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マ
ソ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
芸
術
に
か
ん
す
る
論
稿
は
、
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
か
れ
の
死
の
直
後
一
九
二
一
年
、
テ
ー
オ
ド

（
１
）

ル
。
ク
ロ
イ
ャ
ー
の
校
閲
を
経
て
発
表
さ
れ
た
、
草
稿
「
音
楽
の
合
理
的
社
会
学
的
基
礎
」
（
以
下
略
称
『
幸
岡
楽
社
会
学
』
）
し
か
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
○
五
年
に
発
表
さ
れ
た
「
プ
、
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
粘
神
」
を
皮
切
り
と
し
て
、
『
宗
教

社
会
学
論
範
色
所
収
の
「
序
言
」
や
「
中
側
考
察
」
、
『
経
済
と
社
会
』
所
収
の
第
五
章
「
宗
教
社
会
紫
」
、
『
科
学
論
仇
ご
所
収
の
「
社
会

学
及
び
経
済
学
に
お
け
る
〈
価
値
自
由
〉
の
意
味
」
、
晩
年
の
講
演
「
職
業
と
し
て
の
学
問
」
な
ど
の
諸
論
稿
の
随
所
に
、
わ
れ
わ
れ
は

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
審
美
的
領
域
へ
の
言
及
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
マ
リ
ァ
ン
ネ
夫
人
の
『
伝
記
』
や
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
時
代
の
ウ
ェ

ー
バ
ー
。
ク
ラ
イ
ス
に
出
入
り
し
た
ポ
ー
ル
・
ホ
ー
ニ
ス
ハ
イ
ム
の
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
思
い
出
』
の
証
言
が
語
る
よ
う
に
、
か（
２
）

れ
は
、
神
経
疾
患
が
癒
・
え
て
か
ら
、
或
い
は
そ
の
最
中
か
ら
晩
年
に
い
た
る
ま
で
、
審
美
的
領
域
の
問
題
性
に
拘
っ
て
い
た
気
配
で
あ
る
。

ト
ラ
ウ

ゥ
ェ
ー
．
ハ
ー
の
瀞
美
的
傾
城
へ
の
関
心
は
、
き
わ
め
て
プ
ロ
プ
レ
マ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
で
あ
り
、
ま
た
お
そ
ら
く
は
か
れ
自
身
の
特
神
的
外

（
３
）

傷
も
作
川
し
て
、
た
い
へ
ん
切
実
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
「
社
会
科
学
及
び
社
会
政
策
の
認
識
の
〈
客
観
性
〉
」
の
な
か
で
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
『
社
会
掌
の
関
心
の
川
苑
点
は
、
我
鎌
を
順
綴
す
る
社
会
的
文
化
生
講
の
Ｉ
辨
遜
的
な
、
と
雷
っ
て
そ
の
た
め
に
も
と
よ
り

個
性
的
な
姿
を
失
わ
ぬ
連
関
、
並
び
に
他
の
勿
論
こ
れ
ま
た
同
様
に
個
性
的
な
形
を
も
っ
た
社
会
的
文
化
状
態
か
ら
の
生
成
に
お
け
る

、
、
、

（
４
）

ｌ
魏
爽
的
な
従
っ
て
個
性
的
な
姿
鵬
で
あ
る
。
」
と
す
る
な
ら
ば
、
か
れ
の
こ
の
領
域
へ
の
関
心
の
川
苑
点
は
淡
の
よ
う
喉
芸
術
の
姿

で
あ
る
。「
涛
は
い
ま
や
、
し
だ
い
に
独
立
の
凹
有
な
伽
値
の
珠
を
倒
鑓
的
に
打
ち
た
て
る
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
、
あ
る
菰
の
ｌ
ど

音
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

問
題
の
所
在

○



「
芸
術
」
が
近
代
世
界
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
プ
レ
マ
テ
ィ
シ
ュ
な
位
世
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
の
い
わ
ば

理
論
的
・
経
験
的
根
拠
を
川
ら
か
に
し
て
い
る
論
文
、
そ
れ
が
か
れ
の
唯
一
つ
の
芸
術
社
会
学
論
稿
、
「
斉
楽
の
合
理
的
社
会
学
的
離
礎
」

で
あ
る
と
、
わ
た
く
し
は
考
え
て
い
る
。
「
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
汗
楽
現
象
を
学
問
的
関
心
の
枠
の
中
に
組
み
入
れ
た
」
の
は
、
安
藤
英
桁
氏

の
主
張
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
音
楽
が
、
一
方
に
お
い
て
は
人
Ⅲ
形
成
力
す
な
わ
ち
エ
ー
ト
ス
を
内
在
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、

（
８
）

し
か
も
同
時
に
、
他
力
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
一
フ
ー
フ
ィ
オ
と
癖
接
不
可
分
離
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
」
と
い
う
わ
け
で
は
必
し
も
な
い
。

少
な
く
と
も
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
Ⅲ
題
の
た
て
か
た
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
言
い
か
た
は
正
砿
で
は
な
い
と
思
う
。
か
れ
の
考
察
の
川
発
点
は
、

あ
く
ま
で
、
エ
ー
ト
ス
と
の
有
契
的
な
意
味
の
迎
合
を
欠
い
た
、
近
代
西
欧
の
和
亦
粁
楽
の
確
認
に
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
斉
楽
に
お
け

音
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

一
○
三

後
者
は
、
プ
ロ

の
確
信
で
あ
る
。

の
よ
う
な
意
味
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
よ
う
と
ｌ
魂
仙
内
的
な
救
い
の
篭
を
う
け
も
つ
よ
う
に
旗
る
・
端
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は

日
術
性
か
ら
の
、
ま
た
な
か
ん
ず
く
、
理
論
的
・
実
践
的
合
理
主
義
の
噸
大
す
る
抑
圧
か
ら
の
救
い
、
そ
う
し
た
機
能
を
う
け
も
つ
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
要
求
を
身
に
お
び
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裟
術
は
救
い
の
宗
教
と
矼
接
の
雌
合
川
係
に
た
つ
こ
と
に
な

る
。
お
よ
そ
合
皿
的
な
宗
教
倫
理
は
、
こ
う
し
た
現
枇
内
的
非
介
班
的
な
救
い
に
対
し
て
敵
対
的
な
態
度
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
と

（
５
）

い
う
の
も
、
ム
ロ
理
的
な
》
不
教
倫
理
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
無
責
任
な
享
楽
と
ひ
そ
か
な
愛
の
領
域
と
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。
」

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
こ
で
、
「
機
械
的
生
産
の
技
術
的
。
経
済
的
条
件
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
近
代
的
経
済
組
織
の
、
あ
の
強
力
な

（
６
）

枇
外
秩
序
」
か
ら
の
、
「
救
済
」
の
或
る
力
向
と
し
て
「
北
枩
術
」
を
略
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
が
救
い
の
宗
教
と
鋭
く
鞠
藤
す

る
こ
と
も
記
し
て
い
る
。
「
芸
術
」
が
杖
済
た
り
う
る
と
し
て
、
そ
れ
は
「
救
い
の
宗
教
」
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
ま
た

（
７
）

後
者
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
場
〈
、
の
如
く
、
「
芸
術
」
を
圧
殺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
救
済
た
り
う
る
、
こ
れ
が
ウ
ェ
ー
バ
ー



音
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

一
○
四

る
ド
リ
ア
旋
法
下
行
型
の
エ
ー
ト
ス
論
的
含
意
を
う
ん
ぬ
ん
す
る
こ
と
は
可
能
と
し
て
も
、
和
声
卉
楽
に
お
け
る
変
ロ
長
調
の
そ
れ
を
論

ず
る
こ
と
は
馬
鹿
気
て
い
る
。
ド
ピ
ュ
ッ
シ
ー
の
『
ペ
レ
ァ
ス
と
メ
リ
ザ
ン
ド
』
は
、
「
瀞
で
は
な
い
け
れ
ど
も
美
し
く
あ
り
う
る
と
い

（
９
）

』
ソ
の
み
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
善
で
な
い
と
い
う
丁
度
そ
の
点
で
美
し
く
あ
り
う
る
」
か
も
し
れ
な
い
し
、
い
や
、
と
い
う
よ
り
も
、

和
声
音
楽
は
、
音
楽
の
付
譜
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
伴
示
的
意
味
か
ら
区
別
さ
れ
る
「
音
楽
的
意
味
」
と
い
う
間
有
の
ア
ス
ペ
ク
ト
を
有
し
て

い
る
点
こ
そ
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
い
た
く
悲
き
つ
け
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
無
論
、
こ
の
和
声
斉
楽
を
発
生
史
的
視
角
か
ら
考
繋
す
る
と

き
、
と
く
に
そ
の
先
行
形
態
た
る
旋
法
斉
楽
の
発
生
史
的
汚
察
に
、
か
れ
が
エ
ー
ト
ス
と
の
関
述
も
蒋
慮
に
入
れ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か

で
あ
る
。
だ
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
エ
ー
ト
ス
が
発
生
史
的
述
関
に
お
い
て
飯
大
な
役
制
を
減
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
和
声
粁

楽
も
し
く
は
音
楽
一
般
が
エ
ー
ト
ス
を
内
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
蔵
稿
『
斉
楽
社
会
学
』
に
は
、
次
元
の
異
な
る
二
つ
の
理
論
的
考
察
が
綿
密
な
方
法
論
的
配
倣
の
も
と
に
有
機
的
に
組

み
合
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
背
組
織
の
「
体
系
」
を
細
部
に
至
る
ま
で
記
述
し
て
、
「
音
楽
的
意
味
」
の
所
在
を
川
ら
か
に
す
る
い

わ
ば
共
時
論
的
な
考
察
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
そ
の
「
体
系
」
を
発
生
史
的
視
角
か
ら
検
討
す
る
衿
察
で
あ
る
。
以
下
の
わ
た
く
し

の
所
論
で
は
、
ま
ず
始
め
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
こ
の
二
つ
の
考
察
を
ど
の
よ
う
に
連
関
さ
せ
て
い
る
の
か
、
少
し
ば
か
り
丹
念
な
検
討
を

加
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
か
れ
が
も
っ
ぱ
ら
主
題
と
し
た
和
声
卉
楽
の
音
組
織
の
「
体
系
」
の
発
生
史
的
解
明
の
方
法
設
定
の
点
で
は
、

川
意
周
到
で
あ
る
の
だ
が
、
剛
主
題
た
る
「
脊
楽
的
意
味
」
の
所
在
を
扱
う
共
時
論
的
考
察
の
部
分
で
は
、
今
Ⅱ
の
視
点
か
ら
み
る
と
、

若
干
の
不
備
な
点
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
次
い
で
、
こ
の
不
倫
を
補
う
た
め
に
、
脊
楽
の
「
体
系
」
概
念
を
、
か
れ
の
よ
う
に
、
音

、
、

素
材
の
組
織
原
理
と
し
て
の
音
程
の
「
体
系
」
に
と
ど
め
ず
、
青
色
、
リ
ズ
ム
な
ど
の
諸
ア
ス
ペ
ク
ト
の
複
合
体
と
し
て
の
『
体
系
』
概

念
に
ま
で
拡
大
す
る
。
但
し
、
「
体
系
」
と
い
う
川
諮
は
背
組
織
を
指
す
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
保
存
す
る
。
そ
し
て
、
『
体
系
』
の
諸
ァ



ス
ペ
ク
ト
の
な
か
で
、
そ
の
焦
点
が
、
旋
法
の
「
体
系
」
に
あ
る
も
の
を
旋
法
音
楽
と
し
、
そ
の
焦
点
が
和
斉
の
「
体
系
」
に
あ
る
も
の

を
和
声
音
楽
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
ら
の
予
術
的
作
業
を
試
み
た
の
ち
、
川
斉
楽
の
祖
型
②
旋
法
斉
楽
③
和
声
卉
楽
と
い
う

三
つ
の
理
想
型
の
「
斉
楽
的
意
味
」
の
所
在
を
考
察
す
る
。
但
し
、
わ
た
く
し
の
行
論
で
は
、
川
に
つ
い
て
は
、
「
斉
楽
的
意
味
」
と
い

う
概
念
を
適
用
で
き
な
い
の
で
、
主
と
し
て
、
②
の
発
生
史
的
因
果
と
の
関
係
で
こ
れ
を
記
述
す
る
。
ま
た
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
行
論
で

は
、
川
、
②
、
側
は
発
生
史
的
序
列
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
に
適
合
的
に
構
築
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
「
音
楽
的
意
味
」
の
所
在

を
摘
川
す
る
共
時
論
的
考
察
に
主
眼
を
似
く
な
ら
ば
、
「
体
系
」
の
机
述
と
「
体
系
」
内
部
で
の
汗
の
価
値
づ
け
の
変
遥
を
念
頭
に
お
い

て
、
②
、
側
の
理
想
型
を
作
成
し
厄
し
た
方
が
甘
足
一
貫
す
る
。
わ
た
く
し
は
、
和
声
音
楽
の
宵
組
織
の
発
生
史
的
囚
采
分
析
に
つ
い
て

は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
所
論
に
つ
け
加
え
る
べ
き
も
の
を
持
た
な
い
か
ら
、
本
稿
で
は
、
共
時
論
的
考
察
に
攻
点
を
世
い
て
、
旋
法
音
楽
と

和
声
吝
楽
の
理
想
型
を
榊
築
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

だ
が
、
共
時
論
的
考
察
を
こ
れ
に
と
ど
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
和
声
音
楽
の
場
合
、
青
組
織
内
部
で
の
音
の
価

値
づ
け
の
変
遷
を
含
め
て
こ
の
「
体
系
」
を
記
述
し
て
ゆ
く
と
き
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
い
ち
お
う
予
期
し
て
い
た
も
の
の
、
実
際
に
は
側
雌

し
な
か
っ
た
一
九
二
○
年
代
以
降
の
「
体
系
」
の
解
体
・
机
対
化
と
い
う
蜥
態
に
当
耐
す
る
が
、
こ
の
耶
態
を
射
程
に
入
れ
な
い
か
ぎ
り
、

今
日
の
地
平
に
お
い
て
「
音
楽
的
意
味
」
の
所
在
を
明
確
に
す
る
作
業
は
完
成
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
和
声
脊
楽
の
「
体

系
」
の
解
体
・
机
対
化
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
に
一
節
を
設
け
て
、
こ
れ
を
記
述
す
る
と
と
も
に
、
今
Ⅱ
の
認
Ⅱ
楽
的
意
味
」
を
成
立
ざ

ゾ
ヤ
ソ
ル

せ
る
『
体
系
』
概
念
の
輪
郭
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る
房
」
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
も
し
か
し
た
ら
音
楽
と
い
う
分
野
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た

「
音
楽
的
意
味
」
と
い
う
概
念
の
、
解
体
と
再
構
成
を
語
る
こ
と
に
も
連
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
。
…
：
。

音
架
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
愈
味
」

-－

○
五



（
２
）
員
且
：
ロ
の
空
司
の
冨
冴
・
豈
冒
獄
ヨ
８
９
叱
凰
詠
い
ｇ
⑮
園
冨
且
（
円
ｇ
甘
い
８
．
ご
ｍ
の
）
〔
大
久
保
和
郎
訳
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
。
ハ
ー
』
ｌ
、
Ⅱ
、
一

一
九
六
三
、
み
す
ず
書
房
〕
。
と
く
に
Ⅱ
巻
の
第
十
一
一
一
章
「
美
し
い
生
活
」
が
参
考
に
な
る
。
ま
た
そ
こ
で
引
川
さ
れ
て
い
る
ル
カ
ー
チ
ヘ
の
瞥

術
ｌ
か
れ
の
美
学
の
禰
緬
に
よ
せ
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
私
見
ｌ
は
『
プ
匝
愉
』
の
鯵
嘩
「
巾
附
議
蕊
」
、
『
宗
教
社
会
学
』
第
十
一
節
で
腱
剛

さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
、
現
世
拒
否
の
宗
教
倫
理
と
芸
術
及
び
エ
Ⅶ
ス
的
な
も
の
の
葛
藤
、
芸
術
と
エ
Ⅶ
ス
の
、
宗
教
倫
理
に
た
い
す
る
関
係
に
お
い

て
の
近
似
性
に
言
及
し
て
い
る
点
で
大
変
興
味
深
い
。
「
私
が
与
え
ら
れ
た
印
象
は
非
常
に
強
い
も
の
で
あ
り
、
私
は
〔
ル
カ
１
チ
の
〕
問
題
設

定
は
決
定
的
に
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
信
じ
ま
す
。
享
受
村
の
立
場
か
ら
、
次
い
で
創
造
新
の
立
場
か
ら
美
学
を
や
ろ
う
と
識
み
た
あ
げ
く
今
度

い
よ
い
よ
本
物
の
〈
作
品
〉
の
番
が
や
っ
て
き
た
の
は
有
難
い
こ
と
で
す
。
貴
兄
の
形
式
概
念
が
登
場
し
た
ら
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
私
は

大
い
に
好
奇
心
を
感
じ
て
い
ま
す
。
形
象
化
さ
れ
た
生
〔
芸
術
〕
は
た
し
か
に
経
験
的
な
も
の
の
域
を
越
え
た
価
値
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

も
、
、
、
、
Ｕ
、
、
、
、
勺

だ
け
で
な
く
‐
〈
牢
獄
〉
の
深
い
一
番
臭
の
片
隅
に
あ
ら
わ
れ
て
来
る
エ
ロ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
も
の
も
ま
た
形
象
化
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。

そ
れ
は
す
べ
て
の
形
象
化
さ
れ
た
生
と
と
も
に
卵
あ
る
も
の
の
迎
命
を
担
い
、
〈
形
象
を
受
け
つ
け
ぬ
〉
所
・
圓
沖
の
目
神
の
王
国
に
偶
す
る
一
切

の
も
の
と
の
対
照
の
質
に
お
い
て
は
審
美
的
態
度
に
似
て
さ
え
い
ま
す
。
こ
の
も
の
の
尖
際
上
の
位
値
が
決
定
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
世
兄

に
お
い
て
は
そ
れ
が
ど
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
知
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
」
〔
大
久
保
訳
、
Ⅱ
三
五
二
頁
〕
。

ま
た
、
屈
巳
国
・
日
鴨
貯
の
】
日
。
。
旨
§
割
ｇ
内
、
ｑ
ロ
の
甸
門
冊
勺
、
①
朋
○
〉
Ｂ
ｂ
：
『
．
ｇ
ｇ
）
〔
大
林
信
沿
択
『
マ
ソ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の

思
い
出
』
、
一
九
七
一
一
、
み
す
ず
書
房
〕
を
参
照
せ
よ
。

（
３
）
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
個
人
史
に
た
ち
い
っ
て
、
こ
の
辺
の
琳
怖
を
綿
密
に
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
Ｐ
風
び
同
旨
同
日
目
、
司
鳶
写
．
§
ｇ
恩
匹
司

鼬
貿
・
乱
８
一
門
貿
亀
巷
ミ
ミ
ミ
貝
気
冒
冒
職
雪
ｇ
⑯
、
（
ｚ
の
ョ
目
・
鳥
・
巳
８
）
〔
安
藤
英
治
訳
『
鉄
の
機
』
、
一
九
七
五
年
、
創
文
社
〕
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー

バ
ー
が
母
か
ら
受
け
継
い
だ
ピ
ュ
ゥ
リ
タ
ニ
ズ
ム
ヘ
の
固
若
は
、
父
の
死
を
契
機
に
、
ひ
と
つ
の
問
題
性
と
し
て
、
か
れ
の
内
部
で
自
覚
さ
れ
た
。

（
１
）
ロ
の
日
蝕
Ｏ
ｐ
ｐ
】
８
５
口
⑪
・
凶
・
］
・
囚
⑪
、
ロ
の
ｐ
の
２
口
巳
煙
、
の
ｐ
Ｑ
Ｒ
冨
口
⑪
涛
（
安
藤
災
輪
・
池
簡
英
才
・
伽
菰
一
郎
駅
『
音
楽
社
会
学
』
、
一
九
六

七
、
、
創
文
社
）

注

音
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

一
○
六



ま
た
、
同
じ
く
か
れ
の
個
人
史
（
と
く
に
か
れ
の
恋
愛
に
焦
点
を
あ
て
て
）
に
た
ち
い
っ
て
『
宗
教
社
会
学
論
難
』
に
散
見
す
る
か
れ
の
エ
ロ

ス
輪
を
、
い
わ
ば
動
機
探
究
的
に
考
察
す
る
と
共
に
、
当
時
の
ド
イ
ツ
・
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
間
で
の
フ
ロ
イ
デ
ィ
ズ
ム
の
圧
到
的
な
影
騨
を

ス
ケ
ソ
チ
し
た
の
が
、
冨
貝
目
Ｑ
の
①
旦
冨
⑩
ご
§
句
＆
（
宮
司
苫
の
首
９
閏
．
（
国
Ｐ
凶
ｏ
国
・
○
厨
．
ｇ
ゴ
ム
）
で
あ
る
。
オ
ッ
ト
ー
・
グ
ロ
ー
ス
、
フ

リ
ー
ダ
・
ウ
ィ
ク
リ
ー
〔
後
の
，
。
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
夫
人
で
、
エ
ル
ゼ
・
ヤ
ッ
フ
ェ
の
妹
〕
、
エ
ル
ゼ
・
ヤ
ッ
フ
ェ
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

の
柵
で
生
じ
た
人
間
劇
の
記
述
は
圧
巻
で
あ
る
。
マ
リ
ァ
ン
ネ
夫
人
の
『
伝
記
』
第
十
一
章
で
は
、
い
さ
さ
か
戯
画
化
さ
れ
た
き
ら
い
の
あ
る
、

フ
ロ
イ
デ
ィ
ズ
ム
の
使
徒
『
Ｘ
博
士
』
つ
ま
り
オ
ッ
ト
ー
・
グ
ロ
ー
ス
の
役
割
に
照
明
を
与
え
た
の
は
、
Ｍ
・
グ
リ
ー
ン
の
功
繍
で
あ
る
。
エ
ロ

ス
的
な
も
の
に
「
救
済
」
を
認
め
る
思
想
は
、
少
く
と
も
そ
の
一
端
は
、
オ
ッ
ト
ー
・
グ
ロ
ー
ス
か
ら
か
れ
の
愛
人
で
あ
っ
た
姉
汕
妹
を
つ
う
じ
て
、

即
ち
フ
リ
ー
ダ
か
ら
ロ
レ
ン
ス
ヘ
、
エ
ル
ゼ
か
ら
ウ
ェ
ー
バ
ー
へ
も
た
ら
さ
れ
た
。
ご
匙
・
己
ｌ
旨
い

（
４
）
。
』
員
の
・
周
⑭
１
国
四
・
〔
獄
永
祐
治
・
立
野
保
男
訳
司
社
会
科
学
方
法
論
』
、
一
九
一
一
一
六
、
斜
波
文
庫
、
四
七
’
四
八
頁
〕

（
５
）
ｏ
邑
淘
、
目
・
田
ａ
円
げ
の
ロ
肝
５
８
日
口
、
・
の
．
、
囲
・
〔
大
塚
久
雄
、
生
松
敬
一
一
一
訳
『
宗
教
社
会
学
論
選
』
、
一
九
七
二
、
み
す
ず
替
房
、
一
一
一
一
二
頁
〕
。

こ
れ
と
類
似
の
指
摘
は
、
三
属
ｐ
尻
§
】
区
ぐ
・
閃
呂
日
・
ロ
脇
・
凶
・
』
○
日
の
の
．
⑭
句
の
．
〔
武
藤
一
雄
、
薗
田
宗
人
、
薗
田
旭
訳
『
宗
教
社
会
学
』
、
一
九

、
、
、
、

七
六
、
創
文
社
、
一
一
一
○
○
頁
〕
に
見
ら
れ
る
。
「
芸
術
特
有
な
る
も
の
一
般
を
意
識
的
に
兄
川
す
こ
と
は
、
知
性
主
義
的
文
明
の
川
現
ま
で
冊
係

さ
れ
る
。
だ
が
ま
さ
に
そ
れ
の
川
現
と
と
も
に
、
芸
術
の
も
つ
共
同
体
形
成
の
力
は
、
そ
し
て
ま
た
芸
術
の
宗
教
的
救
済
意
志
と
の
親
和
性
は
、

消
滅
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
芸
術
を
純
粋
に
芸
術
と
し
て
見
る
こ
と
を
も
っ
ぱ
ら
要
求
す
る
か
の
現
世
内
的
救
済
は
、
神
に
反
す
る
も
の

と
し
て
、
ま
た
現
世
の
倫
理
的
非
合
理
性
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
救
済
に
敵
対
す
る
も
の
と
し
て
、
倫
班
的
宗
教
性
か
ら
も
真
正
の
神
秘
主
義
か
ら
も

忌
避
さ
れ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
遂
に
は
本
凰
来
的
な
禁
欲
に
と
っ
て
も
、
純
粋
な
芸
術
的
価
値
そ
の
も
の
へ
の
献
身
は
、
生
活
態
度
の
合
理
的
体

系
化
に
対
す
る
容
易
な
ら
ぬ
侵
害
と
な
る
。
さ
ら
に
そ
の
う
え
、
知
性
主
義
に
固
有
な
美
的
模
倣
の
態
度
が
倫
理
的
な
こ
と
が
ら
に
お
い
て
も
噸

音
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
つ
懲
味
」

一
○
七

宮

お
よ
そ
四
年
に
及
ぶ
神
経
疾
患
、
或
は
思
索
の
時
期
を
経
て
、
か
れ
の
個
人
史
的
な
精
神
的
葛
藤
が
、
西
洋
文
化
の
合
理
性
の
解
明
と
い
う
「
普

遍
史
的
な
問
題
設
定
」
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
。
「
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
禁
欲
の
『
神
』
が
カ
ル
ヴ
ィ
ン
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
を
そ
の
ピ
ュ
ー

リ
タ
ン
の
遮
産
に
背
か
せ
た
『
神
林
』
は
ニ
ー
チ
ェ
、
ト
ル
ス
ト
イ
、
そ
れ
に
Ｆ
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
も
の
で
あ
っ
た
。
」
〔
安
藤
訳
、
二
三
○



（
７
）
『
プ
画
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
競
の
精
神
』
の
な
か
で
、
ピ
ュ
ウ
リ
タ
ン
の
職
業
観
と
道
徳
上
の
要
求
と
が
盗
木
主
義
的
生
活

様
式
に
た
い
し
て
「
直
接
に
影
響
を
及
ぼ
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
諸
点
」
（
傍
点
ウ
ェ
ー
バ
ー
）
に
つ
い
て
論
じ
た
箇
所
を
参
照
。
そ
こ
で
、
か

れ
は
、
「
現
世
と
そ
れ
が
与
え
う
る
楽
し
み
の
無
邪
気
な
享
楽
」
に
た
い
す
る
ピ
ュ
ウ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
抑
圧
の
例
を
幾
つ
か
挙
げ
た
後
で
、
感
覚

裟
術
に
た
い
す
る
ピ
ュ
ウ
リ
ク
ニ
ズ
ム
の
姿
勢
に
つ
い
て
、
「
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
領
域
で
は
禁
欲
は
、
流
の
降
り
る
よ
う
に
、
愉
し
い
Ⅲ

い
イ
ギ
リ
ス
の
生
活
の
う
え
に
降
り
し
い
た
。
し
か
も
、
こ
の
編
に
当
て
ら
れ
た
の
は
枇
俗
の
祭
事
ば
か
り
で
は
な
い
。
お
よ
そ
「
迷
信
」
の

に
お
い
の
す
る
も
の
、
呪
術
や
供
儀
に
よ
る
恩
恵
授
与
の
あ
ら
ゆ
る
戒
押
に
む
け
ら
れ
た
ピ
ュ
ウ
リ
タ
ン
の
激
し
い
柵
悪
は
、
五
几
柱
や
無
邪
気

な
教
会
の
裟
術
行
本
ば
か
り
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
問
打
の
ク
リ
ス
マ
ス
祭
を
迫
害
し
た
。
」
（
の
挺
如
・
円
・
の
．
温
い
山
田
・
加
拠
、
枇
山
・
大
塚

訳
下
巻
、
二
○
七
’
二
一
○
頁
）
と
述
べ
て
、
更
に
こ
れ
に
傍
注
を
付
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
ピ
ュ
ウ
リ
ク
ニ
ズ
ム
の
形
騨
の
も
と
に
、

齋
楽
が
蕊
徹
し
た
鞭
怖
を
以
下
の
如
く
記
し
た
。
ア
ー
ー
イ
ギ
リ
ス
で
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
以
後
、
戯
曲
の
み
で
な
く
、
叙
怖
詩
や
氏
閖
が
洞
渦
し

て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
川
知
の
珈
災
で
あ
る
。
造
形
美
術
で
は
、
ピ
ュ
ウ
リ
ク
ニ
ズ
ム
の
抑
圧
を
う
け
る
よ
う
な
も
の
が
、
余
り
な
か
っ
た
ら
し

い
。
し
か
し
、
き
わ
め
て
優
秀
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
汗
楽
的
才
能
（
齋
来
災
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
役
削
は
か
な
り
放
要
で
あ
る
）
が
ま
っ
た
く

影
を
ひ
そ
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
注
、
す
べ
き
で
、
そ
れ
以
濤
来
、
こ
の
力
而
で
は
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
民
族
は
、
今
に
い
た
る
ま
で
、
同
じ
状

繊
を
つ
づ
け
て
い
る
。
」
（
葛
＆
⑪
．
澤
囲
・
【
Ｐ
』
前
柵
、
梶
山
・
大
塚
訳
下
巻
二
一
二
頁
）
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
の
桁
摘
（
傍
注
の
引
川
箇
所
）
は
、

濟
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
忍
燃
」

一
○
八

地
さ
れ
る
に
つ
れ
、
そ
の
緊
張
は
い
ち
だ
ん
と
た
か
ま
る
。
知
性
主
識
の
時
代
に
現
わ
れ
る
倫
理
的
判
断
に
対
す
る
尚
伍
の
拒
否
や
、
ま
た
伝
統

的
拘
束
に
制
限
さ
れ
た
湊
へ
の
嫌
怒
は
、
そ
こ
か
ら
、
倫
理
的
に
労
え
ら
れ
た
捌
肋
を
美
的
に
解
釈
さ
れ
た
判
断
へ
班
形
す
る
と
い
う
那
鵬
を
悲

き
起
こ
す
（
典
型
的
な
形
で
は
、
「
非
難
す
べ
き
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
「
悠
趣
味
な
」
と
い
っ
て
片
付
け
て
し
ま
う
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
）
。
し

か
し
な
が
ら
、
人
川
的
な
雛
側
係
に
つ
い
て
の
行
人
の
判
断
の
鯲
亦
は
、
主
鯛
主
義
的
な
論
駁
の
余
地
な
い
も
の
で
あ
っ
て
ｌ
狐
術
わ
れ
わ
れ

は
、
輩
術
鯵
論
噸
剛
へ
の
＃
に
よ
っ
て
災
醗
に
こ
れ
を
救
え
込
ま
れ
る
が
ｌ
こ
の
こ
と
が
．
鎌
教
倣
か
心
凡
て
．
臆
綱
さ
と
総
び
っ
い
た
特
殊

な
冷
酷
さ
を
示
す
股
も
深
い
一
形
式
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
大
い
に
あ
り
う
る
。
」

（
６
）
の
脾
飼
閂
》
の
．
⑭
ｇ
〔
梶
山
力
、
大
塚
久
雄
訳
『
プ
、
テ
ス
ク
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
糒
神
』
下
巻
、
一
九
六
二
、
岩
波
文
応
、
二

四

五

図



今
Ⅱ
の
研
究
業
紙
（
図
：
ａ
田
の
の
・
ミ
目
・
具
号
勾
・
蔦
ａ
煙
ａ
の
伜
〕
§
嵐
。
⑪
．
ご
『
Ｃ
）
〔
一
二
丼
徹
訳
『
民
衆
の
背
楽
』
、
一
九
七
四
脊
飛

之
女
社
〕
か
ら
み
る
と
、
余
り
に
断
定
の
度
が
過
ぎ
る
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
の
行
論
の
文
脈
で
は
、
そ
の
こ
と
は
川
題
に
な
ら
な
い
。
ウ
ェ
ー

バ
ー
が
、
こ
の
よ
う
に
肥
え
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
肝
心
な
点
で
あ
る
。

ま
た
ち
な
み
に
、
ピ
ュ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
性
愛
の
領
域
へ
の
抑
圧
に
つ
い
て
は
、
同
書
梶
山
・
大
塚
訳
一
七
七
’
一
八
一
頁
を
参
照
の
こ
と
。
す

で
に
一
九
○
五
年
の
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
の
段
階
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
、
審
美
的
領
域
と
性

愛
的
領
域
に
た
い
す
る
抑
圧
に
つ
い
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
鋭
く
同
施
し
て
い
た
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
・
ク
ラ
イ
ス
に
お
け
る
、
芸
術
家
や
美
学

打
と
の
交
際
、
エ
ル
ゼ
・
ヤ
ッ
プ
ェ
と
の
恋
愛
に
先
立
っ
て
、
既
に
し
て
、
か
れ
は
ｎ
ら
も
か
つ
て
は
身
を
ゆ
だ
ね
た
プ
画
テ
ス
ク
ン
テ
イ
ズ
ム

の
問
題
性
を
知
悉
し
て
い
た
、
と
い
う
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
側
而
で
は
な
い
が
、
プ
画
テ
ス
ク
ン
テ
イ
ズ
ム
に
対
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
批
判
的

視
点
に
注
Ⅱ
し
た
先
駆
的
論
稲
は
折
原
浩
の
「
マ
ソ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
〈
近
代
人
〉
お
よ
び
〈
マ
ー
ジ
ナ
ル
・
マ
ン
・
イ
ン
テ
リ
ゲ

ン
ッ
ィ
ァ
〉
の
問
題
」
（
旭
商
邦
雄
、
柵
武
直
綱
『
二
○
世
紀
の
社
会
学
』
所
収
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
六
四
）
で
あ
る
。

（
８
）
安
藤
英
締
「
マ
ソ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
汗
楽
」
、
杣
掛
、
安
藤
仙
訳
『
汗
楽
社
会
学
』
所
収
、
二
六
六
頁
。
ま
た
安
藤
英
械
氏
は
、
「
マ
ッ
ク

ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
音
楽
社
会
学
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
政
治
経
済
論
誰
』
第
十
六
巻
第
一
号
、
第
二
号
）
の
な
か
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
青
楽

社
会
学
』
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
き
わ
め
て
丹
念
な
考
証
を
行
う
と
と
も
に
、
エ
ー
ト
ス
と
音
楽
の
関
係
に
つ
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
識
耕
作
に
散
見
す
る
「
汗
楽
論
」
を
手
掛
り
に
し
て
、
論
を
謙
細
に
展
開
し
て
お
ら
れ
る
。
私
兄
に
よ
れ
ば
、
安
藤
説
の
難
点
は
、
エ
ー

ト
ス
と
斉
楽
の
側
述
を
馴
論
的
に
説
川
せ
ず
に
、
両
打
の
側
述
を
説
い
た
文
献
の
存
在
を
引
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
打
の
側
述
を
岡
川
水
も

の
と
み
な
し
た
点
に
あ
る
。
０
５
鯉
・
ロ
⑭
．
ご
尽
勾
鷺
ミ
ミ
§
ミ
ミ
尋
・
」
宮
口
（
賢
二
・
畳
、
同
□
且
ロ
ミ
尋
穐
（
ｚ
・
瓜
・
Ｐ
』
や
念
）
〔
皆

川
達
夫
、
柿
木
謀
郎
訳
忌
仰
梨
の
起
源
』
、
一
九
六
九
、
汗
楽
之
友
社
〕
は
、
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
エ
ー
ト
ス
論
を
、
旋
法
の
絶
対
汗
商
（
ピ
ッ

チ
）
と
側
逃
さ
せ
て
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
両
打
の
側
述
を
珈
論
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
批
政
な
試
み
で
あ
る
。

ま
た
安
藤
氏
の
所
論
は
、
『
宗
教
社
会
学
論
染
』
に
お
け
る
「
エ
ー
ト
ス
」
概
念
と
豆
Ｍ
楽
社
会
学
』
の
「
エ
ー
ト
ス
」
概
念
と
を
い
さ
さ
か

強
引
に
結
び
つ
け
す
ぎ
る
と
思
う
。
安
藤
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
『
音
楽
社
会
学
』
の
執
筆
後
に
、
『
プ
ロ
倫
』
論
文
の
「
エ
ー
テ
ィ
ク
」
は

「
エ
ー
ト
ス
」
に
訂
正
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
「
エ
ー
ト
ス
」
概
念
の
内
包
は
両
者
で
全
く
異
な
る
。
『
音
楽
社
会
学
』
の
、
訳
書
、

四
二
、
五
七
、
一
四
八
、
一
八
六
頁
に
現
わ
れ
る
「
エ
ー
ト
ス
」
概
念
は
、
音
楽
的
意
味
と
宗
教
的
含
意
が
当
該
文
化
の
中
で
有
契
的
に
述
合
し

音
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

一
○
九



１

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
草
稿
「
音
楽
の
合
理
的
社
会
学
的
基
礎
」
は
た
い
へ
ん
に
綿
密
な
方
法
論
的
配
慮
を
踏
ま
え
て
執
筆
さ
れ

た
論
文
で
あ
る
。
は
じ
め
に
ユ
ニ
ー
ク
な
問
題
設
定
と
結
び
つ
い
た
そ
の
方
法
論
的
配
慮
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
論
点
の
手
が
か

り
は
、
戴
稿
そ
の
も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
『
科
学
論
錐
』
所
収
の
「
社
会
学
及
び
経
済
学
に
お
け
る
〈
価
値
向
山
〉
の
意
味
」
に
川
意
さ

、
、
■
、
、
Ｂ
ｂ
、
、
も

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
か
れ
は
、
経
駁
的
な
芸
術
史
や
芸
術
社
会
学
は
、
袈
術
作
仙
の
稀
美
的
評
価
を
学
問
と
し
て
は
行
わ
な
い
点
を
銘
記

し
た
の
ち
に
、
だ
が
、
そ
れ
ら
の
学
問
的
汚
察
の
関
心
の
方
向
、
説
川
さ
る
べ
き
溶
体
は
、
芸
術
作
仙
の
〔
泌
淑
将
に
と
っ
て
の
〕
稀
美

的
意
識
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
述
べ
て
、
そ
の
共
体
例
と
し
て
、
齋
楽
史
の
倣
域
を
例
に
と
り
、
次
の
よ
う
に
述
ぺ
た
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
音
楽
史
の
中
心
問
題
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
人
の
側
心
（
「
価
値
関
係
性
」
／
・
）
の
見
地
か
ら
は
、
何
と
い
っ
て
も
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
他
の
ど
こ
に
お
い
て
も
脊
楽
の
合
理
化
は
、
そ
れ
と
は
別
な
、
し
か
も
大
抵
そ
れ
と
正
反
対
の
道

を
歩
ん
だ
の
に
、
何
故
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
の
み
、
し
か
も
あ
る
特
定
の
時
期
に
、
ほ
と
ん
ど
ど
こ
に
お
い
て
も
民
俗
的
に
展
開
さ

れ
て
い
た
多
声
脊
楽
か
ら
和
ｗ
脊
楽
が
展
附
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
川
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
ヨ
ー
Ｍ
ソ
．
ハ
以
外
の
ど
こ
に
お
い
て

汗
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
．
啄
味
」

一
一
○

て
い
る
珈
態
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
使
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
か
れ
は
、
旋
祁
定
型
に
お
け
る
宵
楽
的
意
味
と
「
エ
ー
ト
ス
」
と
の

述
合
に
つ
い
て
述
べ
る
だ
け
で
、
和
ｗ
汗
楽
を
記
述
す
る
く
だ
り
で
は
、
「
エ
１
ト
ス
」
に
つ
い
て
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
当
然
で
あ

っ
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
完
成
態
と
し
て
の
和
旅
脊
楽
に
と
っ
て
は
、
「
エ
ー
ト
ス
」
と
の
葛
藤
や
そ
れ
か
ら
の
解
汲
の
過
程

こ
そ
が
主
題
化
さ
る
べ
き
課
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
９
）
の
四
コ
》
⑪
．
ｇ
《
〔
尼
商
邦
雄
訳
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
、
一
九
三
六
、
沿
波
文
砒
、
五
山
頁
〕

第
一
節
「
体
系
」
と
「
発
生
史
」
的
分
析
の
凹
地



も
宵
楽
の
合
理
化
は
、
（
五
度
宵
税
の
）
和
声
的
分
削
に
よ
る
代
り
に
、
（
大
抵
は
四
度
脊
稚
の
）
側
隔
的
分
削
に
よ
る
青
懸
の
展
開
と

い
う
道
を
辿
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
中
心
問
題
は
、
三
和
汗
の
構
成
要
素
と
し
て
和
声
的
に
そ
の
意
味
が
解
明
さ
れ
る
第
三

音
の
成
立
の
問
題
と
、
さ
ら
に
和
声
的
半
斉
階
法
の
成
立
の
問
題
、
そ
の
上
に
純
粋
に
メ
ト
ｍ
ノ
ー
ム
式
に
柚
子
を
と
る
の
で
は
な
く
、

（
１
）

（
強
拍
部
と
弱
拍
部
か
ら
成
る
）
近
代
の
》
田
楽
的
リ
ズ
ム
法
の
問
題
で
あ
る
。
」

こ
の
引
川
箇
所
は
そ
の
ま
ま
跳
橘
豆
川
楽
社
会
学
』
の
問
題
設
定
と
し
て
想
定
し
て
櫛
わ
な
い
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
手
続
き
に
よ

っ
て
今
Ⅱ
鵬
雌
濟
拳
諦
を
籍
し
く
当
惑
さ
せ
て
い
る
ア
ポ
リ
ァ
ー
「
辮
楽
と
は
何
か
、
滞
楽
と
非
齋
蝋
の
机
災
は
ど
こ
に
あ
る
の

か
、
」
ｌ
通
い
ら
お
う
川
避
し
て
、
塊
存
す
る
裟
術
蕊
の
瀞
美
的
意
味
塗
成
立
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
雑
木
的
＃
和
旋
藁
の
議

織
の
「
体
系
」
の
発
生
史
的
山
来
の
問
題
に
考
察
の
然
点
を
し
ぼ
る
こ
と
が
で
き
た
。
政
栖
息
、
楽
社
会
学
』
の
冒
頭
が
、
和
声
汗
楽
の

宵
組
織
の
「
体
系
」
の
記
述
か
ら
始
ま
る
の
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、
綿
密
な
方
法
論
的
配
噸
の
結
果
で
あ
る
。
か
れ
は
、
そ
こ
で

和
声
音
楽
に
お
け
る
音
の
分
節
化
の
「
体
系
」
す
な
わ
ち
、
五
度
の
分
割
に
よ
る
楽
音
の
獲
得
と
、
楽
音
間
の
階
層
的
関
係
、
楽
音
の
進

（
２
）

行
を
規
制
す
る
コ
ー
ド
（
「
規
則
」
）
を
記
述
し
て
い
る
。
垂
、
楽
が
、
そ
う
し
た
「
体
系
」
の
帝
を
も
っ
ぱ
ら
使
川
し
、
コ
ー
ド
を
蹄
求
璋
え

た
汗
の
組
み
合
せ
や
述
結
で
あ
り
、
聴
き
手
と
つ
く
り
手
が
、
そ
う
い
う
「
体
系
」
と
コ
ー
ド
を
、
意
識
的
、
無
意
識
的
に
学
習
し
て
い

る
が
故
に
、
宰
川
の
連
鎖
は
有
意
味
的
形
象
た
り
う
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
和
声
斉
楽
の
個
々
の
脊
楽
作
品
、
つ
ま
り
、
バ
ッ
ハ
、
ベ
ー
ト

ヴ
ェ
ン
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
作
肺
か
ら
で
は
な
く
、
背
紐
織
の
「
体
系
」
と
コ
ー
ド
と
い
う
水
準
か
ら
、
和
声
音
楽
の
「
理
想
型
」
を
つ

く
り
あ
げ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
れ
は
、
脊
楽
的
現
象
を
時
系
列
に
そ
っ
て
漠
然
と
追
い
な
が
ら
近
代
の
和
声
斉
楽
の
歴
史
的
由

来
を
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
「
理
想
型
」
を
発
生
さ
せ
た
与
件
を
、
潮
及
的
に
追
跡
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
際
、
か
れ
は
、
そ
れ

に
先
行
す
る
宵
楽
と
し
て
、
ま
た
共
時
的
に
み
て
和
声
音
楽
と
対
照
的
な
脊
楽
と
し
て
、
や
は
り
青
組
織
の
「
体
系
」
性
と
い
う
水
準
か

音
梁
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

一
一
一



Ⅶ
油
ら
、
「
旋
法
汗
楽
」
の
珊
想
型
を
柵
成
し
、
更
に
「
旋
法
帝
楽
」
の
前
期
的
形
態
と
し
て
、
或

蜥
繩
輌
討
る
種
の
兎
、
楽
の
机
型
」
（
こ
れ
は
私
の
命
名
）
を
想
定
す
る
。
つ
ま
り
、
背
組
織
の
「
体
系
」

例
⑤
繩
①
の
水
飛
で
比
較
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
青
組
織
上
の
合
理
化
の
所
在
を
川
硴
に
し
て
、
次
い

、
／
二
鱸
鱗
螺
剛
Ⅶ
鱗
塞
…
…

１
約
蒟
型
」
の
記
述
と
で
は
、
記
述
の
次
元
が
異
な
る
点
と
、
第
二
と
し
て
、
「
体
系
」
と
「
発
生
史

剛
辮
血
椰
述
椰
述
的
因
果
」
の
区
別
と
連
関
の
問
題
で
あ
る
。

州
桝
繍
Ｉ
糊
，
蕊
蕊
譲
鮴
一
窪
羅
蕊

固
有
に
杣
川
し
う
る
音
楽
と
、
斉
楽
的
・
吝
楽
外
的
意
味
が
判
別
し
難
い
脊
楽
と
の
区
別
が
念

巨
巨
鱗
瀬
川
欄
鱗
繍
雌

Ｍ
繩
棚
繩
れ
て
く
る
、
と
い
う
想
定
が
あ
る
。
こ
れ
は
別
な
何
度
か
ら
い
え
ば
、
「
定
型
」
段
階
の
宵
楽

叫
の
似
の
は
燕
、
楽
的
意
味
と
幸
Ⅲ
楽
外
的
な
意
味
と
の
関
係
が
耕
し
く
「
打
契
的
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

充
⑥
発
⑦
あ
る
呪
術
で
Ⅲ
い
ら
れ
る
「
定
型
」
宵
楽
は
、
そ
の
呪
術
的
効
能
を
盃
仙
せ
ぬ
よ
う
つ
ね
に
そ



ト
ー
ソ
ゾ
ハ
テ
ム

次
に
第
一
一
の
論
点
、
「
体
系
」
と
「
発
生
史
的
川
采
」
の
区
別
と
迎
側
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。
ま
ず
「
体
系
」
、
す
な
わ
ち
汗
組
織

が
、
も
っ
ぱ
ら
此
時
論
的
地
平
の
川
譜
で
あ
る
こ
と
に
注
Ⅱ
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
体
系
」
は
、
楽
吝
の
分
節
化
の
原
理
で
あ
っ
て
、

し
か
も
、
そ
れ
を
意
識
的
・
無
意
識
的
に
学
習
し
た
人
間
に
と
っ
て
は
、
音
の
連
鎖
を
有
意
味
的
形
象
と
し
て
受
け
と
る
た
め
の
、
蛾
も

飛
礎
的
な
枠
組
で
も
あ
る
。
粁
楽
は
、
そ
の
発
生
史
的
過
職
に
介
在
す
る
無
数
の
与
件
の
彫
騨
を
受
け
て
、
そ
れ
特
有
の
「
意
味
」
性
を

随
伴
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
「
体
系
」
と
の
関
連
で
蕊
る
豆
、
楽
的
意
味
」
の
位
相
と
は
区
別
可
能
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ

の
「
体
系
」
の
記
述
、
と
り
わ
け
和
声
音
楽
の
「
体
系
」
の
記
述
を
最
初
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
声
脊
楽
、
旋
法
音
楽
の
発
生
に
介

在
し
た
無
数
の
要
因
群
の
限
定
を
行
っ
た
。
こ
の
操
作
は
、
Ｆ
・
ソ
シ
ェ
ー
ル
が
、
通
時
言
語
学
に
つ
い
て
胴
摘
し
た
、
左
記
の
よ
う
な

配
脳
に
肪
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

「
即
ち
時
間
の
流
れ
を
下
り
つ
つ
、
一
言
語
の
歴
史
を
、
細
大
猟
さ
ず
に
記
述
し
う
る
が
た
め
に
は
、
そ
の
言
語
の
瞬
側
写
真
と
数
限

汗
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
な
味
」

一
一
一
一
一

の
「
定
型
」
性
が
間
守
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
の
「
定
型
」
は
、
多
く
の
場
合
、
卉
楽
と
い
う
よ
り
か
、
舞
踏
、
歌
咄
を
始
め
と

す
る
様
々
の
動
作
の
複
合
体
と
し
て
の
「
定
型
」
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
「
音
楽
的
意
味
」
の
固
有
の
水
準
の
抽
象
が
著
し
く
困
難
な

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
段
階
の
幸
川
楽
、
あ
る
い
は
汗
楽
の
祖
型
は
、
髭
川
楽
的
形
象
の
発
生
史
的
解
川
に
、
ま
た
旋
法
齋
楽
の

発
生
史
的
因
果
の
解
明
に
、
そ
の
考
察
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
粁
楽
の
祖
型
と
旋
法
汗
楽
は
、
そ
の
外
形
か
ら
み
れ
ば
、
殆
ど
区
別
し

が
た
い
。
し
か
し
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
、
音
組
織
の
「
体
系
」
性
の
有
無
と
、
そ
れ
に
附
随
す
る
青
楽
意
味
論
の
地
平
で
は
明
砿
に
区
別
し

て
い
る
こ
と
を
忘
れ
る
ぺ
き
で
は
な
い
。

２



音
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

一
一
四

リ
な
く
所
有
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
条
件
は
充
た
さ
れ
た
た
め
し
が
な
い
。
…
…
そ
の
時
に
は
展
望
的
方
法
、

即
ち
直
接
記
録
を
断
念
し
て
、
逆
の
方
向
を
と
り
、
回
顧
法
に
よ
っ
て
時
間
の
流
れ
を
棚
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
第
二
の
見
方
の
場
合

に
は
、
人
は
あ
る
与
え
ら
れ
た
時
代
に
身
を
お
い
て
、
あ
る
形
か
ら
何
が
生
じ
た
か
を
で
は
な
く
、
そ
れ
を
生
み
だ
す
こ
と
の
で
き
た

（
４
）

よ
り
古
き
形
は
何
で
あ
る
か
を
、
探
究
す
る
の
で
あ
る
。
」

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
音
楽
社
会
学
』
に
お
け
る
発
生
史
的
分
析
の
手
法
も
こ
れ
と
全
く
同
様
で
あ
る
。
和
声
音
楽
の
「
体
系
」
の
記
述
に

始
っ
て
、
そ
の
「
体
系
」
を
生
み
だ
す
客
観
的
可
能
性
を
も
っ
た
幾
つ
か
の
要
因
群
の
検
討
と
そ
の
前
期
的
形
態
と
し
て
の
初
期
の
ポ
リ

フ
ォ
ニ
ー
、
初
期
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
の
先
行
型
と
し
て
の
教
会
脊
楽
、
世
俗
汗
楽
、
そ
の
埜
礎
に
あ
る
旋
法
背
楽
の
「
体
系
」
、
そ
し
て

更
に
は
そ
れ
を
生
み
だ
す
客
観
的
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
脊
楽
の
祖
型
…
…
。
と
い
う
具
合
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
ま
た
考
察
を
過
去
に
測
ら

せ
て
ゆ
く
。
し
た
が
っ
て
、
和
声
齋
楽
、
旋
法
将
楽
、
定
型
の
汗
楽
（
宵
楽
の
祉
型
）
と
い
う
か
れ
の
理
想
型
も
、
あ
く
ま
で
、
和
亦
脊

楽
の
「
体
系
」
の
発
生
史
的
解
明
に
適
合
的
に
榊
築
さ
れ
た
理
想
型
で
あ
る
。
か
れ
の
作
っ
た
旋
法
斉
楽
や
定
狐
の
燕
Ｍ
楽
に
つ
い
て
の
理

想
型
的
記
述
は
、
実
態
と
し
て
の
そ
う
し
た
音
楽
の
、
理
想
型
的
記
述
な
の
で
は
な
く
、
和
声
音
楽
の
「
体
系
」
の
そ
れ
ら
と
の
差
異
性

を
際
だ
た
せ
、
し
か
も
そ
の
差
異
性
の
根
拠
の
発
生
史
的
囚
来
迎
側
の
砿
定
に
適
合
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
時
系
列
の
序
列

も
ま
た
、
こ
の
．
ハ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ブ
で
位
肚
づ
け
ら
る
べ
き
で
、
別
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
は
な
る
ま
い
。
比
較
の

ア
ク
セ
ン
ト
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
以
外
の
斉
楽
の
特
殊
性
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
は
な
く
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
．
ハ
の
吝
楽
の
「
体
系
」
の
特
殊

性
の
解
明
に
置
か
れ
て
い
る
。
か
れ
の
『
音
楽
社
会
学
』
の
な
か
で
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
（
と
く
に
ア
フ
リ
カ
の
）
民
族
音
楽
や
二
○
世

紀
の
西
欧
斉
楽
の
、
「
音
楽
的
意
味
」
の
形
成
に
と
っ
て
函
要
な
榊
成
要
素
で
あ
る
非
音
階
青
（
と
く
に
打
楽
器
音
）
の
問
題
が
、
故
意

に
無
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
事
情
の
た
め
と
思
わ
れ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
、
こ
れ
を
明
確
に
意
識
し
て
い
て
、
ポ
ー
ル



・
ホ
ー
ニ
ス
ハ
イ
ム
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。

「
キ
リ
ス
ト
教
は
聖
書
宗
教
の
中
で
礼
拝
の
剛
り
を
も
た
な
い
唯
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
基
本
的
に
リ
ズ
ム
よ
り
も
む

し
ろ
メ
ロ
デ
ィ
に
も
と
づ
く
非
肉
体
的
な
（
恩
日
の
１
．
ｃ
音
楽
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
他
の
ど
こ
に

（
５
）

も
見
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
、
と
。
」

た
し
か
に
、
打
楽
器
音
は
近
代
西
欧
の
和
声
斉
楽
で
は
い
わ
ば
脇
役
の
位
慨
を
占
め
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
齋
が
、
西
欧
斉
楽
の
な
か
で

全
面
的
に
活
服
す
る
の
は
、
和
声
吝
楽
の
「
体
系
」
が
解
体
、
或
は
相
対
化
さ
れ
た
二
○
世
紀
以
降
の
出
来
事
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
の
発
言
も
、
和
声
音
楽
の
「
体
系
」
の
発
生
的
因
果
と
の
連
関
に
お
い
て
は
正
当
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
発
生
史
的

因
果
迦
側
の
麟
定
と
い
う
鳳
標
の
た
め
に
は
、
「
体
系
」
概
念
の
内
包
を
ｌ
爽
際
に
は
斐
川
階
齋
を
川
い
る
と
し
て
も
、
こ
の
契
機
を

無
視
し
て
－
－
士
脚
階
斉
に
限
定
し
て
、
し
か
も
そ
の
「
体
系
」
の
定
常
態
を
想
定
し
て
、
こ
の
記
述
を
単
純
化
し
た
ほ
う
が
適
合
的
な
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
体
系
」
概
念
の
限
定
と
そ
の
定
常
態
の
想
定
が
、
「
音
楽
的
意
味
」
論
の
充
全
な
展
開
に
と

っ
て
は
、
か
え
っ
て
梗
拙
と
な
る
。
次
に
そ
の
点
を
詳
論
し
て
み
よ
う
。

（
１
）
。
』
受
ｍ
・
日
』
〔
松
代
和
郎
訳
『
社
会
学
お
よ
び
経
済
学
の
「
価
値
自
由
」
の
意
味
』
、
一
九
七
六
、
創
文
社
、
六
八
頁
〕
・
同
様
の
掬
摘
は
、

『
宗
教
社
会
学
論
梨
』
の
「
序
言
」
で
も
展
洲
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
周
頭
で
、
『
論
集
』
全
体
の
問
題
設
定
を
要
約
し
て
、
「
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

文
化
世
界
に
生
を
掌
け
た
者
が
普
遍
史
的
な
諸
問
題
を
取
扱
お
う
と
す
る
ぱ
あ
い
、
彼
は
必
然
的
に
、
そ
し
て
そ
れ
は
当
を
え
た
こ
と
で
も
あ

る
が
、
次
の
よ
う
な
問
題
の
立
て
方
を
す
る
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
諸
珈
怖
の
連
鎖
が
存
在
し
た
た
め
に
、
他
な
ら
ぬ
西
洋
と
い
う

、
Ｂ
、
、

地
盤
に
お
い
て
．
ま
た
そ
こ
に
錆
い
て
の
み
．
普
適
的
な
意
義
と
妥
当
性
を
も
つ
よ
う
な
発
展
傾
向
を
と
る
ｌ
と
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
は
霧

音
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

一
一
五

注



（
５
）
前
胸
、
大
林
訳
一
四
二
頁
。
ポ
ー
ル
・
ホ
ー
ニ
ス
ハ
イ
ム
の
巡
柵
災
、
豈
冒
虹
、
齢
切
目
貫
￥
１
－
司
育
ト
ロ
ミ
忌
凱
与
嫡
Ｑ
呼
貝
起
貿
甲

暮
風
曽
・
且
旨
世
匂
沢
祠
・
同
日
丙
。
日
の
編
者
論
文
貴
司
ロ
の
弓
Ｃ
鳥
。
【
勺
：
』
国
。
ｐ
荷
い
ロ
の
】
日
．
．
（
〕
◎
ロ
ロ
ミ
一
一
の
『
伜
陣
）
口
い
ら
『
←
）
に
引
証
さ

れ
て
い
る
ホ
ー
ニ
ス
ハ
イ
ム
の
千
穂
は
、
こ
れ
と
全
く
菰
似
の
こ
と
を
述
ぺ
な
が
ら
、
い
っ
そ
う
具
体
的
か
つ
詳
細
で
あ
る
。
書
き
記
さ
れ
な
か

商
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

一
一
一
ハ

え
た
い
ｌ
文
化
的
論
現
象
が
姿
を
現
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
」
と
述
べ
た
後
．
こ
れ
に
総
け
て
そ
う
し
た
文
化
拠
鱗
の
範
例
と
し
て
．
科

学
、
帝
楽
、
Ｗ
川
人
に
よ
る
学
Ⅲ
的
徹
み
、
政
愉
的
公
川
休
と
い
う
趣
味
で
の
国
家
、
介
班
的
紙
憐
燐
本
北
溌
、
輔
々
を
あ
げ
、
こ
れ
ら
の
範
例

に
共
通
の
特
徴
と
し
て
、
「
西
洋
文
化
の
粥
ぴ
て
い
る
独
特
の
『
合
班
主
溌
』
」
を
折
摘
し
た
。
そ
の
際
、
汗
楽
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
「
脊
楽
を
聴
き
分
け
る
耳
は
、
今
Ⅱ
の
わ
れ
わ
れ
ヨ
ー
Ⅵ
ソ
パ
人
よ
り
も
他
の
諭
民
族
の
方
が
む
し
ろ
ず
っ
と
兇
難
に
発
逮
し
て
い
た
よ

う
で
あ
り
、
と
に
か
く
、
わ
れ
わ
れ
以
下
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
種
々
の
多
洲
商
楽
は
ひ
ろ
く
肚
界
中
に
広
が
っ
て
い
た
し
、
多
数

の
楽
緋
の
合
奏
と
か
デ
ィ
ス
カ
ン
ト
川
法
さ
え
西
洋
以
外
の
地
域
に
も
あ
っ
た
。
西
洋
の
〈
叩
狐
的
な
汗
碓
は
の
こ
ら
ず
、
他
の
地
域
で
も
、
枡
算

さ
れ
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
人
い
Ⅷ
的
和
脚
癖
楽
－
１
対
仙
汰
な
ら
び
に
和
斉
和
微
法
Ｉ
、
す
な
わ
ち
和
声
の
一
一
一
腫
腱
よ
る
二
つ
の

三
和
青
を
埜
礎
と
し
た
宵
素
材
の
構
成
、
ま
た
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
来
間
隔
的
に
で
な
く
合
理
的
な
か
た
ち
で
和
声
的
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
半
音

階
法
と
災
糸
同
汗
法
、
弦
楽
川
菰
奏
を
中
核
と
し
特
楽
器
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
組
織
を
も
つ
怖
絃
楽
や
、
通
奏
低
宵
や
、
記
譜
法
（
こ
れ
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
近
代
に
お
け
る
音
楽
作
品
の
作
曲
と
演
奏
が
、
し
た
が
っ
て
、
そ
も
そ
も
作
仙
が
永
続
的
な
存
在
と
な
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
）
、

ソ
ナ
タ
、
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
．
オ
ペ
ラ
Ｉ
も
っ
と
も
標
題
吝
蕊
搬
聯
音
樂
和
齋
変
化
、
半
涛
麟
法
な
ど
は
き
わ
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
普
楽
に
も

淡
呪
手
段
と
し
て
児
ら
れ
に
Ｉ
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
手
段
と
し
て
Ⅲ
い
ら
れ
る
オ
ル
ガ
ン
、
ピ
ア
ノ
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
肱
ど
す
べ
て
の
離
水
漿

器
、
そ
う
い
っ
た
も
の
は
西
洋
に
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
。
」
〔
の
撰
殉
Ｈ
、
い
い
前
掲
、
大
塚
、
生
松
訳
五
’
七
頁
〕
。

（
２
）
前
掲
、
安
藤
・
池
官
・
何
倉
訳
三
’
二
六
頁
。

（
３
）
虹
稿
『
汗
楽
社
会
学
』
の
な
か
で
、
後
段
の
楽
器
を
論
じ
た
簡
所
を
櫛
い
て
、
そ
の
郷
の
柵
成
を
図
式
化
す
る
と
、
前
記
（
一
一
二
頁
）
の
よ

う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
４
）
両
の
ａ
目
且
口
の
の
：
協
日
の
．
。
。
§
§
【
劃
四
《
ミ
ミ
、
困
騨
：
』
（
Ｆ
ｐ
の
：
口
の
・
層
⑦
）
〔
小
林
英
夫
駅
『
一
肩
語
学
爪
論
』
、
一
九
四
○
、
沼

波
排
店
、
二
八
五
頁
〕
。



っ
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
、
談
話
の
、
齋
楽
社
会
学
論
と
し
て
、
た
い
へ
ん
貴
菰
な
資
料
な
の
で
、
左
記
に
誠
訳
し
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

「
〔
マ
ソ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
〕
は
と
て
つ
も
な
く
音
楽
の
好
き
な
人
だ
っ
た
。
他
の
問
題
で
あ
れ
ば
い
ざ
し
ら
ず
、
こ
と
青
梨
に
つ
い
て
は
、

わ
た
く
し
は
か
れ
の
判
断
に
必
し
も
同
意
し
な
か
っ
た
か
ら
、
し
ば
し
ば
猛
烈
な
論
争
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
か
れ
は
、
人
間

史
に
登
場
し
て
き
た
様
々
の
楽
器
に
つ
い
て
、
そ
の
理
論
や
構
造
を
研
究
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
鳴
り
か
た
ま
で
知
っ
て
い
た
。
か
れ
は
あ
ま

り
に
早
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
〔
そ
う
し
た
研
究
の
成
采
を
〕
本
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
内
海
を
知
っ
て

い
る
の
は
、
も
し
か
し
た
ら
、
わ
た
く
し
一
人
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
か
れ
が
わ
た
く
し
に
諮
っ
て
く
れ
た
内
容
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
は
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
く
虹
要
な
、
純
粋
の
器
楽
川
を
創
り
だ
し
た
唯
一
つ
の
文
化
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
他
の
文
化
に

お
い
て
は
、
器
楽
府
楽
は
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
ほ
ど
に
政
祝
さ
れ
て
お
ら
ず
、
た
い
て
い
は
他
の
粁
楽
の
補
助
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教

世
界
の
み
が
、
交
瀞
Ⅲ
な
ら
び
に
そ
の
瓢
似
物
を
生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
柄
と
キ
リ
ス
ト
教
の
あ
り
か
た
と
の
間
に
、
な
ん
ら
か

の
関
述
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
…
…
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
仙
界
の
大
宗
教
を
研
究
す
れ
ば
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
大

宗
教
は
、
そ
の
創
建
者
た
ち
の
初
志
に
逆
っ
て
、
宗
教
的
祭
祀
に
お
け
る
肉
体
の
利
用
を
制
度
化
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で

は
、
宗
教
的
祭
祀
の
ど
こ
に
肉
体
の
使
川
が
見
い
だ
せ
よ
う
か
。
ど
こ
に
も
な
い
で
は
な
い
か
。
エ
チ
オ
ピ
ア
の
コ
プ
ト
教
会
の
例
な
ど
、
ご
く

わ
ず
か
な
例
外
し
か
存
在
し
な
い
。
…
…
同
様
の
〔
ま
れ
な
〕
例
は
南
部
ス
ペ
イ
ン
の
あ
る
地
力
で
も
と
き
ど
き
見
か
け
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

の
な
か
で
、
特
別
な
衣
裳
を
身
に
ま
と
っ
た
少
年
が
祭
壇
の
廻
り
を
伽
る
例
な
ど
が
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
例
は
あ
く
ま
で
例
外
を
示
す
も
の

で
あ
り
、
し
か
も
お
そ
ら
く
は
非
キ
リ
ス
ト
教
的
謝
影
縛
に
州
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
エ
チ
オ
ピ
ア
の
例
で
い
う
と
、
前
モ
ス
レ
ム
期
の
諦
影

雛
に
柵
因
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
祭
祀
に
お
い
て
は
、
肉
体
は
砧
ど
杵
無
に
近
い
。
隣
式
を
司
る
牧
師
が
、
肉
体
に
た
い
し

て
三
種
類
の
ご
ｎ
］
ご
島
目
を
施
す
と
い
う
事
災
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
、
牧
師
が
急
い
で
ミ
サ
を
挙
げ
る
と
き
に
は
、
そ
の
実
施
に
さ
し

て
注
意
を
払
わ
な
い
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
プ
ロ
テ
ス
ク
ン
テ
イ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
と
く
に
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
的
伝
統
に
近
い
も
の
に
お
い

て
は
、
肉
体
は
、
性
や
原
罪
な
ど
と
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
神
を
讃
え
る
手
段
と
し
て
は
、
殆
ど
許
容
さ
れ
て

て
は
、
｛

い
な
い
。

こ
の
点
に
か
ん
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
見
解
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
他
の
宗
教
の
礼
拝
に
つ
き
も
の
の
、
肉
体
と
肉
体
の

音
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

一
一
七



こ
こ
で
前
節
の
所
論
の
な
か
で
、
い
わ
ば
無
定
義
的
に
用
い
て
き
た
、
「
体
系
」
と
「
音
楽
的
意
味
」
と
い
う
概
念
の
内
容
を
い
ま
少

（
１
）

し
明
確
に
し
た
う
え
で
、
両
者
の
関
述
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
「
体
系
」
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
率
同
楽
社
会
学
』
の
川
語
法
で
は
、

「
帝
組
織
」
に
相
当
す
る
。
「
体
系
」
と
呼
ぶ
に
倣
い
す
る
「
音
組
織
」
を
布
す
る
の
は
、
無
論
、
旋
法
汗
楽
と
和
声
帝
楽
だ
け
で
は
な

い
。
だ
が
、
韮
斉
（
川
発
点
と
な
る
或
る
振
動
数
の
軒
）
の
振
助
数
の
盤
数
倍
汗
及
び
そ
れ
と
の
振
動
数
比
の
単
純
な
音
で
構
成
さ
れ
た

青
組
織
を
有
す
る
の
は
、
旋
法
音
楽
と
和
声
斉
楽
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
音
楽
社
会
学
』
は
、
和
声
脊
楽
の
発
生
史
的
解
明
を
も
っ

ぱ
ら
の
主
題
と
し
て
い
る
の
で
、
か
れ
の
「
体
系
」
概
念
は
、
音
の
分
節
化
の
原
理
と
し
て
、
基
音
の
鞍
敷
倍
音
と
振
動
数
比
と
を
基
軸

に
設
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
原
理
を
少
し
説
明
し
て
お
こ
う
。

基
音
の
振
動
数
比
の
２
倍
が
オ
ク
タ
ー
ブ
上
の
青
（
８
度
）
で
、
こ
れ
は
普
通
高
さ
の
異
な
る
同
菰
類
の
音
と
し
て
判
別
さ
れ
る
青
で

あ
る
。
（
ま
た
大
ざ
っ
ぱ
に
言
っ
て
）
雑
音
と
そ
の
オ
ク
タ
ー
ブ
上
の
青
は
、
列
・
女
の
声
の
満
さ
の
机
災
と
も
い
え
る
。
こ
の
オ
ク
タ

音
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

一
一
八

リ
ズ
ム
の
使
川
を
排
除
し
た
た
め
に
、
他
の
側
面
を
い
っ
そ
う
強
調
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
〔
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
示
唆
に
よ
れ
ば
〕
こ
れ
に

加
え
て
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
い
て
、
中
世
後
期
の
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
も
ま
し
て
、
数
学
に
た
い
す
る
大
き
な
関
心
が
育
っ
て
い
た
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
明
ら
か
に
、
抽
象
的
な
事
柄
に
た
い
す
る
関
心
が
、
物
理
学
や
音
響
学
の
発
展
の
、
ま
た
物
理
学
的
・
音
響

学
的
に
調
整
さ
れ
た
楽
器
の
発
展
の
原
因
に
も
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
以
上
が
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
調
ゆ
る
「
抽
象
音

楽
」
、
す
な
わ
ち
人
間
性
や
肉
体
や
人
間
の
声
と
あ
ま
り
関
わ
ら
な
い
タ
イ
プ
の
需
楽
の
山
来
と
発
展
に
か
ん
す
る
か
れ
の
立
論
の
大
筋
で
あ

る
。
」
（
ご
苞
・
ロ
圏
）

第
二
節
「
体
系
」
と
「
吉
楽
的
意
味
」

１



－
プ
（
８
度
）
の
分
割
に
よ
っ
て
、
差
異
性
と
Ⅲ
定
性
の
知
覚
の
容
易
な
普
群
が
え
ら
れ
る
。
分
割
の
原
理
は
、
旋
法
音
楽
（
４
度
の
間

隔
原
理
に
よ
る
分
判
）
と
和
声
脊
梁
（
５
度
の
和
声
的
分
削
、
倍
帝
原
理
に
比
較
的
に
忠
実
な
分
割
）
と
で
は
異
な
る
が
、
両
者
の
帝
楽

で
は
、
こ
の
分
削
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
音
が
も
っ
ぱ
ら
使
用
さ
れ
る
。
以
上
の
原
理
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
体
系
」
の
完
成
態
で
あ

っ
て
、
発
生
史
的
過
程
の
な
か
で
生
れ
る
様
々
の
個
々
の
音
楽
形
象
は
、
原
理
に
は
ず
れ
る
ケ
ー
ス
、
或
い
は
そ
れ
を
無
意
識
に
反
映
し

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
り
う
る
。
そ
し
て
、
問
題
は
、
こ
の
原
理
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
音
群
は
、
「
体
系
」
の
完
成
態
に
お

い
て
は
、
平
等
な
価
値
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
れ
ら
の
脊
机
瓦
の
間
に
、
「
体
系
」
の
な
か
で
の
、
或
る
菰
の

、
、
、
、
、
、

階
層
的
な
関
係
が
賦
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
仮
に
「
体
系
」
内
的
価
肱
と
名
付
け
、
青
の
力
を
「
体
系
」
内
楽
斉
を
名
づ
け

て
お
こ
う
。
具
体
的
に
言
う
と
、
例
え
ば
、
ラ
ド
レ
ミ
ソ
ラ
、
と
い
う
具
合
に
オ
ク
タ
ー
ブ
を
分
割
し
た
ペ
ン
タ
ト
ー
ー
ッ
ク
（
五
立
口
音
階
、

基
音
の
８
度
上
の
う
を
含
め
て
六
宰
阿
）
で
あ
れ
ば
、
こ
の
旋
法
を
Ⅲ
い
た
音
楽
の
開
始
青
、
終
止
音
、
中
心
音
は
何
か
、
と
い
っ
た
観
点

か
ら
、
各
脊
の
「
体
系
」
内
的
価
値
を
杣
川
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
和
声
脊
楽
で
い
え
ば
、
５
度
の
和
声
的
分
制
に
依
り
な
が
ら
も
、

（
２
）

そ
の
過
程
で
生
ず
る
微
少
音
程
の
ズ
レ
を
回
避
す
る
た
め
に
、
オ
ク
タ
ー
ブ
を
平
均
律
で
、
半
土
側
に
分
割
す
る
が
、
そ
の
名
立
同
を
主
音
と

す
る
別
の
長
・
短
調
に
よ
っ
て
、
各
青
の
「
体
系
」
内
的
価
値
の
位
置
づ
け
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

前
節
で
の
わ
れ
わ
れ
の
議
論
は
、
人
々
が
こ
の
「
体
系
」
を
認
知
し
て
い
る
が
故
に
、
音
楽
的
形
象
が
で
た
ら
め
な
宵
の
連
鎖
で
は
な

く
、
「
右
意
味
」
な
事
態
と
し
て
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
い
た
。
議
論
を
単
純
化
す
る
た
め
に
そ
う

し
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
「
普
楽
的
意
味
」
の
所
在
を
明
確
に
す
る
に
は
、
い
さ
さ
か
不
充
分
で
あ
る
。
第
一
に
、
旋
法
音

楽
で
あ
れ
、
和
声
音
楽
で
あ
れ
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
音
階
音
と
い
う
「
体
系
」
内
晋
の
み
な
ら
ず
、
打
楽
器
青
や
「
体
系
」
内
価
値

づ
け
に
違
反
す
る
「
体
系
」
外
音
－
微
分
童
や
半
祷
ｌ
を
綾
川
す
る
の
だ
し
、
第
二
と
し
て
、
こ
れ
お
の
「
体
系
」
内
需
、
「
体

府
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

二
九



と
す
れ
ば
、
「
体
系
」
概
念
は
、
音
組
織
の
み
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
諸
ア
ス
ペ
ク
ト
に
か
ん
す
る
諸
規
則
を
含
む
も
の
に
ま
で
拡
大
さ

れ
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
際
、
「
体
系
」
概
念
の
内
包
が
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
う
は
な
は
だ
川
難
な
問
に
た
い
し
て
、
わ
た

く
し
は
Ⅱ
下
の
と
こ
ろ
解
梓
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
の
だ
が
、
少
く
と
も
、
「
体
系
」
は
、
傘
、
職
、
リ
ズ
ム
、
斉
色
…
…
蝉
の
柵
ア
ス

ペ
ク
ト
に
か
ん
す
る
赫
拠
川
の
鑿
体
で
あ
る
、
と
い
え
る
と
鯉
う
１
以
下
、
齋
組
織
の
「
体
系
」
と
鮒
拠
川
の
纐
徽
と
し
て
の

『
体
系
』
を
、
「
体
系
」
と
『
体
系
』
で
区
別
し
て
川
い
る
こ
と
に
す
る
１
．
そ
し
て
、
『
体
系
』
の
誠
ア
ス
ペ
ク
ト
の
な
か
で
．
そ
の

焦
点
が
、
和
音
の
「
体
系
」
に
あ
る
も
の
が
和
声
音
楽
で
あ
り
、
旋
法
の
「
体
系
」
に
あ
る
も
の
が
旋
法
音
楽
で
あ
る
。
焦
点
が
、
リ
ズ

ム
に
あ
る
も
の
、
焦
点
が
楽
器
の
音
色
の
扣
異
に
置
か
れ
た
も
の
、
或
い
は
そ
れ
ら
の
混
合
態
の
普
楽
麺
型
も
あ
る
。
『
体
系
』
は
諸
規

則
の
複
合
体
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
複
合
体
の
構
成
契
機
の
序
列
に
応
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
音
楽
翻
狐
を
想
定
で
き
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
人
々
は
、
こ
の
よ
う
な
序
列
や
位
階
性
を
も
っ
た
腋
契
機
の
複
合
体
と
し
て
の
『
体
系
』
を
学
習
し
て
い
る
が
故

、
ｂ
、
、

に
、
濟
楽
的
形
象
を
つ
く
り
、
械
奏
し
、
聴
取
し
、
そ
こ
に
「
帝
楽
的
意
味
」
を
認
知
す
る
、
と
い
ち
お
う
言
え
そ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

『
体
系
』
の
複
合
体
の
構
成
契
機
な
ら
び
に
そ
の
焦
点
の
あ
り
か
次
第
で
、
「
脊
楽
的
意
味
」
の
所
在
を
異
な
っ
て
く
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー

の
引
証
す
る
ギ
リ
シ
ャ
人
の
例
は
、
協
和
青
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
が
『
体
系
』
の
焦
点
で
な
か
っ
た
し
、
ま
た
『
体
系
』

（
３
）

の
構
成
契
機
そ
れ
自
体
の
襖
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
こ
に
何
の
「
立
同
楽
的
意
味
」
を
認
知
し
な
か
っ
た
事
例
で
あ
る
。
ま

た
、
Ｒ
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
引
証
す
る
ア
フ
リ
カ
の
部
族
の
例
は
、
豆
脚
色
」
が
『
体
系
』
の
焦
点
で
あ
る
た
め
に
、
か
れ
ら
の
脊
楽
を
少

（
Ⅱ
）

な
く
と
も
辮
職
の
動
き
に
つ
い
て
は
そ
っ
く
り
模
倣
し
た
西
欧
人
の
減
爽
を
同
一
の
Ⅲ
と
し
て
は
総
知
し
．
ｘ
な
か
っ
た
例
で
あ
る
。

齋
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

一
二
○

系
」
外
音
の
運
川
に
あ
た
っ
て
、
リ
ズ
ム
、
音
色
…
…
等
々
の
諸
ア
ス
ペ
ク
ト
が
加
わ
る
が
、
そ
こ
に
も
或
る
種
の
諸
規
則
が
介
在
し
て

い
る
の
で
あ
る
。



し
か
し
な
が
ら
、
旋
法
帝
楽
と
和
洲
汗
楽
の
認
Ⅱ
楽
的
な
味
」
の
所
在
を
問
題
と
す
る
と
き
、
離
論
を
こ
の
水
那
に
側
め
て
お
く
こ
と

は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
背
組
織
の
「
体
系
」
内
の
汗
机
兀
の
「
体
系
」
内
的
価
値
づ
け
の
序
列
が
し
ば
し
ば
変
化
し
、
そ
れ
に
伴

っ
て
、
『
体
系
』
の
構
成
要
素
間
の
関
係
が
変
化
し
た
り
、
「
体
系
」
の
『
体
系
』
の
焦
点
と
し
て
の
比
正
が
弱
ま
っ
た
り
、
戎
は
、
「
体

系
」
外
音
が
「
体
系
」
内
汗
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
発
生
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
一
般
的
に
い
っ
て
、
「
体
系
」

及
び
紺
契
機
の
複
合
体
と
し
て
の
『
体
系
』
の
疋
術
態
か
ら
の
逸
脱
が
、
「
脊
楽
的
意
味
」
を
優
れ
て
活
性
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
し
ば

し
ば
起
る
か
ら
で
あ
る
。
旋
法
音
楽
の
場
合
、
四
度
の
分
割
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
間
隔
原
理
で
行
わ
れ
る
か
ら
、
テ

ト
ラ
・
コ
ー
ド
（
四
度
）
内
部
の
中
間
音
の
位
置
づ
け
に
か
ん
し
て
、
「
体
系
」
の
定
常
態
か
ら
の
逸
脱
は
、
あ
る
意
味
で
常
態
と
い
え

る
。
そ
し
て
、
同
じ
旋
律
を
異
な
る
楽
器
で
、
或
は
歌
と
楽
器
で
淡
奏
す
る
ヘ
テ
ロ
フ
ォ
ニ
イ
型
態
の
帝
楽
に
な
る
と
、
旋
法
背
楽
の
『
体

系
』
の
な
か
で
、
旋
法
の
「
体
系
」
と
リ
ズ
ム
の
ア
ス
ペ
ク
ト
と
の
関
係
が
た
い
へ
ん
込
み
入
っ
た
も
の
と
な
る
し
、
ま
た
ポ
リ
フ
ォ
ニ

ー
型
態
の
音
楽
に
至
る
と
、
四
度
の
間
隔
原
理
の
分
割
に
よ
る
「
体
系
」
そ
れ
自
体
の
枠
組
が
障
害
と
な
っ
て
、
鹸
終
的
に
は
「
体
系
」

そ
の
も
の
を
解
体
し
て
し
ま
う
。
和
声
斉
楽
の
場
合
、
音
素
材
の
抽
川
原
理
と
し
て
は
「
体
系
」
の
定
常
状
態
を
仮
定
で
き
る
と
し
て
も
、

「
体
系
」
内
の
帝
の
価
値
づ
け
に
か
ん
し
て
は
、
バ
ソ
ハ
以
降
、
ド
ピ
ュ
ッ
シ
ー
に
至
る
系
譜
は
逸
脱
に
次
ぐ
逸
脱
の
歴
史
と
み
な
す
ほ

か
は
な
い
。
逸
脱
が
「
体
系
」
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
そ
の
「
体
系
」
か
ら
ま
た
逸
脱
が
生
じ
、
そ
の
逸
脱
が
ま
た
「
体
系
」
に
編
入
さ

れ
．
…
．
．
と
い
っ
た
事
態
の
連
続
で
あ
っ
て
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
至
っ
て
、
「
体
系
」
そ
の
も
の
を
解
体
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
、
こ

の
肋
向
は
、
『
体
系
』
の
他
の
榊
成
契
機
た
る
リ
ズ
ム
や
青
色
や
「
体
系
」
外
肝
と
の
関
係
に
も
大
き
く
作
川
し
て
い
る
。
陪
背
系
列
の

汗
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

一
一
一
一

２



音
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

一一一一一
（
５
）

な
か
で
基
音
か
ら
遠
い
土
、
が
協
和
土
、
に
編
入
さ
れ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
打
楽
器
の
糖
紋
な
動
き
や
音
色
の
差
異
性
を
き
わ
だ
た
せ
る
音
楽

作
船
が
幾
場
し
て
く
る
。
つ
ま
り
、
『
体
系
』
の
な
か
で
和
帝
の
「
体
系
」
と
し
て
の
焦
点
の
比
正
が
耕
し
く
低
下
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
逸
脱
」
は
、
人
々
の
意
識
の
な
か
に
あ
る
、
「
体
系
」
も
し
く
は
『
体
系
』
の
了
解
を
余
り
に
超
え
す
ぎ
る
な
ら
ば
、
い
わ

ば
で
た
ら
め
で
あ
る
。
突
然
変
異
で
は
な
く
、
つ
ね
に
ほ
ん
の
一
歩
の
逸
脱
が
兎
Ⅱ
楽
的
意
味
」
の
知
覚
を
活
性
化
さ
せ
て
き
た
の
で
あ

る
。
和
声
斉
楽
の
場
合
、
少
く
と
も
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
至
る
ま
で
は
、
そ
の
逸
脱
が
、
つ
ね
に
、
「
体
系
」
に
再
編
さ
れ
て
い
た
助
向

は
、
そ
の
こ
と
の
ひ
と
つ
の
例
証
と
い
え
よ
う
。

わ
た
く
し
が
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
音
楽
的
意
味
論
」
は
、
「
体
系
」
と
『
体
系
』
の
学
習
、
そ
し
て
そ
の
逸
脱
と
い
う
概
念
に
よ

っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
は
、
旋
法
卉
楽
も
し
く
は
和
声
斉
楽
の
「
体
系
」
が
解
体
、
あ
る
い
は
机
対
化
さ
れ
て
し
ま

っ
た
地
平
で
は
、
わ
た
く
し
の
「
脊
楽
意
味
論
」
そ
れ
自
作
が
放
榔
さ
る
べ
き
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
或
い
は
、
『
体
系
』
概
念
そ
の

ラ
デ
ィ
カ
ル

も
の
を
再
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
彦
」
れ
は
根
底
的
な
ア
ポ
リ
ァ
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
ア
ポ
リ
ァ
に
た
ち
い
る
ま
え
に
、

わ
た
く
し
の
三
口
楽
的
意
味
論
」
自
体
を
い
っ
そ
う
具
体
的
に
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
。

は
じ
め
に
卉
楽
の
「
体
系
」
の
成
立
し
て
い
な
い
祉
型
の
斉
楽
に
つ
い
て
芳
干
の
記
述
を
行
う
。
わ
た
く
し
は
、
こ
れ
を
も
っ
ぱ
ら
旋

法
商
楽
の
発
生
史
的
旧
来
と
の
側
述
で
記
述
す
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
立
論
と
変
ら
な
い
が
、
机
型
の
脊
楽
が
、
卉
楽

と
い
う
よ
り
か
、
呪
術
と
灯
契
的
に
迎
合
し
た
炎
現
行
肋
の
複
合
体
の
「
定
型
」
で
あ
る
こ
と
を
一
刑
強
綱
し
て
お
く
。
次
い
で
旋
法
脊

楽
の
「
体
系
」
と
そ
の
逸
脱
と
「
体
系
」
へ
の
再
編
、
或
い
は
「
体
系
」
の
解
体
に
つ
い
て
記
述
す
る
。
岐
後
に
、
和
声
脊
楽
の
「
体
系
」

と
そ
の
再
編
並
び
に
そ
の
解
体
に
つ
い
て
記
述
す
る
が
、
こ
の
手
続
き
を
終
え
た
後
に
、
先
の
ア
ポ
リ
ァ
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。



ア
イ
デ
ア

（
１
）
「
体
系
」
と
「
音
楽
的
意
味
」
と
を
連
関
し
て
把
握
す
る
発
想
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
『
幸
同
楽
社
会
学
』
に
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ウ

ト
ー
ソ
、
ゾ
ュ
ス
テ
ム

ェ
ー
バ
ー
の
青
組
織
と
い
う
「
体
系
」
概
念
は
あ
く
●
ま
で
吝
程
の
「
体
系
」
で
あ
る
。
だ
が
、
音
楽
は
「
体
系
」
外
青
を
含
む
し
、
青
色
、

リ
ズ
ム
（
強
弱
と
帝
価
）
…
…
…
等
々
の
さ
●
ま
ざ
戒
の
ア
ス
ペ
ク
ト
の
複
合
体
で
あ
る
か
ら
、
か
れ
の
「
体
系
」
概
念
だ
け
で
、
「
脊
楽
的
意
味
」

の
所
在
を
説
得
的
に
論
証
す
る
こ
と
は
藷
し
く
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
気
づ
い
て
い
た
よ
う
に
、
青
組
織
の
「
体
系
」
内
で
の
青

の
価
値
づ
け
の
変
遷
、
あ
る
い
は
「
体
系
」
内
部
の
矛
盾
の
あ
り
か
た
次
第
で
、
他
の
ア
ス
ペ
ク
ト
と
の
関
係
も
変
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
「
音

楽
的
意
味
」
を
構
成
す
る
諸
契
擬
の
複
合
体
の
編
成
が
変
化
す
る
。
問
題
の
焦
点
が
、
音
組
織
の
「
体
系
」
の
発
生
史
的
因
果
の
確
定
か
ら
、
音

楽
的
意
味
論
の
地
平
に
移
行
す
る
と
き
、
「
体
系
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
の
再
構
成
が
不
可
欠
に
な
る
。

し
か
も
、
こ
う
し
た
『
体
系
』
の
学
習
と
い
う
次
元
を
導
入
し
て
始
め
て
、
「
斉
楽
的
意
味
」
と
い
う
範
隅
を
鯰
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
は
、

『
体
系
』
を
学
習
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
青
の
連
鎖
に
「
有
意
味
」
の
知
覚
は
困
難
だ
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
な
い
か
ぎ
り
、
『
体
系
』
を

、
、
、
０

逸
脱
す
る
音
楽
的
形
象
に
、
鋭
い
「
音
楽
的
意
味
」
を
感
知
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
Ｐ

こ
の
節
で
は
、
『
体
系
』
概
念
の
全
而
的
な
ｒ
構
成
も
、
そ
う
し
た
『
体
系
』
の
学
習
と
「
音
楽
的
意
味
」
の
連
関
の
綿
密
な
老
察
も
行
っ
て

コ
ソ
テ
サ
人
卜

い
な
い
。
た
だ
、
そ
の
ほ
ん
の
端
初
的
な
試
み
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
脊
楽
的
意
味
」
の
所
在
と
い
う
問
題
の
文
脈
に
耕
干
の
照
明
を
与
え

る
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
の
作
業
を
行
う
う
え
で
、
前
記
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
所
論
、
閃
Ｏ
Ｂ
：
〕
鳥
・
庁
）
⑩
○
口
・
同
い
い
口
冴
烏
口
三
項
鳳
愚
§
②
§
。
§
輪
‐

『
貝
．
Ｈ
⑪
『
い
〔
川
本
茂
雄
他
訳
『
一
般
言
語
学
』
、
一
九
七
三
、
み
す
ず
書
房
〕
所
収
の
論
稿
「
言
語
学
と
詩
学
」
．
河
・
日
：
］
“
】
肉
・
げ
い
・
Ｐ
切
興
日
日

ミ
ミ
賞
揚
》
（
Ｃ
の
ロ
四
目
胸
・
旨
・
ｐ
８
Ｐ
ご
己
）
〔
米
重
文
樹
他
訳
『
ロ
マ
ン
・
ヤ
コ
プ
ソ
ン
選
集
Ｉ
』
、
一
九
七
八
、
大
修
館
〕
所
収
の
「
音
楽
学

と
言
語
学
」
、
Ｑ
§
（
烏
旧
§
，
の
ぎ
貝
厨
》
同
日
ｏ
』
＠
ｓ
〔
遠
山
一
行
他
訳
『
レ
ヴ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
の
世
界
』
、
一
九
六
八
、
み
す
ず
書
房
〕
所
収

の
セ
レ
ス
タ
ン
・
ド
ゥ
リ
エ
ー
ジ
ュ
「
榊
造
主
譲
と
需
楽
学
」
、
肝
の
。
日
日
口
冨
の
］
ｑ
・
匂
ゴ
ミ
§
ミ
ミ
ミ
日
蔵
侵
再
笥
冒
：
片
（
Ｏ
亘
８
ｍ
。
．

…
）
』
…
琴
…
…
震
冒
周
ｌ
短
ミ
ミ
…
鍔
…
…
：
…
鼻
‐
。
…
琶
○
農
…
（
。
…
β
§
〉
籍
“

の
論
稿
、
著
書
を
参
考
に
し
た
。

音
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

一一一一一一
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音
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

’1i”i”

〃〃

鰯Z’
;鰯鰯

①Iji(始

②古代ギリシャ
③'１１世

④ルネサンス

⑤17世紀からベートーヴエン

⑥ヴァーグナーからドビユッシー
⑦ラヴェルからメシアン

一
二
四

（
２
）
５
度
を
雑
軸
に
し
て
脊
隣
を
つ
く
る
と
、
全
齋
に
つ
い
て
、
＠
へ
②
（
大
全
音
）
と

巴
へ
⑪
（
小
全
音
）
、
半
脊
に
つ
い
て
』
巴
田
と
い
う
三
種
戴
の
音
程
で
き
る
。
大
全
音

と
小
全
音
に
①
へ
⑪
卜
巴
へ
①
Ⅱ
巴
へ
ｇ
と
い
う
音
程
差
が
あ
り
、
し
か
も
半
脊
は
全
音
の

半
分
で
は
な
い
。
こ
の
不
都
合
を
の
ぞ
く
た
め
、
オ
ク
タ
ー
ブ
を
、
半
脊
に
わ
け
て
、

そ
の
一
つ
の
音
程
を
届
く
剣
に
し
た
も
の
が
平
均
律
で
あ
為
。
平
均
律
で
は
、
全

青
は
、
半
音
届
く
Ⅵ
の
２
倍
す
な
わ
ち
。
く
矧
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
獲
得

さ
れ
た
平
均
律
音
階
の
「
体
系
」
内
部
の
階
胴
的
関
係
に
つ
い
て
は
、
後
に
「
和
声

音
楽
」
の
音
組
織
の
「
体
系
」
を
述
べ
る
節
に
至
っ
て
詳
述
す
る
。

（
３
）
「
彼
等
〔
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
〕
に
と
っ
て
は
、
お
よ
そ
帝
楽
に
お
け
る
協
和
青
の

同
時
使
用
に
つ
い
て
い
え
る
の
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
和
音
に
つ
い
て
も
、
そ
の
究

極
の
言
葉
は
、
和
音
は
エ
ー
ト
ス
も
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
蔽
味
と
い
う
の
は
ｌ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
偽
搬
が
ほ
か
の
帆
所
で
剛
ら
か
に
し

て
い
る
よ
う
に
Ｉ
協
和
和
声
（
そ
れ
は
ま
さ
し
く
楽
器
の
脅
洲
か
ら
知
ら
れ
て
い

た
）
は
た
し
か
に
側
い
た
耳
に
は
快
い
が
、
い
か
な
る
音
楽
的
意
味
を
も
持
っ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
〔
前
掲
、
安
藤
・
伽
倉
・
池
宮
訳
一
四
八
頁
〕

（
４
）
前
掲
、
米
重
文
樹
訳
九
九
’
一
○
二
頁
。

、
、
、

（
５
）
ジ
ャ
ッ
ク
・
シ
ャ
イ
エ
は
、
僻
斉
糸
列
の
近
い
も
の
か
ら
次
第
に
遠
い
も
の
が
協

和
音
に
編
入
さ
れ
て
き
た
過
程
を
上
記
の
如
く
図
式
化
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
上
の
図
は
あ
く
ま
で
、
自
然
怯
脊
列
に
忠
実
な
（
音
響
学
的
に
み
て
も

納
得
の
ゆ
く
）
協
和
音
の
階
梯
で
あ
る
。
だ
が
、
シ
ャ
イ
ェ
も
断
わ
っ
て
い
る
よ
う

に
（
ま
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
見
落
さ
な
か
っ
た
が
）
、
和
声
音
楽
は
こ
れ
ら
の
音
程
の



斉
楽
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て
、
Ｃ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
求
愛
の
手
段
説
、
ピ
ュ
ッ
ヒ
ャ
ー
の
共
側
労
働
に
お
け
る
祁
肋
を
持
つ
か
け
声
に
求

（
１
）

め
る
見
方
、
ル
ソ
ー
の
言
語
起
源
説
を
始
め
。
と
し
て
、
様
々
の
憶
説
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
が
明
確
な
定
説
は
存
在
し
な
い
。
年
表
と
し
て

（
２
）

定
評
の
あ
る
、
ア
ル
ノ
ル
ト
・
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
西
洋
亟
川
楽
史
年
表
』
は
、
記
元
前
三
五
○
○
’
二
五
○
○
年
に
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
及
び
古

バ
ビ
ロ
ニ
ア
に
、
リ
ラ
、
リ
ュ
ー
ト
、
笛
、
大
鼓
な
ど
が
奉
献
や
凱
旋
の
場
面
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
．
ま
た
紀
元
前
二
六
九
七
年
に
、

黄
帝
の
命
に
よ
り
、
伶
倫
が
中
国
音
階
の
基
礎
を
定
め
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
資
料
的
に
残
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
こ
の
辺
が
音
楽

の
岐
古
の
部
狐
の
記
録
に
ぞ
く
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
時
期
の
汗
楽
は
紀
柵
法
ル
ー
有
し
て
い
な
い
た
め
に
、
そ
れ
を
其
体
的
に
知
る
手

掛
り
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
後
半
に
誕
生
し
た
、
比
較
音
楽
学
、
民
族
学
、
或
い
は
昨
今
の
民
族
音
楽
学
の
研
究
成

果
の
蓄
菰
に
よ
っ
て
、
自
然
民
族
の
晋
楽
的
形
象
の
輪
郭
が
相
当
に
判
明
し
て
き
た
の
で
、
あ
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
も
っ
て
、
斉
楽
の
祉
型

を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
自
然
民
族
の
音
楽
が
こ
の
数
千
年
間
全
く
変
化
し
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と

音
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
認
鰍
芭

一
二
五

み
を
協
和
音
と
み
な
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
青
騨
学
的
に
は
正
当
化
で
き
な
い
音
樫
を
も
協
和
宵
に
編
入
し
て
い
る
。
そ
の
鼠
も
古
く
、

か
つ
代
表
的
な
も
の
が
矩
３
座
の
完
全
和
宵
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
非
自
然
的
協
和
汗
の
許
存
度
も
、
鵬
史
的
に
み
れ
ば
次
姉
に
卿
火
す
る
伽
向

が
霧
取
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
シ
ャ
イ
エ
の
川
語
法
で
い
っ
て
「
似
れ
」
、
本
論
の
川
語
法
で
い
え
ば
「
学
科
」
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
ほ
か
は
な

い
。
許
葬
度
の
限
界
点
は
、
和
声
脊
楽
の
「
体
系
」
内
部
の
価
値
づ
け
の
変
化
、
あ
る
い
は
「
体
系
」
の
肋
解
と
閲
述
す
る
論
点
の
た
め
、
後
の

和
声
音
楽
の
「
体
系
」
を
論
ず
る
節
で
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
〕
“
８
口
の
い
◎
官
筥
旦
・
『
、
日
怠
聾
陶
§
（
：
巨
富
控
目
②
息
三
浸
蝕
目
へ
、

（
勺
§
⑩
．
』
し
巴
）
〔
藤
川
幸
雄
、
端
桑
毅
訳
『
音
楽
分
析
』
、
一
九
六
八
、
齋
楽
之
友
社
、
二
四
頁
〕
。

鉱
三
節
音
楽
の
祖
型
と
表
現
行
助
の
複
合
体

１



音
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

一
一
一
一
ハ

は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
原
始
氏
族
の
音
楽
と
を
実
態
的
に
同
一
机
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
文
化
接
触
の
乏
し
い

民
族
の
場
〈
瓜
そ
の
土
、
楽
が
あ
る
菰
の
近
似
性
を
示
す
と
、
仮
定
し
て
構
わ
な
い
と
思
う
。
両
者
の
斉
楽
は
、
音
組
織
の
「
体
系
」
や
音

楽
的
意
味
の
固
有
の
水
畑
が
抽
出
し
に
く
い
と
い
う
点
で
、
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
点
が
わ
れ
わ
れ
の
蒋
察
の
川
発
点
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
ひ
と
く
ち
に
自
然
民
族
の
脊
楽
と
い
っ
て
も
、
普
楽
人
類
学
者
、
Ａ
・
Ｐ
メ
リ
ア
ム
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
音
楽

（
３
）

に
た
い
す
る
主
観
的
態
度
の
次
一
工
か
ら
み
れ
ば
、
行
氏
族
に
固
有
の
「
土
加
楽
」
概
念
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て

は
、
当
而
そ
う
い
う
細
部
に
注
川
す
る
の
で
は
な
く
、
汗
楽
的
形
象
の
発
生
と
旋
法
齋
楽
の
発
生
史
的
阿
呆
と
の
側
迦
で
、
側
然
氏
族
の

脊
楽
に
言
及
し
て
ゆ
く
つ
も
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
民
族
の
脊
楽
が
、
そ
の
打
楽
器
音
に
お
い
て
旋
法
音
楽
や
和
声
音
楽
よ
り

も
、
よ
り
精
微
な
「
リ
ズ
ム
の
契
機
」
有
す
る
と
し
て
も
、
と
り
あ
え
ず
こ
れ
を
旋
法
汗
楽
の
前
期
的
形
態
と
想
定
し
て
行
論
を
展
開
す

（
４
）

る
こ
と
に
な
る
。

つ
い
て
い
る
。

「
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
社
会
学
的
邪
突
を
想
い
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
非
常
に
初
期
の
発
展
段

階
で
は
、
未
開
の
齋
楽
の
か
な
り
多
く
が
純
粋
な
美
的
享
受
と
は
縁
遠
く
、
実
川
的
な
Ｈ
的
に
支
配
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
岐
初

は
と
り
わ
け
魔
術
的
な
側
的
、
と
く
に
除
祓
的
（
祭
祀
的
）
Ⅱ
的
や
祓
魔
的
（
医
術
的
）
Ⅱ
的
に
支
配
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
突
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
未
開
音
楽
の
発
展
は
、
す
べ
て
を
類
型
化
し
よ
う
と
す
る
傾
向
、
魔
術
的
意
味
を
も
つ
ど
ん
な
行
為
に
も
、

は
じ
め
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
二
口
楽
社
会
学
』
の
記
述
を
手
が
か
り
と
し
て
い
え
ば
、
こ
の
時
期
の
斉
楽
は
呪
術
と
分
ち
難
く
結
び
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ま
た
臓
術
的
意
味
を
も
つ
ど
ん
な
物
体
に
も
つ
き
も
の
の
、
あ
の
傾
向
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は

”
造
型
芸
術
の
作
肺
で
あ
ろ
う
が
、
あ
る
い
は
身
振
り
や
朗
咄
で
あ
ろ
う
が
、
あ
る
い
は
ま
た
舞
踏
で
あ

し一
刀
ろ
う
が
、
あ
る
い
は
、
よ
く
あ
る
こ
と
だ
が
、
こ
れ
ら
全
部
が
一
緒
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
神

ス都
神
や
恐
魔
ど
も
を
左
右
し
よ
う
と
す
る
ど
ん
な
手
段
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ひ
と
た
び
効

ル称
采
が
砿
め
ら
れ
た
定
型
か
ら
逸
脱
す
れ
ば
、
す
ぺ
て
そ
の
魔
術
的
効
力
は
破
壊
さ
れ
、
超
自
然
的
識
的

人赤
誹
力
の
怒
り
を
招
く
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
旋
律
の
定
型
を
正
確
に
記
憶
に
慨
め
て
お
く
こ
と

万
は
、
雄
も
本
来
の
意
味
に
お
い
て
「
死
活
問
題
」
で
あ
っ
た
し
、
「
誤
っ
た
」
歌
い
方
を
す
る
こ
と
は

万
一
個
の
罪
で
あ
っ
て
、
そ
の
罪
を
償
う
た
め
に
違
犯
者
を
即
刻
死
刑
に
処
す
る
ほ
か
な
い
こ
と
が
多
か

ィ
（
５
）

爺
っ
た
。
」

イン
右
の
長
い
引
用
の
な
か
で
次
の
一
一
点
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
第
一
は
、
幸
同
楽
的
形
象
の
成
立
の
上
で

ソ宛
決
定
的
な
点
、
旋
律
の
定
型
が
始
め
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
そ
の
定
型
と
呪
術
的
機
能

？ｒ
と
の
連
合
が
有
契
的
で
あ
る
点
で
あ
る
。

（
６
）

（
７
）

そ
こ
で
ま
ず
、
旋
律
の
「
定
型
」
の
内
容
を
、
Ｃ
・
ザ
ッ
ク
ス
の
豆
、
楽
の
源
泉
』
『
土
川
楽
の
起
源
』

に
も
っ
ぱ
ら
依
拠
し
て
、
い
ま
少
し
具
体
的
に
見
て
お
き
た
い
。
卉
楽
の
机
型
は
、
少
く
と
も
そ
の
端
初

に
お
い
て
は
、
楽
器
を
使
用
せ
ず
、
声
楽
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
。
そ
の
姫
も
素
朴
な
形
態
は
、
「
グ
リ

（
８
）

ツ
サ
ン
ド
の
叫
び
声
」
（
ウ
ェ
ー
バ
ー
）
、
あ
る
い
は
「
タ
ン
ブ
リ
ン
グ
・
ス
ト
レ
イ
ン
（
急
降
下
す
る

（
９
）

旋
律
）
」
（
Ｃ
・
ザ
ッ
ク
ス
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
日
体
は
、
旋
律
の
「
定
型
」
と
い
』
ソ
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

「
体
系
」
と
「
意
味
」

一
二
七



確
か
ら
し
い
。

こ
う
し
た
詩
行
が
、
企
ぺ
る
励
物
の
名
前
を
い
れ
か
え
る
他
は
、
全
く
の
定
型
で
く
り
か
え
さ
れ
る
。
旋
休
狐
の
力
は
、
ザ
ッ
ク
ス
の

付
し
た
脱
川
に
よ
る
と
、
詩
の
シ
ラ
プ
ル
に
よ
っ
て
多
少
の
粁
仙
の
分
捌
は
あ
れ
、
二
背
の
み
で
上
川
澱
が
２
度
の
こ
の
フ
レ
ー
ズ
が
延
々

と
繰
り
返
さ
れ
る
。
脊
税
が
狭
く
、
練
り
返
し
の
多
い
点
は
、
自
然
氏
族
の
濟
楽
の
旋
律
型
に
あ
ま
ね
く
兄
ら
れ
る
特
徴
で
あ
り
、
と
く

に
楽
器
を
使
川
し
な
い
民
族
（
ヴ
ェ
ッ
ダ
族
は
そ
の
好
例
）
に
見
ら
れ
る
特
色
で
あ
る
。
音
程
は
２
度
と
は
限
ら
な
い
が
、
５
度
を
越
え

る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
く
、
ま
た
、
三
音
、
四
音
旋
律
の
誕
生
に
は
、
（
楽
器
の
使
用
な
ど
の
）
相
当
の
進
化
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い

（
肥
）

よ
う
で
あ
る
。
ザ
ッ
ク
ス
が
考
え
た
よ
う
に
、
旋
律
が
一
斉
程
か
ら
二
斉
職
、
一
二
士
川
穐
、
凹
痙
川
程
と
順
次
進
化
し
て
き
た
も
の
か
ど
う
か
、

（
Ⅲ
）

こ
れ
は
昨
〈
丁
の
民
族
音
楽
学
の
成
果
（
例
え
ば
、
小
泉
文
夫
『
日
本
伝
統
卉
楽
の
研
究
』
）
か
ら
み
る
と
、
大
変
疑
わ
し
い
。
し
か
し
、

｜
音
程
や
二
音
程
で
、
２
度
を
始
め
と
す
る
、
ご
く
狭
い
進
行
の
多
い
こ
と
、
こ
れ
が
脚
然
氏
族
の
旋
休
の
特
色
で
あ
る
こ
と
は
机
当
に

音
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

一
二
八

む
し
ろ
、
Ｃ
・
ザ
ッ
ク
ス
の
挙
げ
る
、
次
の
一
斉
瀧
の
旋
律
の
方
が
（
一
二
七
頁
の
譜
例
①
参
照
）
、
そ
う
し
た
「
定
型
」
に
近
い
も
の

と
思
わ
れ
る
。
右
の
よ
う
な
旋
休
は
通
例
必
ず
詩
を
と
も
な
う
。
例
え
ば
、
セ
イ
Ⅶ
ン
の
ヴ
ェ
ッ
ダ
族
の
場
合
、

タ
ラ
ゴ
ャ
を
焼
い
て
企
ぺ
る
と

鹿
を
焼
い
て
食
べ
る
と
、

（
、
）

風
が
吹
い
て
く
る
。

風
が
吹
い
て
く
る
。

風
が
吹
い
て
く
る
。

ソ
ニ
ン
ナ
を
焼
い
て
食
べ
る
と
、



そ
し
て
、
ザ
ッ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
旋
祁
型
を
歌
う
「
脚
」
そ
の
も
の
が
、
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
（
「
定
型
」
）
を
有
し
て
い
る
点
も
、

こ
の
瓢
の
斉
楽
の
特
色
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
ザ
ッ
ク
ス
の
大
変
な
卓
見
で
あ
る
。

「
歌
唱
が
、
日
常
的
人
間
性
を
離
れ
た
、
慌
惚
の
境
地
に
達
す
る
行
為
で
あ
る
場
合
に
は
、
い
つ
も
、
通
常
の
人
間
的
表
出
か
ら
離

れ
去
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
演
奏
に
お
い
て
は
声
は
「
自
然
的
」
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
往
く
次
の

よ
う
な
自
然
の
声
か
ら
離
れ
た
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
溌
肋
、
ヨ
ー
デ
ル
、
服
茄
、
助
物
の
擬
ｗ
、
沖
で
色
ど
ら
れ
て
い
る
。

人
川
は
、
叫
び
、
わ
め
き
、
金
切
り
声
と
川
し
、
川
ご
も
り
、
あ
る
い
は
、
脚
汗
を
出
す
。
あ
る
種
族
は
、
歌
唱
の
、
的
に
従
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
発
声
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
（
定
型
）
を
区
別
し
て
、
保
持
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ス
ー
族
は
、
鼻
音
の
イ
ン
ト
ネ
ー

シ
ョ
ン
を
、
恋
愛
歌
の
た
め
に
、
と
っ
て
お
く
。
南
米
北
部
の
オ
リ
ノ
コ
沿
岸
で
は
、
女
性
の
歌
い
手
た
ち
は
、
気
味
の
恐
い
仮
川
を

つ
け
た
則
り
平
が
あ
ら
わ
れ
る
と
、
卯
を
つ
ま
む
。
そ
し
て
イ
ェ
ー
メ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
タ
ル
グ
ミ
ム
〔
日
四
樗
日
目
す
な
わ
ち
、
迎

替
の
ア
ラ
ム
譜
訳
を
朗
唱
す
る
た
め
に
、
少
年
の
商
い
ピ
ッ
チ
の
音
を
用
い
る
。
こ
の
最
後
の
例
は
、
正
確
に
言
え
ば
、
マ
ン
ネ
リ
ズ

（
Ｍ
）

ム
の
例
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
、
特
殊
な
目
的
の
た
め
の
あ
る
色
ど
り
と
い
・
え
よ
う
。
」

さ
て
、
こ
の
斉
楽
の
机
型
の
定
型
的
特
徴
と
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
、
こ
れ
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
歌
・
身
振
り
・

無
踏
が
一
体
と
な
っ
て
、
「
定
型
」
性
を
帯
び
た
も
の
が
多
い
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
再
び
長
い
引
川
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ル
ー
ス
・

ペ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
調
査
し
た
ア
メ
リ
カ
北
西
海
岸
地
方
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
部
族
の
例
を
ひ
い
て
お
く
（
Ｒ
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
『
文
化
の

型
２－
、－／

◎

「
ク
マ
の
刷
り
手
た
ち
が
剛
る
時
に
は
、
コ
ー
ラ
ス
は
歌
っ
た
。

偉
大
な
の
は
こ
の
大
き
い
神
秘
の
毛
皮
で
あ
る
。

音
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

－－

一

九



脊
楽
に
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と
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意
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一
三
○

そ
れ
は
人
々
を
腕
に
か
か
え
、
苦
し
め
る

そ
れ
は
人
々
の
皮
と
付
を
む
さ
ぼ
り
食
い
、
肉
と
竹
を
か
み
く
だ
く

剛
リ
の
最
中
に
間
違
い
を
犯
し
た
剛
リ
手
は
す
べ
て
、
あ
た
か
も
死
ん
だ
よ
う
に
地
に
ひ
れ
ふ
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
の
ち
に

ク
マ
に
扮
す
る
人
が
呪
わ
れ
て
ひ
れ
ふ
し
て
い
る
則
り
手
た
ち
に
襲
い
か
か
り
、
妓
後
に
は
か
れ
ら
の
体
を
ず
た
ず
た
に
引
き
裂
い
て

し
ま
っ
た
。
と
き
に
は
、
こ
れ
は
単
な
る
兄
せ
か
け
に
し
か
過
ぎ
な
い
場
合
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
い
く
つ
か
の
Ⅲ
遠
い
に
関
し

て
は
、
伝
統
的
な
教
え
に
従
っ
て
刑
馴
を
ま
っ
た
く
軽
減
し
な
い
場
合
も
あ
っ
た
。
ク
マ
に
扮
す
る
者
た
ち
は
、
大
き
な
儀
式
の
鵬
Ｚ
ｎ

に
は
、
体
の
十
ぺ
て
を
黒
ク
マ
の
皮
で
装
い
隠
し
て
い
た
し
、
ま
た
小
さ
な
儀
式
に
お
い
て
は
、
す
ぺ
て
の
瓜
が
完
全
に
つ
い
て
い
る

ク
マ
の
前
足
の
毛
皮
を
腕
に
つ
け
て
い
た
。
人
々
が
ク
マ
の
剛
リ
手
の
歌
を
側
ず
さ
ん
で
い
る
側
じ
ゅ
う
、
ク
マ
た
ち
は
た
き
火
の
ま

わ
り
を
剛
リ
、
地
而
を
瓜
で
引
っ
か
き
ま
わ
し
、
怒
り
た
け
る
ク
マ
の
助
き
を
ま
ね
て
い
た
。

ど
の
よ
う
に
し
た
ら
、
か
く
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？
世
界
中
を
動
き
ま
わ
っ
て
い
る
ク
マ
か
ら
。

さ
あ
地
下
へ
も
ぐ
り
こ
も
う
。

背
中
を
泥
で
お
お
い
か
く
そ
う
。

（
旧
）

世
界
の
北
か
ら
く
る
お
そ
ろ
し
い
大
き
な
ク
マ
に
兄
つ
か
ら
な
い
よ
』
ソ
に
。
」

以
上
わ
れ
わ
れ
は
幾
つ
か
の
引
爪
を
重
ね
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
濡
楽
の
柧
蝋
に
み
ら
れ
る
幾
つ
か
の
定
型
的
特
徴
ｌ
腱
惟
織

戒
阯
地
戦
ど
Ｉ
を
例
示
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ら
を
そ
：
震
、
原
輪
民
族
乃
至
圃
然
民
族
の
消
す
る
率
、
蕊
の
定
型
的
特
徴
と

見
な
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
多
く
の
鵬
ｘ
仰
、
旋
休
へ
詩
、
声
、
姿
蒐
な
ど
の
表
現
行
動
の
複
合
体
が
、
呪
術
と
連

、
、
、

合
し
て
「
定
型
」
性
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
「
定
型
」
的
な
複
合
体
と
呪
術
の
速
く
川
は
著
し
く
打
契
的
な
性
質
を
緋



び
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
波
ぜ
ら
れ
る
文
脈
や
場
耐
を
離
れ
て
飛
翔
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
表
現
行
助
の
複
合
体
と
し
て
の
「
定
型
」
の
意

味
は
、
個
々
の
文
脈
で
の
呪
術
の
役
割
を
勘
案
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
杣
川
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
固
有
の
「
音
楽
的
意
味
」
の

水
準
を
抽
出
す
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
不
可
能
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
定
型
旋
律
の
誕
生
に
よ
っ
て
、
自
然
の
響
き
、
日
常
生
活
の
音
形

象
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
た
、
差
異
性
と
同
定
性
の
知
覚
の
可
能
な
音
形
象
が
こ
こ
に
始
め
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
音
形
象
は
、

呪
術
と
の
連
合
に
よ
っ
て
、
一
方
で
は
、
そ
の
「
定
型
」
性
を
強
制
さ
れ
、
他
方
で
は
、
そ
の
象
徴
的
含
意
の
一
義
性
を
強
制
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
人
々
が
音
形
象
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
賀
通
す
る
「
体
系
」
を
看
取
し
、
そ
れ
を
自
覚
的
に
運
用
す
る
段
階
に
い
た
る
と
、

「
定
型
」
性
が
瓦
解
さ
れ
て
、
そ
の
象
徴
的
含
意
の
一
義
性
も
暖
昧
に
な
っ
て
く
る
。

ジ
ャ
ン
ル

わ
れ
わ
れ
は
、
か
か
る
地
平
に
お
い
て
始
め
て
土
阿
楽
と
い
う
分
野
を
想
定
す
る
》
）
と
が
で
き
る
。
先
に
述
ぺ
た
表
現
行
動
の
複
合
体
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
か
で
、
と
り
わ
け
音
楽
的
契
機
を
自
立
化
し
た
も
の
が
、
音
楽
で
あ
り
、
そ
の
音
楽
の
な
か
で
も
、
旋
律
的
契
機
を
焦
点
と
す
る
も
の

が
、
旋
法
音
楽
で
あ
る
。

（
１
）
Ｃ
Ｈ
１
の
⑪
Ｕ
Ｈ
乱
口
・
円
意
ｂ
図
。
ｓ
暁
ミ
ミ
目
ロ
ミ
の
⑯
へ
の
８
§
封
門
ミ
ミ
》
§
へ
。
②
§
Ｐ
・
目
・
ロ
・
局
。
）
・
尻
・
勺
・
向
日
丙
○
日
の
震
の
①
。
『
ぬ

の
獄
月
の
一
目
口
仔
の
の
。
ｎ
】
ｏ
］
・
閏
・
ｍ
Ｂ
ｐ
⑪
］
＠
．
（
切
○
・
貝
３
，
８
②
・
心
②
．
』
の
霞
）
に
は
、
こ
れ
を
批
判
し
た
ジ
ン
メ
ル
の
処
女
論
文
、
貴
勺
留
、
ロ
。
）
・
臼
‐

⑪
９
①
ロ
日
嗣
ｓ
口
。
］
。
固
い
ｎ
ヶ
の
⑪
日
日
の
ロ
ｇ
の
『
】
百
の
涛
薯
（
国
風
駐
ｓ
、
掃
啓
『
感
、
》
、
更
鳶
ｇ
ご
ｓ
ｏ
へ
二
悶
苛
》
ぐ
。
］
・
国
局
Ｂ
）
へ
の
言
及
も
含
ま
れ
て
い

る
。
烈
日
］
恩
ｇ
ｇ
Ｌ
』
、
ミ
ニ
§
只
司
匂
（
ミ
ミ
②
．
（
缶
①
】
□
凶
い
・
こ
こ
）
〔
高
山
洋
吉
訳
『
作
業
歌
ｌ
労
働
と
リ
ズ
ム
』
、
一
九
七
○
、
刀
江
書
院
〕

〕
の
：
‐
〕
脚
２
回
の
⑩
閃
○
口
の
⑪
２
回
溥
同
吻
切
日
②
ミ
ヘ
．
ｓ
釘
量
甸
鳥
ミ
ミ
咀
縄
図
冒
（
へ
⑤
魚
、
Ｓ
諒
鳥
（
。
》
息
（
○
ｓ
③
負
§
』
（
》
員
『
貝
（
§
ゴ
ミ
亀
目
」
］
『
９
勺

〔
小
林
善
彦
訳
『
言
語
起
源
論
』
、
一
九
七
○
、
現
代
思
潮
社
〕

青
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

注

三



音
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

一一一一一一

ク
ル
ト
・
ザ
ッ
ク
ス
は
、
か
れ
ら
の
所
論
の
難
点
を
．
二
つ
の
誤
っ
た
仙
雌
ｌ
仙
脊
楽
の
如
き
襖
総
な
拠
象
に
つ
い
て
、
雌
一
の
蹴
悶
塗

郷
雄
し
た
こ
と
、
②
脅
楽
の
概
念
塵
今
Ⅱ
の
そ
れ
に
引
き
濡
せ
て
、
Ⅷ
解
し
て
い
る
こ
と
ｌ
か
ら
川
躯
し
て
慰
弁
的
に
そ
の
起
鰄
を
想
定
し

た
と
こ
ろ
に
も
と
め
た
。
民
族
斉
楽
学
の
成
果
が
譜
菰
さ
れ
た
段
階
で
、
か
れ
ら
の
所
論
は
余
り
説
得
力
を
持
た
な
く
な
っ
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
、

ザ
ッ
ク
ス
も
、
そ
う
い
う
成
果
を
踏
ま
え
て
、
晋
楽
の
祖
型
を
論
じ
て
い
る
。
Ｏ
口
外
の
：
肝
・
冨
偽
句
：
ミ
ミ
§
ミ
ミ
蔚
昏
風
ミ
ヨ
ミ
ミ
・

ロ
ロ
圏
３
国
弓
§
（
ｚ
◎
瓜
。
ｐ
・
】
貴
い
）
〔
皆
川
達
夫
、
柿
木
吾
郎
訳
『
音
楽
の
起
源
』
、
一
九
六
九
、
所
収
一
四
’
一
五
頁
〕
。

（
２
）
舛
日
・
】
且
牌
可
呂
口
い
四
目
、
】
・
側
、
嵐
日
菖
・
間
・
司
息
員
§
圏
、
』
冒
鳥
鴇
§
§
（
の
Ｉ
囚
冨
輯
ミ
８
薫
鳥
貫
冒
切
旨
日
§
鳥
、
冒
嚢
鰹
〒

恩
周
蔵
Ｓ
時
（
巳
８
．
ｍ
の
ロ
・
）
に
訳
村
皆
川
達
夫
氏
の
補
欲
を
加
え
た
『
西
洋
宵
楽
史
年
表
（
一
九
七
一
、
斉
楽
之
友
社
）
参
照
。

（
３
）
少
・
勺
・
ョ
の
月
賦
日
・
目
、
ロ
ミ
》
８
ビ
ヘ
信
望
ミ
ミ
範
。
（
ｚ
・
瓜
廿
刻
の
、
庁
の
日
ロ
日
ぐ
・
勺
『
の
脇
．
】
し
臼
）

（
４
）
垂
ｎ
階
青
で
は
な
く
打
楽
器
膏
の
音
楽
の
研
究
は
、
従
来
、
背
階
論
を
中
心
と
す
る
氏
族
脅
楽
学
で
は
、
船
ど
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
む
し

ろ
、
文
化
人
類
学
者
や
昨
今
誕
生
し
た
音
楽
人
類
学
に
従
事
す
る
研
究
者
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
手
が
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
後
者
は
、
音

刃
ソ
テ
ク
ス
ト

組
織
の
「
体
系
」
よ
り
も
、
音
楽
の
文
脈
に
注
月
し
た
が
、
そ
の
過
秘
で
氏
族
音
楽
学
が
無
視
し
て
き
た
、
打
楽
器
宵
を
主
体
と
す
る
音
楽
に
も

目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
齋
楽
は
多
く
の
場
合
、
そ
の
固
有
の
脊
楽
的
次
元
を
杣
川
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
帝
楽
の
奏

さ
れ
る
時
と
場
所
、
奏
考
の
主
観
的
態
度
、
需
楽
が
打
契
的
に
述
介
し
て
い
る
た
め
に
、
研
究
打
は
何
年
か
の
う
イ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
を
紙
て
、

始
め
て
斉
楽
を
含
め
た
表
出
行
動
の
含
意
を
了
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
の
妓
も
大
胆
な
試
み
は
、
ざ
ぽ
国
厨
ｏ
嵐
口
蝕
再
ミ
ミ
贋
骨
・
へ

厨
冒
§
（
司
勝
嵐
口
囚
・
ロ
ロ
ロ
】
く
・
印
⑪
脇
》
こ
『
⑭
．
）
〔
徳
丸
吉
彦
訳
『
人
間
の
音
楽
性
』
、
一
九
七
八
、
岩
波
書
店
、
ち
な
み
に
徳
丸
氏
の
訳
者

解
説
は
、
昨
今
の
民
族
斉
楽
学
、
脊
楽
人
類
学
の
研
究
動
向
と
問
題
関
心
に
つ
い
て
の
見
事
な
ス
ケ
ッ
チ
に
も
な
っ
て
い
る
。
〕
ま
た
、
青
木
保

「
象
徴
と
認
識
」
（
扇
処
会
学
構
座
Ⅱ
、
知
識
社
会
学
員
一
九
七
六
、
東
京
大
学
出
版
会
）
に
は
、
文
化
人
賊
学
者
の
系
統
の
打
楽
器
の
脊
楽
の

研
究
動
向
の
紺
介
も
含
ま
れ
て
い
る
。

（
５
）
前
掲
、
安
藤
、
何
介
、
池
官
訳
九
四
’
九
五
頁
。

（
６
）
皆
川
、
柿
木
訳
前
掲
響
。

（
７
）
ｎ
日
（
⑪
囚
９
ｍ
・
弓
意
弓
、
【
（
包
軋
員
ミ
ミ
買
紅
、
（
四
四
四
】
の
．
】
し
臼
）
〔
福
田
昌
作
訳
『
音
楽
の
源
泉
』
ｐ
一
九
七
○
、
音
楽
之
友
社
〕



音
楽
の
祖
型
と
、
旋
法
音
楽
は
、
そ
の
具
体
的
様
態
に
お
い
て
は
区
別
が
困
難
で
あ
る
。
発
生
史
的
に
み
れ
ば
、
明
ら
か
に
、
後
者
は
前

者
に
由
来
す
る
し
、
後
者
も
ま
た
呪
術
と
有
契
的
に
連
合
す
る
も
の
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
体
系
的
な
音
組
織
を
有
す

る
か
否
か
を
側
や
す
と
し
て
、
両
者
を
は
っ
き
り
と
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
旋
法
音
楽
の
成
立
の
前
提
と
し
て
、
オ
ク
タ
ー
ブ
及
び

５
度
と
４
度
の
音
程
の
差
異
性
と
同
定
性
の
知
覚
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
人
間
が
歌
う
だ
け
で
な
く
、
楽
器
を
使
用
す
る
段

階
に
い
た
っ
て
、
実
現
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
楽
器
は
、
音
程
間
隔
の
恋
意
的
・
偶
然
的
設
定
を
た
ち
切
っ
て
、
差
異
性
の

定
在
を
確
実
に
す
る
が
、
な
ぜ
、
ま
ず
オ
ク
タ
ー
ブ
と
５
度
と
４
度
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
た
い
へ
ん
簡
単
で
あ

る
。
先
き
に
も
ち
ょ
っ
と
触
れ
た
が
、
オ
ク
タ
ー
ブ
は
基
音
の
振
動
数
の
２
倍
の
音
で
、
人
間
の
耳
に
高
さ
の
異
な
る
同
音
と
し
て
聴
え

音
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

一一一一一一一

グー、グー、グー、グー、〆■、〆￣、グー、グー、

1５１４１３１２１１１０９８
、=〆～〆、‐〆、－'、－〆、-〆虹－"ミージ

前
掲
、
安
藤
、
角
倉
、
池
爾
訳
八
五
頁
。

前
掲
、
福
田
訳
七
二
頁
。

前
掲
、
皆
川
、
柿
木
訳
三
五
’
三
七
頁
。

前
掲
、
皆
川
、
柿
木
訳
三
三
’
一
一
一
四
頁
。

前
掲
、
桶
川
訳
第
二
素
参
照
。

小
泉
文
夫
『
Ⅱ
本
伝
統
脊
楽
の
研
究
』
、
一
九
六
○
、
青
楽
之
女
社
、
一
二
一
一
一
頁
。

前
掲
、
福
田
訳
二
二
頁
。

河
口
呂
口
８
§
ｎ
斤
》
毎
『
§
き
い
ミ
ロ
ミ
ミ
⑩
（
回
）
の
［
・
ロ
巳
⑭
心
）
〔
米
山
俊
血
択
『
文
化
の
型
』
、
二
五
一
一
一
’
二
五
四
頁
〕
。

第
四
節
旋
法
音
楽
の
「
体
系
」
と
そ
の
再
綱

１



1鑿
■
二
二
一
＆

｜一一細「《

０
０
℃

音
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と

(t１３度）

Ｕ
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

一
三
四

る
春
で
あ
り
、
５
度
は
荻
帝
の
％
傭
、
４
度
は
そ
の
狛
俗
の
音
で
あ
る
。
楽
器
で
も
っ
て
雑
斉
を
鳴
ら
す
な
ら
ば
、

む
ろ
ん
そ
の
払
燕
ｎ
が
一
番
良
く
聴
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
（
仮
肋
数
の
）
二
併
粁
た
る
オ
ク
タ
ー
ブ
や
そ
の
三
併

汗
で
も
あ
る
オ
ク
タ
ー
ブ
上
の
５
度
音
を
聴
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
オ
ク
タ
ー
ブ
の
脊
側
照
を
５
度
、
例

え
ば
ｃ
ｌ
ｇ
で
分
制
す
れ
ば
、
ｇ
ｌ
ｄ
（
オ
ク
タ
ー
ブ
上
の
）
は
４
度
で
あ
る
。
こ
の
三
穂
麺
の
音
程
は
、
音
響

学
的
に
言
っ
て
も
、
振
動
数
の
比
例
側
係
が
単
純
な
た
め
に
、
識
別
と
何
定
が
存
易
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
次

の
相
摘
は
全
く
正
し
い
。

「
鰍
始
的
な
綱
倣
の
発
逮
に
と
っ
て
、
和
洲
的
に
雌
も
純
鑿
剛
澱
１
８
山
５
度
Ｊ
腱
ｌ
が
他
の

宵
柵
隔
よ
り
も
一
段
と
際
立
っ
た
位
悩
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
一
般
に
主
と
し
て
次
の
よ
う
な
斯
併
の
た
め

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
汗
稚
は
「
明
瞭
さ
」
が
い
っ
そ
う
大
き
い
の
で
、
ひ
と
た
び
認
知
さ

れ
る
と
、
汗
楽
的
に
祁
悩
し
易
い
も
の
と
し
て
、
隣
接
す
る
多
数
の
青
Ⅲ
脳
の
な
か
か
ら
と
く
に
耕
し
く
際
立

（
１
）

っ
た
と
い
』
ソ
耶
价
で
あ
る
。
」

そ
し
て
右
に
述
べ
た
オ
ク
タ
ー
ブ
（
８
度
）
、
５
度
、
４
度
の
発
兄
に
よ
っ
て
、
人
間
は
始
め
て
青
組
織
の
「
体

系
」
を
漣
符
す
る
手
が
か
り
を
把
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
オ
ク
タ
ー
ブ
を
或
る
宵

間
隔
で
配
列
し
た
土
ｎ
階
の
作
成
が
可
能
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
旋
法
幸
、
楽
の
場
合
、
幸
い
階
の
作
成
の
方
法
と
し

て
は
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
卉
階
の
如
く
５
度
の
秋
み
虹
ね
に
よ
る
も
の
と
、
４
度
（
テ
ト
ラ
コ
ー
ド
）
の
秋
み
虹
ね

に
よ
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
世
界
中
で
広
く
行
わ
れ
た
後
将
の
例
を
見
て
み
よ
う
。
譜
例
①
は
テ
ト
ラ

コ
ー
ド
４
度
（
証
１
Ｊ
）
の
中
に
、
短
３
度
（
証
Ｉ
。
）
の
青
間
隔
を
設
定
し
、
一
全
背
分
あ
け
て
、
同
一
の
音



音
楽
に
お
け
る

④
｜
｜
石

；

間
隔
を
設
け
た
テ
ト
ラ
コ
ー
ド
が
そ
の
ま
ま
秋
み
重
ね
ら
れ
た
、
テ
ト
ラ
コ
ー
ド
の
分
離
狐
に
よ
る
五
宵
脊

階
で
あ
る
。

譜
例
②
は
、
４
度
を
構
成
す
る
商
い
方
の
音
の
Ｍ
が
そ
の
ま
ま
次
の
４
度
の
開
始
音
と
な
っ
て
積
み
重
ね

ら
れ
た
テ
ト
ラ
コ
ー
ド
接
続
型
に
よ
る
五
音
々
階
で
あ
る
。
右
に
挙
げ
た
旋
法
の
サ
ン
プ
ル
に
は
半
普
が
ひ

と
つ
も
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
無
半
脊
の
五
斉
々
階
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
「
ア

メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
、
モ
ン
ゴ
ー
ル
人
、
ア
ン
ナ
ン
人
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
、
日
本
人
、
パ
プ
ア
人
、

フ
ラ
ニ
グ
、
人
に
お
い
て
と
同
様
に
、
リ
ト
ア
ニ
ア
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ

に
も
見
出
さ
れ
、
西
欧
に
お
い
て
、
遠
い
背
の
脊
楽
で
は
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
こ
と
が
確
囑
笑
だ
と
思
わ
れ

（
２
）

る
。
」
だ
が
、
日
本
の
都
節
や
ジ
ャ
ワ
の
ペ
ロ
ッ
グ
ヱ
ｎ
階
の
よ
う
に
半
音
を
含
む
王
立
口
々
階
も
あ
る
。
ま
た
、

譜
例
①
④
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
テ
ト
ラ
コ
ー
ド
の
内
部
に
、
全
音
、
全
音
、
半
音
と
い
う
音
間
隔
を
設
け

る
七
青
々
階
も
あ
る
し
、
ギ
リ
シ
ャ
音
楽
に
至
っ
て
は
、
テ
ト
ラ
コ
ー
ド
の
内
部
に
四
分
音
の
音
程
、
ア
ラ

ビ
ア
脊
楽
で
は
四
分
の
三
の
音
程
念
牌
接
脊
と
の
間
隔
）
な
ど
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
要
す
る
に
、

テ
ト
ラ
コ
ー
ド
（
４
度
）
の
分
剖
の
仕
方
次
第
で
無
数
の
旋
法
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
す
る
と
い
う

こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
事
実
、
世
界
に
は
様
々
の
旋
法
の
音
楽
が
散
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時

に
あ
る
文
化
圏
で
定
常
的
と
さ
れ
る
旋
法
に
つ
い
て
も
、
テ
ト
ラ
コ
ー
ド
の
枠
さ
え
は
ず
さ
な
け
れ
ば
、
内

部
に
投
入
す
る
音
程
間
隔
次
第
で
、
そ
の
序
衛
的
な
旋
法
Ⅱ
「
体
系
」
か
ら
の
様
々
の
逸
脱
が
可
能
で
あ
る
。

そ
の
逸
脱
が
定
着
し
て
、
新
し
い
旋
法
が
つ
く
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
オ
ク
タ
ー
ブ
の
分
割
が
倍
音
原
則
を

「
体
系
」
と
「
意
味
」

一
三
五
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（
３
）

小
泉
文
夫
氏
に
よ
れ
ば
（
『
Ⅱ
木
伝
統
宰
脚
楽
の
研
究
』
）
、
Ⅱ
本
の
伝
統
立
岡
楽
に

は
、
譜
例
⑤
に
か
か
げ
た
Ⅲ
菰
の
テ
ト
ラ
コ
ー
ド
か
ら
つ
く
ら
れ
た
譜
例
の
⑥
四

種
の
宵
階
が
あ
る
。

何
は
民
謡
や
わ
ら
べ
唄
に
み
ら
れ
る
も
の
、
③
が
近
世
邦
楽
の
三
味
線
や
竿
（
コ

ト
）
の
宵
楽
に
み
ら
れ
る
「
都
節
」
の
帝
階
。
ち
な
み
に
こ
れ
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
、

「
芸
術
音
楽
を
持
つ
東
ア
ジ
ア
の
諸
民
族
の
な
か
で
は
、
封
建
的
に
紐
織
化
さ
れ

一一一一一ハ

踏
ま
え
ず
、
四
度
を
間
隔
原
理
で
分
割
す
る
か
ら
、
少
く
と
も
理
論
上
は
、
無
限

の
窓
意
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
旋
法
音
楽
が
個
々
の
呪
術
と
の
連
合
を
薄
め
て

「
瀞
美
的
欲
求
」
（
ウ
ェ
ー
バ
ー
）
の
充
足
に
向
う
と
き
、
こ
の
こ
と
は
、
実
際

上
、
し
ば
し
ば
発
生
し
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
恋
意
を
許
界
す
る
旋
法
音
楽
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
自
体

の
な
か
に
、
齋
組
織
の
「
体
系
」
に
川
来
す
る
、
髭
爪
扣
互
の
価
値
づ
け
や
階
層
性

が
川
硫
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
械
態
は
、
文
化
側
に
よ
っ
て
異
な
る
。

こ
こ
で
は
、
代
表
例
と
し
て
、
Ⅱ
木
の
旋
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
会
旋
法
を
例
に

と
っ
て
「
体
系
」
内
で
の
帝
の
価
依
規
定
を
見
て
お
き
た
い
。

２



（
４
）

て
い
た
日
本
人
だ
け
が
、
情
熱
的
な
表
現
を
求
め
た
結
果
、
原
則
と
し
て
半
立
国
階
法
を
強
く
好
ん
で
い
た
」
、
そ
の
範
例
と
し
て
挙
げ
て

し
よ
う
匙
よ
う

い
る
ｊ
ｂ
の
。
半
率
脚
々
程
を
さ
け
る
こ
と
の
多
い
ペ
ン
タ
ト
ニ
ッ
ク
の
な
か
で
は
珍
し
い
。
㈹
は
雅
楽
や
声
明
に
川
い
ら
れ
、
体
と
呼
ば
れ

る
。
こ
の
脊
階
は
中
国
や
朝
鮮
の
音
楽
に
ｊ
ｂ
み
か
け
る
音
階
で
あ
る
。
㈹
は
琉
球
の
青
階
で
こ
れ
も
半
音
々
程
を
含
ん
で
い
る
。

さ
て
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
音
階
の
構
成
音
が
、
音
階
と
い
う
「
体
系
」
の
な
か
で
一
定
の
序
列
を
帯
び
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
ず
テ
ト

ラ
コ
ー
ド
の
両
端
の
４
度
を
構
成
す
る
一
一
つ
の
音
、
譜
例
⑤
で
い
え
ば
、
ｄ
と
Ｐ
が
旋
律
の
中
心
音
、
小
泉
文
夫
の
用
語
で
い
っ
て
「
核

音
」
を
構
成
す
る
。
そ
の
た
め
同
じ
譜
例
の
４
度
の
中
の
“
は
つ
ね
に
長
２
度
上
の
Ｆ
か
、
短
３
度
下
の
。
へ
向
っ
て
終
止
す
る
。
こ
の

テ
ト
ラ
コ
ー
ド
が
分
離
型
的
接
合
に
よ
っ
て
オ
ク
タ
ー
ブ
を
構
成
す
る
場
合
、
謂
例
⑥
③
に
つ
い
て
い
う
と
、
ｄ
と
Ｐ
、
図
と
。
が
核
斉

（
５
）

の
機
能
を
減
ず
る
は
ず
で
あ
る
が
、
Ⅱ
本
の
旋
法
で
は
、
「
す
べ
て
の
述
続
し
た
３
土
、
旋
律
は
ま
ん
中
の
立
川
で
終
止
す
る
」
と
い
う
経
験

則
が
作
用
し
て
、
印
、
Ｆ
、
剖
遵
の
述
続
す
る
３
青
の
う
ち
Ｆ
の
み
が
核
宵
と
し
て
残
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
音
階
で
は
、
。
、
Ｐ
、

。
が
核
晋
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
用
語
で
い
っ
て
「
中
心
音
」
の
役
割
を
果
す
こ
と
に
な
る
（
譜
例
⑦
③
参
照
）
。
同
様
の
原
則
を
他
の
三
つ

の
晋
階
に
も
適
用
す
る
と
、
仙
都
節
で
は
。
、
ｇ
、
。
、
何
律
で
は
。
、
ｇ
、
。
、
⑥
琉
球
音
階
で
は
。
、
Ｐ
、
ｊ
が
核
晋
と
し
て
と
り

だ
さ
れ
る
。
す
る
と
四
つ
の
音
階
の
関
述
も
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
。
㈹
と
㈹
、
⑥
と
い
が
核
斉
を
共
通
し
て
お
り
、
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

は
テ
ト
ラ
コ
ー
ド
に
狭
ま
れ
た
中
川
音
が
異
な
る
だ
け
で
あ
る
。
小
泉
文
夫
は
、
こ
れ
を
発
生
史
的
近
親
関
係
を
示
す
証
拠
と
し
て
受
け

と
め
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
核
音
の
位
侭
が
不
動
で
、
テ
ト
ラ
コ
ー
ド
内
部
の
中
間
背
の
み
半
音
変
化
と
い
う
あ

り
か
た
は
、
旋
法
音
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
の
逸
脱
と
再
編
を
知
る
う
え
で
大
変
示
唆
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
、
４
度
と

い
う
識
別
と
同
定
の
容
易
な
基
礎
音
程
の
枠
組
を
動
か
さ
ず
に
、
テ
ト
ラ
コ
ー
ド
内
部
の
中
間
青
に
ヴ
ァ
リ
ァ
ン
ト
が
設
け
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
半
音
差
と
い
う
こ
と
も
示
唆
的
で
あ
る
。
四
分
背
稗
度
の
動
き
で
あ
れ
ば
、
旧
「
体
系
」
の
逸
脱
で
あ

音
楽
に
お
け
る
「
体
系
」
と
「
意
味
」

一
三
七



音
楽
に
お
け
る
「
体
系
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と
「
意
味
」

一
三
八

る
も
の
が
、
半
音
と
い
う
差
異
と
同
定
の
知
覚
の
明
確
な
逸
脱
で
あ
る
だ
け
に
、
新
な
る
「
体
系
」
の
定
立
を
生
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
以
下
次
号
）

（
１
）
前
掲
、
安
藤
・
灼
愈
・
池
官
訳
九
○
頁
。

（
２
）
前
渦
、
安
藤
・
伽
介
，
池
徹
駅
四
一
頁
。

（
３
）
こ
の
項
で
の
記
述
と
粥
例
⑤
、
⑥
、
⑦
は
、
小
泉
文
夫
の
『
旧
木
伝
統
脊
楽
の
研
究
』
（
一
九
六
○
、
齋
來
之
友
社
）
、
と
く
に
そ
の
第
四
軍

「
脊
隣
に
つ
い
て
の
諸
問
題
」
に
も
っ
ぱ
ら
依
拠
し
て
い
る
。
ま
た
、
有
脇
大
五
郎
『
ヘ
テ
ロ
ブ
ォ
ニ
ー
脊
楽
へ
の
関
心
』
（
一
九
七
一
一
一
、
国
立

詳
楽
大
学
）
も
合
せ
て
参
川
し
た
。

（
４
）
前
掲
、
安
藤
・
角
介
・
池
嵐
訳
四
二
頁
。

（
５
）
前
柵
、
小
泉
文
夫
、
二
四
九
頁
。
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