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「
音
楽
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
永
遠
の
課
題
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
の
問
題
の
解
明
に
当
っ
て
、
人
々
の
間
に
、
音
楽
の
実

体
と
い
う
も
の
が
一
体
ど
の
程
度
に
正
し
く
扱
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
、
私
は
か
ね
が
ね
い
だ
い
て

き
た
。
何
事
に
よ
ら
ず
、
　
「
あ
り
の
ま
ま
の
姿
」
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
の
む
ず
か
し
い
こ
と
は
、
此
の
場
合
も
例
外
で
な
い
。

体
験
自
体
は
極
め
て
素
直
に
順
調
に
、
正
に
そ
の
も
の
と
し
て
成
立
し
得
る
の
に
、
一
旦
そ
れ
を
認
識
し
理
論
づ
け
る
と
な
る
と
、
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た
ち
ま
ち
硬
直
が
起
っ
て
、
そ
の
対
象
に
は
生
彩
を
失
っ
た
偶
豫
を
で
っ
ち
あ
げ
て
し
ま
う
の
が
常
で
あ
る
。
単
に
詳
細
で
あ
る
こ

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
や
、
徒
ら
に
分
析
的
で
あ
る
こ
と
は
、
往
々
に
し
て
観
察
の
一
面
性
に
、
或
は
悪
く
す
る
と
見
当
違
い
に
お
ち
い
り
か
ね
な
い
の

で
あ
る
。

　
音
楽
の
学
的
認
識
に
お
い
て
、
一
方
で
は
、
音
楽
の
構
成
原
理
や
、
従
っ
て
亦
そ
の
音
現
象
の
種
々
相
を
通
し
て
得
ら
れ
る
特
質

を
、
他
の
諸
芸
術
と
は
ち
が
っ
た
個
有
な
領
域
の
中
に
見
出
そ
う
と
す
る
努
力
が
払
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
音
楽
を
現
象
と
し
て
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も
、
原
理
的
に
も
、
他
の
美
的
芸
術
的
諸
活
動
か
ら
独
立
独
歩
の
も
の
と
見
な
そ
う
と
す
る
意
図
か
ら
、
と
も
す
れ
ば
音
楽
の
世
界

を
他
か
ら
絶
縁
的
に
一
つ
の
城
廓
で
も
つ
て
仕
切
り
閉
鎖
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
傾
向
さ
え
見
ら
れ
る
。
い
ろ
い
ろ
の
芸
術
に
お
い

て
、
現
象
と
し
て
の
特
殊
性
は
夫
々
正
し
く
把
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
し
て
そ
れ
は
比
較
し
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能

と
な
る
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
従
っ
て
音
楽
の
美
の
構
成
的
原
理
が
例
え
ば
絵
画
の
そ
れ
と
は
趣
を
異
に
す
る
点
を
明
か
に
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
併
し
乍
ら
、
そ
の
相
異
、
特
殊
性
の
追
究
に
急
な
る
の
余
り
、
遂
に
は
す
べ
て
の
足
場
を
失
っ
て
孤
立
す

る
こ
と
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
特
殊
化
の
過
程
は
論
理
的
に
つ
き
つ
め
れ
ば
、
「
原
理
」
性
の
否
定
に
通
じ
る
一
つ
の
危
険
性
を

も
つ
て
い
る
。
一
歩
あ
や
ま
る
と
、
例
え
ば
諸
芸
術
に
お
け
る
音
楽
の
特
殊
性
か
ら
、
次
第
に
、
同
じ
音
楽
領
域
に
お
い
て
も
い
ろ

い
ろ
な
ジ
ャ
ン
ル
の
特
殊
性
へ
、
更
に
個
人
か
ら
個
々
の
作
品
へ
と
次
々
に
特
殊
な
原
理
が
要
求
き
れ
る
は
め
と
な
り
、
作
風
原
理
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も
含
め
て
、
す
べ
て
の
音
楽
に
共
通
の
原
理
と
い
う
も
の
は
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
特
殊
性
、
つ
ま
り
単
に
夫
々
が
個
々
に
ま
ち
ま
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ち
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
、
そ
の
特
殊
た
る
原
理
は
常
に
そ
の
対
極
と
し
て
の
普
遍
的
な
る
も
の
と
の
関
連
に
お
い
て
求
め
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
音
楽
の
美
的
原
理
は
常
に
音
楽
を
含
め
た
諸
芸
術
の
、
ひ
い
て
は
美
な
る
も
の
の
世
界
の
原
理
を
根
抵
に
も
つ
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
例
え
ば
、
屡
々
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
音
楽
は
そ
の
現
象
形
式
が
抽
象
的
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
他
の
諸
芸
術
と
較
べ
て
の
特
殊
性

が
あ
る
と
い
う
見
解
は
、
果
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
考
え
は
明
か
に
、
絵
画
や
彫
刻
な
ど
が
具
象
的
で
あ
り
写
実
的
で
あ
る

と
の
論
理
を
前
提
と
し
て
い
る
。
・
併
し
も
は
や
今
日
で
は
（
本
当
は
そ
も
そ
も
の
始
源
か
ら
）
絵
画
や
彫
刻
に
と
っ
て
も
そ
の
よ
う

な
自
然
主
義
的
原
理
を
も
つ
て
は
説
明
の
つ
く
わ
け
が
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
斯
様
な
絵
画
の
（
即
ち
芸
術
の
）
原
理
た
り



え
な
い
基
準
に
よ
っ
て
音
楽
の
特
殊
性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
通
用
し
な
い
。
何
に
よ
ら
ず
芸
術
が
単
な
る
観
念
な
ど
で
な
く
て
何
ら
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か
の
（
感
性
的
）
形
態
を
も
つ
－
即
ち
具
象
的
で
あ
る
、
と
い
う
必
然
性
か
ら
す
れ
ば
、
絵
画
が
視
覚
的
に
（
色
や
形
に
お
い
て
）
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へ

具
象
的
で
あ
る
の
と
全
く
対
等
に
、
音
楽
は
聴
覚
的
に
具
象
的
で
あ
る
と
い
う
他
な
い
で
あ
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
絵
画
と
い
え
ど

も
（
た
と
え
自
然
描
写
的
絵
画
で
あ
っ
て
も
）
立
体
的
な
も
の
、
動
く
も
の
を
画
布
の
平
面
上
に
固
定
す
る
限
り
、
そ
れ
は
一
種
の

抽
象
の
は
た
ら
き
で
も
あ
る
。

　
共
通
の
原
理
を
根
祇
と
し
て
も
つ
一
そ
れ
を
探
求
す
る
、
と
は
、
つ
ま
り
こ
の
よ
う
に
、
現
象
の
皮
相
的
な
相
異
に
目
を
つ
け

る
こ
と
で
な
く
、
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
に
共
通
の
地
盤
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
観
点
を
も
つ
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
わ
い
て

も
「
ひ
と
り
よ
が
り
」
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
個
々
の
芸
術
作
品
の
美
の
原
理
は
そ
の
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る

共
通
の
原
理
に
、
そ
し
て
更
に
そ
れ
は
諸
芸
術
に
共
通
の
原
理
に
も
と
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
又
、
所
謂
真
や
善
、
つ

ま
り
客
観
的
認
識
の
原
理
や
倫
理
と
並
ん
で
自
律
的
な
る
美
の
世
界
の
特
殊
な
る
原
理
と
し
て
た
ず
ね
ら
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
ら
の
す
べ
て
は
最
も
根
源
的
に
は
「
生
」
と
い
う
、
人
間
に
と
っ
て
何
よ
り
も
普
遍
的
な
共
通
の
地
盤
に
お
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
必
然
的
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
的
構
造
を
無
視
し
て
孤
立
無
援
の
特
殊
性
で
も
つ
て
音
楽
を
縛
り
つ
け
て
は
な
ら
な
い
。

　
以
上
に
対
し
て
、
又
一
方
で
は
、
事
象
一
般
に
お
け
る
時
間
・
空
間
の
概
念
を
は
じ
め
と
し
て
、
形
式
一
内
容
の
象
徴
的
関
係
の

し
方
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ら
を
音
楽
に
対
し
て
も
他
の
芸
術
（
特
に
感
性
的
に
対
照
的
な
も
の
と
し
て
は
造
形
芸
術
）
に
対
し
て
も

融
通
自
在
に
混
然
雑
然
と
適
用
し
、
然
も
そ
れ
は
恰
も
自
明
の
こ
と
と
し
て
平
然
た
る
有
様
で
あ
る
。
一
方
特
殊
性
の
追
究
が
方
向

ち
が
い
で
あ
る
か
と
思
え
ば
、
又
他
面
大
き
な
手
ぬ
か
り
が
あ
る
と
い
う
次
第
で
あ
る
。
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此
の
面
も
亦
充
分
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
音
楽
の
諸
現
象
を
説
明
す
る
に
当
っ
て
、
他
の
芸
術
と
の
間
の
概
念
の
混
同

誤
用
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
音
楽
の
真
相
把
握
に
と
っ
て
如
何
に
障
碍
と
な
っ
て
い
る
か
、
そ
の
実
情

を
つ
き
と
め
反
省
す
る
こ
と
は
、
音
楽
の
本
質
解
明
の
た
め
の
準
備
と
し
て
基
本
的
な
一
つ
の
作
業
で
あ
る
と
思
う
。
勿
論
そ
の
批

判
的
考
察
の
過
程
に
お
い
て
或
種
の
概
念
の
混
同
や
流
用
と
見
ら
れ
る
も
の
が
、
む
し
ろ
逆
に
然
る
べ
き
理
由
を
も
つ
て
保
証
さ
れ

る
場
合
も
当
然
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
こ
そ
又
一
つ
の
望
ま
し
い
帰
結
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
正
当
な
検

討
を
経
て
の
必
然
的
な
事
情
に
裏
づ
け
ら
れ
て
こ
そ
音
楽
は
他
の
芸
術
と
共
に
そ
の
よ
う
な
共
通
性
を
も
つ
て
結
ば
れ
る
こ
と
が
真

に
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
。

　
か
く
し
て
、
夫
々
固
有
な
る
容
貌
を
も
つ
て
現
象
す
る
諸
芸
術
の
根
抵
に
積
極
的
・
消
極
的
に
見
出
き
れ
る
共
通
の
原
理
を
通
じ

て
こ
そ
、
吾
々
は
音
楽
が
他
の
諸
芸
術
と
共
に
究
極
に
は
一
つ
の
世
界
を
形
成
す
る
と
い
う
自
律
的
な
美
の
領
域
の
基
本
的
前
提

（
そ
れ
な
し
に
は
美
学
と
い
う
概
念
す
ら
考
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
な
）
を
容
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
れ
は
決
し
て
個
々
の
芸
術
を
あ
い
ま
い
な
ま
ま
に
「
芸
術
一
般
」
に
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
い
い
か
げ
ん

な
領
域
の
設
定
、
孤
立
、
あ
い
ま
い
な
概
念
流
用
こ
そ
、
そ
の
真
実
の
特
殊
性
を
見
あ
や
ま
っ
て
袋
小
路
に
迷
い
込
む
こ
と
で
あ

り
、
遂
に
生
の
根
源
に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
空
疎
な
形
式
理
論
に
終
始
す
る
所
以
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
私
は
か
つ
て
、
音
楽
と
い
う
存
在
の
時
間
的
性
格
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
で
あ
っ
た
が
（
（
本
研
究
論
集
第
四
巻
第
一
号
所
載
）
）
、

今
、
更
に
遡
っ
て
、
つ
ま
り
音
楽
の
存
在
性
格
を
「
時
間
的
」
と
積
極
的
に
規
定
す
る
よ
り
前
に
、
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
音
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楽
諸
現
象
に
対
す
る
空
間
概
念
適
用
の
当
否
を
検
討
し
つ
つ
、
今
一
度
、
そ
の
存
在
方
式
を
一
応
事
象
と
し
て
の
面
に
つ
い
て
考
え

て
み
よ
う
と
思
う
。
一
応
、
と
い
う
の
は
、
音
楽
も
他
の
芸
術
同
様
、
本
来
そ
の
事
象
的
側
面
（
感
性
的
対
象
）
と
そ
れ
を
享
受
す

る
精
神
活
動
乃
至
体
験
（
内
部
体
験
i
生
の
自
覚
）
の
側
面
と
の
相
関
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
そ
の

血
相
を
も
つ
た
一
体
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
含
み
に
お
い
て
、
つ
ま
り
そ
れ
に
抵
触
し
な
い
限
り
で
の
事
象
性
の
予
備
的
考
察

と
い
う
わ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
事
象
性
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
自
ら
一
つ
の
制
約
を
以
て
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

即
ち
、
音
楽
に
お
け
る
音
現
象
は
、
個
々
に
そ
れ
を
と
り
あ
げ
る
に
し
て
も
、
や
が
て
そ
れ
を
以
て
異
な
る
形
式
に
構
成
さ
れ
て
ゆ

く
よ
う
な
、
わ
れ
わ
れ
の
聴
覚
（
音
の
芸
術
を
観
照
す
る
聴
覚
と
正
に
同
一
の
聴
覚
）
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
「
音
楽
以
前
」
の
も
の

（
素
材
）
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
或
は
そ
れ
は
も
早
音
楽
の
領
域
内
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
な
ら
「
音
楽
以

内
」
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
併
し
、
単
な
る
自
然
現
象
と
し
て
の
音
響
、
わ
れ
わ
れ
の
聴
覚
と
は
無
関
係
に
、
と
も
か
く
そ
こ
に

あ
る
よ
う
な
一
つ
の
振
動
現
象
、
　
「
音
楽
以
前
」
に
対
す
る
、
い
わ
ば
「
音
楽
の
ら
ち
外
」
の
も
の
と
し
て
、
そ
れ
は
取
扱
わ
れ
て

は
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
が
、
自
然
科
学
的
な
追
究
で
な
く
、
哲
学
的
反
省
の
方
向
を
辿
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で

あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
音
楽
の
本
質
を
解
明
す
る
た
め
の
予
備
考
察
と
し
て
、
一
つ
の
必
要
な
、
む
し
ろ
根
源
的
な
反
省
で
あ
る
と
私

に
は
思
わ
れ
る
で
あ
る
。

◇

音
楽
の
存
在
方
式
認
識
に
関
す
る
一
つ
の
反
省

七
九
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八
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近
頃
、
美
術
展
で
私
は
何
度
か
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
絵
を
見
る
機
会
を
得
た
が
、
彼
の
絵
を
見
つ
め
て
い
る
と
、
確
か
に
一
種

音
楽
の
印
象
に
似
た
気
分
を
よ
び
起
こ
さ
れ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
強
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、

彼
が
音
楽
的
構
成
を
想
定
し
つ
つ
作
画
に
当
っ
た
、
そ
の
造
形
へ
の
努
力
そ
の
も
の
で
あ
る
。
抽
象
主
義
の
パ
イ
オ
ニ
ア
に
ふ
さ
わ

し
い
、
こ
の
理
論
的
・
実
践
的
芸
術
家
は
、
折
に
ふ
れ
て
音
楽
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
回
想
録
」
の
中
で
彼
は
、
絵

画
の
制
作
方
法
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
　
”
別
の
方
法
、
そ
れ
は
、
作
品
が
大
部
分
な
い
し
は
も
つ
ば
ら
「
芸
術
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
発
想
」
か
ら
成
立
す
る
構
成
的
な
方
法
で
あ
る
。
そ
う
し
た
方
法
は
、
音
楽
の
場
合
に
は
数
世
紀
来
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
り
、
絵
画
は
こ
の
点
で
音
楽
に
追
い
つ
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
芸
術
に
は
、
　
「
絶
対
的
」
な
作
品
、
つ
ま
り
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

然
の
作
品
と
同
様
、
純
粋
に
合
法
則
的
に
、
独
立
の
存
在
と
し
て
、
　
「
お
の
ず
か
ら
」
生
長
す
る
「
客
観
的
な
」
作
品
を
、
創
り
出

そ
う
と
す
る
傾
向
が
次
第
に
顕
著
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
作
品
は
、
抽
象
性
に
生
き
る
芸
術
に
近
ず
き
、
ま
た
お
そ
ら
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
の
よ
う
な
作
品
の
み
が
、
予
想
出
来
ぬ
遠
い
将
来
に
、
こ
の
抽
象
性
の
う
ち
に
存
在
す
る
芸
術
を
具
体
化
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ

う
’
〔
魯
窪
〔
＝
髪
犀
質
d
び
窪
盆
。
・
O
鉱
。
・
註
σ
q
①
ぎ
島
曾
田
口
屋
ゴ
西
田
秀
穂
訳
「
抽
象
芸
術
論
」
一
五
頁
じ
。

　
又
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。
各
種
の
芸
術
が
各
自
固
有
の
手
段
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
最
も
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
の

も
の
を
表
現
し
う
る
路
を
め
い
め
い
に
た
ど
り
な
が
ら
、
し
か
も
最
近
相
互
に
接
近
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
情
況
を
指
摘
し
て
、
　
“
そ

こ
に
は
、
非
現
実
的
な
も
の
、
抽
象
的
な
も
の
、
そ
し
て
内
面
的
自
然
へ
向
お
う
と
す
る
努
力
の
萌
芽
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
意
識
的

と
無
意
識
的
と
を
問
わ
ず
、
か
れ
ら
は
『
汝
自
身
を
知
れ
』
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
葉
に
服
し
て
い
る
。
意
識
的
に
せ
よ
、
無
意

識
的
に
せ
よ
、
し
だ
い
に
芸
術
家
達
は
、
お
も
に
自
分
の
材
料
に
注
意
し
、
そ
れ
を
研
究
し
、
自
分
の
芸
術
を
創
造
す
る
に
適
し
た



諸
要
素
の
内
面
的
価
値
を
、
精
神
の
は
か
り
に
か
け
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
努
力
か
ら
お
の
ず
と
生
ず
る
自
然
的
帰
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

一
そ
れ
は
、
自
分
の
芸
術
に
固
有
の
諸
要
素
と
、
他
の
芸
術
の
そ
れ
ら
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
最
も
豊
富

な
教
訓
を
引
き
出
す
こ
と
の
で
き
る
の
は
、
音
楽
で
あ
る
。
多
少
の
例
外
と
脱
線
と
は
あ
っ
た
が
、
音
楽
は
、
す
で
に
数
世
紀
以
来
、

そ
の
手
段
を
、
自
然
現
象
の
描
写
の
た
め
に
で
は
な
く
、
芸
術
家
の
精
神
体
験
を
表
現
す
る
手
段
と
し
て
、
ま
た
楽
音
固
有
の
生
命

を
創
造
す
る
た
め
に
、
用
い
た
芸
術
で
あ
る
。
た
と
え
芸
術
的
な
模
倣
と
は
い
え
、
お
よ
そ
自
然
現
象
の
模
倣
に
は
な
ん
ら
の
目
標

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

も
お
か
ぬ
芸
術
家
、
す
な
わ
ち
、
自
己
の
内
面
的
世
界
を
表
現
し
よ
う
と
し
、
ま
た
せ
ざ
る
を
得
ぬ
、
創
作
家
た
る
芸
術
家
は
、
こ

う
し
た
理
想
が
、
今
日
も
つ
と
も
非
物
質
的
な
芸
術
－
音
楽
1
に
お
い
て
、
い
か
に
自
然
に
、
ま
た
い
か
に
容
易
に
達
成
さ
れ
て
い

る
か
を
見
て
、
羨
ま
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。
一
後
略
1
”
〔
（
同
上
、
五
九
頁
1
六
〇
頁
》
〕

　
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
音
楽
を
以
て
芸
術
形
式
の
典
型
的
な
も
の
と
し
た
ウ
ォ
ー
ル
タ
i
・
ペ
イ
タ
ー
や
、
音
楽
を
世
界
の
完
全

な
る
再
現
、
諸
芸
術
中
最
高
の
も
の
、
そ
の
究
極
目
的
と
見
な
し
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
思
想
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
が
、

併
し
彼
は
さ
す
が
に
実
践
家
と
し
て
の
経
験
か
ら
、
次
の
よ
う
に
断
っ
て
い
る
。
　
“
こ
の
よ
う
に
、
各
種
の
芸
術
相
互
の
手
段
を
比

較
し
、
ま
た
、
あ
る
芸
術
が
他
の
芸
術
か
ら
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
学
び
方
が
外
面
的
で
な
く
し
て
本
質
的
で
あ
る
場
合
に
限

り
、
成
功
も
し
、
成
果
も
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
あ
る
芸
術
は
、
他
の
芸
術
が
そ
の
手
段
を
い
か
に

用
い
て
い
る
か
を
学
び
、
そ
の
の
ち
に
、
自
分
自
身
の
手
段
を
本
質
的
に
同
じ
よ
う
に
扱
う
、
つ
ま
り
自
分
自
身
に
の
み
固
有
の
原

理
に
し
た
が
っ
て
用
い
る
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
に
、
他
の
芸
術
か
ら
学
ぶ
に
当
っ
て
、
芸
術
家
が
忘
れ
て
な

ら
ぬ
こ
と
は
、
ど
ん
な
手
段
も
、
そ
れ
に
相
応
し
い
用
法
を
自
分
の
う
ち
に
秘
め
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
用
法
を
見
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八
二

出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
”
〔
（
同
上
、
六
〇
頁
）
｝

　
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
彼
は
制
作
に
関
し
て
屡
々
い
ろ
い
ろ
な
音
楽
用
語
、
メ
ロ
デ
ィ
ッ
ク
、
リ
ズ
ミ
ッ
ク
、
シ
ン
フ
ォ
ニ
ッ
ク

だ
と
か
、
カ
ウ
ン
タ
ー
ポ
イ
ン
ト
、
ア
ッ
コ
ー
ド
、
フ
ェ
ル
マ
ー
タ
、
イ
ン
プ
ロ
ヴ
ィ
ゼ
ノ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
用
い

た
り
、
一
般
に
、
音
楽
的
構
成
の
在
り
方
を
絵
画
の
中
に
見
出
そ
う
と
い
う
意
図
が
積
極
的
な
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
よ
う
な
態
度
を
通
し
て
彼
が
追
求
し
つ
づ
け
た
、
所
謂
”
内
的
必
然
性
の
原
理
、
内
面
の
ひ
び
き
”
と
い
う
も
の
は
、
彼
自
身

言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
却
っ
て
純
粋
に
視
覚
的
、
空
間
的
な
原
理
に
徹
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
せ
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
他
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
又
、
音
楽
の
構
成
的
原
理
が
そ
の
ま
ま
絵
画
の
原
理
と
し
て
適
用
さ
れ
る
は

つ
は
な
く
、
そ
の
種
の
説
明
は
所
詮
比
喩
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
先
に
言
っ
た
よ
う
に
、
彼
の
作
品
か
ら
う
け
る
印
象
と
し
て
、
音
楽
的
な
気
分
に
通
じ
る
何
か
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が

い
く
ら
か
で
も
真
実
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
彼
が
作
曲
の
手
法
に
な
ら
っ
て
絵
を
「
コ
ン
ポ
ウ
ズ
」
し
た
か
ら
で
な
し
に
、
む
し
ろ

絶
対
音
楽
の
作
曲
家
が
聴
覚
の
世
界
で
な
し
た
よ
う
に
、
視
覚
の
絶
対
性
を
徹
底
さ
せ
よ
う
と
の
努
力
が
生
ん
だ
自
然
の
、
必
然
の

結
果
で
あ
る
、
と
考
え
る
方
が
当
を
得
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
一
見
自
明
の
理
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
実
は
な
か
な
か
重
大
で
、
当
然
そ
う
な
る
の
で
は
な
い
、
明
確
な
意
識
と
努

力
を
以
て
で
な
け
れ
ば
確
保
出
来
な
い
よ
う
な
根
拠
に
も
と
ず
い
て
い
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

◇



　
そ
こ
で
、
音
楽
の
方
に
考
察
を
向
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
音
楽
諸
現
象
に
対
す
る
空
間
概
念
適
用
の
当
否
と
い
う
問
題
考
察
に
当
り
、
こ
こ
で
は
「
空
間
」
と
い
う
語
を
、
素
朴
な
事
象
を

単
純
に
指
し
示
す
と
こ
ろ
の
、
最
も
日
常
的
、
常
識
的
な
意
味
で
使
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
従
っ
て
、
そ

れ
は
、
例
え
ば
カ
ン
ト
の
よ
う
に
、
直
観
を
可
能
に
す
る
と
こ
ろ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
と
し
て
の
時
間
空
間
、
と
い
う
よ
う
な
意

味
に
ま
で
は
到
達
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
又
時
問
性
・
空
間
性
の
意
味
深
長
な
形
式
的
顕
現
と
し
て
芸
術
が
考
え
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
時
間
空
間
乃
至
時
間
言
葉
間
性
と
い
う
程
の
意
味
を
要
求
す
る
の
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
時

間
空
間
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
素
朴
な
意
味
の
背
後
に
右
の
よ
う
な
含
み
を
ひ
そ
め
て
い
な
い
と
は
言
え
な

い
で
あ
ろ
う
し
、
又
含
ん
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
道
理
も
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
所
謂
時
間
空
間
の
或
概
念
を
用
い
る
と

い
う
こ
と
と
、
芸
術
に
お
け
る
時
間
的
・
空
間
的
構
造
自
体
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
別
問
題
で
あ
る
。

　
と
も
か
く
以
上
の
よ
う
な
、
空
間
の
普
通
一
般
の
（
本
来
の
）
意
味
で
考
え
た
場
合
、
音
楽
に
お
け
る
音
現
象
が
、
空
間
的
な
ひ

ろ
が
り
や
定
位
を
も
つ
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
。
最
も
普
通
に
言
っ
て
一
つ
の
絵
が
そ
こ
の
壁
に
掛
け
て
あ
っ
た

り
、
一
つ
の
塑
像
が
目
の
前
に
置
か
れ
て
あ
っ
た
り
す
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
音
楽
が
あ
る
と
言
え
る
よ
う
な
空
間
を
音
楽
は
占
め
る

こ
と
が
出
来
な
い
の
は
明
か
で
あ
る
。
今
こ
こ
で
は
、
音
響
物
理
学
的
な
、
振
動
体
と
か
、
振
動
空
間
と
音
波
の
現
象
、
或
は
一
般

に
音
響
心
理
学
で
言
わ
れ
る
音
空
間
（
聴
空
間
と
も
い
う
）
等
は
考
慮
に
入
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
は
丁
度
絵
の
場
合
の
、
絵

具
の
微
粒
子
と
そ
れ
か
ら
来
る
光
波
の
伝
播
、
両
眼
の
視
線
に
対
す
る
絵
の
方
向
や
ひ
ろ
が
り
等
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
美
な

る
も
の
と
し
て
の
絵
画
の
ら
ち
外
の
も
の
で
あ
る
。
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以
上
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
音
現
象
に
と
っ
て
、
所
謂
二
次
元
（
平
面
）
、
三
次
元
（
立
体
）
の
空
間
は
存
在
し
な
い
、
言
い
か
え
れ

ば
、
そ
の
よ
う
な
空
間
の
う
ち
に
音
現
象
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
吾
々
は
音
現
象
の
諸
相
に
対
し
て
、
普
通
に
そ
の
よ
う
な
空
間
を
指
示
す
る
言
い
方
を
屡
々
用
い
る
。
そ
れ

も
、
殆
ど
何
等
の
疑
念
も
な
し
に
自
明
の
こ
と
と
し
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
問
ケ
前
に
、
そ
の
よ
う
な
い
く
つ
か

の
事
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
ま
つ
、
最
も
包
括
的
な
概
念
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
の
一
つ
が
、
音
の
「
高
さ
」
の
概
念
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
他
の
空
間
的

概
念
の
多
く
が
、
そ
れ
か
ら
派
生
す
る
か
、
そ
れ
と
関
連
す
る
概
念
と
し
て
導
か
れ
る
。
例
え
ば
、
同
じ
く
本
来
空
間
的
な
概
念
で

あ
る
方
向
の
概
念
と
結
合
し
て
、
音
の
上
昇
、
下
降
の
概
念
と
な
り
、
視
覚
的
表
象
と
結
合
し
て
平
面
上
に
描
か
れ
る
よ
う
な
各
種

の
線
の
概
念
を
生
じ
、
そ
れ
が
複
数
と
な
っ
て
、
声
部
の
平
行
進
行
、
斜
進
行
、
反
進
行
や
交
叉
の
如
き
概
念
を
作
る
。
或
は
又
、

高
い
音
と
低
い
音
と
が
合
さ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
区
切
る
間
隔
、
へ
だ
た
り
、
つ
ま
り
「
音
程
」
の
概
念
を
作
り
上
げ
た
。
そ
れ
ら
に

つ
い
て
、
個
々
に
、
も
う
少
し
詳
し
く
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
例
え
ば
、
旋
律
を
線
と
し
て
、
或
は
少
く
と
も
線
的
な
も
の
と
し
て
対
象
化
す
る
こ
と
、
1
或
は
客
体
化
す
る
、
と
い
っ
た
方

が
よ
り
適
切
か
も
し
れ
な
い
が
一
そ
の
よ
う
な
習
慣
は
、
吾
々
の
う
ち
に
無
意
識
的
な
前
提
と
な
る
程
根
深
く
入
り
こ
ん
で
い
る

も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
吾
々
は
、
旋
律
の
上
昇
、
下
降
、
波
状
の
進
行
と
か
、
二
つ
の
旋
律
の
平
行
、
交
叉
な
ど

と
い
う
言
葉
を
疑
念
な
し
に
口
に
す
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
例
え
ば
、
低
音
か
ら
高
音
へ
の
移
行
と
い
う

現
象
は
、
空
間
に
お
け
る
低
い
位
置
か
ら
高
い
位
置
へ
の
移
動
と
い
う
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
し
て
一
つ
の
点
か
ら
他
の
よ
り
高



い
点
へ
移
動
す
る
点
の
軌
跡
で
も
な
い
。
　
。
α
。
h
σ
p
9
ゲ
。
、
プ
ρ
α
q
h
。
山
。
と
い
う
音
進
行
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
感
覚
的

な
図
式
と
し
て
は
、

〉
で
あ
る
か

〉
ノ

か
〉
か
㌧
〆
又
は
）

で
あ
る
か
、
何
れ
と
も
決
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
そ
れ
は
、
も
と
も
と
そ
の
よ
う
な
形
象
で
表
わ
す
こ
と
が
出
来
な
い
は
ず

の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
図
式
を
用
い
た
り
、
想
定
し
た
り
す
る
こ
と
は
屡
々
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
、
低
音

か
ら
高
音
へ
の
移
行
の
現
象
は
、
更
に
又
、
追
っ
て
述
べ
る
こ
と
と
も
関
連
す
る
が
、
分
量
が
少
量
か
ら
多
量
へ
次
第
に
変
化
す
る

と
い
う
風
に
感
受
さ
れ
る
の
で
も
な
い
の
で
、
本
来
「
質
的
な
変
化
」
と
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
現
実
に
、
吾
々

は
、
こ
の
種
の
止
る
変
化
す
る
現
象
の
視
覚
的
な
受
容
に
お
い
て
、
例
え
ば
黄
金
色
か
ら
榿
、
赤
と
時
間
の
た
つ
に
つ
れ
て
変
化
す

る
夕
映
え
の
雲
の
色
の
あ
ざ
や
か
な
変
化
を
、
決
し
て
線
的
或
は
量
的
な
変
化
と
し
て
は
感
受
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
色
の
場
合
も
音

の
場
合
も
共
に
、
そ
の
よ
う
な
変
化
は
、
物
理
学
的
に
は
波
長
の
変
化
と
い
う
同
種
の
現
象
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
る
の
に
、
何
故

一
方
の
み
が
特
に
線
的
な
も
の
と
し
て
対
象
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
斯
様
な
わ
け
で
、
こ
の
、
低
音
か
ら
高
音
へ
の
移
行
現
象
に
つ
い
て
の
右
の
よ
う
な
対
象
化
に
対
し
て
、
も
し
仮
に
何
等
の
必
然

的
な
根
拠
も
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
と
す
る
と
、
そ
れ
は
単
な
る
比
喩
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
又
、
ど
う
か
す
る

と
、
所
謂
「
比
喩
の
虚
偽
」
と
い
う
こ
と
も
生
れ
て
、
正
し
い
現
象
把
握
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

勿
論
私
は
、
こ
こ
に
必
然
的
な
根
拠
が
な
い
と
断
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
唯
、
そ
れ
が
あ
る
か
な
い
か
、
又
、
あ
る
な
ら
ど

の
よ
う
な
点
に
そ
れ
が
見
出
せ
る
か
、
又
ど
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
は
確
に
両
者
間
に
根
拠
と
な
る
関
連
が
あ
り
得
な
い
か
、
と
い
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う
よ
う
な
次
元
に
ま
で
立
入
っ
て
検
討
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
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音
の
高
さ
の
感
じ
と
、
空
間
的
な
高
さ
の
感
じ
と
の
間
に
、
ど
の
よ
う
な
類
似
関
係
が
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
い
ろ
い
ろ
の
心
理
学
的
、
　
生
理
学
的
な
実
験
研
究
の
結
果
も
大
に
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
　
又
、
音
の

「
高
さ
」
と
い
う
語
に
対
す
る
世
界
各
民
族
で
の
古
今
の
概
念
を
比
較
検
討
し
て
み
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
未
だ
決

定
的
な
結
論
を
得
る
程
の
綜
合
的
研
究
に
ま
で
は
達
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
体
に
お
い
て
相
互
の
類
似
関
係
を
肯
定
す

べ
き
い
く
ら
か
の
根
拠
は
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
併
し
乍
ら
、
或
る
現
象
と
現
象
と
の
、
感
じ
の
類
似
と
い
う
こ
と
は
、

よ
り
明
確
に
言
え
ば
、
現
象
の
作
用
的
側
面
に
お
け
る
類
似
、
つ
ま
り
今
の
場
合
、
音
の
高
さ
の
知
覚
さ
れ
方
と
空
間
に
お
け
る
高

さ
の
知
覚
さ
れ
方
と
の
間
に
何
等
か
の
類
似
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
現
象
の
対
象
的
側
面
、
即
ち

事
象
と
し
て
の
音
の
高
さ
と
空
間
の
高
さ
と
の
類
似
関
係
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
二
つ
の
事
象
は
、
そ
れ
の
抽
象
化
さ
れ
た
概
念

に
よ
っ
て
相
互
に
類
似
関
係
で
結
び
つ
け
ら
れ
る
場
合
、
一
種
の
「
比
喩
の
虚
偽
」
（
論
証
不
足
の
虚
偽
）
を
伴
う
危
険
が
あ
る
が
、

同
時
に
又
、
二
つ
の
事
象
は
そ
れ
の
図
式
に
よ
る
抽
象
に
よ
っ
て
も
同
様
の
危
険
を
も
つ
、
否
、
一
見
判
明
で
あ
る
か
の
如
き
図
式

に
よ
る
こ
と
が
却
っ
て
よ
り
多
く
危
険
を
伴
う
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
か
く
も
く
ど
く
ど
し
く
説
く
ゆ
え
ん
は
、
当
面
の
例
に
よ
れ
ば
、
音
の
高
低
の
事
象
性
が
、
あ
ま
り
に
も
、
無
反
省
に
、
屡
々
、

手
軽
に
、
空
間
的
事
象
に
す
り
か
え
ら
れ
た
り
、
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
語
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
、
一
般
的
に
は
音
楽

諸
現
象
の
正
し
い
把
握
を
さ
ま
た
げ
る
こ
と
と
な
り
、
　
ひ
い
て
は
音
楽
の
本
質
の
誤
認
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
を
恐
れ
る
か
ら
で
あ

る
。



　
以
上
の
よ
う
に
、
音
の
高
低
の
継
時
的
移
動
を
線
的
な
概
念
と
結
合
す
る
習
慣
と
並
ん
で
、
A
二
つ
の
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
吾

々
は
、
高
音
と
低
音
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
そ
の
「
へ
だ
た
り
」
と
し
て
の
音
程
の
概
念
を
も
つ
。
こ
の
、
間
隔
と
い
う
概
念
も
、

本
来
は
空
間
に
関
す
る
概
念
か
ら
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
概
念
の
適
用
も
亦
果
し
て
ど
の
程
度
妥
当
で
あ
り
得
る

か
。
低
音
か
ら
高
音
へ
の
継
時
的
な
移
行
現
象
に
つ
い
て
は
先
程
考
察
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
高
低
高
音
が
同
時
に
ひ
び
く
と
き
で

も
、
そ
れ
は
感
覚
と
し
て
は
、
属
音
の
な
に
が
し
か
の
へ
だ
た
り
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
の
で
は
な
し
に
、
二
音
の
、
よ
く
融
合
す

る
か
し
な
い
か
は
別
と
し
て
、
兎
に
角
相
互
に
干
渉
し
ま
じ
り
合
っ
て
ひ
び
く
、
一
種
の
音
現
象
、
と
し
て
う
け
と
ら
れ
る
、
つ
ま

り
空
間
的
量
的
な
も
の
と
し
て
で
な
し
に
、
或
特
定
の
性
質
を
も
つ
た
も
の
、
と
し
て
感
受
き
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
。
h
の

和
音
と
。
σ
q
の
和
音
と
は
、
何
の
先
入
見
も
な
し
に
素
朴
に
う
け
入
れ
ら
れ
る
と
き
は
、
間
隔
の
大
と
小
二
種
の
音
と
し
て
で
な
し

に
、
ひ
び
き
の
性
質
の
違
っ
た
二
種
の
音
と
し
て
、
区
別
し
て
蓄
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
あ
り
の
ま
ま
の
事
象
で
あ
る
。
又

。
一
σ
Q
℃
。
一
。
、
の
二
つ
の
音
程
関
係
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
が
b
。
”
ω
と
b
。
…
蒔
と
の
関
係
、
つ
ま
り
2
に
対
す
る
一
方
は
3
他
方

は
4
と
い
う
数
量
的
関
係
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
「
振
動
数
」
に
つ
い
て
得
ら
れ
た
量
的
な
比
例
関
係
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、

聴
覚
に
対
す
る
現
象
と
し
て
の
音
の
性
質
（
事
象
性
）
は
そ
れ
と
直
接
に
は
無
関
係
で
あ
る
。
或
は
一
全
音
と
半
音
と
の
音
程
関
係

は
、
決
し
て
倍
半
分
と
い
う
空
間
的
間
隔
の
関
係
に
あ
る
の
で
も
な
い
し
、
又
。
i
。
、
に
対
し
て
。
一
h
冨
は
二
分
の
一
の
巾
だ
と

か
、
h
尻
は
。
1
。
、
の
二
等
分
点
だ
と
し
て
感
受
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
考
え
る
方
が
む
し
ろ
滑
稽
な
く
ら

い
自
明
の
こ
と
の
よ
う
で
は
あ
る
。
そ
し
て
、
す
べ
て
感
覚
と
し
て
は
、
夫
々
の
音
程
は
夫
々
独
得
の
性
質
を
も
つ
た
も
の
と
し
て

把
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
空
間
的
な
ひ
ろ
が
り
や
或
巾
の
相
異
と
し
て
う
け
と
ら
れ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
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ず
、
音
程
は
、
巾
を
意
味
す
る
概
念
と
し
て
通
用
し
、
大
き
い
（
広
い
）
音
程
と
か
小
さ
い
（
狭
い
）
音
程
な
ど
と
言
い
な
ら
わ
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
内
声
部
と
外
声
部
、
和
音
の
密
集
と
開
離
と
い
う
よ
う
な
概
念
も
亦
同
様
で
あ
ろ
う
。

　
又
、
音
現
象
に
お
い
て
は
、
遠
近
と
か
左
右
と
い
う
よ
う
な
方
向
概
念
も
妥
当
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
自
然
界
の
音
響
現

象
を
指
示
す
る
際
に
は
、
そ
の
よ
う
な
言
い
方
は
い
く
ら
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
が
、
音
の
芸
術
に
お
い
て
は
、
外
面
的
な
描
写
の
目

的
と
か
単
な
る
写
実
的
な
音
響
効
果
と
か
は
別
と
し
て
、
少
く
と
も
在
来
の
音
楽
に
お
い
て
空
間
的
な
遠
近
、
左
右
と
い
う
も
の
は

あ
り
得
な
い
。
例
え
ば
、
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
ニ
く
ユ
ー
ジ
ッ
ク
の
如
き
概
念
も
、
空
間
的
概
念
の
比
喩
的
な
か
り
も
の
、
と
言
え

よ
う
し
、
此
頃
の
ス
テ
レ
オ
・
レ
コ
ー
ド
の
効
果
も
、
所
詮
は
原
音
再
生
の
度
合
が
普
通
の
「
ハ
イ
・
フ
ァ
イ
」
よ
り
も
一
層
高
い

と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
そ
れ
が
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
曲
な
ら
、
実
際
に
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
近
い
音
の
分
布
が
得
ら
れ
て
現
実
感
が
強
ま

る
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
た
と
い
生
の
演
奏
で
あ
っ
て
も
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
前
後
左
右
十
九
メ
ー
ト
ル
に

亘
る
音
源
の
ひ
ろ
が
り
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
　
（
少
く
と
も
従
来
の
音
楽
に
つ
い
て
な
ら
ば
）
音
楽
作
品
と
し
て
の
対
象

構
成
の
第
一
義
的
要
因
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
現
実
空
間
を
意
識
的
に
作
品
の
構
成
因
子
と
し
て
（
動
的
或
は
静
的
）
に
取
り
入
れ
よ
う
と
試
み
る
前
衛
的
音
楽
も
現
わ
れ
て
は
い
る
。
そ
れ
を

本
論
に
資
す
る
こ
と
は
大
変
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
た
め
に
は
論
旨
を
よ
り
ふ
く
ら
ま
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
な

い
こ
と
に
す
る
。

◇



　
こ
こ
で
一
寸
、
視
覚
と
聴
覚
と
に
つ
い
て
対
比
的
に
一
、
二
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
両
者
の
心
理
学
的
乃
至
生
理
学
的

な
感
覚
現
象
と
し
て
で
な
く
、
実
際
に
吾
々
が
絵
を
見
た
り
音
楽
を
き
い
た
り
す
る
経
験
に
則
し
て
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
、
視
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ

の
対
象
構
成
因
子
は
、
一
般
的
に
言
っ
て
色
と
形
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
を
再
び
わ
ず
ら
わ
す
ま
で
も
な
く
、
　
「
形
態
」
は
独
立
に
存
在
す
る
こ
と
が
出
来
る
け
れ
ど
も
、

「
色
彩
」
は
そ
う
は
ゆ
か
な
い
で
、
一
定
の
色
調
を
も
つ
て
、
一
定
の
面
の
上
で
区
画
さ
れ
、
　
他
の
色
彩
か
ら
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
彼
は
、
そ
れ
を
、
　
”
主
観
的
な
特
徴
ず
け
が
客
観
的
な
外
殻
を
獲
得
す
る
こ
と
”
と
表
現
し
て
い
る
（
（
前
掲
書
七
四
頁

－
七
五
頁
）
）
。
之
に
対
し
て
、
音
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
視
覚
の
対
象
が
色
と
形
で
あ
る
と
い
う
の
と
同
じ
意
味
で
、
聴
覚
の

対
象
が
音
と
形
で
あ
る
、
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
視
覚
的
な
形
態
が
そ
れ
丈
け
で
単
独
に
存
在
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
な
、

そ
ん
な
形
態
．
（
例
え
ば
○
と
か
△
と
か
）
と
い
う
も
の
は
聴
覚
に
と
っ
て
は
あ
り
得
な
い
。
逆
に
、
（
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
流
に
言
え

ば
）
　
”
色
彩
は
無
際
限
に
拡
が
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、
境
界
の
な
い
赤
色
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
た
だ
人
が
頭
で
考
え
或
は
精
神
的

に
見
る
こ
と
が
出
来
る
に
す
ぎ
な
い
”
と
言
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
音
は
そ
れ
の
み
で
も
存
在
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ

れ
が
、
　
”
主
観
的
な
特
徴
ず
け
を
以
て
客
観
的
な
外
殻
を
獲
得
す
る
”
た
め
に
は
、
や
は
り
、
或
一
定
の
音
調
を
以
て
、
一
定
の
長

さ
に
区
画
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
そ
の
区
画
と
は
、
実
は
空
間
で
な
く
て
時
間
的
持
続
で
あ
る
の
だ
が
、
い
ま
、
そ
の
問
題

は
保
留
し
て
、
前
半
の
点
だ
け
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
色
の
場
合
、
一
定
の
色
調
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
唯
赤
な
ら
赤
と
い

う
だ
け
で
な
く
”
種
々
の
赤
の
無
数
の
色
合
い
の
な
か
か
ら
選
び
出
さ
れ
た
も
の
”
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
様
の
論
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
謂

か
ら
す
れ
ば
、
音
の
場
合
、
一
定
の
音
調
を
も
つ
て
、
と
は
、
一
定
の
高
さ
と
一
定
の
音
色
を
も
つ
て
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
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所
鍔

ろ
う
。
一
定
の
高
さ
が
「
赤
」
に
相
当
し
、
一
定
の
音
色
が
赤
の
無
数
の
色
合
い
の
中
か
ら
選
び
出
さ
れ
た
「
特
定
の
赤
」
に
椙
当

す
る
。
そ
し
て
、
た
だ
の
赤
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
で
実
際
に
は
そ
の
特
定
の
赤
が
あ
る
如
く
、
具
体
的
な
音
と
い
う
点
か
ら

　
　
　
所
屑

す
れ
ば
、
高
さ
と
音
色
（
一
般
に
は
音
質
に
相
当
す
る
）
と
は
も
と
も
と
一
体
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
別
々
に
考
え
る
こ
と

は
何
れ
に
し
て
も
抽
象
と
な
る
。
実
は
此
の
点
に
、
先
程
か
ら
考
え
て
い
る
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
そ
う
で
あ
る
。
本
来
、
具
体
的
現

象
と
し
て
は
一
つ
に
結
び
つ
い
て
「
質
的
な
も
の
」
を
形
成
し
、
分
離
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
よ
う
な
二
つ
の
因
子
、
音
高
と
音
色

と
を
分
離
す
る
こ
と
一
そ
れ
が
い
つ
ど
の
よ
う
な
事
情
で
起
っ
て
き
た
か
は
別
と
し
て
、
そ
の
こ
と
が
音
色
だ
け
に
音
の
質
的
な

も
の
を
独
占
さ
せ
て
、
石
高
を
空
間
と
い
う
「
異
郷
」
に
追
い
や
る
結
果
を
ま
ね
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
言
う
と
、
或
は
大
変
奇
妙
な
暴
論
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
音
楽
の
音
階
的
構
成
と
い
う

も
の
は
正
に
そ
の
よ
う
な
腰
高
の
関
係
領
域
で
の
仕
組
み
な
の
で
あ
る
か
ら
。
－
併
し
、
私
は
、
音
楽
と
い
う
も
の
を
も
っ
と
広

義
に
、
例
え
ば
、
　
打
楽
器
と
奇
声
を
以
て
熱
狂
す
る
自
然
民
族
の
音
楽
か
ら
、
　
既
に
ど
ん
ど
ん
推
進
さ
れ
つ
つ
あ
る
ミ
ュ
ー
ジ
ッ

ク
・
コ
ン
タ
レ
ー
ト
ま
で
含
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
以
上
の
点
に
関
連
し
て
、
思
い
当
る
こ
と
は
、
楽
譜
の
間
題
で
あ
る
。
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
楽
譜
と

か
、
楽
譜
に
書
く
、
と
い
う
こ
と
は
音
楽
に
と
っ
て
第
一
義
的
な
こ
と
で
は
な
く
な
る
。

　
　
或
盲
人
の
邦
楽
演
奏
家
に
き
い
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
永
年
の
間
に
な
れ
た
け
れ
ど
も
、
若
い
こ
ろ
、
洋
楽
を
や
る
人
た
ち
が
「
音
楽
を
書
く
」

　
と
い
う
の
が
ど
う
も
気
に
な
っ
て
仕
方
が
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

　
音
楽
に
お
け
る
楽
譜
の
地
位
や
役
割
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
が
、
楽
譜
の
音
楽
史
上



に
果
し
た
効
用
の
大
き
い
こ
と
を
決
し
て
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
し
て
も
、
先
に
い
く
つ
か
挙
げ
た
よ
う
な
、
音
現
象
に
対

す
る
空
間
的
概
念
の
適
用
と
い
う
こ
と
が
、
楽
譜
に
対
す
る
視
覚
的
態
度
t
単
に
楽
譜
を
見
る
こ
と
で
な
し
に
、
そ
れ
を
視
覚
的
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な
事
象
と
し
て
み
よ
う
と
す
る
習
慣
的
態
度
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
は
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
楽
譜
を
見
る

と
い
る
作
業
が
、
し
ら
ず
し
ら
ず
の
う
ち
に
、
た
と
え
部
分
的
に
せ
よ
そ
の
時
間
的
序
列
を
締
め
出
し
て
、
点
や
線
、
ひ
ろ
が
り
や

図
形
、
と
い
っ
た
視
覚
的
、
空
間
的
な
形
態
を
認
め
さ
せ
る
1
少
く
と
も
そ
の
よ
う
な
概
念
使
用
を
少
し
も
い
ぶ
か
ら
な
い
よ
う

な
習
慣
を
養
っ
て
き
た
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
と
思
う
。

　
尤
も
、
総
じ
て
、
形
態
と
い
う
概
念
か
ら
し
て
、
既
に
空
間
的
な
因
子
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
、
形
式
岡
。
目
ヨ

と
区
別
さ
れ
る
意
味
で
、
例
え
ば
霊
σ
q
霞
と
か
O
①
・
。
酔
言
げ
の
如
き
概
念
で
は
そ
う
で
あ
る
。
　
所
謂
時
間
形
式
・
空
間
形
式
と
い

う
言
い
方
で
な
し
に
、
も
し
仮
に
「
時
間
的
形
態
」
と
で
も
言
お
う
も
の
な
ら
、
吾
々
の
日
常
の
語
感
か
ら
す
る
と
大
変
奇
妙
に
ひ

び
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
時
間
形
式
・
空
間
形
式
等
の
概
念
は
普
通
莫
然
と
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
も
っ
と
具

象
的
、
即
物
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
要
求
か
ら
、
時
間
的
な
事
象
に
対
し
て
も
「
形
態
」
と
し
て
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
ろ
う
が
、
そ
の
形
態
が
、
や
や
も
す
れ
ば
、
空
間
的
な
構
造
に
な
ぞ
ら
え
て
理
解
し
よ
う
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
以
上
に
指
摘
し
た

通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
例
え
ば
「
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
」
と
い
う
諺
が
明
示
す
る
よ
う
な
、
視
覚
優
先
的
な
吾
々
の
日
常
諸
活

動
や
習
慣
、
具
体
的
な
形
と
か
確
か
さ
と
い
う
点
で
と
か
く
視
覚
的
空
間
的
な
指
標
の
方
に
接
近
す
る
傾
向
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ

の
無
意
識
的
背
景
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

音
楽
の
存
在
方
式
認
識
に
関
す
る
一
つ
の
反
省

九
一
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音
現
象
に
対
す
る
空
間
的
概
念
の
適
用
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
私
は
こ
と
更
ら
し
く
、
或
は
極
端
な
指
摘
や
揚
言
を
し
す
ぎ
た

か
も
し
れ
な
い
。
実
際
に
は
発
言
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、
或
は
発
言
さ
れ
て
も
意
図
的
で
は
な
い
よ
う
な
こ
と
を
、
単
に
そ
の
可

能
性
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
恰
も
そ
う
で
あ
る
か
の
如
く
に
言
っ
た
ふ
し
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
又
、
或
は
事
実
そ
う
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る
比
喩
的
な
説
明
と
か
、
或
記
号
を
他
の
記
号
に
お
き
か
え
て
み
た
だ
け
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
真

実
、
唯
、
そ
こ
ま
で
に
留
っ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
は
、
た
と
え
そ
れ
が
た
め
に
薄
弱
で
は
あ
っ
て
も
、
少
く

と
も
無
害
な
仕
方
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
併
し
、
有
害
と
な
る
危
険
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
わ
け
は
、
そ
の
よ
う
な
概
念
を

使
用
す
る
習
慣
が
、
し
ら
ず
し
ら
ず
の
間
に
、
音
楽
の
存
在
方
式
と
し
て
固
有
の
、
顕
著
に
時
間
的
－
非
空
間
的
な
音
の
事
象
を
蝕

ば
み
、
遂
に
は
、
そ
の
把
握
さ
る
べ
き
真
実
の
姿
を
見
失
わ
せ
る
に
到
り
は
し
な
い
か
、
と
憂
え
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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蓋
し
、
音
楽
と
絵
画
と
で
は
、
そ
の
存
在
の
方
式
を
異
に
す
る
。
つ
ま
り
現
象
の
作
用
的
側
面
（
聴
覚
的
と
視
覚
的
）
に
対
応
す

る
対
象
的
側
面
、
即
ち
事
象
性
に
お
い
て
根
本
的
に
異
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
上
述
の
よ
う
な
事
情
か
ら
音
現
象

の
把
握
に
対
し
て
異
郷
の
し
き
た
り
を
当
て
が
う
と
い
う
の
は
、
何
と
し
て
も
知
恵
の
な
い
こ
と
と
思
う
の
で
あ
る
。
カ
ン
デ
ィ
ン

ス
キ
ー
が
、
或
程
度
は
意
識
的
に
音
楽
的
構
成
を
典
型
と
し
て
目
指
し
な
が
ら
、
所
詮
視
覚
の
原
理
に
徹
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ

う
に
、
音
現
象
の
在
る
が
ま
ま
の
姿
を
言
え
る
た
め
に
は
、
音
の
、
立
場
を
か
え
て
言
え
ば
聴
覚
の
原
理
に
徹
す
る
こ
と
が
肝
要
で

あ
る
。
聴
覚
の
原
理
に
徹
す
る
と
は
、
先
づ
消
極
的
に
言
え
ば
視
覚
的
な
ど
の
原
理
と
の
混
同
を
さ
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
又
、
見
方
を
か
え
て
い
え
ば
視
覚
的
、
視
空
聞
的
な
構
成
に
関
す
る
諸
因
子
に
よ
り
す
が
る
こ
と
を
先
ず
精
々
控
え
て
、
そ



れ
よ
り
も
自
分
自
身
の
構
造
を
支
え
る
柱
を
探
し
て
み
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

　
絵
画
に
と
っ
て
、
「
静
物
」
と
い
う
対
象
概
念
は
、
そ
れ
が
普
通
に
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
に
言
葉
の
本
来
の
意
味
に
お
い
て
必

然
的
で
あ
る
。
又
例
え
ば
、
ド
ガ
が
踊
り
子
を
描
く
に
当
っ
て
「
動
き
」
を
把
え
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
い
わ
ば
瞬
間
的
な
姿
態
の

ど
れ
を
画
面
に
定
着
さ
せ
る
か
と
い
う
点
に
つ
き
て
い
る
こ
と
、
1
表
現
と
し
て
で
な
し
に
事
象
と
し
て
の
動
き
そ
の
も
の
は
、
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絵
画
に
と
っ
て
永
遠
に
彼
岸
の
も
の
…
…
正
に
そ
の
点
が
音
楽
と
の
転
換
点
で
あ
る
。
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音
現
象
の
流
動
し
て
止
る
と
こ
ろ
の
な
い
在
り
方
は
、
（
運
動
を
静
止
せ
し
め
る
意
味
で
の
）
瞬
間
的
な
も
の
、
静
的
な
も
の
、
無

時
間
的
な
形
態
な
ど
と
し
て
は
全
く
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
言
い
方
を
か
り
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
変
化
す
る
事
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象
の
個
々
の
状
態
で
な
く
て
変
化
そ
の
も
の
、
運
動
の
軌
跡
で
な
く
て
運
動
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
意
味
で
、
音
現
象
は
吾
々
の
「
行
動
」
一
行
動
す
る
時
時
の
姿
で
な
し
に
行
動
そ
の
も
の
、
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
け

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
ど
も
、
実
は
人
間
の
行
動
そ
の
も
の
と
い
う
意
味
で
の
美
的
な
行
動
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
美
的
と
い
う
こ
と
は
そ
も
そ
も
感
性
的
対
象
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
美
的
な
も
の
（
現
象
）

と
行
動
そ
の
も
の
と
は
矛
盾
し
合
う
概
念
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
無
踊
の
よ
う
に
、
そ
の
現
象
が
一
見
行
動
そ
れ
自
体
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
で
も
、
そ
れ
が
芸
術
作
品
と
し
て
は
、
少
く
と
も
視
覚
的
、
或
は
視
覚
－
聴
覚
的
な
、
即
ち
感
性
的
な

対
象
性
に
お
い
て
労
え
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
「
美
的
な
も
の
」
ζ
済
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
今
述
べ
た
よ

う
に
、
音
楽
が
、
何
か
行
動
的
な
在
り
方
の
も
の
と
し
て
考
え
う
る
道
が
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
確
か
に
或
ア
ポ
リ
ア
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
か
に
思
わ
れ
る
。
造
形
芸
術
の
、
一
応
で
も
外
界
的
・
客
体
的
な
形
態
を
と
る
（
空
聞
的
事
象
と
し
て
存
在
す
る
）

　
　
　
音
楽
の
存
在
方
式
認
識
に
関
す
る
一
つ
の
反
省
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三



　
　
　
音
楽
の
存
在
方
式
認
識
に
関
す
る
一
つ
の
反
省
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四

一
つ
ま
り
空
間
楚
定
的
な
位
置
を
占
め
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
音
楽
に
は
許
さ
れ
な
い
で
、
直
接
そ
の
流
動
的
な
現
象
が
美
的
体

験
に
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
吾
々
の
眼
前
に
据
え
ら
れ
た
一
つ
の
塑
像
が
、
と
も
か
く

も
そ
の
個
体
の
中
に
美
的
対
象
性
の
シ
ェ
マ
を
含
ん
で
い
る
と
言
え
る
の
に
対
し
て
、
一
つ
の
音
楽
作
品
は
、
そ
れ
に
相
当
す
る
よ

な
「
客
体
」
を
一
体
ど
こ
に
求
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
私
は
、
今
度
は
造
形
芸
術
に
お
い
て
、
個
体
的
と
い
う
こ
と
を
殊
更
意
識
的
に
強
調
し
た
が
、
そ
れ
も
亦
、
造
形
芸
術
の
、
事
象

と
し
て
の
存
在
方
式
が
、
音
現
象
に
比
べ
て
著
し
く
対
照
的
に
異
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な

事
象
の
相
異
を
無
視
し
の
り
こ
え
て
、
音
現
象
に
対
し
て
外
面
的
に
空
間
的
構
成
の
因
子
を
混
同
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
警
戒
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
造
形
芸
術
と
い
え
ど
も
、
そ
の
美
な
る
所
以
が
、
そ
の
事
象
の
個
体
的
に
し
て
空
間
的
な
る
次
元
の
み
に
求
め
ら
れ
る
は
ず
も
な

い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
美
の
本
質
は
、
再
び
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
用
語
を
か
り
る
な
ら
、
　
”
内
的
必
然
性
”
の

原
理
に
も
と
ず
け
ら
れ
た
”
外
的
表
現
”
即
ち
”
形
態
”
を
通
し
て
求
め
ら
れ
る
他
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
形
態
が
、
造
形
芸

術
の
場
合
に
は
、
視
覚
的
－
空
間
的
に
現
象
す
る
、
そ
の
よ
う
な
事
象
と
し
て
現
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
之
に
対
し
て
、
音
楽
は
聴
覚
的
－
時
間
的
に
現
象
す
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
現
象
を
逢
え
る
に
当
っ
て

以
上
に
指
摘
し
た
よ
う
な
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
か
り
も
の
に
満
足
し
な
い
で
、
何
か
、
も
っ
と
妥
当
な
、
自
ら
の
血
肉
を
分
け
た

よ
う
な
因
子
や
概
念
を
探
し
出
す
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。



　
そ
の
方
途
と
し
て
、
私
に
と
っ
て
そ
れ
は
ま
だ
暗
示
の
程
度
に
留
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、

る
。　

第
一
に
、
現
象
と
し
て
の
運
動
形
式
（
或
は
寧
ろ
変
化
の
様
態
）
の
追
究

　
第
二
に
、
意
識
活
動
に
お
け
る
記
憶
の
構
造
の
観
察

　
第
三
に
、
そ
れ
ら
を
綜
合
す
る
と
こ
ろ
の
体
験
の
形
成
の
考
察

が
そ
れ
で
あ
る
。

次
の
三
つ
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

あ
　
と
　
が
　
き

　
こ
の
小
論
は
、
　
「
音
現
象
に
対
す
る
空
間
概
念
適
用
へ
の
懐
疑
」
と
い
う
表
題
で
、
昨
年
東
京
に
お
け
る
音
楽
学
会
全
国
大
会
に

発
表
し
た
も
の
を
も
と
に
し
て
、
若
干
の
補
足
、
訂
正
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
研
究
発
表
会
の
席
上
、
二
つ
の
質
疑
、
指
摘
を
う
け
た
。
一
つ
は
、
音
現
象
の
空
間
的
把
握
の
問
題
に
つ
い
て
は
心
理
学
上
、

内
部
感
覚
論
乃
至
有
機
感
覚
説
の
立
場
か
ら
、
そ
の
関
連
性
に
つ
い
て
論
証
出
来
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
此
の
分
野
の
研
究
は

既
に
相
当
進
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
。
今
一
つ
は
、
や
は
り
同
じ
問
題
が
、
例
え
ば
「
象
徴
性
」
Q
。
鴇
ヨ
σ
o
一
望
の
観
点
か
ら

論
証
さ
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
前
者
は
、
恐
ら
く
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
と
は
私
に
も
想
像
出
来
る
し
、
本
主
題
を
追
求
し
て
ゆ
け
ば
、
当
然
そ
の
方
面
で
の
研
究

を
余
儀
な
く
き
れ
る
か
、
少
く
と
も
多
く
の
示
唆
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
思
う
。
併
し
問
題
は
更
に
発
展
す
れ
ば
、
単
に
感
覚
論
的
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あ
で
る
よ
り
も
も
っ
と
内
面
的
な
、
所
謂
深
層
心
理
学
な
ど
の
方
法
に
よ
っ
て
研
究
き
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。

併
し
又
同
時
に
「
生
の
哲
学
」
的
な
思
索
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
怠
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
後
者
「
象
徴
性
」
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
一
般
的
に
（
象
徴
概
念
を
芸
術
学
の
方
法
論
的
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
）
は
既
に
多
く
の

研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
の
種
の
考
察
を
音
の
表
象
の
時
・
空
性
問
題
の
方
面
へ
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
は
大
い
に
必
要
だ
と
も

思
う
が
、
た
だ
、
本
論
の
意
図
し
た
範
囲
は
、
む
し
ろ
そ
こ
に
到
る
ま
で
の
「
前
段
階
」
で
の
吟
味
で
あ
り
、
象
徴
概
念
な
ど
の
介

入
を
ゆ
る
き
な
い
、
事
象
そ
の
も
の
の
存
在
万
式
の
問
題
点
、
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
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本
学
助
教
授
　
　
音
楽
美
学
）


