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身体という受動性（教科書 p.141 ～ 147）

　
　
　
　
　
次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
本
文
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出
し
な
さ
い
。

構
造
理
解

第一段
（一四一・初め～一四二・３）

　

人
間
は
絶
え
ず
外
部
か
ら
「［　
　
　
　
　
　

］」
を
取
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、［　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

］を
他
者
性
と
の
関
係
で
捉
え
る
と
き
、
身
体
や
生
命
を
無
視
で
き
な
い
。

そ
れ
は
「［　
　
　
　
　
　
　
　

］」
を
特
徴
的
に
示
す
か
ら
で
あ
る
。

第二段
（一四二・４～一四四・３）

　

少
年
と
父
の
対
話
を
軸
に
し
た
散
文
詩
『I�w

as�born

』
の
中
の
少
年
は
、
生
ま
れ
る
こ
と
が
「［　

　
　
　
　
　
　
　

］」
で
あ
る
理
由
を
ふ
と
了
解
す
る
。
父
は
、
短
命
で
あ
る
蜉
蝣
の
雌
の
体
が
卵
で
充

満
し
て
い
る
こ
と
に
、［　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

］が
咽
喉
も
と
ま
で
こ
み
あ
げ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
、
と
い
う
話
を
語
る
。
少
年
の
母
は
少
年
を
「
生
み
落
と
し
て
」
す
ぐ
に
死
ん
だ
。
そ
の
母

の
胎
内
を
ふ
さ
い
で
い
た
自
分
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
少
年
の
脳
裏
に
焼
き
つ
け
ら
れ
る
。

第三段
（一四四・４～一四五・９）

　

身
体
や
生
命
を
思
う
と
き
、
こ
の
詩
が
思
い
浮
か
ぶ
の
は
鮮
烈
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
か
ら
だ
。
子

供
は
母
親
の
生
命
を
圧
迫
し
て
育
つ
「［　
　
　
　
　
　
　
　

］」
で
あ
る
。「
母
」
は
、
自
分
自
身
の
生

命
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
も
浮
か
ん
で
く
る
。
自
分
で
は［　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

］生
命
が
、

自
分
自
身
の
身
体
を
圧
迫
す
る
よ
う
に
充
塡
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
身
体
と
意
識
と
の
関

係
は
「
受
動
性
」
を
示
し
て
お
り
、
し
か
も
私
た
ち
は
「［　
　
　
　
　
　
　

］」
を
離
れ
て
存
在
し
え
な

い
の
で
あ
る
。

第四段
（一四五・10～一四六・８）

　

圧
迫
す
る
生
命
と
は［　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

］の
こ
と
で
、
し
ば
し
ば
意
識
を
裏
切
る［
⑨
］�

は
「［　
　
　
　
　
　
　

］」
の
相
貌
を
帯
び
る
。［
⑨
］が
「
自
己
」
な
の
か
「
他
者
」
な
の
か
、［　
　

　
　
　
　
　
　
　

］と
し
か
答
え
よ
う
が
な
く
、
私
た
ち
は
日
常
的
に
都
合
よ
く
使
い
分
け
て
い
る
。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
⑧

⑨

⑩

⑪

　
　
　
　
　

�

次
の
各
問
い
に
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。

1　

傍
線
部
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ

い
。

⑴　

健
康
を
維
持
す
る
。�

⑵　

徴
兵
を
忌
避
す
る
。�

⑶　

考
え
が
脳
裏
に
ひ
ら
め
く
。�

⑷　

多
様
な
相
貌
を
有
す
る
。�

2　

傍
線
部
の
熟
語
を
正
し
い
漢
字
を
使
っ
て
書
き
改

め
な
さ
い
。

⑴　

寄
妙
な
言
い
方
。�

⑵　

個
有
の
存
在
感
。�

3　

次
の
言
葉
の
意
味
を
書
き
な
さ
い
。

⑴　

契
機

⑵　

理
不
尽

⑶　

庇
護

語
句
理
解

身
体
と
い
う
受
動
性�

細
見
和
之

　

ウ�　
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」
は
、
身
体
と
い
う
次
元
を
無
視
し
て
考
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
。

　

エ�　
「
私
」
と
「
他
者
」
と
は
、
対
立
す
る
言
葉
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
同

じ
意
味
を
表
す
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

3　
「
他
者
を
取
り
込
む
と
い
う
こ
と
は
…
…
他
者
化
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。」

（
一
四
一
・
６
～
７
）
と
あ
る
が
、
こ
の
部
分
を
端
的
に
言
い
換
え
て
い
る
部
分
を
本

文
中
か
ら
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

4　
「
僕
ら
の
存
在
に
つ
き
ま
と
う
、
あ
る
『
受
動
性
』」（
一
四
二
・
２
）
に
つ
い
て
説

明
し
た
次
の
文
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
本
文
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出
し

な
さ
い
。

僕
ら
は
「　

」
と
い
う
存
在
を
、
常
に
「　

」
か
ら
の
影
響

を
受
け
て
確
か
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

5　
「
こ
の
発
見
」（
一
四
三
・
1
）
の
内
容
を
、「
～
と
い
う
発
見
。」
に
続
く
形
で
詩
中

の
語
句
を
用
い
て
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。

�

と
い
う
発
見
。 ①

②

第
二
段
（
一
四
二
・
４
～
一
四
四
・
３
）

　
　
　
　
　

次
の
各
問
い
に
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。

1　
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
他
者
性
と
の
関
係
で
捉
え
る
と
き
、
こ
の
身
体
と

い
う
次
元
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
一
四
一
・
２
～
３
）
に
つ
い
て
、

⑴�　
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
他
者
性
と
の
関
係
で
捉
え
る
」
と
は
ど
の
よ
う

な
こ
と
か
。
次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
後
ろ
の
語
群
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選

び
な
さ
い
。

　

自
分
の［　
　
　

］に
あ
る
も
の
が
持
っ
て
い
る［　
　
　

］と
の
関
係
に
よ
っ

て
、［　
　
　

］と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う［　
　
　

］で
あ
る
の
か
を
自
己
認
識

す
る
と
い
う
こ
と
。

　
　

ア　

身
体　
　

イ　

生
命　
　

ウ　

内
部　
　

エ　

外
部

　
　

オ　

存
在　
　

カ　

性
質　
　

キ　

自
分　
　

ク　

他
者

⑵�　

こ
の
部
分
の
理
由
に
あ
た
る
部
分
を
「
～
か
ら
。」
に
続
く
形
で
本
文
中
か

ら
抜
き
出
し
て
初
め
と
終
わ
り
の
五
字
を
答
え
な
さ
い
。

～

か
ら
。

2　
「
逆
説
」（
一
四
一
・
６
）
と
は
、こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
。

適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
な
さ
い
。

　

ア�　
「
私
」
と
「
他
者
」
と
は
、
対
立
す
る
概
念
で
あ
る
の
に
、
そ
の
「
私
」
が
、

「
他
者
」
の
存
在
な
し
に
は
維
持
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
。

　

イ�　
「
私
」
と
「
他
者
」
と
は
、
言
葉
の
上
で
は
、
全
く
異
な
る
概
念
を
表
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
。

内
容
理
解

第
一
段
（
一
四
一
・
初
め
～
一
四
二
・
３
）

①

②

③

④

身体という受動性（教科書 p.141 ～ 147）
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8　
「
生
ま
れ
落
ち
た
者
は
お
し
な
べ
て
…
…
潜
在
的
な
『
加
害
者
』
な
の
で
あ
る
。」

（
一
四
四
・
14
～
15
）
の
は
な
ぜ
か
。
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
な
さ
い
。

　

ア�　

人
間
は
み
な
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
な
ん
ら
か
の
罪
を
犯
し
て
い
る
か
ら
。

　

イ�　

人
間
は
み
な
、他
者
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
生
き
続
け
て
ゆ
く
も
の
だ
か
ら
。

　

ウ�　

人
間
は
み
な
、
母
親
の
生
命
を
圧
迫
し
て
生
ま
れ
育
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
。

　

エ�　

人
間
は
み
な
、
母
親
の
手
を
煩
わ
さ
ず
に
生
ま
れ
育
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
。

9　
「
そ
う
い
う
次
元
」（
一
四
四
・
16
）
が
指
し
て
い
る
内
容
を
「
～
と
い
う
次
元
。」

に
続
く
形
で
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
初
め
と
終
わ
り
の
五
字
を
答
え
な
さ
い
。

～

と
い
う
次
元
。

10　
「
単
に
子
を
宿
し
た
母
親
が
そ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
」（
一
四
五
・
1
～
2
）
の
「
そ

う
」
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
す
か
。「
～
こ
と
。」
に
続
く
形
で
本
文
中
か
ら
抜

き
出
し
な
さ
い
。

こ
と
。

11　
「
僕
ら
自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
、
い
わ
ば
生
命
と
い
う
卵
を
『
咽
喉
も
と
ま
で
こ
み

あ
げ
』
さ
せ
て
い
る
」（
一
四
五
・
２
～
３
）
に
つ
い
て
、

⑴�　

こ
の
部
分
の
意
味
を
ま
と
め
た
次
の
図
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
本
文

中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出
し
な
さ
い
。

第
三
段
（
一
四
四
・
４
～
一
四
五
・
９
）

6　
「
思
い
が
け
な
い
こ
と
に
、『
蜉
蝣
』
の
話
を
ゆ
っ
く
り
と
語
っ
て
聞
か
せ
る
。」

（
一
四
三
・
３
～
４
）
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
少
年
と
父
と
の
気
持
ち
の
ず
れ
を
説

明
し
た
次
の
文
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
後
ろ
の
語
群
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び

な
さ
い
。

　

少
年
が
言
っ
た
、
人
間
は［　
　
　

］　

で
は
な
く
、
生
ま
れ
さ
せ
ら
れ
る
の
だ

と
い
う
言
葉
は
、
単
な
る［　
　
　

］上
の［　
　
　

］か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
に
す

ぎ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
父
は
、
息
子
の
言
葉
を
単
に［　
　
　

］な
も
の
と
し
て
受

け
取
り
切
れ
ず
、
自
ら
の
生
に
つ
い
て［　
　
　

］に
言
い
募
る
よ
う
な
響
き
を

も
っ
て
捉
え
ら
れ
た
。

　

ア　

母
親
の
意
志　
　

イ　

自
分
の
意
志　
　

ウ　

無
邪
気　
　

エ　

理
不
尽

　

オ　

身
体　
　

カ　

文
法　
　

キ　

発
見　
　

ク　

哲
学

7　

吉
野
弘
の
詩
中
の
「
卵
だ
け
は
腹
の
中
に
ぎ
っ
し
り
充
満
し
て
い
て　

ほ
っ
そ

り
し
た
胸
の
方
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。」（
一
四
三
・
10
～
11
）
に
つ
い
て
、

⑴�　

父
が
語
っ
た
こ
の
言
葉
か
ら
、
少
年
が
連
想
し
た
映
像
に
つ
い
て
述
べ
た
部

分
を
本
文
中
か
ら
三
十
字
程
度
で
抜
き
出
し
て
初
め
と
終
わ
り
の
五
字
を
答
え

な
さ
い
。

�　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

～�　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑵�　
「
腹
の
中
に
ぎ
っ
し
り
充
満
し
て
い
」
る
「
卵
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
か
を
述
べ
た
部
分
を
本
文
中
か
ら
十
二
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

①
②

③

④

⑤

　
　
　
　
　

1　
「
僕
ら
に
と
っ
て『
自
己
』な
の
だ
ろ
う
か『
他
者
』な
の
だ
ろ
う
か
」（
一
四
六
・
３

～
４
）
と
い
う
問
い
の
答
え
が
「
決
定
不
能
」（
一
四
六
・
５
）
な
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の

理
由
を
ま
と
め
た
次
の
文
の
ア
・
イ
か
ら
適
切
な
方
を
そ
れ
ぞ
れ
選
び
説
明
文
を

完
成
さ
せ
な
さ
い
。

　
「
欲
望
」・「
無
意
識
」
も
①　

ア　

自
分　

��

の
心
の
中
に
確
か
に
存
在
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　

イ　

他
人�

も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
②　

ア　
「
自
己
」　　

だ
と
言
え
る
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

イ　
「
他
者
」

の
「
欲
望
」・「
無
意
識
」
は
③　

ア　

自
分　

で
は
制
御
で
き
ず
、
は
っ
き
り
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

イ　

他
者

し
た
意
識
に
反
す
る
結
果
を
④　

ア　

自
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

イ　

他
者　

の
身
体
に
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
る

と
い
う
点
で
は
⑤　

ア　
「
自
己
」

　
　
　
　
　
　
　
　

イ　
「
他
者
」　

で
あ
る
と
も
言
え
る
か
ら
。

①　

　

②　

　

③　

　

④　

　

⑤　

主
題
理
解

　
　

　
　

　
　

⑵�　
「
こ
み
あ
げ
さ
せ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
が
、「
充
塡
さ
れ
て
い
る
」
と
言
い

換
え
ら
れ
て
い
る
理
由
を
ま
と
め
た
次
の
文
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
本

文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

　
　

人
間
の
存
在
の

を
明
確
に
す
る
た
め
。

12　
「
自
分
自
身
の
生
命
（
身
体
）
を
同
じ
生
命
（
卵
）
が
圧
迫
し
て
い
る
」（
一
四
五
・

10
）
の
意
味
を
ま
と
め
た
次
の
図
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
本
文
中
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
抜
き
出
し
な
さ
い
。

　

　
　
　

�

　

第
四
段
（
一
四
五
・
10
～
一
四
六
・
８
）

①②
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僕
ら
自
身

僕
ら
自
身
の［　
　
　
　
　

］

③

充
塡　

…
…
制
御
で
き
な
い［　
　
　
　
　

］が［　
　
　
　
　

］す
る
よ
う
に
。

①

②

例

空
腹

排
泄
の
欲
求

＝
裏
切
る
➡
自
分
自
身
の
身
体

＝
襲
う
➡
も
う
死
ん
で
し
ま
い
た
い
と
い
う③

の
相
貌

④

➡


