を
取
り
入
れ
た
舞
で
あ
る
。
次
章
で
は

京
舞
井
上
流
の
身
体
技
法
に
つ
い
て
論
考
す
る
。

三
　
京
舞
井
上
流
の
身
体
技
法

　

京
舞
井
上
流
の
基
本
的
な
体
の
動
か
し
方
や
構
え
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
初
世
の
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
た
も
の
で
、
そ
れ
を
も
と
に
歴
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代
の
家
元
が
工
夫
し
、
改
良
を
重
ね
て
い
る
。﹁
女
性
な
ら
で
は
の
美
し
い
所
作
、
腰
を
お
と
し
て
背
筋
を
伸
ば
し
て
舞
う
力
強
さ
、
表

情
で
は
な
く
舞
に
す
べ
て
を
込
め
る﹃
静
の
舞
﹄に
特
徴
が
あ
る
﹂（

21
）
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
、
腰
を
落
と
し
た
ま
ま
に
す
り
足
で
動
き
、

身
体
の
芯
を
残
し
た
ま
ま
舞
う
身
体
技
法
が
特
徴
で
あ
る
。遠
藤
は
京
舞
井
上
流
の
舞
の
基
本
と
し
て
、次
の
六
項
目
を
挙
げ
て
い
る（

22
）。

そ
れ
は
①
お
い
ど（
腰
の
あ
た
り
）を
お
ろ
す
こ
と
、
②
指
は
親
指
を
お
っ
て
、
し
か
も
手
の
甲
の
側
か
ら
五
本
並
ん
で
見
え
る
よ
う
に

揃
え
る
こ
と
、
③
目
―
視
線
の
移
り
行
き
を
大
切
に
し
、
端
か
ら
端
へ
と
顔
の
動
き
に
つ
れ
て
通
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
④
歩
む
動
作
に

つ
れ
て
肩
を
下
ろ
し
、
肩
を
繰
っ
て
出
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
⑤
顔
の
動
作
の
一
つ
の
基
本
と
し
て
あ
ご
の
動
き
を
大
切
に
す
る
こ
と
、

そ
し
て
⑥
足
の
運
び
方
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る（

23
）。

お
い
ど
を
下
ろ
す
と
は
、
立
っ
た
と
き
の
身
体
の
構
え
の
基
で
、
前
足
と
後
足
の
間
に
腰
を
落
と
し
、
前
足
の
膝
頭
は
つ
ま
先
よ

り
前
へ
出
る
よ
う
に
し
、
後
足
の
踵
は
上
げ
る
。
こ
の
状
態
で
動
く
の
で
あ
る
。
そ
の
姿
勢
を
保
っ
た
瞬
間
か
ら
太
も
も
が
痛
く

な
る
。
こ
の
状
態
で
動
き
続
け
る
の
は
本
当
に
至
難
の
業
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
動
き
に
慣
れ
な
い
と
、
歩
く
ご
と
に
体
が
揺

れ
る
。
稽
古
で
は
、
安
定
し
て
動
か
す
よ
う
に
徹
底
的
に
訓
練
さ
せ
る
一
方
で
、
肩
を
繰
っ
て
出
し
た
り
、
目
線
の
も
っ
て
い
き
方
、

指
の
美
し
い
動
き
を
教
え
込
む
の
で
あ
る
。
目
の
使
い
方
は
特
に
や
か
ま
し
く
い
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
同
じ
水
を
表
現
す
る
に
し

て
も
、
流
れ
て
い
る
水
と
た
ま
り
水
と
で
は
目
の
使
い
方
が
違
う
の
で
あ
る
。

　

五
世
も
そ
の
著﹃
京
舞
つ
れ
づ
れ
﹄で
、
井
上
流
の
舞
に
は﹁
セ
リ
フ
が
殆
ど
な
い
こ
と
、
顔
で
表
情
を
し
な
い
こ
と
、
表
情
は
あ
え
て

作
ら
な
い
が
頤（
あ
ご
）を
使
う
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
﹂、﹁
足
の
運
び
も
特
徴
で
あ
り
、
単
純
に
摺
り
足
と
言
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
と
あ
り
、

足
遣
い
に
も
変
化
を
つ
け
て
い
る
。
井
上
流
の
運
び
は
お
な
か
に
力
を
入
れ
て
、
腰
が
上
下
し
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
基
本
で
あ
る
﹂と

語
っ
て
い
る
（
24
）。
ま
た﹁
目
の
使
い
方
や
、
指
に
も
や
か
ま
し
く
言
わ
れ
ま
す
﹂と
い
い
、
自
ら
が
教
わ
っ
た
動
き
を
次
の
よ
う
に
言
語

化
し
て
い
る（

25
）。

指
に
つ
い
て
は
女
性
の
小
さ
い
手
で
す
る
こ
と
で
す
か
ら
、
余
所
の
お
流
儀
の
男
の
方
が
な
さ
る
よ
う
に
親
指
を
盗
ん
で
小
さ
く

見
せ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
親
指
を
短
く
曲
げ
て
、
人
差
し
指
の
横
か
ら
離
れ
な
い
よ
う
に
、
五
本
き
れ
い
に
揃
え
る
。
指
に
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力
を
入
れ
て
指
を
反
ら
し
な
さ
い
、
と
も
言
わ
れ
ま
す
。

以
上
が
京
舞
井
上
流
の
舞
の
代
表
的
な
特
徴
で
あ
る
が
、
基
本
と
な
る
構
え
は﹁
膝
を
曲
げ
て
御
居
処（
お
い
ど
）を
下
ろ
す
﹂と﹁
踵
を
あ

げ
る
﹂（
膝
を
曲
げ
て
う
し
ろ
の
足
の
踵
を
上
げ
る
こ
と
）で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
五
世
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る（

26
）。

日
本
の
も
の
は
踊
り
で
も
舞
で
も
、
た
い
が
い
腰
を
落
と
す
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
井
上
流
の
重
心
の
取
り
方
、
御
居
処
の
下
ろ
し

方
は
、
余
所
の
お
流
儀
と
ま
た
ち
ょ
っ
と
違
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
御
居
処
の
下
ろ
し
て
重
心
を
下
に
持
っ
て
く
る
の
が
基
本
の

構
え
で
す
が
、
か
と
い
っ
て
こ
れ
は
決
し
て
丈
低
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
む
し
ろ
下
を
し
っ
か
り
安
定
さ
せ
て
、

上
は
高
く
自
由
で
あ
り
た
い
と
い
う
志
向
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　
　

　
﹁
御
居
処
を
下
ろ
す
﹂と
い
う
表
現
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
基
本
の
構
え
は
、
腰
と
肚
に
力
強
さ
を
漲
ら
せ
、
落
ち
つ
い
て
ど
っ

し
り
さ
せ
る
、
つ
ま
り
下
半
身
の
安
定
の
上
に
上
半
身
の
自
由
度
を
拡
げ
て
い
く
京
舞
井
上
流
の
独
自
の
身
体
技
法
で
あ
る
。﹁
細
か
い

動
き
が
入
っ
て
い
る
舞
ほ
ど
、
御
居
処
を
下
ろ
さ
な
け
れ
ば
早
く
動
け
ず
、
ま
っ
す
ぐ
腰
を
落
と
し
て
い
な
い
と
足
の
上
げ
方
も
変
わ
っ

て
き
て
、
型
が
決
ま
ら
な
く
な
る
﹂（

27
）と
い
う
よ
う
に
、
型
を
決
め
る
た
め
に
も﹁
御
居
処
を
下
ろ
す
﹂の
習
得
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。 

﹁（
御
居
処
を
下
ろ
す
と
い
う
）こ
の
動
き
に
慣
れ
な
い
と
、
歩
く
ご
と
に
体
が
揺
れ
る
。
稽
古
で
は
、
安
定
し
て
動
か
す
よ
う
に
徹
底
的

に
訓
練
さ
せ
る
﹂（

28
）の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
感
情
表
現
を
表
情
で
は
な
く
、
身
体
の
動
き
に
よ
っ
て
表
現
す
る
、
特
に
笑
顔
は
戒
め
ら
れ
、

動
か
な
い
こ
と
で
女
性
の
身
体
の
線
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
は
、
腰
と
肚
の
安
定
を
保
持
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。
五
世
は
四
世
を
振

り
返
り
、
多
く
を
語
る
人
で
は
な
か
っ
た
が
、
人
に
何
か
訊
か
れ
た
時
に
は
、
常
に﹁
お
な
か
ど
す
﹂と
答
え
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て

そ
の
真
意
を﹁
実
際
に
腹
に
力
を
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
ど
う
い
う
気
持
ち
で
や
る
か
と
い
う
肚
、
心
持
ち
の
こ

と
を
指
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
﹂（

29
）
と
語
っ
て
い
る
。
斉
藤
は﹁
腰
や
肚
の
身
体
感
覚
は
、
か
ら
だ
を
秩
序
化
す
る
も
の

で
あ
り
、
緊
張
感
を
要
求
す
る
﹂と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る（

30
）。

腰
や
肚
の
身
体
感
覚
は
訓
練
さ
れ
な
け
れ
ば
な
か
な
か
身
に
つ
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
技
一
般
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
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に
、
身
に
つ
け
る
の
に
は
修
練
が
必
要
で
あ
る
が
、
一
度
身
に
つ
け
れ
ば
、
む
し
ろ
効
率
が
よ
く
楽
に
な
る
と
い
う
性
質
が
腰
や

肚
の
身
体
感
覚
の
技
化
に
も
あ
る
。

　
﹁
腰
を
据
え
る
﹂﹁
肚
を
決
め
る
﹂と
い
う
表
現
が
あ
る
よ
う
に
、
腰
や
肚
を
強
調
し
て
い
た
時
代
に
は
、
体
の
中
心
感
覚
を
常
に
意
識

す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
斉
藤
は﹁
日
本
の
身
体
文
化
は
、
他
の
身
体
文
化
に
比
べ
て
、
と
り
わ
け
腰
と
肚
を
重
要
視
す

る
も
の
で
あ
っ
た
﹂（

31
）
と
し
て
、︿
腰
肚
文
化
﹀と
い
う
造
語
で
そ
れ
を
表
現
し
、
日
本
に
お
け
る
身
体
文
化
の
中
心
軸
に
据
え
て
い
る
。

京
舞
井
上
流
の﹁
御
居
処
を
下
ろ
す
﹂は
、
こ
の︿
腰
肚
文
化
﹀を
内
包
し
た
身
体
技
法
と
い
え
よ
う
。﹁
御
居
処
を
下
ろ
す
﹂は
、
斉
藤
の

言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば﹁
自
己
の︿
中
心
感
覚
﹀を
身
体
感
覚
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
重
要
な
基
本
技
で
あ
る
﹂（

32
）。
こ
の
身
体
技
法

を
習
得
す
る
た
め
に
は
時
間
を
要
す
る
が
、
一
度
習
得
し
て
し
ま
え
ば
効
率
が
よ
く
、
自
己
の
中
心
感
覚
を
保
ち
な
が
ら
上
半
身
の
自
由

度
を
拡
げ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
つ
ま
り
、振
り
が
少
な
く
、直
線
的
で
キ
レ
の
よ
い
動
き
を
持
ち
味
と
す
る
京
舞
井
上
流
独
自
の﹁
静

の
舞
﹂が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
五
世
も﹁
う
ち
の
舞
は
一
つ
一
つ
の
型
を
止
め
る
こ
と
が
教
え
で
、し
か
も
直
線
的
な
動
き
が
多
く
、

堅
い
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
そ
の
中
で
如
何
に
女
性
の
持
つ
柔
ら
か
さ
を
生
か
し
、
大
き
な
世
界
を
表
現
で
き
る
の
か
、
道
は
遠
く
と
も
、

こ
れ
が
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
目
標
で
す
﹂（

33
）と
語
っ
て
い
る
。
次
章
で
は
こ
の
身
体
技
法
の
習
得
を
手
が
か
り
に
、
京
舞
井
上
流
の
教
育
の

可
能
性
に
つ
い
て
論
考
す
る
。

四
　
京
舞
井
上
流
の
教
育
の
可
能
性 

　

伝
統
芸
道
に
お
け
る﹁
わ
ざ
﹂の
習
得
の
究
極
目
標
は﹁
形
﹂の
完
璧
な
模
倣
を
超
え
た﹁
型
﹂の
習
得
で
あ
る
と
い
う（

34
）。
そ
も
そ
も
芸

道
に
お
け
る
型
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
源
は
型（
と
い
う
概
念
）は
広
い
次
元
に
ま
た
が
っ
て
い
る
が
、
基
本
的
で
単
純
な
型
を
、
次

の
よ
う
に
述
べ
る（

35
）。

人
間
の
意
識
的
・
無
意
識
的
な
動
作
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
形
の
う
ち
、
あ
る
形
が
と
く
に
選
択
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
形
を
繰
り

返
し
繰
り
返
し
て
洗
練
し
、
そ
の
形
の
現
実
化
を
持
続
的
な
も
の
と
し
よ
う
と
す
る
努
力
・
精
進
の
結
果
、
成
就
し
完
成
し
た
い
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わ
ば﹁
形
の
形
﹂と
い
う
べ
き
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
機
能
性
、
合
理
性
、
安
定
性
が
あ
り
、
そ
し
て
一
種
の
美
が
あ

る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

形
と
型
は
同
じ
も
の
で
は
な
く
、
型
は
訓
練
の
過
程
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
の
経
験
が
蓄
積
さ
れ
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち

に
無
駄
な
も
の
が
す
っ
か
り
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て﹁
そ
れ
は
完
成
さ
れ
た
形
で
あ
り
、
演
技
者
は
彼
が
望
む
と
き
、
い
つ

も
そ
の
形
を
演
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
﹂（

36
）。
生
田
も
わ
ざ
に
関
す
る
一
連
の
研
究
の
中
で
、形
と
型
を
明
確
に
区
別
し
て
お
り
、

﹁﹃
型
﹄の
習
得
と
は
、
学
習
者
が
模
倣
す
る﹃
形
﹄の
意
味
を
、
模
倣
、
繰
り
返
し
の
活
動
の
な
か
で
自
ら
生
成
し
、
豊
か
に
し
て
い
く
目

標
に
照
ら
し
な
が
ら
身
体
全
体
を
通
し
て
解
釈
し
て
い
き
、
そ
れ
を
自
ら
の
主
体
的
な
動
き
に
し
て
い
く
こ
と
、
す
な
わ
ち﹃
形
﹄の
ハ

ビ
ト
ス
化
で
あ
る
﹂（

37
）と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
形
と
型
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
形
は
基
本
の
構
え
等
の
身
体
技
法
と
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
京
都
芸
術
大
学
で
舞
台
基
礎
演
習
・
伝
統
芸
能
の
授
業
を
担
当
し
て
い
る
井
上
安
寿
子
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る（

38
）。

決
ま
っ
た
括
り
の
あ
る
中
で
ど
う
や
っ
て
自
分
ら
し
さ
を
表
現
す
る
の
か
、
あ
る
程
度
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
考
え
て
欲
し
い

の
で
す
が
、
ま
だ
振
り
を
覚
え
る
の
で
精
一
杯
で
す
。
ち
ょ
っ
と
や
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
は
独
自
性
を
出
そ
う
と
し
ま
す
が
、
そ

れ
は
井
上
流
で
は
な
い
と（
笑
）。

　

京
舞
井
上
流
の
形
を
忠
実
に
模
倣
す
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
そ
の
形
を
十
分
に
模
倣
し
た
後
に
自
分
ら
し
さ
を
表
現
す
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
、
型
の
習
得
を
授
業
の
到
達
目
標
と
し
て
い
る
。
型
の
習
得
に
は
、
自
ら
の
身
体
と
向
き
合
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ

と
に
つ
い
て
も
井
上
安
寿
子
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る（

39
）。

舞
踊
を
は
じ
め
る
と
自
分
の
身
体
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
別
に
京
舞
で
な
く
て
も
お
稽
古
事
は
大
体
、
お
師
匠
さ
ん

と
一
体
一
で
稽
古
し
ま
す
。
身
体
の
特
徴
を
ひ
と
り
の
人
に
ジ
ッ
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
そ
ん
な
に
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
し
て
や
動

き
に
関
し
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。﹁
あ
ん
た
さ
ん
、
い
が
ん
で
る
で（
歪
ん
で
る
で
）﹂と
突
然
言
わ
れ
た
り
す
る

わ
け
で
す
。
私
も
学
生
に﹁
中
心
曲
が
っ
て
ん
な
﹂と
よ
く
言
い
ま
す
が
、こ
う
い
う
身
体
と
向
き
合
う
体
験
も
し
て
欲
し
い
と
思
っ
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て
い
ま
す
。

　

中
澤
・
井
上
に
よ
れ
ば
、
型
の
習
得
過
程
は﹁
学
習
者
が
指
導
者
の
形
の
模
倣
、
繰
り
返
し
か
ら
出
発
し
、
や
が
て
自
ら
の
形
を
批
判

吟
味
し
、
反
省
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
形
を
含
め
た
わ
ざ
の
世
界
全
体
の
意
味
連
関
を
身
体
全
体
を
通
し
て
整
合
的
に

作
り
あ
げ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
﹂（

40
）。
学
習
者
は
指
導
者
の
模
倣
を
通
じ
て
、
自
ら
の
身
体
と
向
き
合
い
、
手
本
と
な
る
動
き
を
積
極
的

に
試
行
錯
誤
し
再
現
を
試
み
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
指
導
者
の
指
摘
は
、
自
ら
の
形
を
批
判
吟
味
し
、
反
省
を
試
み
る
契
機
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
型
を
用
い
た
教
育
法
に
つ
い
て
、
石
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る（

41
）。

﹁
型
﹂と
い
う
文
字
は﹁
か
た
ち
﹂と
読
む
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
の
通
り
、
か
た
ち
か
ら
入
る
。﹁
な
ぜ
そ
う
な
の
か
﹂と
問
う
の
は

師
に
対
し
て
で
は
な
く
自
分
自
身
に
対
し
て
で
あ
る
。
ひ
た
す
ら
師
の
ま
ね
を
繰
り
返
し
、
自
問
自
答
を
繰
り
返
す
う
ち
に
、
い

つ
の
ま
に
か
内
実
を
伴
っ
た
か
た
ち
を
習
得
し
て
い
る
。﹁
型
﹂を
用
い
た
教
育
法
・
伝
承
法
と
は
、
か
た
ち
を
身
に
付
け
る
こ
と
か

ら
始
ま
っ
て
、
や
が
て
内
実
を
伴
う
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
考
え
方
を
と
る
。

　

型
を
用
い
た
教
育
は
、
学
習
者
が
指
導
者
の
形
を
模
倣
し
、
自
ら
の
身
体
と
向
き
合
う
と
い
う
能
動
的
な
学
び
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
重
要
に
な
る
の
が
学
習
者
の
模
倣
す
る
力
で
あ
り
、
斉
藤
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る（

42
）。

ま
ね
る
力
は︿
間
身
体
的
想
像
力
﹀に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
盗
む
力
は
明
確
な
方
法
的
意
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。︿
間
身
体
的

想
像
力
﹀と
は
、
身
体
と
身
体
の﹁
あ
い
だ
﹂で
交
わ
さ
れ
る
想
像
力
で
あ
り
、
相
手
の
身
体
を
自
分
の
身
体
の
よ
う
に
感
じ
と
る
力

で
あ
る
。
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
他
者
の
動
き
全
体
を
自
分
の
身
体
に
重
ね
合
わ
せ
る
力
が﹁
ま
ね
る
力
﹂で
あ
る
。

　

指
導
者
の
手
本
を
見
る
だ
け
で
は
、
そ
の
動
き
を
十
分
に
再
現
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
指
導
者
の
身
体
の
内
側
に
ま
で
想
像
力
を
働
か

せ
、
そ
の
身
体
感
覚
や
心
情
を
、
自
ら
の
中
に
再
現
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
模
倣
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
模
倣
す
る
こ
と
は

手
本
と
な
る
人
の
視
点
か
ら
自
己
の
身
体
を
捉
え
直
し
、
実
感
的
に
他
者
に
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
他
者
に
共
感
す
る
こ
と
で
あ
る
。
学
習
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者
自
身
の
身
体
で
他
者
の
動
き
を
再
現
す
る
と
い
う
、
動
き
の
正
確
な
模
倣
は
人
間
に
固
有
の
能
力
で
あ
る
。
ス
ポ
ー
ツ
場
面
で
新
し
い

動
き
を
習
得
し
よ
う
と
す
る
場
合
も
同
様
で
、
指
導
者
の
示
範
が
有
効
に
機
能
す
る
に
は
、
学
習
者
の
模
倣
能
力
、
厳
密
に
言
え
ば
、
意

識
的
・
意
図
的
な
模
倣
能
力
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
意
識
的
・
意
図
的
な
模
倣
能
力
の
一
つ
が
、
指
導
者
の
身
体
を
自
ら
の
身
体
と
感
じ

る
力
、
他
者
に
共
感
す
る
力
で
あ
る
。

　

辻
は
、
近
代
教
育（
学
）は
主
と
し
て
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
模
倣
を
導
入
し
て
き
た
が
、﹁
ミ
メ
ー
シ
ス
と
し
て
の
模
倣
を
再
考

す
る
な
ら
ば
、
学
ぶ
こ
と
は
、
社
会
的
な
単
な
る
価
値
の
再
現
・
再
産
出
で
は
な
く
、
人
間
が
新
た
な
生
の
可
能
性
に
ひ
ら
か
れ
る
意
味

生
成
の
瞬
間
で
あ
る
﹂と
す
る（

43
）。
ミ
メ
ー
シ
ス
と
し
て
の
模
倣
す
る
力
は
、
新
た
な
自
己
を
生
成
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
己
成
長
に
お

け
る
原
動
力
と
な
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
模
倣
を
重
視
し
た
型
の
習
得
と
は
、
中
澤
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば﹁
学
習
者
自
ら
が
身
体

を
用
い
て
他
者
と
関
わ
る
こ
と
を
原
点
と
し
、
絶
え
ず
新
た
な
意
味
を
生
成
す
る
教
育
の
営
み
で
あ
る
﹂（

44
）。﹁
教
師
の
身
体
は
、
も
っ
と

も
根
源
的
な
教
育
方
法
﹂（

45
）と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
五
世
を
は
じ
め
と
し
た
京
舞
井
上
流
を
受
け
継
ぐ
師
匠
た
ち
は
、
一
流
の
技
を
も
っ

て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
の
指
導
者
の
身
体
的
・
感
性
的
な
も
の
と
一
体
化
し
、
模
倣
し
て
い
く
過
程
は
学
習
者
の
新
た
な
意
味
を
自
ら
が

生
成
し
て
い
く
教
育
の
営
み
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

五
　
結

　

本
研
究
の
目
的
は
、
芸
道
の
型
の
習
得
を
手
が
か
り
に
京
舞
井
上
流
の
教
育
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
京
舞
井

上
流
は
江
戸
末
期
に
創
始
さ
れ
、
そ
の
芸
道
は
二
百
年
を
超
え
た
今
日
ま
で
、
京
都
の
花
街
祇
園
に
お
い
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
祇
園

と
い
う
花
街
を
伝
承
基
盤
と
し
て
発
展
し
て
き
た
京
舞
井
上
流
を
、
芸
道
の
型
の
習
得
を
手
が
か
り
に
、
教
育
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
い

く
こ
と
は
、
研
究
対
象
と
し
て
の
京
舞
井
上
流
の
新
た
な
魅
力
を
探
る
試
み
で
も
あ
る
。

　

芸
道
の
型
の
習
得
に
お
い
て
は
、
学
習
者
は
指
導
者
の
模
倣
を
通
じ
て
、
自
ら
の
身
体
と
向
き
合
い
、
手
本
と
な
る
動
き
を
積
極
的
に

試
行
錯
誤
し
、
再
現
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
指
導
者
の
手
本
を
見
る
だ
け
で
は
、
そ
の
動
き
を
十
分
に
再
現
す
る
こ
と
は
で
き

ず
、
指
導
者
の
身
体
の
内
側
に
ま
で
想
像
力
を
働
か
せ
、
そ
の
身
体
感
覚
や
心
情
を
、
自
ら
の
中
に
再
現
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
模
倣
が

成
立
す
る
。
模
倣
を
重
視
し
た
型
の
習
得
を
、
ミ
メ
ー
シ
ス
と
い
う
模
倣
の
概
念
に
倣
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
学
習
者
自
ら
が
身
体
を
用
い
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て
他
者
と
関
わ
る
こ
と
を
原
点
と
し
、
絶
え
ず
新
た
な
意
味
を
生
成
す
る
教
育
の
営
み
で
あ
る
。
教
師
の
身
体
は
、
も
っ
と
も
根
源
的
な

教
育
方
法
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
五
世
を
は
じ
め
と
し
た
京
舞
井
上
流
を
受
け
継
ぐ
師
匠
た
ち
は
、一
流
の
技
を
も
っ
て
い
る
。従
っ

て
、
そ
の
指
導
者
の
身
体
的
・
感
性
的
な
も
の
と
一
体
化
し
、
模
倣
し
て
い
く
過
程
は
学
習
者
の
新
た
な
意
味
を
自
ら
が
生
成
し
て
い
く

教
育
の
営
み
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

文
化
表
象
と
し
て
の
京
舞
井
上
流
に
関
す
る
研
究
を
積
み
重
ね
て
い
く
に
は
、
歴
史
や
舞
踊
作
品
に
と
ど
ま
ら
な
い
様
々
な
観
点
が
必

要
と
な
っ
て
く
る
。
本
研
究
で
は
、
京
舞
井
上
流
が
教
育
的
観
点
か
ら
研
究
対
象
と
な
り
得
る
こ
と
を
示
し
た
が
、
そ
の
可
能
性
を
述
べ

た
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
学
習
者
が
模
倣
を
通
し
て
新
た
な
意
味
を
自
ら
が
生
成
し
て
い
く
教
育
の
営
み
の
内
実
を
分
析
し
、

そ
の
効
果
を
問
う
こ
と
等
が
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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き
後
継
者
の
視
線 

京
舞
井
上
流
の
井
上
安
寿
子
．
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，
ア
ク
セ
ス
日
:
二
〇
二
三
年
八
月
二
三
日
．

（
9
）	中
澤
雄
飛（
二
〇
一
五
）武
道
す
る
身
体
:
教
養
と
し
て
の
身
体
文
化
．
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
，四
六（
三
・
四
），四
一
〇（
五
三
）

―
三
九
〇（
七
三
）． 

（
10
）	中
澤
雄
飛（
二
〇
一
四
）芸
道
に
み
ら
れ
る
身
体
の
学
習
論
:
身
体
の
規
律
化
と
ミ
メ
ー
シ
ス
と
し
て
の
摸
倣
を
め
ぐ
っ
て
．
体
育
・

ス
ポ
ー
ツ
哲
学
研
究
，
三
六（
二
），
八
三
―
九
六
頁
．

（
11
）	文
化
庁（
一
九
九
七
）京
舞
．https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/303/36

，
ア
ク
セ
ス
日
:
二
〇
二
三
年
八
月
二
三
日
．

（
12
）	竹
内
一
真
・
や
ま
だ
よ
う
こ（
二
〇
一
四
）伝
統
芸
能
の
教
授
関
係
か
ら
捉
え
る
実
践
を
通
じ
た
専
門
的
技
能
の
伝
承
―
京
舞
篠
塚

流
に
お
け
る
稽
古
で
の﹁
こ
だ
わ
り
﹂に
焦
点
を
当
て
て
．
質
的
心
理
学
研
究
，
一
三
，
二
一
五
―
二
三
七
頁
． 

（
13
）	井
上（
二
〇
一
六
）前
掲
書
．
一
〇
三
―
一
〇
四
頁
．

（
14
）	岡
田（
二
〇
一
三
）前
掲
書
．
四
四
九
頁
．

（
15
）	同
書
．
四
四
九
頁
．

（
16
）	権
藤
芳
一（
一
九
九
三
）井
上
流
に
つ
い
て
．
舞
踊
學
，
一
五
，
二
四
―
二
六
頁
． 

（
17
）	井
上（
二
〇
一
六
）前
掲
書
．
一
〇
四
―
一
〇
五
頁
．

（
18
）	国
際
交
流
基
金（
二
〇
一
七
）若
き
後
継
者
の
視
線 

京
舞
井
上
流
の
井
上
安
寿
子
．
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，
ア
ク
セ
ス
日
:
二
〇
二
三
年
八
月
二
三
日
．

（
19
）遠
藤
保
子（
一
九
九
三
）京
舞
井
上
流
家
元 

三
世
井
上
八
千
代 

祇
園
の
女
風
土
記
．
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
．
二
一
〇
―
二
一
九
頁
．
②

と
③
は
、
い
ず
れ
も
二
世
が
能
と
人
形
浄
瑠
璃
か
ら
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
り
、
遠
藤
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。﹁
②
能
の

舞
を
基
に
し
た
も
の
を
本
行
舞
と
い
い
、
そ
の
舞
で
は
動
か
な
い
よ
う
に
し
て
舞
う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
で
き
る
だ
け
描
写
を
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つ
づ
め
る
よ
う
に
し
、
じ
っ
と
し
て
い
て
舞
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
腰
に
十
分
に
力
を
入
れ
る
構
え
を
と
り
、

手
や
足
に
も
力
を
入
れ
て
舞
っ
て
い
る
間
は
ゆ
る
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ゆ
る
ゆ
る
と
ふ
ん
わ
り
と
し
た
、
気
抜
け
の
し
た
よ

う
な
舞
に
な
っ
て
形
が
つ
か
な
く
な
る
。
ま
た
、
足
は
大
事
で
あ
り
、
す
り
足
で
移
動
す
る
。
③
人
形
が
人
形
で
あ
り
な
が
ら
、

ど
こ
ま
で
人
間
の
動
き
に
近
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
文
楽
の
人
形
や
操
り
人
形
。
そ
れ
が
、
逆
に
人
形
振
り
と
し

て
人
間
が
ど
こ
ま
で
人
形
の
動
き
を
真
似
ら
れ
る
か
、
そ
の
お
も
し
ろ
さ
を
追
求
し
た
も
の
が
人
形
振
り
と
い
え
る
。﹂

（
20
）	京
都
芸
術
大
学（
二
〇
一
七
）特
集 

井
上
八
千
代　

受
け
継
ぐ
と
い
う
こ
と
．
瓜
生
通
信
六
九
，
五
頁
．

（
21
）	国
際
交
流
基
金（
二
〇
一
七
）若
き
後
継
者
の
視
線 

京
舞
井
上
流
の
井
上
安
寿
子
．
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，
ア
ク
セ
ス
日
:
二
〇
二
三
年
八
月
二
三
日
．

（
22
）	遠
藤（
一
九
九
三
）前
掲
書
．
二
〇
四
―
二
〇
五
頁
．

（
23
）	同
書
．
二
〇
五
頁
．

（
24
）	井
上（
二
〇
一
六
）前
掲
書
．
一
〇
六
―
一
〇
九
頁
．

（
25
）	同
書
．
一
〇
七
―
一
〇
八
頁
．

（
26
）	同
書
．
一
〇
八
頁
．

（
27
）	同
書
．
一
〇
八
―
一
〇
九
頁
．

（
28
）	遠
藤（
一
九
九
三
）前
掲
書
．
二
〇
五
頁
． 

（
29
）	井
上（
二
〇
一
六
）前
掲
書
．
一
七
六
頁
．

（
30
）	斎
藤
孝（
二
〇
〇
〇
）身
体
感
覚
を
取
り
戻
す 

腰
・
ハ
ラ
の
文
化
の
再
生
．
日
本
放
送
出
版
協
会
，
六
―
七
頁
．

（
31
）	同
書
．
一
四
四
頁
．

（
32
）	同
書
．
一
一
頁
．

（
33
）	井
上（
二
〇
一
六
）前
掲
書
．
一
一
九
頁
．

（
34
）	生
田
久
美
子（
一
九
八
七
）﹁
わ
ざ
﹂か
ら
知
る
．
東
京
大
学
出
版
会
，
二
三
頁
．

（
35
）	源
了
圓（
一
九
八
九
）型
．
創
文
社
，
一
三
―
一
四
頁
．

（
36
）	同
書
．
一
四
頁
．
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（
37
）	生
田（
一
九
八
七
）前
掲
書
．
二
三
―
四
七
頁
．
生
田
は﹁
形
は
外
面
に
表
さ
れ
た
可
視
的
な
形
態
で
あ
り
、
各﹃
わ
ざ
﹄の
世
界
に

固
有
の
技
術
、あ
る
い
は
技
能
で
、一
方
の
型
は
、人
間
が
生
き
る
上
で
の
基
本
で
あ
り
、し
か
も
そ
れ
は
単
な
る
反
復
練
習
に
よ
っ

て
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
社
会
的
、
文
化
的
な
状
況
の
力
に
影
響
さ
れ
る
﹂と
い
う
。
つ
ま
り
、
型
を
形
の
ハ
ビ
ト
ス
化
し

た
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
ハ
ビ
ト
ス
と
は
モ
ー
ス
が
身
体
技
法
の
中
核
と
し
て
示
し
て
い
る
概
念
で
あ
り
、
生
田
は﹁
モ
ー
ス

は﹃
ハ
ビ
ト
ス
﹄を
無
意
識
な
動
作
の
連
続
と
し
て
の﹃
習
慣
﹄と
は
異
な
る
、
学
習
者
の
社
会
的
か
つ
理
性
的
な
働
き
を
前
提
と
し

た
身
体
技
法
と
捉
え
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
﹂と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
世
阿
弥
の﹁
無
主
風
﹂﹁
有
主
風
﹂と
い
う
表
現
を
用
い
て
、

師
匠
の﹁
形
﹂を
模
倣
し
た
ま
ま
演
じ
て
い
る
段
階
の﹁
無
主
風
﹂と
、
師
匠
の
示
す﹁
形
﹂を
十
分
に
模
倣
し
た
後
に
、
そ
の﹁
形
﹂を

自
分
自
身
の
も
の
に
消
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る﹁
有
主
風
﹂と
い
う
二
つ
の
段
階
を
示
し
、
形

と
型
を
区
別
し
て
い
る
。

（
38
）	国
際
交
流
基
金（
二
〇
一
七
）若
き
後
継
者
の
視
線 

京
舞
井
上
流
の
井
上
安
寿
子
．
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，
ア
ク
セ
ス
日
:
二
〇
二
三
年
八
月
二
三
日
．

（
39
）	同
書
．

（
40
） 中
澤
雄
飛
・
井
上
誠
治（
二
〇
一
二
）武
道
の
稽
古
論
―
身
体
の
教
育
可
能
性
―
．
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
哲
学
研
究
，
三
四（
二
），

九
三
―
一
〇
五
頁
．

（
41
）	石
田
か
お
り（
二
〇
〇
四
）日
本
に
お
け
る
身
体
技
法
の
近
代
化
の
問
題
点
と
解
決
策
．
駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
，
一
一
，
七
―

一
六
頁
．

（
42
）	斎
藤（
二
〇
〇
〇
）前
掲
書
．
一
一
二
頁
．

（
43
） 辻
敦
子（
二
〇
〇
九
）模
倣
の
力
．
子
ど
も
と
教
育
の
未
来
を
考
え
る
．
岡
部
美
香（
編
）北
樹
出
版
，
一
二
三
―
一
三
四
頁
．
模
倣

を
教
育
的
観
点
か
ら
検
討
し
た
辻
は
、﹁
模
倣
と
い
う
概
念
は
、﹃
ミ
メ
ー
シ
ス
﹄と﹃
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
﹄の
二
つ
の
系
譜
に
区
別
す

る
こ
と
が
で
き
る
﹂と
述
べ
て
い
る
。
ミ
メ
ー
シ
ス
は
単
に
コ
ピ
ー
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
模
倣
者
が
そ
こ
に
新
た
な
意
味
を
付
加

し
て
い
る
こ
と
か
ら﹁
人
間
が
新
た
な
る
生
の
可
能
性
に
ひ
ら
か
れ
る
と
い
う
積
極
的
な
活
動
﹂で
あ
り
、
一
方
の
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ

ン
を﹁
模
倣
を
モ
デ
ル
の
忠
実
な
再
現
・
再
産
出
﹂と
し
て
捉
え
て
い
る
。

（
44
）	中
澤（
二
〇
一
四
）前
掲
書
．
八
三
―
九
六
頁
．
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（
45
） 斎
藤
孝（
一
九
九
九
）身
体
知
と
し
て
の
教
養
．
教
育
学
研
究
，
六
六（
三
），
二
八
七
―
二
九
四
頁
．


