
近
代日
本
に
お
け
る
「
音
楽
」
と
「
音
楽
学
」

黒
坂
俊
　
昭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期
」
が
近
代
に
相
当
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
十
五
・
十
六
世
紀
に
始
ま
る
近

　
　
　　一

、
日
本
の
近
岱
日
楽
　
　
　
　
　
　
　
　
代
の
概
念
は
・
ま
ず
文
化
的
菖
活
動
（
哲
学
宗
教
芸
衛
な
ど
〉
か
ら
始

　
　
1
．
日
本
の
近
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
り
、
そ
の
後
に
物
質
的
な
事
象
の
追
随
し
た
時
期
が
付
加
さ
れ
た
と
指
摘
す

　
　
　
人間
の
営
為
の
総
体
を
歴
史
的
に
把
握
す
る
た
め
に
、
「
古
代
ー
中
世
ー
近
　
　
　
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
両
者
、
文
化
的
創
造
活
動
と
物
質
的
事
象
と

　
　
代
↑
現
代
ご
と
い
う
区
分
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ル
ネ
サ
ン
　
　
　
の
間
に
あ
る
相
違
は
甚
だ
し
く
、
十
九
世
紀
に
は
十
六
世
紀
以
前
を
近
世
と
し

　
　
ス
期
（
十
五
世
紀
後
半
～
十
六
世
紀
）
の
研
究
者
な
ど
が
自
ら
の
時
代
（
新
　
　
　
十
七
世
紀
以
降
を
近
代
と
す
る
「
古
代
ー
中
世
ー
近
世
ー
近
代
」
の
区
分
も
考

　
　
し
い
時
代
）
を
〈
近
代
〉
、
こ
の
模
範
と
す
べ
き
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
時
代
を
　
　
　
案
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
〈古
代
〉
、
そ
の
中
間
の
時
代
を
〈
中
世
〉
と
捉
え
た
こ
と
に
由
来
し
、
ケ
ラ
　
　
　
　
と
こ
ろ
で
こ
の
時
代
区
分
の
用
語
は
、
上
述
し
た
よ
う
な
本
来
の
意
味
を
持

　
　リ
ウ
ス
（
0
9
°
。
［
8
巨
゜
・
○
豊
艮
已
゜
。
°
S
ω
。
。
ふ
ば
や
）
が
一
般
化
し
た
と
さ
れ
て
　
　
　
つ
こ
と
な
く
、
B
本
史
の
時
代
区
分
に
も
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

　
　

いる
。
と
こ
ろ
が
ケ
ラ
リ
ウ
ス
は
い
わ
ゆ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
期
で
は
な
く
十
七
世
　
　
　
時
期
区
分
と
の
対
応
で
は
、
古
代
：
大
和
政
権
時
代
・
奈
良
時
代
・
平
安
時

　
　
紀
に
生
き
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
自
ら
の
時
代
と
さ
れ
た
近
代
は
も
は
や
ル
ネ
　
　
　
代
、
中
世
：
鎌
倉
時
代
・
室
町
時
代
・
安
土
桃
山
時
代
、
近
世
：
江
戸
時
代
、

　
　
サ
ン
ス
期
に
留
ま
ら
ず
十
七
世
紀
に
ま
で
拡
大
し
、
内
容
的
に
は
と
り
わ
け
　
　
　
近
代
：
明
治
期
以
降
と
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
果
た
し
て
こ
の
時
代
区
分
に

　
　
十
七

世
紀後
半
に
な
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
西
欧
と
限
定
し
て
も
よ
い
）
で
活
発
　
　
　
お
け
る
日
本
の
近
代
は
、
中
世
を
超
え
て
古
代
を
模
範
と
す
る
と
い
う
意
味
で

　
　
に
展
開
さ
れ
始
め
た
「
工
業
化
」
「
都
市
化
」
と
い
っ
た
側
面
に
典
型
的
な
特
　
　
　
は
な
く
、
都
市
化
と
い
っ
た
特
徴
も
備
え
て
い
な
い
。
た
だ
明
治
期
（
1
1
近

　
　
徴
が見
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
マ
ル
ク
ス
霊
義
的
に
言
え
ぱ
、
「
封
建
　
　
　
代
）
に
工
業
の
発
展
は
目
指
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
も
純
粋
に
工
業
化
が
求

　
　

社会
、
特
に
そ
の
最
後
の
段
階
と
し
て
の
絶
対
主
義
の
支
配
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
　
　
　
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
西
欧
型
の
近
代
化
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
の
一
つ

　
　
革
命

（清
教
徒
革命
：
一
六
四
二
－
一
六
四
九
、
名
誉
革
命
：
一
六
八
八
、
フ
　
　
　
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
日
本
の
近
代
は
、
工
業
化
等
を
手
段
と
し
ヨ
ー
ロ
ッ

ー
9
　　
ラ
ン
ス
革
命
：
一
七
八
九
）
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
過
程
、
及
び
覆
さ
れ
た
時
　
　
　
パ
の
文
明
・
文
化
の
導
入
を
目
指
す
時
期
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。



磁
　　
こ
こ
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
自
ら
が
生
き
る
時
代
を
中
世
と
異
な
る
時
代
と
捉
　
　
　
そ
の
研
究
対
象
は
邦
楽
に
限
ら
れ
、
西
洋
風
の
学
問
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の

　
　え
る
た
め
に
定
義
し
た
近
代
、
或
い
は
自
分
た
ち
の
都
市
化
・
工
業
化
を
そ
れ
　
　
　
後
明
治
期
に
入
り
、
邦
楽
の
分
野
で
も
西
洋
化
さ
れ
て
い
く
社
会
の
影
響

　
　
以前
の
時
代
と
異
な
る
と
考
え
た
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
近
代
と
、
日
本
の
近
　
　
　
を
受
け
、
次
第
に
邦
楽
も
総
合
的
・
科
学
的
に
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
代と
に
は
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
日
本
音
楽
を
対
象
と
し
た
西
洋
風
の
研
究
が
成
果
を
挙
げ
る
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
に
著
さ
れ
た
田
辺
尚
雄
の
〈
日
本
音
楽
講
話
〉
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
イ

　
　
2
．
日
本
の
近
代
に
お
け
る
音
楽
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
明
治
期
以
降
、
政
府
の
方
針
に
よ
る

　
　
　日
本
の
近
代
化
の
目
的
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
・
文
化
の
導
入
で
あ
っ
た
こ
　
　
　
近
代
化
に
伴
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
に
関
し
て
も
作
品
や
そ
の
演
奏
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ヨ

　
　と
か
ら
、
明
治
政
府
や
当
時
の
社
会
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
を
積
極
的
に
導
入
し
　
　
　
で
な
く
、
そ
れ
を
対
象
と
し
た
学
問
的
研
究
（
西
欧
の
音
楽
研
究
1
1
音
楽
学

　
　
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
時
一
五
〇
〇
年
に
及
ぶ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
歴
史
を
全
　
　
　
ζ
⊆
切
済
葦
゜
・
ω
9
諺
住
暮
）
も
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
成
果
が
着

　
　
体的
に
導
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
日
本
　
　
　
実
に
実
を
結
ぶ
に
は
第
二
次
大
戦
が
終
結
し
、
人
々
の
生
活
や
精
神
が
落
ち
着

　
　
に
も
た
ら
さ
れ
た
音
楽
は
、
そ
の
当
時
（
十
九
世
紀
後
半
～
二
十
世
紀
初
頭
）
　
　
き
を
取
り
戻
し
た
昭
和
三
十
年
頃
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
こ

　
　
の音
楽
と
当
時
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
演
奏
さ
れ
て
い
た
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
限
ら
れ
　
　
　
と
は
、
そ
の
学
問
の
対
象
と
な
る
音
楽
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
芸
術
音
楽
∨
そ
の
も

　
　
て

いた
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
音
楽
の
殆
ど
が
ハ
長
調
や
イ
短
調
と
　
　
　
の
さ
え
充
分
に
受
容
で
き
て
い
な
い
状
態
で
、
そ
れ
を
研
究
す
る
学
問
が
充
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
な

　
　
い
っ
た
「
調
性
8
0
箋
せ
」
と
い
う
音
組
織
ざ
5
巴
゜
・
巻
甘
B
で
構
成
さ
れ
て
い
　
　
　
に
存
立
し
な
か
っ
た
の
も
当
然
の
こ
と
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
逆
説
的
で
は
あ

　
　た
た
め
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
れ
を
受
容
し
て
作
ら
れ
た
日
本
の
近
代
音
楽
　
　
　
る
が
、
導
入
さ
れ
た
学
問
の
方
法
論
が
、
歴
史
が
あ
り
B
本
人
に
と
っ
て
馴

　
　も
調
性
音
楽
と
な
っ
た
。
ま
た
こ
の
音
楽
や
音
楽
作
晶
の
導
入
に
対
し
、
明
治
　
　
　
染
み
の
深
い
邦
楽
を
そ
の
対
象
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
論
拠

　
　期
の
政
府
や
人
々
は
そ
の
音
楽
を
基
礎
付
け
る
ゲ
ル
マ
ン
音
楽
や
ス
ラ
ヴ
音
楽
　
　
　
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
よ
う
や
く
一
九
五
二
（
昭
和

　
　
の

本質
や
精
神
、
及
び
合
理
主
義
的
把
握
に
関
し
て
美
学
的
に
も
関
心
を
持
た
　
　
　
二
十
七
〉
年
に
な
っ
て
、
音
楽
学
会
（
現
、
日
本
音
楽
学
会
）
が
設
立
さ
れ
、

　
　な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
日
本
の
近
代
化
が
明
治
期
に
強
制
的
に
物
質
の
導
入
　
　
　
日
本
に
お
け
る
本
格
的
な
音
楽
学
研
究
が
開
始
し
た
の
で
あ
る
。

　
　

から
始
ま
り
、
精
神
的
な
事
象
の
導
入
は
軽
視
、
或
い
は
後
回
し
に
さ
れ
た
よ

　
　う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
も
実
践
的
側
面
で
は
盛
ん
に
導
入
さ
れ
た
も
の
の
、
　
　
　
3
．
日
本
の
近
代
に
お
け
る
音
楽
の
展
開

　
　音
楽
に
関
す
る
学
問
的
研
究
は
疎
か
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
に
つ
い
て
の
研
究
　
　
　
　
明
治
政
府
は
、
邦
楽
に
代
わ
る
音
楽
の
西
洋
化
に
向
け
て
学
校
制
殿
を
制
定

　
　
が活
発
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
な
が
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
導
入
を
図
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
最
大
の
手
段
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
き

　
　
　明
治
期
以
前
に
も
音
楽
研
究
は
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
　
　
　
し
て
は
「
唱
歌
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
唱
歌
は
、
学
制
（
学
校
制
度
）
制
定
以



　
　
降
の
音
楽
教
育
の
教
科
名
と
し
て
、
ま
た
そ
の
教
科
で
行
な
わ
れ
る
学
習
活
動
　
　
　
で
努
力
を
重
ね
、
日
本
固
有
の
音
感
覚
に
合
わ
せ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
芸
術
音
楽
を

　
　
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
教
科
で
歌
わ
れ
　
　
　
次
々
と
生
み
出
し
て
い
き
、
そ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
中
に

　
　
る
「
歌
曲
」
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
さ
て
そ
の
唱
歌
の
普
及
は
一
八
八
一
（
明
　
　
　
溶
け
込
ま
せ
よ
う
と
努
め
た
。

　
　
治
十
四
）
年
、
音
楽
取
調
掛
の
編
集
に
よ
る
唱
歌
集
「
小
学
唱
歌
集
初
編
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ら

　
　

始ま
り
、
そ
の
音
楽
は
無
伴
奏
、
単
旋
律
、
全
音
階
（
と
り
わ
け
長
調
）
或
い

　
　は
五
音
音階
で
・
二
拍
子
系
が
多
く
藁
な
西
洋
風
の
音
調
で
あ
る
こ
と
が
　
二
、
近
代
日
本
に
導
入
さ
れ
た
立
白
楽

　
　

特徴
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
作
曲
さ
れ
た
芸
術
音
楽
そ
の
も
の
を
西
欧
か
　
　
　
ー
．
西
洋
の
近
代

　
　
ら
直
接
導
入
す
る
の
に
加
え
、
日
本
で
作
ら
れ
た
唱
歌
の
普
及
を
徹
底
す
る
こ
　
　
　
　
ま
ず
初
め
に
、
時
代
区
分
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
「
近
代
」
に
対
し
、
ヨ
ー

　
　
と
を
通
し
て
、
日
本
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
が
次
第
に
展
開
さ
れ
始
め
て
い
く
。
　
　
　
ロ
ッ
パ
の
言
語
で
ど
の
よ
う
な
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
整
理
す

　
　　
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
に
東
京
音
楽
学
校
（
現
、
東
京
藝
術
大
学
）
が
　
　
　
れ
ば
［
表
1
］
の
と
お
り
に
な
る
。

　
　
設
立
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
　
　
　
　
さ
て
近
代
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
十
五
世
紀
後
半
頃
よ
り
イ
タ
リ
ア
語
で

　
　

そ

の
よ
う
な
地
盤
か
ら
、
滝
廉
太
郎
（
一
八
七
九
－
一
九
〇
三
）
や
山
田
耕
搾
　
　
　
「
今
の
時
代
o
庄
日
o
晋
日
①
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
そ

　
　

（
一
入
八六
－
一
九
六
五
）
ら
が
生
ま
れ
、
現
在
日
本
歌
曲
と
し
て
分
類
さ
れ
て
　
　
　
の
用
語
は
日
o
ユ
㊦
日
①
の
語
源
と
な
る
ラ
テ
ン
語
の
日
o
号
が
「
ち
ょ
う
ど
今
、

　
　

い
る
芸
術
歌
曲
が
作
り
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
と
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
近
」
を
意
味
し
、
而
泣
（
時
代
）
と
合
わ
せ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
芸
術
歌
曲
と
唱
歌
と
の
間
に
は
、
伴
奏
を
伴
わ
な
い
唱
歌
　
　
　
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
語
で
は
よ
り
明
解
に
「
新
し
い
時
代
2
0
旨
Φ
芒

　
　
に
対
し
て
芸
術
歌
曲
に
は
立
派
な
伴
奏
が
付
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
差
異
は
見
　
　
　
と
示
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
こ
の
「
近
代
」
に
関
し
て
大
き
な

　
　
ら
れ
る
が
、
当
初
は
音
楽
そ
の
も
の
に
大
き
な
相
違
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
　
　
　
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
そ
れ
は
語
意
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
今
の
時
代

　
　

か
っ
た
。
そ
の
た
め
人
々
は
そ
の
よ
う
な
芸
術
歌
曲
に
も
興
味
を
示
し
た
が
、
　
　
　
o
＄
日
o
臼
而
日
①
」
や
「
新
し
い
時
代
Z
窪
N
o
己
が
時
と
共
に
進
行
し
て
い
く

　
　
芸
術
歌
曲
は
次
第
に
ド
イ
ツ
歌
曲
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
高
度
な
技
法
を
用
い
て
　
　
　
こ
と
に
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
西
欧
世
界
で

　
　

作曲
さ
れ
、
歌
唱
に
も
高
度
な
技
術
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
進
歩
　
　
　
は
精
神
面
と
物
質
面
に
お
い
て
大
き
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
近
代
は
進

　
　

は却
っ
て
人
々
が
そ
こ
か
ら
離
れ
る
結
果
を
生
む
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
　
　
　
み
、
内
容
的
に
異
な
る
も
の
を
包
含
し
な
が
ら
拡
大
し
て
い
く
ば
か
り
で
あ
っ

　
　
し
て
唱
歌
の
系
統
は
そ
の
後
も
依
然
と
し
て
人
気
が
高
く
、
童
謡
そ
し
て
歌
謡
　
　
　
た
。
そ
し
て
十
九
世
紀
に
も
な
る
と
、
以
前
の
「
新
し
い
時
代
」
と
自
分
た
ち

　
　
曲
な
ど
を
経
て
、
現
在
の
］
勺
o
O
へ
と
到
っ
て
い
く
。
一
方
、
芸
術
音
楽
の
作
　
　
　
の
時
代
と
の
あ
ま
り
の
相
違
に
対
し
て
、
所
謂
ル
ネ
サ
ン
ス
期
（
十
五
世
紀

皿　
　
曲
家
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
日
本
社
会
へ
の
導
入
を
目
指
し
て
創
作
の
側
面
　
　
　
後
半
・
十
六
世
紀
）
を
「
近
世
8
『
■
目
o
ユ
o
日
江
日
o
°
・
」
、
十
七
世
紀
以
降
を
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代
近

史
代
近

楽
音
代
近

の
代
近

代
現

史
代
現

楽
音
代
現

の
代
現

「近
代
」
と
し
て
分
　
　
　
が
ら
、
二
十
世
紀
に
対
し
て
「
私
た
ち
の
時
代
旨
゜
・
①
器
N
①
［
⌒
」
や
「
居
合
わ

離
す
る
よ
う
に
な
っ
　
　
　
せ
て
い
る
時
代
買
o
ω
o
巳
①
σ
q
o
」
と
い
う
用
語
が
使
い
始
め
ら
れ
る
よ
う
に

た
の
で
あ
る
。
　
　
　
な
っ
た
。
因
み
に
買
o
ω
⑦
旦
は
、
ラ
テ
ン
語
の
O
「
而
（
前
に
）
・
霧
（
あ
る
、
存

　さ
ら
に
二
十
世
紀
　
　
　
在
す
る
）
・
。
巳
（
状
態
）
を
組
み
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
買
器
゜
・
。
・
①
（
近
く
に
い
る
）

に
入
る
と
、
「
今
の
　
　
　
に
由
来
し
て
い
る
。
こ
こ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
二
十
世
紀
が
そ
れ
ま
で
の
時
代

時
代
」
を
語
源
と
す
　
　
　
と
異
な
る
状
態
す
な
わ
ち
近
代
か
ら
脱
し
た
現
代
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る

る
「
近
代
」
の
把
握
　
　
　
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

に
新
た
に
同
じ
問
題

が生
じ
て
き
た
。
そ
　
　
　
2
．
音
楽
学
に
お
け
る
近
代

れ
は
十
九
世
紀
ま
で
　
　
　
　
時
代
区
分
と
年
代
と
の
符
合
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
先
立
つ
基
準

の

世

界と
二
十
世
紀
　
　
　
や
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
共
通
し
た
枠
組
み
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
一
例
と

の

現
状
が
大き
く
異
　
　
　
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
学
の
一
部
で
近
代
9
日
o
‘
・
日
o
ユ
①
∋
而
ω
を
一
四
五
三

な
っ
て
い
る
と
感
じ
　
　
　
年
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
滅
亡
に
始
ま
り
、
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
終
わ

ら
れ
た
こ
と
に
起
因
　
　
　
る
と
す
る
解
釈
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
音
楽
に
お
い

す
る
。
そ
こ
で
十
七
　
　
　
て
も
そ
こ
に
は
特
異
な
事
情
が
あ
り
、
そ
れ
も
考
慮
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に

世
紀
か
ら
十
九
世
　
　
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
芸
術
音
楽
史
に
お
け
る
近
代
に
つ
い
て
時
期
を
設
定
し
て
き
た
い

紀
に
か
け
て
の
時
　
　
と
思
う
。

期
に
対
し
て
は
、
　
　
　
　
ま
ず
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
史
に
お
け
る
古
代
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
古
代
ギ
リ

そ
れ
ま
で
用
い
て
　
　
　
シ
ア
の
音
楽
を
指
す
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
の

い
た
用
語
「
新
し
　
　
　
音
楽
は
中
世
以
降
の
ゲ
ル
マ
ン
社
会
や
ス
ラ
ヴ
社
会
に
と
っ
て
精
神
的
源
で

い
時
代
宕
而
旨
o
巨
　
　
こ
そ
あ
れ
、
そ
こ
に
音
楽
そ
の
も
の
の
連
続
性
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

や

「
今
の

時

代

6＄
　
　
　
ま
た
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
哲
学
や
演
劇
や
造
形
芸
術
に
お
い
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
・

目
o
ユ
①
日
①
、
日
o
ユ
o
日
　
　
　
ロ
ー
マ
が
模
範
と
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
の
に
対
し
、
音
楽
は
古
代
と
の
関
連

匡ヨ
o
°
・
」
を
残
し
な
　
　
　
は
非
常
に
希
薄
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
音
楽
を
指
し
て
近
代
の



　
　

音楽
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
は
音
楽
史
に
お
け
る
近
代
は
ど
の
　
　
　
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
期
の
音
楽
は
先
の
定

　
　
よ
う
な
要
因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
そ
れ
は
時
期
と
し
て
い
つ
を
指
す
の
で
あ
　
　
　
義
に
お
け
る
近
代
音
楽
の
最
終
期
に
あ
た
り
、
ま
た
長
い
近
代
に
あ
っ
て
最
も

　
　
ろ
う
か
。
そ
こ
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
史
全
体
を
概
観
し
、
音
楽
を
存
立
さ
せ
　
　
　
新
し
い
時
代
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
使
用
に
な
っ
た
と
推

　
　
る
最
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
音
組
織
8
ロ
。
°
。
誘
8
日
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
れ
が
　
　
　
測
で
き
る
が
、
そ
の
使
用
に
は
歴
史
観
に
よ
る
時
代
区
分
は
見
ら
れ
ず
、
用
語

　　
　
一
六
〇
〇
年
頃
に
大
き
く
転
換
し
て
い
る
状
況
が
見
て
取
れ
る
。
つ
ま
り
十
六
　
　
　
だ
け
が
一
人
歩
き
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　

世紀
ま
で
の
音
楽
が
教
会
旋
法
日
。
△
呂
目
で
作
ら
れ
る
の
に
対
し
、
十
七
世

　
　

紀
以降
は
調
性
8
⇒
品
蔓
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
調
性
音
楽
　
　
　
3
．
近
代
日
本
に
導
入
さ
れ
た
西
洋
近
代
音
楽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ア

　
　
と
は
、
複
数
の
和
音
を
意
味
を
持
っ
て
連
結
さ
せ
、
そ
の
完
結
に
よ
っ
て
和
声
　
　
　
　
明
治
政
府
は
文
明
開
化
の
名
の
下
に
、
欧
米
か
ら
国
家
制
度
を
は
じ
め
文

　
　

終止
形
○
註
6
白
。
①
と
呼
ば
れ
る
一
つ
の
個
体
●
有
評
を
作
り
上
げ
、
そ
の
個
体
　
　
　
物
、
産
業
、
技
術
な
ど
を
積
極
的
に
導
入
し
、
そ
の
一
つ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽

　
　

の集
合
に
よ
っ
て
よ
り
大
き
な
個
体
を
作
り
、
最
後
に
全
体
を
構
成
し
て
い
く
　
　
　
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
も
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
時

　
　
と
い
う
音
楽
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
完
結
し
た
個
体
旨
合
く
己
已
巴
を
人
間
と
対
峙
　
　
　
に
導
入
さ
れ
た
音
楽
と
言
え
ば
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
作
ら
れ
た
り
、
鑑
賞
さ

　
　
さ
せ
、
人
間
に
取
り
扱
わ
れ
る
対
象
と
し
て
音
楽
を
捉
え
る
方
法
、
言
い
換
え
　
　
　
れ
た
り
し
て
い
た
音
楽
に
限
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
は
二
十
世
紀

　
　

れ
ば

合
理
主義
的
把
握
に
他
な
ら
な
い
。
音
楽
史
に
お
け
る
近
代
と
は
、
ま
さ
　
　
　
初
頭
ま
で
の
音
楽
で
あ
り
、
殆
ど
が
調
性
音
楽
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
た

　
　
し
く
人
間
が
音
楽
と
こ
の
よ
う
に
向
き
合
う
時
代
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
　
　
　
だ
そ
の
頃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ヴ
ィ
ー
ン
を
中
心
に
活
躍
す
る
新
ヴ
ィ
ー
ン
楽
派

　
　う
。
例
え
ば
一
六
〇
〇
年
頃
に
誕
生
し
た
オ
ペ
ラ
は
言
う
ま
で
も
な
く
音
楽
劇
　
　
　
の
作
曲
家
た
ち
（
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
〉
日
o
己
o
。
合
曾
ぴ
2
σ
Q
二
゜
。
忘
－
一
口
田
、
べ

　
　
であ
る
が
、
そ
れ
は
数
あ
る
他
の
音
楽
劇
と
は
異
な
っ
て
作
品
が
対
象
化
し
て
　
　
　
ル
ク
≧
O
昌
ロ
o
『
㏄
二
゜
。
°
。
O
」
⇔
ω
O
、
ヴ
ェ
ー
ベ
ル
ン
〉
巳
o
ロ
≦
o
ぴ
隅
⇒
二
゜
。
°
。
甲

　
　

取り
扱
わ
れ
る
芸
術
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
近
代
音
楽
の
代
表
的
な
ジ
ャ
ン
ル
と
　
　
　
一
Φ
冷
ら
）
が
当
時
の
最
先
端
を
走
る
無
調
の
音
楽
を
作
曲
し
て
い
た
が
、
そ
れ

　
　
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
導
入
さ
れ
な
か
っ
た
か
、
或
い
は
導
入
さ
れ
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た

　
　
　
た
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
音
楽
と
言
え
ば
、
こ
の
十
七
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
　
　
　
か
の
い
ず
れ
か
の
理
由
で
、
日
本
で
聞
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ

　
　
に
か
け
て
展
開
さ
れ
た
「
調
性
音
楽
」
と
い
う
定
義
の
他
に
、
一
八
九
〇
年
頃
　
　
　
い
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
接
し
始
め
て
ま
だ
期
間
が
短
く
、
そ
の
よ
う
な
状
況

　
　

から
第
一
次
大
戦
終
結
の
頃
に
か
け
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
に
対
し
て
限
定
的
　
　
　
で
異
文
化
の
最
新
の
音
楽
、
し
か
も
非
常
に
複
雑
で
難
解
な
音
楽
を
鑑
賞
し
よ

　
　
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
演
奏
家
の
領
域
や
音
楽
史
を
　
　
　
う
と
思
わ
な
か
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
一
七
八
九
年

　
　

体系
的
に
捉
え
よ
う
と
し
な
い
人
々
の
間
に
広
く
流
布
し
、
「
近
代
音
楽
」
と
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
一
応
の
成
功
を
収
め
、
芸
術
音
楽
を
自
由
に
鑑
賞
す
る
こ
と

螂
　　
い
う
用
語
の
使
用
と
し
て
は
こ
の
方
が
む
し
ろ
一
般
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
　
　
　
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
中
産
市
民
が
交
響
曲
や
弦
楽
四
重
奏
曲
に
は
向
か
わ



W　ず
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
（
ウ
叶
①
目
N
乙
力
6
巨
已
ぴ
①
「
＃
　
」
『
O
や
ー
一
〇
〇
N
c
◎
）
の
歌
曲
や
器
楽
小
品
　
　
　
も
十
九
世
紀
後
半
の
国
民
楽
派
も
、
い
ず
れ
も
そ
こ
に
は
市
民
と
芸
術
音
楽
と

　
　
を
楽
し
ん
だ
状
況
に
類
似
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
明
治
期
の
人
々
の
中
に
は
現
在
　
　
　
の
接
触
が
あ
り
、
そ
れ
が
近
代
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
出
来
事
と
同
じ
状

　
　

の
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
鑑
賞
者
と
同
じ
よ
う
に
（
或
い
は
現
在
の
鑑
賞
者
よ
り
鋭
　
　
　
況
が
明
治
期
の
日
本
に
も
あ
り
、
近
代
日
本
の
音
楽
事
情
を
特
徴
付
け
て
い
た

　
　

い

鑑賞
能
力
で
も
っ
て
）
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
堪
能
し
て
い
た
人
も
ご
く
僅
か
　
　
　
の
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
導
入
だ
け
で
な
く
、
そ
の
近
代
的
た
入
間
と
音
楽

　
　
に
い
た
と
は
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
で
な
い
鑑
賞
者
が
馴
染
み
や
す
い
音
楽
を
好
　
　
　
と
の
係
わ
り
の
導
入
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　

ん

だ

の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
正
確
に
記
せ
ば
、
十
九
世
紀
末
に
フ
ラ
ン
　
　
　
　
な
お
、
十
九
世
紀
の
第
四
四
半
世
紀
、
ア
メ
リ
カ
で
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
と

　
　
ス

でド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
（
○
一
①
⊆
△
O
［
）
O
ぴ
已
ψ
力
Φ
ぺ
、
一
〇
〇
〇
N
ー
一
⇔
」
o
o
）
ら
に
よ
っ
て
作
曲
さ
　
　
　
作
風
や
表
現
様
式
を
全
く
異
に
す
る
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
が
か
な
り
流
行
し
始
め

　
　

れ
始
め

て

いた
調
性
に
拠
ら
な
い
耳
障
り
の
良
い
作
品
も
日
本
に
届
け
ら
れ
、
　
　
　
て
い
た
が
、
同
時
期
に
こ
の
音
楽
が
日
本
に
ど
れ
ほ
ど
導
入
さ
れ
た
か
は
定
か

　
　
そ
の
音
楽
を
鑑
賞
す
る
機
会
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
当
時
の
日
本
人
　
　
　
で
な
い
。

　
　

に
と
っ
て
、
そ
れ
が
調
性
か
ら
脱
し
よ
う
と
す
る
音
楽
で
あ
る
こ
と
な
ど
分
か

　
　
る
由
も
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
明
治
期
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音

　
　楽は
当
時
の
西
欧
で
聞
か
れ
て
い
た
音
楽
で
あ
っ
た
こ
と
に
違
い
な
い
が
日
　
三
、
ヨ
占
。
パ
立
白
楽
に
お
け
る
美
お
よ
び
芸
術
の
概
念

　
　
本
の
聴
衆
は
そ
の
音
楽
の
本
質
を
知
る
こ
と
な
く
、
無
計
画
で
感
覚
的
に
招
き
　
　
　
　
日
本
の
近
代
化
に
伴
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
音
楽
が
導
入
さ
れ
た
が
、
果
た

　
　

入
れ
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
そ
の
近
代
音
楽
と
は
ど
の
よ
う
な
音
楽
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

　
　
　
ま
た
滝
廉
太
郎
や
山
田
耕
搾
と
い
っ
た
日
本
人
作
曲
家
も
日
本
風
の
ヨ
ー
　
　
　
を
探
る
た
め
に
、
次
に
「
音
楽
」
の
本
質
と
関
わ
る
二
つ
の
側
面
、
「
美
」
と

　
　
ロ

ッ

パ
音楽
を
作
曲
し
、
一
定
の
聴
衆
（
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
愛
好
者
）
か
ら
受
　
　
　
「
芸
術
」
お
よ
び
そ
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず

　
　
け
入
れ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
も
そ
の
音
楽
が
聴
衆
に
と
っ
て
非
常
に
親
し
み
易
い
　
　
　
は
そ
れ
ぞ
れ
が
古
代
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
各
時
代
区
分
に
あ
っ
て
ど
の
よ
う

　
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
十
九
世
紀
後
半
、
当
時
　
　
　
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
調
性
音
楽
の
覇
権
を
握
っ
て
い
た
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
音

　
　
楽
が
次
第
に
東
欧
と
北
欧
に
拡
が
っ
て
い
き
、
各
地
の
国
家
や
民
族
の
文
化
や
　
　
　
ー
．
美
の
概
念
の
変
遷

　
　

風習
が
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
、
国
民
楽
派
と
称
さ
れ
る
音
楽
が
根
付
い
て
い
く
　
　
　
　
「
美
」
及
び
「
美
し
い
」
と
言
う
語
は
い
つ
の
時
代
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る

　
　
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
国
民
楽
派
の
活
動
と
山
田
耕
搾
ら
の
活
動
に
も
類
似
性
　
　
　
が
、
そ
の
指
し
示
す
意
味
（
概
念
）
は
時
代
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
一
致
し
て
い

　
　

が
見ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
滝
廉
太
郎
や
山
田
耕
搾
の
音
楽
は
　
　
　
な
い
。
そ
こ
で
「
美
し
い
贈
り
物
」
、
「
美
し
い
家
」
、
「
美
し
い
服
」
と
い
う
言

　
　

本質
的
に
ド
イ
ツ
音
楽
な
の
で
あ
る
。
西
欧
に
お
け
る
十
九
世
紀
初
頭
の
状
況
　
　
　
葉
を
例
に
取
り
、
そ
れ
ら
が
古
代
か
ら
近
代
に
亘
っ
て
時
代
区
分
ご
と
に
ど
の



　
　
よ
う
な
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
た
か
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
な
な
ど
神
々
に
近
い
完
全
性
を
意
味
す
る
語
彙
で
あ
っ
た
。
ま
た
中
世
に
お
い

　
　

ω
古
代　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
、
「
美
」
は
神
自
身
の
本
質
1
1
「
真
」
で
あ
り
、
「
美
し
い
」
は
尊
い
、
慎
ま

　
　
　

①美
し
い
贈
り
物
：
贈
り
手
が
受
け
手
に
対
し
て
確
固
た
る
も
の
（
意
識
）
　
　
　
し
い
、
彼
岸
的
な
と
い
っ
た
神
の
賛
美
を
包
含
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

　
　
　
　
を
持
っ
て
贈
ら
れ
る
贈
り
物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
代
で
用
い
ら
れ
る
「
美
」
は
、
理
性
に
支
え
ら
れ
た
個
人
的
主
観
の
描
出
と

　
　
　

②美
し
い
家
：
豊
か
で
大
き
く
人
目
に
つ
い
て
世
間
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
　
　
　
享
受
で
あ
り
、
「
美
し
い
」
は
綺
麗
な
、
麗
し
い
、
素
晴
ら
し
い
な
ど
主
観
が

　
　
　
　
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目
的
に
合
致
し
て
い
る
状
態
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
道
徳
や
神
と

　
　
　

③美
し
い
服
：
そ
れ
を
ま
と
っ
て
い
る
人
が
高
貴
な
人
物
で
あ
る
こ
と
を
示
　
　
　
の
関
連
性
を
見
る
こ
と
は
な
い
。

　
　
　
　

す

服

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
2
．
芸
術
の
概
念
の
変
遷

　
　

②中
世
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
音
楽
は
美
し
い
」
と
言
わ
れ
る
ほ
か
、
「
音
楽
は
芸
術
だ
」
と
考
え
ら
れ
て

　
　
　
①
美
し
い
贈
り
物
：
神
を
讃
え
る
た
め
に
神
に
捧
げ
る
に
相
応
し
い
贈
り
　
　
　
い
る
。
そ
こ
で
「
美
」
に
お
け
る
考
察
と
同
じ
よ
う
に
、
個
々
の
時
代
区
分
の

　
　
　
　
物
、
す
な
わ
ち
供
物
な
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芸
術
の
概
念
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
②
美
し
い
家
：
創
造
主
で
あ
る
神
の
住
ま
う
家
、
す
な
わ
ち
教
会
な
ど
　
　
　
　
　
ω
古
代

　
　
　
③
美
し
い
服
：
神
を
讃
え
る
人
が
ま
と
う
服
、
す
な
わ
ち
神
父
の
法
衣
な
ど
　
　
　
　
芸
術
は
「
模
倣
の
技
術
（
テ
ク
ネ
ー
甘
江
忌
）
」
で
あ
り
、
概
し
て
実
践
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　知
識
を
指
し
て
い
た
。
そ
の
本
質
は
純
粋
な
理
性
的
思
考
に
よ
っ
て
認
識
で
き

　
　

③
近
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
る
イ
デ
ア
（
絶
対
的
な
永
遠
の
存
在
）
の
模
倣
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
そ
の
典

　
　
　
①
美
し
い
贈
り
物
：
形
態
や
色
が
感
性
的
に
綺
麗
な
贈
り
物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
型
の
対
象
と
な
る
範
囲
を
拡
大
し
て
い
き
、
現
実
を
写
し
出
す
も
の
と
さ
れ
る

　
　
　
②
美
し
い
家
：
屋
根
の
線
や
壁
の
色
が
感
性
的
に
綺
麗
に
見
え
る
家
　
　
　
　
　
　
ま
で
に
広
が
っ
た
。

　
　
　
③
美
し
い
服
：
材
質
や
色
や
形
状
が
感
性
的
に
綺
麗
に
感
じ
ら
れ
る
服

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②中
世

　
　
　
こ
の
一
覧
か
ら
、
近
代
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
美
」
の
概
念
、
す
な
わ
ち
一
　
　
　
　
こ
の
時
代
に
用
い
ら
れ
た
芸
術
は
ア
ル
ス
曽
゜
・
で
あ
り
、
そ
の
最
も
知
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　

般的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
「
美
し
い
」
の
意
味
が
他
の
時
代
と
は
異
な
っ
て
　
　
　
て
い
る
使
用
は
ア
ル
テ
ス
・
リ
ベ
ラ
レ
ス
胃
冨
ω
ま
①
己
o
°
・
（
自
由
学
芸
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
と
思
う
。
古
代
で
は
、
「
美
」
は
「
善
」
と
同
一
視
　
　
　
ア
ル
テ
ス
・
メ
カ
ニ
ケ
胃
9
°
・
日
而
。
冨
昆
。
器
（
機
械
的
技
術
）
で
あ
っ
た
。

螂　
　
さ
れ
て
お
り
、
「
美
し
い
」
は
「
善
い
」
に
近
く
、
豊
か
な
、
安
全
な
、
高
貴
　
　
　
こ
こ
で
も
芸
術
碧
。
・
と
言
う
語
は
「
模
倣
の
技
術
」
を
示
し
て
い
る
の
だ
が
、



協
　
古
代
に
お
け
る
使
用
と
異
な
っ
て
、
そ
の
模
倣
は
神
の
行
為
の
模
倣
で
あ
っ
　
　
近
し
て
い
る
状
態
が
窺
え
る
。
そ
し
て
こ
の
神
の
時
代
が
終
わ
る
と
、
芸
術
の

　
　
た
。
例
え
ば
自
由
学
芸
に
あ
る
音
楽
（
理
論
）
は
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
調
　
　
　
基
盤
は
個
人
的
主
観
・
美
的
感
情
と
い
っ
た
美
そ
の
も
の
に
置
か
れ
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
和
の
世
界
を
模
倣
す
る
こ
と
で
あ
り
、
機
械
的
技
術
と
さ
れ
る
農
耕
術
は
神
に
　
　
　
な
り
、
そ
こ
に
「
芸
術
作
品
の
創
造
と
鑑
賞
は
美
の
表
現
と
享
受
で
あ
る
」
と

　
　
よ
っ
て
育
ま
れ
る
植
物
の
生
育
を
模
倣
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
い
う
近
代
的
思
考
が
生
ま
れ
、
芸
術
と
美
と
が
一
体
化
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

③近
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
代
日
本
に
導
入
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
音
楽
は
、
こ
の
よ
う
な
近
代
ま
で

　
　
　
近
代
で
用
い
ら
れ
る
芸
術
と
い
う
言
葉
は
、
私
た
ち
が
日
常
的
に
使
っ
て
い
　
　
　
の
歴
史
を
背
負
い
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
本
質
の
歴
史
を
携
え
て
日
本
に
も
た
ら

　
　
る
も
の
で
あ
り
、
改
め
て
解
説
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
敢
え
て
定
義
す
る
な
ら
　
　
　
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
突
然
で
強
引
な
導
入
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
明
治
初

　
　
ば
、
カ
ン
ト
（
一
口
］
白
P
①
口
⊆
O
一
　
］
（
①
コ
戸
　
」
べ
N
《
1
一
C
◎
O
膳
）
の
言
葉
を
借
り
、
「
人
間
の
　
　
　
期
の
日
本
人
は
そ
の
音
楽
の
形
態
や
構
成
と
い
っ
た
外
的
側
面
へ
共
感
で
き
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
ロ

　
　

根
源的
な
心
の
動
き
（
主
観
）
の
調
和
的
活
動
状
態
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
　
　
　
も
の
の
、
そ
の
精
神
ま
で
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
明
治
政

　
　
　
　
　
ホ
ぼ

　
　

であ
ろ
う
。
も
は
や
そ
こ
に
は
模
倣
の
た
め
の
技
術
甘
各
巳
。
の
意
味
は
含
ま
　
　
　
府
は
日
本
人
が
そ
の
歴
史
的
背
景
を
知
ら
な
い
と
い
っ
た
状
況
を
利
用
し
て
、

　
　

れ
て

いな
い
。
敢
え
て
関
連
付
け
れ
ば
、
内
界
に
あ
る
主
観
の
調
和
的
状
態
を
　
　
　
或
い
は
政
府
自
体
が
知
ら
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
音
楽
を
道
徳
（
善
）
と
結
び

　
　

外
界に
模
倣
す
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
け
た
り
、
神
で
は
な
い
が
絶
対
的
な
も
の
へ
の
崇
拝
（
真
）
と
関
係
付
け
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
り
し
た
。
一
方
国
民
も
個
人
的
主
観
や
美
的
感
情
と
い
っ
た
こ
と
に
馴
染
ん
で

　
　
3
．
美
と
芸
術
の
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ら
ず
、
本
来
的
に
美
を
享
受
あ
る
い
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
　
　

上
記
の

整
理
から
、
近
代
以
降
に
生
き
る
我
々
に
と
っ
て
は
自
明
の
こ
と
と
　
　
　
そ
の
結
果
、
政
府
の
西
洋
音
楽
の
利
用
目
的
は
、
美
の
享
受
で
も
西
洋
へ
の
憧

　
　
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
「
芸
術
の
本
質
は
美
に
あ
る
」
と
い
う
定
義
は
、
他
　
　
　
れ
で
も
な
い
、
国
粋
主
義
へ
の
傾
斜
に
置
か
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
く
こ
と

　
　

の時
代
で
は
適
応
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
　
　
　
と
な
っ
た
。

　
　
は
、
プ
ラ
ト
ン
（
勺
一
①
け
0
ー
口
w
《
N
O
◎
＼
《
N
や
－
ω
ふ
O
O
＼
ω
《
べ
　
悼
｝
°
○
°
）
が
「
美
は
現
実
の
う
つ

　
　
ろ
い
や
す
さ
を
超
え
た
永
遠
的
本
質
の
認
識
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
神
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　四
、
近
代
日
本
に
お
け
る
音
楽
学

　
　

に近
い
完
全
性
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
実
践
的
な
技
術
で
あ
っ
た
芸
術
と

　
　
は
非
常
に
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
中
世
に
入
っ
て
も
美
と
芸
術
と
　
　
　
ー
．
日
本
に
お
け
る
音
楽
学
研
究
の
始
ま
り

　
　

の間
に
相
当
の
距
離
は
あ
っ
た
が
、
互
い
に
「
神
」
と
の
関
係
を
持
つ
よ
う
に
　
　
　
　
日
本
の
近
代
化
が
始
ま
っ
た
明
治
期
は
西
洋
化
に
力
が
注
が
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ

　
　
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
そ
の
「
神
」
と
い
う
絶
対
者
を
介
し
て
両
者
が
接
　
　
　
パ
の
文
明
・
文
化
が
日
本
に
導
入
さ
れ
る
の
に
伴
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
も



　
　
そ
の
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
な
く
次
々
と
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
ま
　
　
　
資
料
が
少
な
く
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
。
概
し
て
歴
史
上
で
実
際
に
起
こ
っ
た

　
　

で
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
そ
の
音
楽
を
い
き
な
り
体
系
的
に
把
握
す
　
　
　
出
来
事
や
存
在
し
た
事
柄
を
検
証
す
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
起
こ
ら
な
か
っ
た

　
　
る
、
す
な
わ
ち
学
問
的
に
理
解
す
る
こ
と
な
ど
到
底
不
可
能
で
あ
り
、
導
入
は
　
　
　
こ
と
、
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
検
証
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
理
由
か

　
　
も
っ
ぱ
ら
音
楽
作
品
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
西
洋
音
楽
史
に
お
け
る
「
実
　
　
　
ら
「
近
代
日
本
で
西
欧
風
の
音
楽
学
が
展
開
し
な
か
っ
た
こ
と
」
を
検
証
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ハ

　
　

践
が
理論
に
先
立
つ
」
と
い
う
定
石
と
一
致
し
て
お
り
、
音
楽
研
究
は
実
践
が
　
　
　
の
は
難
し
く
、
「
そ
れ
に
該
当
す
る
の
は
殆
ど
見
当
た
ら
な
い
」
と
答
え
る
に

　
　
あ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
後
あ
る
程
度
の
　
　
　
留
ま
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
僅
か
に
欧
米
の
著
作
を
翻
訳
す
る
と
い

　
　

時間
を
か
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
が
日
本
に
徐
々
に
浸
透
し
て
い
っ
た
後
、
第
二
　
　
　
う
活
動
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
研
究
成
果
が
一

　
　

次
大戦
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
そ
の
体
系
的
把
握
（
研
究
）
が
始
ま
っ
た
の
で
　
　
　
方
的
に
導
入
さ
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
や
は
り
日
本
に
お
け
る
音
楽
学
の
成
果
で
は

　
　
あ
る
。
否
、
正
確
に
言
え
ば
、
そ
の
学
問
が
欧
米
か
ら
日
本
に
導
入
さ
れ
る
条
　
　
　
な
か
っ
た
、
或
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
成
果
と
詞
一
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ

　
　
件
が
整
っ
た
と
い
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
こ
に
　
　
　
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
、
近
代
日
本
に
お
け
る
音
楽
学
の
最
初
の
成
果
は
、
研

　
　
日
本
に
お
い
て
も
音
楽
学
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
明
治
期
よ
り
第
二
　
　
　
究
成
果
と
い
う
形
に
は
見
出
せ
ず
、
研
究
に
先
立
つ
導
入
へ
の
努
力
と
い
う
事

　
　
次
大
戦
の
終
結
ま
で
の
準
備
期
間
を
置
い
て
、
或
い
は
周
知
・
熟
成
期
間
を
経
　
　
　
業
こ
そ
が
そ
れ
に
該
当
す
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
て
、
実
践
（
音
楽
作
晶
の
導
入
）
よ
り
お
よ
そ
八
十
年
遅
れ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音

　
　
楽
の
研
究
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
．
日
本
に
お
け
る
音
楽
学
研
究
の
展
開

　
　
　
因
み
に
音
楽
学
法
5
汗
忌
㊦
゜
・
o
自
合
鯵
が
独
立
し
た
学
（
個
9
8
の
芸
術
　
　
　
第
二
次
大
戦
が
終
結
し
、
社
会
が
再
び
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
た
頃
、

　
　
学
）
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
、
或
い
は
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
十
九
　
　
　
一
九
五
二
年
、
日
本
に
も
よ
う
や
く
音
楽
学
会
が
結
成
さ
れ
、
邦
楽
研
究
と
共

　
　
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
音
楽
学
は
、
当
初
は
音
楽
　
　
　
に
い
よ
い
よ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
研
究
が
本
格
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ

　
　
美
学
9
已
ω
汗
器
仔
⑦
［
完
を
基
盤
と
し
た
学
司
冨
6
嵩
窪
呉
と
し
て
の
音
楽
史
　
　
　
で
次
に
挙
げ
る
三
つ
の
項
目
を
例
に
、
そ
の
後
の
音
楽
学
研
究
の
展
開
に
つ
い

　
　
ζ
霧
汗
鷺
ロ
o
巨
0
9
⑦
研
究
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
美
学
よ
り
も
実
証
的
　
　
　
て
紹
介
し
た
い
。

　
　
あ
る
い
は
科
学
的
な
音
楽
史
研
究
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
　
　
　
閨
音
楽
学
会
機
関
誌
《
音
楽
学
》
の
創
刊
号
お
よ
び
第
2
号

　
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
導
入
期
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
研
究
の
準
備
期
に
は
、
　
　
　
　
①
創
刊
号
（
昭
和
二
十
九
（
一
九
五
四
）
年
発
行
∨
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
の

　
　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
そ
の
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
イ
ト
ル
他

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
期
に
ど
れ
ほ
ど
の
研
究
が
日
本
で
為
さ
れ
て
い
た
か
に
　
　
　
　
　
○
発
刊
の
辞
（
加
藤
成
之
）

W　　
つ
い
て
、
或
い
は
ど
れ
ほ
ど
研
究
が
為
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
　
　
　
　
　
○
論
文



瑚
　
　
　　
・
音
楽
学
成
立
並
に
各
分
野
の
関
連
に
就
て
（
相
沢
陸
奥
男
）
　
　
　
　
　
　
　
〈
音
楽
学
成
立
並
に
各
分
野
の
関
連
に
就
い
て
（
相
沢
陸
奥
男
）
〉

　
　
　
　

・

音
楽
構
成
に
お
け
る
時
間
性
と
空
間
性
（
金
田
茂
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
創
刊
号
の
最
初
を
飾
る
こ
の
論
文
の
「
二
、
音
楽
学
の
諸
分
野
と
そ
の
関

　
　
　
　
・
メ
ル
ス
マ
ン
の
音
楽
的
時
間
に
つ
い
て
（
谷
村
晃
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
連
」
の
冒
頭
で
、
「
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
す
べ
て
の
音
楽
は
美
的
価
値
の
具

　
　
　
　
・
ア
ド
ル
ノ
の
現
代
音
楽
の
美
学
（
吉
田
辰
雄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
の
一
形
態
で
あ
る
。
従
っ
て
、
音
楽
の
研
究
は
、
そ
れ
が
如
何
な
る
立
場
か

　
　
　
　・
日
本
和
声
体
系
と
十
二
音
音
楽
（
箕
作
秋
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
為
さ
れ
る
に
せ
よ
、
音
楽
の
こ
の
根
本
的
な
特
性
と
全
く
無
関
係
で
あ
り
得

　
　
　
　・
邦
楽
旋
律
構
造
の
一
特
性
（
片
岡
義
道
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
音
楽
の
如
何
な
る
分
野
も
、
又
い
か
な
る
見
地
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

研
究も
、
程
度
の
差
は
あ
れ
多
少
共
、
美
学
的
な
問
題
に
遭
遇
せ
ざ
る
を
得
な

　
　
　
こ
の
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
の
タ
イ
ト
ル
お
よ
び
そ
の
一
覧
か
ら
だ
け
　
　
　
い
。
こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
音
楽
美
学
は
音
楽
学
の
中
心
的
な
領
域
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ

　
　

で
は
何
も
読
み
取
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
度
そ
の
論
文
の
内
容
に
立
ち
　
　
　
様
に
思
わ
れ
る
。
…
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
音
楽
学
の
本
格

　
　

入
れば
、
以
下
の
よ
う
な
当
時
の
状
況
が
垣
間
見
え
て
く
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
な
開
始
に
あ
た
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
音
楽
美
学
を
基
盤
と
し
て
音
楽
学

　
　

〈発刊
の
辞
（
加
藤
成
之
）
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
誕
生
し
た
こ
と
と
の
栢
関
が
想
起
さ
れ
る
。

　
　
　
ま
ず
冒
頭
で
、
「
昭
和
二
十
七
年
の
春
東
京
で
音
楽
学
会
が
は
じ
め
て
結
成

　
　
さ
れ
夏
に
は
関
西
支
部
も
発
足
し
秋
に
は
京
都
で
大
会
を
も
つ
た
。
音
楽
学
会
　
　
　
〈
音
楽
構
成
に
お
け
る
時
間
性
と
空
間
性
（
金
田
茂
）
〉

　
　

が我
が
国
で
初
め
て
作
ら
れ
た
の
は
極
め
て
自
然
の
勢
で
あ
ろ
う
。
西
洋
音
楽
　
　
　
　
四
十
四
ペ
ー
ジ
に
亘
る
長
大
な
論
文
の
「
序
」
に
お
い
て
、
「
時
間
と
空
間

　
　

が
輸
入さ
れ
て
七
十
数
年
で
世
界
の
水
準
に
近
く
ま
で
発
展
し
た
事
か
ら
見
　
　
　
は
、
世
界
把
握
の
二
つ
の
根
本
的
要
事
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
二
つ

　
　
て
、
音
楽
学
会
も
そ
ろ
そ
ろ
出
来
て
よ
い
時
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
他
　
　
　
は
密
接
不
可
分
な
内
的
関
連
を
持
つ
。
音
楽
は
時
間
的
に
構
成
さ
れ
る
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ば

　
　
の学
会
に
く
ら
べ
る
と
四
、
五
十
年
も
遅
れ
て
い
る
。
…
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
　
　
　
れ
に
伴
っ
て
空
間
的
な
も
の
が
意
識
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
よ
り
、
音
楽
は
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ほ

　
　
こ
の
記
述
で
は
、
音
楽
学
会
の
発
足
が
「
遅
れ
て
い
る
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
　
　
　
の
本
質
を
、
最
も
明
確
に
表
現
し
得
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
…
」
、

　
　
が
、
む
し
ろ
学
会
が
発
足
す
る
に
先
立
っ
て
西
洋
音
楽
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
）
　
　
ま
た
「
第
一
章
　
第
二
節
　
音
楽
の
創
造
」
で
は
「
…
音
楽
の
創
造
は
、
民

　
　
が日
本
に
浸
透
す
る
の
に
こ
れ
だ
け
の
時
間
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
　
　
　
族
、
国
家
、
個
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
精
神
的
要
素
や
、
時
代
精
神
の
要
素
が
背
景

　
　
て

いる
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
す
れ
に
し
て
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
　
　
　
と
な
っ
て
、
こ
れ
等
客
観
的
主
観
的
両
側
面
の
関
係
よ
り
、
醸
成
さ
れ
て
感
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　音
楽
研
究
の
導
入
並
び
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
研
究
は
日
本
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
　
　
　
と
な
り
、
音
へ
と
作
用
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
…
」

　
　文
明
・
文
化
の
輸
入
が
始
ま
っ
て
か
ら
七
十
数
年
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
　
　
　
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
音
楽
を
「
世
界
の
本
質
」
や
「
精
神
」
と
の
関
係

　
　
こ
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
よ
っ
て
定
義
し
よ
う
と
す
る
、
す
な
わ
ち
形
而
上
学
的
な
解
釈
に
よ
っ
て
音



楽
の
本
質
を
解
き
明
か
そ
う
と
し
て
い
る
姿
が
見
て
取
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
楽
史
研
究
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　

〈メ
ル
ス
マ
ン
の
音
楽
的
時
間
に
つ
い
て
（
谷
村
晃
）
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
日
本
に
お
け
る
音
楽
学
関
係
の
主
な
出
版
状
況
（
昭
和
四
十
年
代
以
前
）

　
　

〈ア
ド
ル
ノ
の
現
代
音
楽
の
美
学
　
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
関
し
て
（
吉
田
辰
雄
）
〉
　
　
　
　
［
著
書
］

　
　
　
こ
の
二
つ
の
論
文
は
、
欧
米
で
最
高
の
音
楽
美
学
者
と
し
て
名
を
馳
せ
て
　
　
　
　
・
野
村
良
雄
音
楽
文
化
史
、
一
九
五
〇
年
、
全
音
教
科
書
（
株
）

　
　

い
た
メ
ル
ス
マ
ン
（
自
き
゜
。
ζ
g
°
・
日
㏄
目
二
◎
。
⇔
ご
O
や
一
）
と
哲
学
者
・
社
会
学
　
　
　
　
・
野
村
良
雄
音
楽
美
学
講
話
、
一
九
五
一
年
、
音
楽
之
友
社

　
　者
・
美
学
者
で
あ
っ
た
ア
ド
ル
ノ
（
］
り
庁
⇔
O
ユ
O
「
　
〉
●
O
「
口
O
、
一
〇
〇
ω
1
一
Φ
Φ
⇔
）
の
著
　
　
　
　
・
野
村
良
雄
　
精
神
史
と
し
て
の
音
楽
史
、
一
九
五
六
年
、
音
楽
之
友
社

　
　
ホ
　

　
　
書
を
紹
介
し
な
が
ら
解
説
を
加
え
て
い
る
論
考
で
、
畢
克
、
音
楽
美
学
の
論
文
　
　
　
　
・
渡
辺
　
護
　
音
楽
美
の
構
造
。
一
九
六
九
年
、
音
楽
之
友
社

　
　
と
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
張
源
祥
　
音
楽
の
美
と
本
質
、
一
九
七
一
年
、
創
元
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
・
野
村
良
雄
　
音
楽
美
学
、
一
九
七
一
年
、
音
楽
之
友
社

　
　
　

②第
2
号
（
昭
和
三
十
一
（
一
九
五
六
）
年
発
行
）
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
の
　
　
　
　
・
谷
村
　
晃
　
ウ
ィ
ー
ン
古
典
派
音
楽
の
精
神
構
造
、
一
九
七
一
年
、
音
楽

　
　
　
　
タ
イ
ト
ル
他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
之
友
社

　
　
　
　

・

評
論家
と
し
て
の
シ
ュ
ー
マ
ン
（
石
倉
小
三
郎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
海
老
沢
敏
　
音
楽
の
思
想
一
西
洋
音
楽
思
想
の
流
れ
、
一
九
七
二
年
、
音

　
　
　
　
・
ギ
リ
シ
ャ
の
楽
譜
（
中
山
貞
一
朗
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
楽
之
友
社

　
　
　
　
・
ピ
ア
ノ
音
楽
の
源
流
（
上
原
一
馬
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
訳
書
］

　
　
　
　
・
初
期
多
声
音
楽
に
対
す
る
考
察
（
地
主
忠
雄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
E
．
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
（
田
村
寛
貞
訳
）
音
楽
美
論
、
一
入
五
四
年
（
邦
訳

　
　
　　
　
・
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
楽
派
の
コ
ン
ド
ゥ
ク
ト
ゥ
ス
（
松
本
勝
男
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
二
三
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
・
E
．
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
（
渡
辺
護
訳
）
　
音
楽
美
論
、
一
八
五
四
年
（
邦
訳

　
　
　
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
論
文
の
タ
イ
ト
ル
を
見
れ
ば
、
こ
の
第
2
号
に
は
ヨ
ー
　
　
　
　
　
一
九
五
九
年
）
、
岩
波

　
　
ロ

ッ
パ
音
楽
史
に
関
す
る
論
文
ば
か
り
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
　
　
　
　
・
S
．
フ
ィ
ル
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（
田
村
一
郎
訳
）
　
音
楽
は
ど
う
思
想
を
表

　
　
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
の
内
容
は
欧
米
で
研
究
さ
れ
て
い
る
音
楽
史
の
紹
介
に
過
　
　
　
　
　
現
す
る
か
、
一
九
五
二
年
（
邦
訳
一
九
五
三
年
）
、
三
一
書
房

　
　
ぎ
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
が
、
た
と
え
そ
れ
ら
の
　
　
　
　
・
H
．
モ
ー
ザ
ー
（
橋
本
清
司
訳
）
　
音
楽
美
学
、
一
九
五
三
年
（
邦
訳

　
　
論
述
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
論
文
の
陣
容
は
こ
の
頃
か
ら
日
　
　
　
　
　
一
九
六
五
年
）

励　
　
本
に
お
い
て
も
欧
米
の
音
楽
学
研
究
の
影
響
を
受
け
、
音
楽
美
学
と
並
ん
で
音
　
　
　
　
・
A
．
ゴ
レ
ア
（
野
村
良
雄
・
田
村
武
子
訳
）
一
現
代
音
楽
の
美
学
、



切
　
　　
　
一
九
五
四
年
（
邦
訳
一
九
五
七
年
）
、
音
楽
之
友
社
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
、
今
回
の
全
国
大
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
ひ
と
つ
の
見
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
を
述
べ
ら
れ
た
。
今
回
の
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
見
渡
せ
ば
、
『
分
野
の
バ
ラ
エ

　
　
　
右
記
に
列
挙
し
た
出
版
物
は
、
昭
和
五
十
（
一
九
七
五
）
年
頃
ま
で
に
日
本
　
　
　
テ
ィ
の
拡
大
』
に
驚
か
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
拡
大
し
た
分
野
を
整
理
す
れ

　
　

で出
版
さ
れ
た
音
楽
学
に
関
係
す
る
主
な
書
籍
の
一
部
で
あ
る
。
手
元
に
あ
る
　
　
　
ば
、
①
音
楽
の
美
的
価
値
判
断
を
出
発
点
と
し
、
音
楽
や
音
楽
作
品
に
接
し
て

　
　

書
籍
で
恣意
的
な
選
択
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
一
覧
か
ら
、
日
　
　
　
い
く
分
野
と
、
②
音
楽
を
材
料
と
し
て
、
音
楽
以
外
の
事
項
を
解
明
し
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ね

　
　

本に
音
楽
学
会
が
誕
生
し
て
以
降
、
音
楽
研
究
が
活
発
に
な
っ
た
こ
と
に
疑
い
　
　
　
す
る
分
野
の
二
種
類
に
大
別
で
き
る
と
い
っ
た
示
唆
で
あ
る
。
」

　
　
を
挟
む
余
地
は
な
い
が
、
そ
の
内
容
が
や
は
り
美
学
中
心
だ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
　
　
　
　
因
み
に
そ
の
時
の
全
国
大
会
（
一
九
九
七
年
十
月
開
催
）
で
行
な
わ
れ
た
シ

　
　

れる
。
そ
こ
に
は
、
学
会
が
発
足
し
た
当
時
、
「
音
楽
学
に
は
諸
分
野
が
あ
る
　
　
　
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
二
つ
の
う
ち
二
つ
）
の
題
目
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

がそ
の
基
盤
は
音
楽
美
学
に
あ
る
」
と
い
う
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
た
状
況
が
　
　
　
　
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
ー
‥
音
楽
研
究
の
た
め
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
技
術

　
　
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
よ
る
学
究
は
、
欧
米
に
お
　
　
　
　
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
2
‥
越
境
す
る
日
本
音
楽
ー
あ
る
い
は
研
究
著
の
越
境

　
　
け
る
変
化
の
傾
向
に
追
随
し
て
お
よ
そ
二
十
年
ほ
ど
で
下
降
線
を
辿
る
よ
う
に

　
　
な
り
、
昭
和
五
十
年
代
以
降
の
音
楽
学
は
も
っ
ぱ
ら
音
楽
史
が
中
心
と
な
っ
て
　
　
　
○
《
音
楽
学
》
第
4
9
巻
3
号
　
編
集
後
記
（
二
〇
〇
四
年
発
行
）

　
　
く
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
…
こ
の
編
集
後
記
を
書
く
に
あ
た
り
、
近
年
の
最
終
号
の
編
集
後
記
を
拝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
見
し
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
一
連
の
文
章
か
ら
だ
け
で
も
、
最
近
の
音
楽
学
研

　
　

③平
成
期
の
日
本
に
お
け
る
音
楽
学
の
状
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
究
の
急
激
な
変
化
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
主
た
る
も
の
は
、

　
　
　
音
楽
美
学
を
基
盤
と
す
る
音
楽
研
究
と
し
て
始
ま
り
、
そ
の
後
音
楽
史
研
究
　
　
　
電
子
メ
ー
ル
の
利
用
に
関
す
る
こ
と
と
音
楽
学
の
研
究
領
域
の
拡
が
り
に
あ
る

　
　

が中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
音
楽
学
で
あ
る
が
、
平
成
期
に
入
る
と
次
第
に
音
楽
　
　
　
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
と
り
わ
け
後
者
は
、
実
際
に
編
集
作
業
に
取
り
掛
か
っ
て

　
　

美
学
や
音楽
史
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
領
域
に
拡
が
り
を
見
せ
始
め
、
も
は
　
　
　
い
る
際
、
痛
切
に
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
た
。
…
研
究
が
分
化
し
、
ま
た

　
　

や音
楽
学
は
音
楽
に
関
す
る
事
柄
を
扱
う
学
問
と
な
っ
た
。
そ
の
実
情
を
示
す
　
　
　
他
領
域
と
の
学
際
的
様
相
を
帯
び
た
研
究
も
増
加
す
る
な
か
、
充
実
し
た
査
読

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
日
本
音
楽
学
会
（
旧
音
楽
学
会
）
の
機
関
誌
に
掲
載
さ
れ
た
二
つ
の
記
述
を
次
　
　
　
に
基
づ
く
編
集
に
よ
っ
て
…
」

　
　
に
引
用
す
る
。

　
　

○

《
音楽
学
》
第
4
3
巻
3
号
　
日
本
音
楽
学
会
第
4
8
回
全
国
大
会
記
録
　
　
　
　
以
上
三
種
類
の
資
料
を
参
考
に
し
て
「
近
代
日
本
に
お
け
る
音
楽
学
」
に
つ

　
　
　

（
一
九
九

八年
発
行
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
て
考
察
す
れ
ば
、
ま
ず
は
日
本
に
お
け
る
音
楽
学
は
開
始
の
時
期
に
大
き
な

　
　
　

「…
会
長
の
開
会
挨
拶
か
ら
始
ま
る
。
角
倉
会
長
は
、
そ
の
挨
拶
の
な
か
　
　
　
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
第
二
次
大
戦



　
　
後
、
二
十
世
紀
も
後
半
と
も
な
れ
ば
、
欧
米
で
は
そ
の
学
問
的
展
開
が
既
に
進

　
　み
・
音
楽
美
学
よ
り
も
音
楽
史
研
究
が
忠
と
な
っ
て
き
て
い
た
・
そ
の
た
め
　
五
、
立
日
楽
学
の
現
在

　
　
日
本
に
お
け
る
音
楽
学
も
、
音
楽
学
会
の
機
関
誌
創
刊
号
と
第
2
号
や
音
楽
学
　
　
　
1
．
二
十
世
紀
後
半
の
音
楽
の
把
握

　
　

会
発
足時
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
に
出
版
さ
れ
た
著
作
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
　
　
　
　
二
十
世
紀
に
な
る
と
、
遅
く
と
も
第
二
四
半
世
紀
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

　
　
初
こ
そ
音
楽
美
学
に
類
す
る
研
究
が
為
さ
れ
て
い
た
が
、
同
時
に
音
楽
史
に
関
　
　
　
い
て
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
本
質
が
十
七
世
紀
以
来
続
い
て
き
た
「
美
と
芸
術
は

　
　
す
る
体
系
的
な
理
解
が
な
い
ま
ま
実
証
的
な
音
楽
史
研
究
へ
と
方
向
転
換
し
な
　
　
　
一
体
で
あ
り
、
そ
れ
を
人
間
に
対
時
さ
せ
て
把
握
す
る
〉
と
い
っ
た
も
の
か
ら

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
よ
う
や
く
音
楽
史
研
究
が
確
立
　
　
　
大
き
く
姿
を
変
え
始
め
た
。
そ
れ
は
調
性
を
放
棄
し
た
無
調
音
楽
な
ど
に
見

　
　
し
て
く
る
や
否
や
一
九
九
〇
年
代
に
な
る
と
、
日
本
に
お
け
る
音
楽
研
究
の
中
　
　
　
ら
れ
る
作
風
の
変
化
に
も
顕
著
だ
が
、
音
楽
の
根
本
概
念
に
つ
い
て
の
相
違

　
　

心は
、
も
は
や
音
楽
あ
る
い
は
音
楽
作
品
そ
の
も
の
に
向
か
う
の
で
な
く
、
音
　
　
　
も
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
お
よ
そ
十
九
世
紀
ま
で
の
音
楽
（
近
代
音

　
　
楽
の
周
辺
や
音
楽
外
の
事
物
と
の
関
連
に
拡
が
り
を
見
せ
、
実
用
的
な
研
究
領
　
　
　
楽
）
は
、
作
曲
・
演
奏
・
鑑
賞
の
い
ず
れ
の
領
域
で
も
、
主
体
と
し
て
の
人

　
　
域
、
所
謂
応
用
音
楽
学
へ
移
っ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
本
来
の
あ
　
　
　
問
に
客
体
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
客
観
的
真
理
で
あ
る
音
楽
美
を
理
性
的
認
識

　
　
る
べ
き
発
展
が
為
さ
れ
ず
、
進
む
べ
き
方
向
が
見
誤
ら
れ
て
い
る
。
と
言
う
の
　
　
　
に
よ
っ
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
、
ま
さ
に
合
理
主
義
の
産
物
で
あ
っ
た
。
と
こ

　
　
は
、
音
楽
学
は
美
学
を
基
盤
と
し
て
誕
生
し
た
人
文
学
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
こ
　
　
　
ろ
が
二
十
世
紀
を
歩
ん
で
い
く
う
ち
に
新
し
い
技
法
や
音
組
織
に
よ
る
作
品
が

　
　

から
離
れ
る
の
は
ま
さ
し
く
音
楽
学
そ
の
も
の
の
終
焉
を
意
味
す
る
に
外
な
ら
　
　
　
次
々
と
生
み
出
さ
れ
、
音
楽
の
様
相
に
ず
い
ぶ
ん
と
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

　
　
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
変
貌
は
単
に
作
曲
技
法
や
音
楽
の
表
情
に
関
わ
る

　
　
　

他方
、
同
様
に
重
要
な
こ
と
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
二
十
世
紀
後
半
に
は
　
　
　
も
の
で
な
く
、
音
楽
の
本
質
の
変
化
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

　
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
「
近
代
」
自
体
が
か
な
り
変
貌
を
遂
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
　
　
　
世
紀
後
半
に
入
り
、
石
田
正
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（
窯
曽
江
口
出
Φ
賦
品
陪
w
戸
◎
。
◎
。
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ハ

　
　
が
挙
げら
れ
る
。
音
楽
に
関
し
て
言
え
ば
、
既
に
合
理
主
義
的
に
音
楽
を
把
握
　
　
　
一
鵠
O
）
の
論
じ
た
「
存
在
と
存
在
者
と
の
闘
に
認
め
た
差
異
」
か
ら
想
起
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ロ

　
　
す
る
捉
え
方
は
終
わ
っ
て
お
り
、
作
品
も
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
方
法
で
は
作
　
　
　
そ
の
本
質
の
変
化
を
形
而
上
的
に
理
解
す
る
に
到
っ
た
。
石
田
は
ハ
イ
デ
ッ

　
　
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
今
や
こ
の
状
態
に
美
学
を
基
盤
と
し
た
音
楽
学
が
ど
　
　
　
ガ
ー
の
哲
学
論
究
「
存
在
と
存
在
者
と
の
存
在
論
的
差
異
」
を
美
学
的
に
改

　
　

のよ
う
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く
か
が
問
わ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
変
し
、
「
芸
術
と
芸
術
作
品
と
の
存
在
論
的
差
異
」
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
今
こ
こ
に
そ
れ
を
「
音
楽
と
音
楽
作
品
と
の
存
在
論
的
差
異
」
に
置
き
換

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
、
二
十
世
紀
以
降
の
音
楽
の
本
質
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

捌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　今
、
一
人
の
人
間
の
前
に
、
何
ら
か
の
法
則
（
人
間
の
意
図
で
も
よ
い
）
を



辺
　
持
っ
た
音
響
が
作
り
出
さ
れ
た
と
仮
定
す
る
。
そ
の
時
、
そ
の
人
間
が
そ
の
音
　
　
　
の
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　

響に
何
も
感
じ
な
か
っ
た
り
、
不
快
を
感
じ
た
り
し
た
場
合
は
、
そ
こ
に
は
人
　
　
　
　
な
お
、
音
楽
或
い
は
音
楽
作
品
に
対
す
る
こ
う
い
っ
た
把
握
の
仕
方
は
、
何

　
　
と
音
（
或
い
は
空
気
の
振
動
〉
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
の
も
の
は
何
　
　
　
も
二
十
世
紀
の
非
調
性
音
楽
に
対
し
で
だ
け
適
応
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ

　
　
も
な
い
。
し
か
し
そ
の
人
間
が
そ
の
音
響
に
精
神
的
な
緊
張
を
呼
び
起
こ
し
　
　
　
れ
は
あ
く
ま
で
も
把
握
の
方
法
で
あ
っ
て
十
九
世
紀
以
前
の
音
楽
に
も
充
分
に

　
　
た
（
単
純
に
言
え
ば
聞
き
λ
っ
た
）
と
す
れ
ば
そ
の
場
の
状
況
は
一
変
す
る
。
　
　
　
適
応
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
方
法
で
こ
れ
ま
で
の
音
楽
を

　
　
そ
の
人
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
単
な
る
人
で
な
く
な
り
、
一
人
の
「
鑑
賞
者
」
と
な
　
　
　
捉
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
り
、
同
時
に
そ
の
音
響
も
単
な
る
音
の
塊
で
は
な
く
、
「
音
楽
作
品
」
に
変
わ

　
　
る
。
そ
し
て
そ
の
精
神
的
緊
張
こ
そ
が
「
音
楽
」
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
　
　
　
2
．
日
本
の
音
楽
学
の
進
む
べ
き
方
向

　
　

が音
楽
を
取
り
巻
い
て
お
り
、
そ
こ
に
音
楽
と
音
楽
作
品
と
の
差
異
を
見
て
取
　
　
　
　
人
間
の
側
に
音
楽
が
生
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
人
間
の
側
に
あ
る
音
楽
が

　
　
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
音
楽
作
品
と
い
う
物
質
的
な
　
　
　
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
今
、
合
理
主
義
的
把
握
の
時
代
（
返
代
）
は
過
ぎ

　
　
も
の
は
こ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
鑑
賞
者
の
前
に
客
体
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
　
　
　
去
り
、
そ
こ
に
は
代
わ
っ
て
私
た
ち
の
時
代
（
現
代
）
の
新
し
い
音
楽
芸
術
と

　
　
が
、
音
楽
と
い
う
精
神
的
な
も
の
は
鑑
賞
者
の
側
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
　
　
　
の
関
係
が
生
ま
れ
で
い
る
。
ま
た
主
客
一
体
的
把
握
も
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

　
　
は
音
楽
は
も
は
や
客
体
で
は
な
い
。
ま
た
そ
の
「
音
楽
」
は
鑑
賞
者
の
側
に
常
　
　
　
り
、
こ
の
思
考
に
沿
っ
て
、
或
い
は
こ
の
思
考
と
並
行
し
て
作
曲
二
創
作
の
実

　
　
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
現
象
と
し
て
生
起
し
て
は
消
失
す
る
。
従
っ
　
　
　
践
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
個
々
の
作
曲
家
が
そ
れ
ぞ
れ

　
　
て

以前
は
「
音
楽
（
或
い
は
音
楽
美
）
は
音
楽
作
晶
（
楽
曲
）
と
共
に
存
在
す
　
　
　
の
理
論
（
作
曲
法
・
音
組
織
な
ど
）
を
主
張
し
て
い
る
様
子
を
伺
う
こ
と
が
で

　
　
る
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
今
や
「
音
楽
は
鑑
賞
者
に
現
象
と
し
　
　
　
き
る
。
こ
う
い
っ
た
状
況
か
ら
考
察
し
た
結
果
を
、
先
に
述
べ
た
「
美
の
概
念

　
　
て

生

起す
る
」
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
変
遷
」
に
追
加
す
る
と
す
れ
ば
、
現
代
に
生
き
る
我
々
が
「
美
し
い
」
と
い

　
　
　
さ
ら
に
山
崎
正
和
が
説
く
、
演
技
に
お
け
る
「
主
体
（
役
者
）
と
客
体
（
配
　
　
　
う
語
を
使
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
未
だ
近
代
の
意
味
で
用
い
る
場
合
と
、
そ

　
　役
）
と
の
一
致
」
を
敷
術
す
れ
ば
、
演
技
に
匹
敵
す
る
演
奏
も
主
体
と
客
体
が
　
　
　
の
意
味
を
残
し
な
が
ら
そ
こ
に
精
神
的
な
清
廉
さ
や
心
地
よ
さ
を
含
む
場
合
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　

　　
　
一
致
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
一
般
に
受
動
的
行
為
と
　
　
　
が
あ
り
、
「
美
」
は
次
第
に
「
快
」
の
領
域
へ
と
向
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

　
　
さ
れ
る
鑑
賞
も
、
実
態
は
音
楽
作
品
を
聞
き
な
が
ら
心
の
中
で
共
に
歌
う
と
　
　
　
れ
る
。
一
方
、
「
芸
術
の
概
念
の
変
遷
し
に
関
し
て
は
、
「
自
分
た
ち
の
時
代
」

　
　
い
っ
た
「
能
動
的
鑑
賞
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
主
体
と
客
体
が
一
致
し
た
状
　
　
　
で
あ
る
現
代
に
な
る
と
、
芸
術
表
現
は
個
人
的
主
観
を
重
要
視
す
る
も
の
の
ぞ

　
　態
」
を
想
像
す
る
の
に
困
難
は
要
し
な
い
。
こ
こ
に
音
楽
（
作
品
）
を
対
象
物
　
　
　
れ
へ
の
執
着
は
弱
ま
り
、
他
方
、
表
現
に
「
驚
樗
」
や
「
滑
稽
」
と
い
っ
た
遊

　
　
と
し
て
捉
え
る
合
理
的
な
把
握
方
法
が
新
し
く
現
象
学
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
　
　
　
戯
釣
特
質
が
中
心
に
据
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
現
代
で
は
、
美



　　
　
が
心
的
に
快
い
状
態
を
含
め
、
一
方
で
芸
術
が
遊
戯
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
　
　
　
　
＊
2
音
楽
に
現
れ
る
音
或
い
は
音
楽
を
構
成
す
る
音
を
、
音
高
と
機
能
（
各
音
間
の
相

　　
　
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
・
両
者
に
は
精
神
的
領
域
で
の
繋
が
り
が
あ
る
も
の
の
、
　
　
　
　
　
　
互
関
係
）
か
ら
一
定
の
秩
序
に
基
づ
き
体
系
化
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
＊
3
　
後
白
河
法
皇
の
〈
歌
謡
研
究
〉
や
荻
生
祖
裸
の
〈
楽
律
考
〉
な
ど
、
数
多
く
の
研

　
　近

代
に
お
け
る
よ
う
な
一
体
化
し
た
状
態
か
ら
次
第
に
再
び
距
離
を
取
る
よ
う
　
　
　
　
　
　
究
が
残
さ
れ
て
い
る
・

　
　　
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
言
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
4
日
本
音
楽
の
西
洋
風
研
究
に
は
、
こ
の
著
作
に
到
る
前
段
階
に
、
小
中
村
清

　
　
　　
一
方
、
こ
う
い
っ
た
状
況
に
対
し
て
音
楽
学
で
は
こ
の
時
代
の
音
楽
を
統
括
　
　
　
　
　
　
矩
の
〈
歌
舞
音
楽
略
史
〉
二
八
八
八
年
）
、
上
原
六
四
郎
の
〈
俗
楽
旋
律
考
〉

　
　す
る
理
念
に
つ
い
て
未
だ
充
分
に
研
究
が
為
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
そ
の
　
　
　
　
　
　
二
八
九
五
年
）
、
東
儀
鉄
笛
の
〈
日
本
立
日
楽
史
考
〉
（
未
完
）
な
ど
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
＊
5
　
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
　
学
制
（
学
校
制
度
）
の
制
定

　　
　
思
考
の
方
向
は
非
合
理
主
義
的
で
あ
っ
た
り
主
客
一
体
で
あ
っ
た
り
す
る
の
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
最
初
の
近
代
学
校
教
育
制
度
に
関
す
る
基
本
法
令

　　
　
が
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
東
洋
的
・
日
本
的
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
一
八
七
九
（
明
治
＋
二
）
年
　
学
制
を
廃
止
し
、
教
育
令
を
公
布

　　
　
例
え
ば
、
自
然
と
人
間
の
関
係
を
例
に
取
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
が
自
然
　
　
　
　
　
　
　
一
八
八
六
（
明
治
＋
九
）
年
　
教
六
目
令
を
廃
止
し
、
学
校
令
（
そ
の
中
に
小
学
校

　　
　
を
人
間
と
対
時
さ
せ
て
捉
え
「
環
境
゜
コ
己
『
o
⇒
日
①
葺
（
取
り
巻
く
も
の
）
」
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
例
が
含
ま
れ
る
）
を
制
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
　
学
校
令
を
廃
止
し
、
国
民
学
校
令
を
制
定

　
　呼

ん
で
い
る
の
に
対
し
、
日
本
人
は
古
来
か
ら
自
然
と
人
間
の
関
係
に
つ
い
て
　
　
　
　
＊
6
＋
七
世
紀
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
で
用
い
ら
れ
る
最
も
基
本
的
な
音
階
で
あ
る

　　
　
主
客
一
体
的
な
感
覚
を
持
ち
「
風
土
」
と
呼
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
　
　
　
　
　
　
長
音
階
と
短
音
階
（
厳
密
に
は
自
然
短
音
階
）
を
指
す
。

　
　う
な
感
覚
を
持
つ
日
本
人
の
音
楽
研
究
は
、
こ
れ
か
ら
世
界
の
音
楽
学
研
究
の
　
　
　
　
＊
7
例
え
ば
、
ト
ニ
カ
［
。
。
一
．
①
と
呼
ば
れ
る
立
日
階
の
中
心
立
日
を
基
立
日
と
す
る
三
和
立
日

　　　忠に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
．
日
本
で
音
楽
学
が
始
　
　
璽
竃
観
が
一
彰
露
雪
。
ぱ
抽
諸
鶉
舗

　　
　
ま
っ
て
こ
れ
ま
で
、
日
本
の
音
楽
研
究
は
欧
米
で
の
研
究
、
少
な
く
と
も
研
究
　
　
　
　
　
　
呼
ば
れ
る
音
階
中
の
第
五
度
音
を
基
音
と
す
る
三
和
音
（
D
と
表
記
）
を
連
結
さ

　　
　
方
法
の
後
追
い
状
態
が
続
い
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
に
新
し
い
真
理
の
探
究
が
　
　
　
　
　
　
せ
た
「
T
－
S
－
D
－
T
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　　
　
求
め
ら
れ
て
い
る
現
在
の
音
楽
学
研
究
に
あ
っ
て
は
、
日
本
的
思
考
で
も
っ
て
　
　
　
　
＊
8
文
法
、
修
辞
学
、
弁
論
術
、
音
楽
（
理
論
）
、
算
術
、
幾
何
学
、
天
文
学
の
七
つ

　　　
そ
の
最
先
端
を
行
～
・
と
が
で
き
る
状
況
と
な
っ
た
．
　
　
　
　
誘
譲
＝
。
舞
甦
雛
轄
の
「
芸
術
作
品
」
と
は
異
な
る
精
神
活
動

　
　
　
　私た
ち
の
時
代
（
現
代
）
は
常
に
最
も
新
し
い
近
代
で
あ
る
。
そ
の
近
代
に
　
　
　
　
　
　
で
あ
り
・
両
者
の
相
違
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
・

　
　
　お
け
る
日
本
の
音
楽
学
研
究
の
成
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
H
　
正
確
に
言
え
ば
、
神
の
時
代
が
終
わ
っ
た
か
ら
芸
術
の
基
盤
が
美
そ
の
も
の
に
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
芸
術
の
基
盤
が
個
人
的
主
観
・
美
的
感
情

　
　
　
　
註

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
と
い
っ
た
美
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
神
の
時
代
が
終
わ
っ
た
の
で
あ

　
　
　
　＊
ー
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
音
楽
に
は
大
別
し
て
民
衆
音
楽
日
已
゜
・
δ
已
。
0
8
巳
巴
器
と
ク
ラ
　
　
　
　
　
　
　
る
。

　
　
　
　
　
　　
シ
ッ
ク
音
楽
ヨ
已
－
－
一
ρ
已
。
－
－
知
く
呂
9
と
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
後
者
に
限
っ
て
論
考
　
　
　
　
　
＊
1
2
　
二
十
一
世
紀
に
入
り
十
年
以
上
が
過
ぎ
た
現
在
で
も
、
日
本
人
が
こ
の
本
質
的
に

瑠
　
　
　
　
　
　
の対
象
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
変
化
し
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
本
質
を
理
解
し
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
言
う



刀　
　
　
　
　
　
こ
と
は
で
き
な
い
。

～

　
　
　
　
＊
1
3
　
田
村
寛
貞
訳
《
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
の
音
楽
美
論
》
（
一
九
二
四
年
）
な
ど
の
訳
書
が

　
　
　
　
　
　
　残
さ
れ
て
お
り
、
全
く
研
究
が
為
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
　
＊
1
4
　
音
楽
学
会
機
関
誌
《
音
楽
学
》
（
創
刊
号
）
六
頁

　
　
　
　
＊
1
5
　
前
掲
書
　
＝
二
－
一
四
頁

　
　
　
　
＊
1
6
　
前
掲
書
　
二
二
頁

　
　
　
　
＊
1
7
　
前
掲
書
　
二
五
頁

　
　
　
　
＊
1
8
　
前
者
メ
ル
ス
マ
ン
に
関
し
て
は
《
N
O
詳
巨
ユ
ζ
已
゜
・
汗
（
時
間
と
音
楽
）
》
（
一
九
三
〇

　
　
　
　
　
　
　年
）
、
後
者
ア
ド
ル
ノ
に
関
し
て
は
《
O
苫
㊥
匡
o
る
・
o
O
巨
①
住
①
「
目
o
已
窪
呂
＝
°
。
済
（
現

　
　
　
　
　
　
　
代音
楽
の
哲
学
）
》
（
一
九
四
九
年
）
が
主
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
＊
1
9
　
拙
文
‥
音
楽
学
会
機
関
誌
《
音
楽
学
》
（
第
4
3
巻
3
号
）
二
〇
九
－
二
一
〇
頁

　
　
　
　
＊
2
0
　
拙
文
‥
音
楽
学
会
機
関
誌
《
音
楽
学
》
（
第
4
9
巻
3
号
）
奥
付

　
　
　
　
＊
2
1
　
ζ
゜
ロ
o
置
①
Φ
Q
ぽ
q
2
…
9
6
8
亨
↓
9
0
ム
o
巴
ω
○
汀
く
6
日
゜
・
ω
旨
σ
Q
ユ
隅
ζ
而
［
e
け
誘
済
｛
巳

　
　
　
　
　
　
　定
o
目
法
障
已
昆
O
庄
震
自
N
（
一
口
鶏
）
0
り
ひ
ρ
Φ
ふ
㊦
決
（
形
而
上
学
の
存
在
論
的
ー

　
　
　
　
　
　
　神
学
論
的
状
態
　
同
一
性
と
差
異
）

　
　
　
　
＊
2
2
　
石
田
正
‥
芸
術
と
芸
術
作
品
と
の
間
　
芸
術
の
存
在
論
的
差
異
に
つ
い
て
（
美
学

　
　
　
　
　
　　
一
〇
三
、
一
九
七
五
年
）

　
　
　
　
＊
2
3
　
例
え
ば
、
現
在
用
い
ら
れ
る
「
美
し
い
贈
り
物
」
は
単
に
感
性
的
な
綺
麗
さ
を
表

　
　
　
　
　
　
　
現す
る
語
で
な
く
、
そ
こ
に
は
贈
る
側
の
贈
ら
れ
る
側
へ
の
純
粋
な
真
心
を
含
ま

　
　
　
　
　
　
　
れ

て

いる
。


