
感
覚
と

精
神

名
須
川

学

序
．

　
ニ
ハ
一
九
年
一
月
一
臼
、
デ
カ
ル
ト
一
零
急
忌
ω
8
幕
ω
L
墨
①
－
H
①
㎝
〇
一
は

そ
の
当
時
の
共
同
研
究
者
べ
ー
ク
マ
ン
（
H
竃
塞
思
①
鼻
嚢
員
H
寓
O
。
－
崖
ω
べ
）
に

『
音
楽
提
要
o
§
唐
き
ぎ
§
§
§
ぎ
ε
一
以
下
、
門
提
要
』
と
略
記
す
る
一
と

題
す
る
処
女
作
を
個
人
的
に
献
呈
し
た
。
こ
れ
は
A
T
版
で
五
〇
頁
程
度
の
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
－
一

冊
子
で
あ
る
が
、
そ
の
題
か
ら
も
明
ら
か
な
通
り
「
音
楽
理
論
書
」
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
西
洋
の
音
楽
思
想
を
振
り
返
っ
て
み
た
と
き
、
2
つ
の
全
く
異
な

る
音
楽
観
が
、
古
来
、
対
峠
し
続
け
て
き
た
ー
そ
の
一
方
は
、
音
楽
を
超

越
的
神
的
秩
序
の
開
示
と
考
え
る
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
主
義
的
「
数
論
」
的
音
楽
観

で
あ
り
、
も
う
一
方
は
、
所
詮
聴
覚
的
快
の
産
物
に
過
ぎ
な
い
と
見
傲
す
ア
リ

ス
ト
ク
セ
ノ
ス
主
義
的
「
感
覚
し
的
音
楽
観
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
こ
の
前
者
「
数

論
」
的
音
楽
観
こ
そ
が
、
西
洋
に
お
け
る
伝
統
的
音
楽
思
想
の
主
流
を
成
し
て

き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
音
楽
観
が
超
越
に
向
っ
て
飛
翔
し
よ
う
と
す
れ

ば
す
る
程
、
逆
に
、
そ
の
対
極
に
あ
る
「
感
覚
」
的
音
楽
観
を
宿
敵
と
し
て
も

た
ね
ば
な
ら
な
い
羽
目
に
陥
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
の
必
然
で
あ
っ
た
。

　
当
然
、
『
提
要
』
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
れ
ら
2
つ
の
音
楽
観
同
士
の

歴
史
的
対
立
に
対
し
て
何
ら
か
の
解
決
を
試
み
よ
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
、
デ
カ
ル
ト
が
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
た
具
体

的
直
接
的
な
対
象
は
、
「
数
論
」
的
音
楽
観
の
理
論
書
と
し
て
は
、
イ
タ
リ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
一

の
理
論
家
ツ
ァ
ル
リ
ー
ノ
一
9
0
ω
亀
O
S
『
茅
O
L
呂
べ
－
旨
8
）
の
著
作
パ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
〕

ル
モ
ニ
ア
教
程
ト
こ
§
ミ
｛
ぎ
ぎ
§
ぎ
〔
ぎ
㎏
二
五
五
八
年
一
、
及
び
、
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
一

ペ
イ
ン
の
理
論
家
サ
リ
ナ
ス
一
～
竃
身
8
o
っ
昌
畠
ω
L
呂
ω
ト
H
g
o
）
の
著
作
『
音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
〕

楽
論
掌
§
§
ぎ
§
弐
竃
害
ミ
一
一
五
七
七
年
一
で
あ
り
、
ま
た
、
「
感
覚
主

義
的
音
楽
観
」
と
し
て
は
、
べ
ー
ク
マ
ン
の
㍗
自
然
学
L
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と

　
　
　
一
6
一

思
わ
れ
る
。

　
紙
面
の
限
り
あ
る
本
論
考
に
お
い
て
、
思
想
史
的
背
景
を
も
詳
述
す
る
賛
沢

は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
『
提
要
蜴
に
お
い
て
為
さ
れ
た
デ
カ

ル
ト
の
哲
学
的
思
索
を
後
追
い
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
が
上
述
し
た
「
数
論

的
音
楽
観
し
と
「
感
覚
主
義
的
音
楽
観
」
と
の
2
つ
の
立
場
の
批
判
を
通
じ
て

伝
統
を
凌
駕
し
よ
う
と
し
、
そ
し
て
そ
の
結
果
、
彼
自
ら
に
よ
っ
て
《
あ
た
か

も
今
し
方
分
娩
さ
れ
た
ば
か
り
の
熊
の
乳
児
の
様
な
一
｛
邑
…
竃
二
〇
g
§
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昌
潟
『
＆
ぎ
費
）
》
（
＞
†
戸
H
紅
O
）
と
楡
え
ら
れ
た
こ
の
小
冊
子
の
内
に
、
将

来
の
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
誕
生
を
思
わ
せ
る
彼
の
才
知
が
懐
胎
さ
れ
た
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
本
稿
の
目
的
は
達
成
さ
れ
た
と
云
え
よ
う
。

η
不
快
」
の
判
定
者
と
し
て
の
感
覚
一
ω
窒
竃
ω
）

　
門
提
要
』
の
冒
頭
に
お
い
て
、

を
次
の
様
に
記
す
。

デ
カ
ル
ト
は
「
音
楽
」
の

「
目
的
茅
色

《
そ
の
目
的
一
夢
巴
は
、
快
を
与
え
る
こ
と
一
忌
雪
奪
一
、
即
ち
、
我
々

の
内
に
様
々
な
情
念
一
。
。
豪
g
冨
一
を
惹
起
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
諸
々
の
歌
は
悲
哀
で
あ
る
と
同
時
に
快
い
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
得

る
が
、
こ
う
い
っ
た
対
立
は
驚
く
に
値
し
な
い
、
と
い
う
の
は
、
悲
劇
作

家
や
悲
劇
俳
優
は
、
我
々
の
内
に
多
く
の
悲
し
み
を
引
き
起
こ
す
に
従
っ

て
、
よ
り
多
く
の
快
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
》
一
＞
†
×
も
⑩
一

　
こ
こ
で
《
目
的
》
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
《
快
》
は
、
単
な
る
《
情
念
》
の

一
種
と
し
て
の
《
快
》
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
《
情
念
》
へ
惹
起
に
際
し
て
得

ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
、
他
の
《
惰
念
》
に
優
越
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
デ
カ
ル
ト
が
芸
術
上
の
《
快
》
の
こ
の
優
越
性
の
典
型
と

見
徹
し
て
い
る
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
悲
劇
論
以
来
の
伝
統
で
あ
る
㍗
悲

劇
の
快
」
で
あ
る
。

　
こ
の
《
情
念
》
を
惹
起
さ
せ
る
為
の
《
手
段
［
媒
介
］
昌
＆
～
昌
》
は
、
音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
？
）

の
持
つ
計
量
的
《
特
性
監
g
ぎ
》
で
あ
る
。
こ
こ
で
こ
の
《
情
念
》
と
《
特

性
》
と
の
関
係
は
、
そ
の
語
形
、
、
箒
g
叶
易
＼
亀
g
ぎ
、
、
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る

通
り
、
「
受
動
／
能
動
」
の
関
係
で
あ
る
為
、
《
情
念
》
は
外
部
刺
激
に
対
す
る
「
受

動
」
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
。

　
音
の
計
量
的
《
特
性
》
の
具
体
的
内
容
規
定
は
、
第
2
章
《
予
備
的
諸
注
意

男
＞
向
安
○
↓
＞
ズ
U
＞
》
に
、
8
命
題
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
（
＞
プ
戸
彗
＼
N
）
。

そ
の
第
－
命
題
に
は
《
快
》
の
感
得
主
体
で
あ
る
《
感
覚
ω
竃
旨
ω
》
が
設
定

さ
れ
る
。《

①
　
感
覚
一
ω
g
竃
ω
一

し
得
る
。
》

は
全
て
何
が
し
か
の
快
（
α
暑
g
き
o
）
を
感
得

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
以
降
第
7
命
題
に
至
る
迄
、
《
感
覚
》
は
《
快
》
そ

の
も
の
を
直
接
的
に
判
定
す
る
こ
と
は
な
く
、
専
ら
「
不
快
の
判
定
者
」
と
し

て
留
ま
り
続
け
る
と
い
う
事
実
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
先
ず
、
《
対
象
》
か
ら
の
「
刺
激
量
」
一
”
音
量
一
の
過
剰
は
、
「
感
覚
器
官
」

そ
の
も
の
の
「
損
傷
」
を
招
く
の
で
あ
る
か
ら
、
最
低
こ
れ
を
回
避
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
為
に
、
第
2
命
題
に
お
い
て
は
、
《
感
覚
》
と
く
対
象
》
と
の

間
に
、
《
釣
合
員
8
o
『
ぎ
》
が
必
要
と
さ
れ
る
。

《
②
　
こ
の
快
に
向
け
て
、
対
象
は
感
覚
自
体
と
の
間
に
或
る
比

一
肩
名
o
『
ぎ
一
を
持
つ
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
銃
・
雷
鳴
の
騒
音
等
は
、

音
楽
に
は
適
さ
な
い
様
に
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
う
い
っ
た
騒
音
は

耳
を
害
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
－
丁
度
、
目
に
向
け
ら
れ
た
過
度
の
太

陽
光
線
の
如
く
に
。
》
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だ
が
、
こ
う
し
て
知
覚
に
成
功
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
直
ち
に
《
快
》
を

齋
し
得
る
訳
で
は
な
い
。
《
対
象
》
の
内
部
秩
序
が
複
雑
な
ら
ば
、
そ
の
全
体

の
認
知
は
困
難
で
あ
り
、
こ
れ
は
《
感
覚
》
の
「
疲
弊
」
を
招
く
。
第
6
命
題

に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
回
避
す
る
為
の
、
実
に
、
消
極
的
な
条
件
と
し
て
の
み

《
算
術
的
比
》
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
但
し
、
こ
こ
に
表
れ
る
《
比

肩
8
〇
三
〇
》
は
、
第
2
命
題
中
に
表
れ
る
《
釣
合
召
o
℃
o
き
o
》
と
は
区
別
さ

れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
第
2
命
題
に
お
け
る
《
釣
合
》
が
《
感
覚
》
と
《
対

象
》
と
の
間
に
あ
る
関
係
性
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
6
命
題
に
お
け
る
《
比
〉

は
《
対
象
》
の
部
分
間
に
お
け
る
均
衡
関
係
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

《
⑥
　
こ
の
比
一
買
8
o
ま
〇
一
は
算
術
的
一
ξ
書
目
堅
g
一
で
あ
る
べ
き

で
、
幾
何
的
（
o
8
塞
区
s
一
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、

算
術
的
比
で
は
差
異
一
肇
雪
雪
夢
一
が
至
る
と
こ
ろ
均
等
で
あ
る
為
に
、

注
意
を
向
け
る
一
註
く
葦
〇
一
べ
き
も
の
は
そ
の
中
に
余
り
多
く
存
在
せ
ず
、

そ
れ
故
、
そ
の
内
に
あ
る
全
て
の
も
の
が
判
明
に
知
覚
さ
れ
る
の
で
、
感

覚
が
そ
れ
程
酷
く
疲
弊
さ
せ
ら
れ
る
一
雲
雷
竹
膏
）
と
い
う
こ
と
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。

一
例
）

　
第
ヱ
図
に
お
け
る
線
分
の
比
は
、
第
2
図
の
も
の
よ
り
も
視
覚
的
に
容

易
に
区
別
さ
れ
る
。
そ
の
訳
は
、
各
々
の
線
分
の
差
異
一
賢
雪
竃
3
一

と
し
て
、
単
位
（
§
一
吋
竃
）
に
注
意
す
る
（
ぎ
く
蟹
8
）
だ
け
で
よ
い
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
、
第
2
図
に
お
い
て
は
＞
o
U
と
じ
o
o
と

い
う
共
約
不
可
能
な
部
分
を
判
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
思
う
に
、
そ
れ
ら

は
如
何
に
し
て
も
同
時
に
は
感
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
得
ず
、
た
だ
算
術

　
的
比
に
応
じ
て
認
識
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
例
え
ば
、
部
分

　
＞
じ
o
の
う
ち
に
2
部
分
を
認
め
、
部
分
o
o
o
に
は
3
部
分
を
認
め
る
と
い

　
う
様
な
具
合
に
し
て
。
こ
こ
で
、
感
覚
が
絶
え
ず
欺
か
れ
る
こ
と
は
明
白

　
　
で
あ
る
。
》

《
第
ユ
図
》

2
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

3《
第
2
図
》

派
一

A

　
こ
の
様
に
、
《
感
覚
》
は
「
複
雑
さ
」
に
起
因
す
る
《
疲
弊
》
を
回
避
し
よ

う
と
す
る
際
、
「
概
算
」
に
よ
っ
て
《
対
象
》
を
尺
度
化
す
る
。
こ
の
結
果
、

伝
統
的
に
「
音
楽
」
は
《
算
術
的
比
》
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
も
の
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
訳
で
あ
る
。

　
実
際
、
丙
提
要
』
全
体
を
通
じ
て
数
学
的
厳
密
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
こ
れ
迄
『
提
要
』
の
解
釈
者
達
は
、
こ
ぞ
っ
て
こ
の
第
6
命
題
の
《
算
術
的

比
》
の
条
件
に
、
デ
カ
ル
ト
の
積
極
的
な
《
快
》
の
根
拠
の
主
張
を
読
み
取
ろ

う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
デ
カ
ル
ト
の
意
図
は
寧
ろ
そ
の
正
反
対

の
事
柄
で
あ
り
、
「
数
論
的
音
楽
観
」
の
根
拠
を
批
判
し
こ
れ
を
克
服
せ
ん
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
更
に
、
デ
カ
ル
ト
が
《
算
術
的
比
》
を
《
快
》
と
直
接
的
に
結
び
付
け
て
い
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た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
『
提
要
』
第
5
～
ー
ユ
章
に
お
い
て
展
開
さ
れ

た
「
音
程
論
」
を
注
意
深
く
読
ん
だ
者
に
と
っ
て
は
全
く
明
自
で
あ
る
。
特
に
、

そ
の
総
括
と
も
云
え
る
第
u
章
の
最
終
段
落
で
は
、
次
の
様
に
結
論
さ
れ
る
。

《
こ
う
し
て
今
、
我
々
は
、
音
の
全
て
の
特
性
一
卿
寒
g
〇
一
の
説
明
を
終

え
る
。
こ
こ
で
、
我
々
が
先
程
述
べ
た
こ
と
を
確
信
す
る
為
に
、
高
低
に

関
す
る
音
の
全
て
の
変
化
一
く
ぎ
g
簑
）
は
、
音
楽
に
お
い
て
は
、
唯
こ

れ
ら
の
数
（
昌
桑
蟹
ω
）
、
2
，
3
、
及
び
5
の
み
か
ら
生
ず
る
、
と
い

う
こ
と
に
注
意
す
る
の
み
で
よ
い
。
約
言
す
れ
ば
、
不
協
和
音
と
同
様
に

　
　
　
　
　
＾
呂
〕

階
梯
一
σ
・
冨
旨
ω
一
を
も
表
す
全
て
の
数
は
、
こ
れ
ら
3
つ
か
ら
複
合
さ
れ
、

ま
た
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
分
割
に
よ
っ
て
、
遂
に
は
、
単
位

一
姜
旨
ω
一
に
迄
分
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
》
一
＞
㌣
戸
｝
ω
H
）

　
こ
れ
は
「
音
程
」
が
全
て
《
算
術
的
比
》
に
還
元
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
の

確
認
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
云
う
「
音
程
」
の
内
に
は
《
不
協
和
音
》
も

含
ま
れ
て
お
り
、
更
に
、
こ
の
《
不
協
和
音
》
が
論
じ
ら
れ
る
第
1
1
章
で
は
、

古
典
的
対
位
法
理
論
に
お
い
て
η
音
楽
の
悪
魔
一
蟹
ぎ
O
巨
二
箏
§
易
一
8
一
L
と

さ
え
あ
だ
名
さ
れ
禁
じ
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
《
ト
リ
ト
ヌ
ス
ヨ
吋
o
昌
ω
》
を

《
不
快
一
轟
竃
ざ
ω
》
で
あ
る
と
、
彼
自
身
が
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
通
り
、
デ
カ
ル
ト
は
、
第
6
命
題
に
お
い
て
《
算
術
的
比
》
の
条
件

を
提
示
し
た
と
き
、
㍗
整
数
比
な
ら
ば
必
ず
快
を
齋
す
L
と
い
う
命
題
を
支
持

し
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
条
件
は
対
象
の
内
部
秩
序
の
複
雑
さ
か
ら

く
る
《
感
覚
の
疲
弊
》
と
い
う
事
態
を
回
避
す
る
為
に
要
求
さ
れ
た
消
極
的
な

条
件
で
あ
り
、
《
快
》
の
獲
得
と
い
う
《
目
的
》
に
と
っ
て
「
必
要
条
件
」
に

過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
条
件
故
に
、
「
音
楽
」
は
或
る
種
の
「
構
造
体
」

と
し
て
見
傲
さ
れ
得
、
あ
た
か
も
「
数
的
秩
序
」
を
有
す
る
か
の
如
く
に
扱
わ

れ
得
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
「
必
要
条
件
」
で
あ
る
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
9
一

り
、
《
数
》
は
㍗
音
楽
的
快
L
の
根
拠
と
は
最
早
成
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
第
6
命
題
迄
は
「
複
雑
さ
」
の
知
覚
か
ら
く
る
《
感
覚
》
の
「
疲
弊
し

の
回
避
の
為
に
、
専
ら
「
単
純
さ
」
が
強
調
さ
れ
て
き
た
の
で
は
あ
る
が
、
し

か
し
逆
に
、
《
対
象
》
の
内
部
秩
序
が
余
り
に
単
純
過
ぎ
る
も
の
も
、
そ
の
認

知
に
際
し
「
厭
き
」
を
招
来
し
、
《
目
的
》
と
し
て
の
《
快
》
に
至
る
以
前
に
、

《
感
覚
》
対
象
と
し
て
の
音
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
止
め
、
そ
の
《
手
段
》
を

失
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
て
、
第
7
命
題
に
は
、
知
覚
の
「
難
易
の
両
極
を
回
避
す
る
」
と
い

う
条
件
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
れ
を
積
極
的
肯
定
的
な
表
現
に
改
め
る
な
ら
ば
、

「
中
庸
性
し
と
称
し
て
よ
か
ろ
う
。

《
⑦
　
感
覚
の
対
象
の
内
、
精
神
一
彗
ぎ
易
一
に
と
っ
て
最
も
快
適
な
の

は
、
感
覚
一
ω
g
旨
ω
一
に
知
覚
さ
れ
る
に
際
し
、
最
も
容
易
に
為
さ
れ
る

も
の
で
も
最
高
の
困
難
を
も
っ
て
し
て
為
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
や
は

り
、
感
覚
を
対
象
へ
向
け
て
い
る
自
然
的
欲
求
一
墨
g
邑
①
痔
ω
a
⑦
き
昌
一

が
十
分
に
満
足
さ
れ
て
し
ま
う
程
に
は
容
易
に
で
は
な
く
、
ま
た
、
感
覚

が
疲
弊
し
て
し
ま
う
程
に
は
困
難
に
で
は
な
く
、
為
さ
れ
る
も
の
な
の
で

あ
る
。
》

　
以
上
、
第
1
～
7
命
題
を
通
じ
、
《
感
覚
〉
は
「
不
快
し
の
判
定
者
と
し
て

振
る
舞
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
様
な
〈
感
覚
〉
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が
「
音
楽
的
快
」
そ
の
も
の
の
根
拠
と
な
る
と
い
う
こ
と
も
、
矢
張
り
、
不
可

能
と
な
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
上
述
し
た
第
6
命
題
に
お
け
る
《
例
〉
に
も
断

言
さ
れ
て
い
る
通
り
、
『
提
要
』
全
体
を
通
じ
て
、
《
感
覚
》
に
積
極
的
な
信
頼

が
置
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
く
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
寧
ろ
そ
の
「
弱

さ
」
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
「
弦
の
分
割
」
か
ち
「
音
程
論
」
が
展
開
さ
れ
出
す
第
5
章
に
お

い
て
は
、
一
定
の
長
さ
の
弦
が
、
2
等
分
、
3
等
分
、
…
、
6
等
分
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
か
ら
様
々
な
《
協
和
音
》
が
導
出
さ
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、

7
等
分
以
上
の
分
割
は
不
可
能
で
あ
る
と
云
わ
れ
、
そ
の
理
由
を
こ
の
「
感
覚

の
弱
さ
」
に
求
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
あ
い
に
く

〈
と
い
う
の
は
、
生
憎
の
と
こ
ろ
、
耳
の
弱
さ
の
為
、
苦
労
を
伴
わ
ず
に

は
音
の
大
き
な
差
異
を
区
別
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
》
（
＞
†
戸
⑩
o
。
）

　
更
に
ま
た
、
《
協
和
音
》
の
純
正
音
程
か
ら
の
「
ズ
レ
」
、
例
え
ば
、
《
ス
キ
ス

マ
g
ぎ
ω
§
》
を
実
践
に
お
い
て
は
無
視
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
も
、
偏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
0
）

に
、
こ
の
「
感
覚
の
弱
さ
」
故
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

《
し
か
し
、
以
前
述
べ
た
如
く
、
ス
キ
ス
マ
の
音
程
は
非
常
に
僅
少
で
あ

り
、
聴
覚
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
判
別
さ
れ
得
る
程
度
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

こ
れ
ら
は
そ
れ
に
隣
接
し
た
協
和
音
か
ら
甘
美
さ
を
借
り
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
協
和
音
の
［
2
つ
の
］
項
は
、
そ
れ
ら
の
内
の
一
方
が
少
し
ば
か

り
変
更
さ
れ
る
と
し
て
、
即
座
に
協
和
音
の
甘
美
さ
全
て
が
失
せ
て
し
ま

う
と
い
う
程
に
は
、
不
可
分
な
も
の
か
ら
成
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
》
一
＞
プ
芦
H
ω
O
）

　
こ
の
様
に
『
提
要
』
の
デ
カ
ル
ト
は
、
《
感
覚
》
に
お
け
る
《
快
》
の
批
判

を
通
じ
、
「
感
覚
主
義
的
音
楽
観
」
と
「
数
論
的
音
楽
観
」
と
の
双
方
が
、
「
不

快
の
回
避
し
及
び
「
感
覚
の
弱
さ
」
と
い
う
消
極
的
条
件
に
よ
っ
て
の
み
基
礎

付
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

2
　
快
と
中
腐
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
H
〕

　
上
述
し
た
第
7
命
題
の
「
中
庸
性
」
の
条
件
は
、
「
音
楽
し
の
基
礎
的
要
素

で
あ
る
《
協
和
音
》
の
《
快
》
を
基
礎
付
け
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

何
ら
か
の
も
の
同
士
の
「
釣
合
」
と
い
う
「
関
係
性
」
そ
の
も
の
を
「
判
断
」

す
る
と
こ
ろ
に
生
ず
る
《
快
》
で
あ
る
。
確
か
に
〈
協
和
音
》
は
2
音
の
計
量

的
《
特
性
》
同
士
の
「
釣
合
」
が
第
2
章
第
6
命
題
の
要
求
す
る
《
算
術
的
比
》

と
し
て
考
量
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
単
純
な
も
の
か
ら
並
べ
て
、
《
オ
ク
タ
ー
ヴ
》

一
H
H
一
ご
、
《
5
度
》
一
1
1
N
一
ω
一
、
《
長
3
度
》
一
引
ω
一
二
等
が
そ
の

主
だ
っ
た
も
の
と
な
る
。
門
提
要
蜴
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
《
協
和
音
》
の
も

つ
《
快
》
は
、
特
に
、
《
甘
美
ω
轟
く
ぎ
ω
》
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
取
り
分
け
、
《
5
度
》
の
《
快
》
は
他
の
《
協
和
音
》
の
《
快
》
に
比
較
し

て
卓
越
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
第
7
章
《
5
度
に
つ
い
て
〉
で

は
次
の
通
り
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

《
こ
の
和
音
は
全
て
の
協
和
音
の
う
ち
、
耳
に
と
っ
て
最
も
快
適
で
あ
り
、

最
も
好
み
に
合
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
、
5
度
は
、
あ
ら
ゆ
る

楽
曲
に
お
い
て
或
る
程
度
全
面
に
出
て
、
第
一
の
座
を
占
め
る
と
い
う
の
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が
常
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
諾
々
の
旋
法
一
昌
o
旨
ω
一
が
生
ず

る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
第
7
命
題
か
ら
帰
結
さ
れ
る
、
と
い
う
の
は
、

既
述
の
事
柄
よ
り
明
ら
か
だ
が
、
我
々
は
協
和
音
の
完
全
性
一
潟
る
a
〇
一

を
、
或
い
は
分
割
一
巳
く
ζ
o
）
或
い
は
数
一
昌
嚢
『
易
）
自
体
か
ら
引
き

出
し
た
が
、
3
つ
の
協
和
音
の
み
が
園
有
に
麓
得
さ
れ
、
そ
の
中
で
5
度

は
中
間
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
和
音
は
長
3
度
の
様
に

は
鋭
く
な
く
、
オ
ク
タ
ー
ヴ
の
様
に
は
柔
弱
で
は
な
い
が
、
あ
ら
ゆ
る
協

和
音
の
内
、
耳
に
と
っ
て
心
地
よ
く
響
く
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
》

（
＞
↓
－
×
レ
8
＼
①
）

　
デ
カ
ル
ト
は
『
提
要
』
以
降
も
こ
の
《
協
和
音
》
の
《
快
》
の
問
題
に
つ
い

て
言
及
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
、
一
〇
年
後
に
メ
ル

セ
ン
ヌ
（
竃
ぎ
口
竃
①
易
9
景
H
㎝
o
．
o
。
－
H
①
虐
）
に
宛
て
ら
れ
た
3
つ
の
書
簡
の

中
に
、
そ
れ
が
明
確
に
表
れ
て
い
る
。

サ
ン
ブ
ル
を
好
み
、
等
と
い
う
具
合
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
或
る
者
は
甘

い
も
の
を
よ
り
愛
し
、
他
の
者
は
少
し
酸
っ
ぱ
い
乃
至
苦
い
と
い
う
様
な

も
の
を
愛
す
る
の
と
同
じ
こ
と
で
す
。
》
二
六
三
〇
年
一
月
一

《
以
前
に
も
貴
方
に
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
或
る
協
和
音
一
8
舅
o
屋
竃
巴

が
他
の
も
の
よ
り
も
甘
美
で
あ
る
一
α
o
零
①
一
と
述
べ
る
こ
と
と
、
快
適

で
あ
る
一
鍔
『
蟹
巨
①
）
と
い
う
こ
と
と
は
、
全
く
別
々
な
こ
と
な
の
で
す
。

と
い
い
ま
す
の
は
、
蜂
蜜
が
オ
リ
ヴ
に
比
べ
よ
り
甘
美
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
万
人
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
多
く
の
人
々

は
蜂
蜜
よ
り
も
オ
リ
ヴ
を
よ
り
好
ん
で
食
べ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
と
同
様

に
、
5
度
は
4
度
よ
り
も
、
4
度
は
長
3
度
よ
り
も
、
そ
し
て
、
長
3
度

は
短
3
度
よ
り
も
甘
美
で
あ
る
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
短
3
度
が
5

度
よ
り
も
快
を
与
え
、
同
じ
様
に
、
図
ら
ず
も
不
協
和
音
が
協
和
音
よ
り

も
快
適
で
あ
る
場
合
が
あ
る
の
で
す
。
》
（
ニ
ハ
三
〇
年
三
月
四
日
）
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《
一
…
一
と
い
い
ま
す
の
は
、
こ
の
計
算
全
体
は
単
に
ど
の
協
和
音

一
8
冨
o
竃
篶
①
一
が
最
も
単
純
一
ω
ぎ
旦
Φ
一
で
あ
る
の
か
、
或
い
は
お
望

み
と
あ
ら
ば
、
最
も
甘
美
（
μ
昌
s
）
か
つ
完
全
（
潟
『
曇
邑
で
あ
る
の

か
、
と
い
う
一
」
と
を
示
す
為
に
役
立
つ
の
み
で
あ
り
、
．
最
も
快
適

（
鍔
『
s
区
①
）
で
あ
る
の
か
を
示
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
…
）

し
か
し
、
よ
り
快
適
で
あ
る
も
の
を
決
定
す
る
為
に
、
聴
き
手
の
能
力

（
s
潟
o
忌
一
を
想
定
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
〔
聴
き
手
の
能
力
］
は
味

覚
一
町
・
o
算
）
同
様
に
、
人
に
よ
り
き
り
な
の
で
す
。
こ
の
様
に
し
て
、
或

る
人
々
は
単
旋
律
を
よ
く
聴
く
こ
と
を
好
み
、
ま
た
、
他
の
人
々
は
ア
ン

《
協
和
音
一
8
舅
g
竃
鳥
一
の
甘
美
さ
一
鳳
o
畠
竃
こ
に
関
し
て
、
区
別
す

べ
き
こ
と
が
2
っ
あ
り
ま
す
。
即
ち
、
そ
れ
ら
を
よ
り
単
純
一
ω
ぎ
旦
而
）

か
つ
一
致
一
馨
8
a
竃
邑
な
ら
し
め
て
い
る
も
の
と
、
そ
れ
ら
を
耳
に

対
し
快
適
一
晶
『
蟹
g
①
一
。
な
ら
し
め
て
い
る
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
よ
り

快
適
な
ら
し
め
る
も
の
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ら
が
用
い
ら
れ
る
場
所
に

よ
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
偽
5
度
そ
の
他
の
不
協
和
音
で
す
ら
協
和
音

よ
り
も
快
適
で
あ
る
と
い
う
箇
所
が
見
出
さ
れ
ま
す
。
従
っ
て
、
或
る
協

和
音
が
他
の
も
の
よ
り
も
快
適
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
絶
対
的
に
は
決

定
し
得
な
い
の
で
す
。



一
…
）
ど
の
協
和
音
が
最
も
単
純
か
つ
一
致
し
て
い
る
か
を
絶
対
的
に

述
べ
る
と
い
う
の
は
可
能
で
す
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
の
音
が
相
互
に

ど
れ
程
一
致
し
て
い
る
か
、
ま
た
、
そ
れ
ら
が
ユ
ニ
ゾ
ン
の
本
性
に
ど
れ

程
近
い
か
の
み
に
よ
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
》
一
一
六
三
一
年
九
月
一

　
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
机
ら
3
つ
の
引
用
文
中
に
お
い
て
、
《
協
和
音
》

の
《
快
》
は
、
《
快
適
な
晶
『
8
巨
①
》
と
《
甘
美
な
ら
o
9
①
》
と
の
2
つ
の
語

に
よ
っ
て
形
容
し
分
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
2
つ
の

《
快
》
の
相
違
は
、
一
体
、
何
に
奉
づ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
人
間
論
H
§
ミ
軋
こ
、
ざ
§
§
』
で
は
、
「
機
械
論
」
的
な
観
点
か
ら
「
人
間
し

を
分
析
し
て
い
る
が
、
「
聴
覚
」
に
お
け
る
《
快
》
を
扱
っ
た
箇
所
に
お
い
て
、

こ
の
《
快
》
の
2
種
の
表
現
に
つ
い
て
次
の
様
に
記
述
さ
れ
る
。

《
精
神
一
ぎ
⑦
一
ー
こ
れ
は
、
私
が
読
者
に
向
け
て
記
し
た
と
こ
ろ
の

機
械
一
嚢
〔
巨
烏
一
の
中
に
存
在
し
て
い
る
　
　
が
如
何
に
し
て
、
あ
ら

ゆ
る
点
に
お
い
て
我
々
の
も
の
と
同
様
な
諸
規
則
に
従
っ
た
或
る
音
楽

婁
易
昼
罵
一
に
対
し
て
快
を
感
得
し
一
駕
o
匡
箒
一
得
る
の
か
と
い
う

こ
と
。
更
に
、
如
何
に
し
て
、
そ
れ
［
そ
の
精
神
］
が
、
そ
れ
［
或
る
音

楽
］
を
遥
か
に
完
全
な
一
喀
『
蟹
邑
も
の
と
し
得
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
も
。
少
な
く
と
も
、
諸
感
覚
一
駕
易
）
に
と
っ
て
最
も
快
適
（
叫
鵯
8
巨
①
）

で
あ
る
も
の
が
絶
対
的
に
最
も
甘
美
な
一
α
塞
烏
一
諸
事
物
で
あ
る
の
で

は
な
く
、
最
も
よ
く
中
庸
を
得
た
仕
方
で
一
巨
．
昌
①
雪
§
邑
①
婁

け
竃
潟
「
需
）
そ
れ
ら
［
諾
感
覚
］
を
櫟
る
様
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
丁
度
、

塩
や
酢
が
し
ば
し
ば
淡
水
以
上
に
舌
に
と
っ
て
快
適
で
あ
る
の
に
同
じ

い
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
音
楽
は
ユ
ニ
ゾ
ン
、
オ
ク
タ
ー
ヴ
、
5
度
等
と
全

く
同
様
に
、
長
・
短
3
度
、
長
・
短
6
度
、
更
に
ま
た
、
時
と
し
て
、
不

協
和
音
迄
を
も
受
け
入
れ
る
と
い
う
訳
で
あ
る
。
》
一
＞
†
養
一
H
㎝
H
一

　
こ
こ
で
は
、
《
快
適
》
と
《
甘
美
》
と
の
2
つ
の
《
快
》
の
相
違
が
、
そ
の
「
感

得
主
体
」
の
相
違
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
前
者
が
《
感
覚
ω
竃
ω
〉
の
、
後
者
が
《
精

神
叫
罵
》
の
判
断
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
れ
ら
2
つ
の
《
快
》
を
決
定
的
に
区
別
し
得

る
基
準
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
訳
で
も
な
い
。

　
そ
れ
ば
か
り
か
、
上
に
引
用
し
た
3
つ
の
書
簡
と
『
人
間
論
』
と
で
は
、
《
協

和
音
》
の
役
割
が
若
干
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
。
と
い
う
の
は
、

双
方
「
釣
合
」
に
関
す
る
「
判
断
」
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
の
で
あ
る

が
、
し
か
し
、
3
つ
の
書
簡
に
お
い
て
は
「
《
協
和
音
》
を
構
成
す
る
2
音
相

互
の
釣
合
」
に
関
し
て
《
甘
美
》
と
称
し
て
い
る
の
に
対
し
、
門
人
間
論
』
に

お
い
て
は
「
《
協
和
音
》
相
互
の
配
分
上
の
釣
合
」
に
関
し
て
云
わ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

　
更
に
、
注
意
す
べ
き
は
、
《
甘
美
》
が
《
精
神
》
に
よ
る
「
判
断
」
で
あ
る

と
し
て
も
、
《
感
覚
》
か
ら
全
く
独
立
し
て
で
は
な
く
、
《
感
覚
》
の
η
判
断
L

に
伴
っ
て
為
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
や
そ
う
で
あ
る
ば
か
り
か
、
《
感

覚
》
の
「
判
断
」
自
体
が
「
感
官
」
を
介
し
た
《
精
神
》
の
η
判
断
L
で
あ
る

と
云
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
《
快
》
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
2
つ
の
「
判
断
主
体
」

を
独
立
し
た
2
つ
の
実
体
で
あ
る
か
の
様
に
捉
え
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ

る
。

　
従
っ
て
、
《
快
適
》
と
《
甘
美
》
と
の
相
違
を
捉
え
直
す
な
ら
ば
、
前
者
は
《
快
》
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を
そ
の
場
そ
の
場
に
お
い
て
「
判
断
」
し
た
そ
の
「
直
接
性
」
が
強
調
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
後
者
は
そ
れ
ら
の
「
判
断
」
の
全
体
に
関
わ
り
、
そ
れ
ら
相
互

を
比
較
考
量
す
る
中
に
下
さ
れ
る
と
い
う
「
判
断
し
の
「
間
接
性
」
が
強
調
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
《
甘
美
》
は
、
《
精
神
》
が
「
中
庸
性
」
に
対
し
て
「
判
断
」
す

る
と
こ
ろ
に
生
ず
る
《
快
》
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
た
訳
で
あ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
先
の
『
人
間
論
』
の
引
用
文
を
見
直
す
と
、
《
最
も
よ
く
中
庸

を
得
た
仕
方
で
o
、
昌
二
g
8
邑
㈹
薫
け
馨
潟
急
⑦
》
と
い
う
表
現
が
、
こ
の
「
中

庸
性
」
と
《
精
神
》
と
の
関
係
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
し
て
、
《
精
神
》
に
よ
る
こ
の
《
甘
美
》
の
「
判
断
し
は
、
外
界
の
《
対

象
》
に
は
規
定
を
受
け
な
い
と
い
う
意
味
で
は
「
主
観
的
」
と
も
云
え
る
が
、

し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
て
完
全
に
「
相
対
的
」
な
も
の
で
は
な
く
、
「
判
断
」

同
士
の
「
釣
合
」
と
い
う
、
よ
り
抽
象
的
な
《
対
象
》
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い

う
意
味
で
は
、
「
客
観
的
」
な
も
の
と
云
え
よ
う
。

3
　
感
覚
と
精
神

（
竃
弐
易
）

　
以
上
の
様
に
、
第
7
命
題
に
要
求
さ
れ
る
「
中
庸
性
」
の
条
件
は
、
「
音
楽
」

に
お
け
る
《
5
度
》
の
特
別
な
地
位
を
保
証
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
条
件
は
「
音
楽
的
快
」
の
為
の
㍗
必
要
条
件
L
に
過
ぎ
な
か
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
、
第
7
章
《
5
度
に
つ
い
て
》
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
自
身

が
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
さ
れ
得
る
。

《
そ
れ
故
、
音
楽
に
お
い
て
、
若
し
最
終
命
題
［
第
8
命
題
］
で
述
べ
た

様
な
変
化
一
く
艮
①
訂
ω
一
が
快
一
忌
一
g
薫
一
〇
）
に
向
け
て
必
要
と
さ
れ
な

い
な
ら
ば
、
こ
れ
〔
5
度
］
の
み
が
我
々
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
く
な
る
と
帰
結
さ
れ
る
。
》
一
＞
†
戸
H
8
）

　
「
音
楽
的
快
」
の
「
十
分
条
件
」
、
「
音
楽
」
を
「
音
楽
」
た
ら
し
め
る
根
本

的
条
件
は
、
第
8
命
題
に
要
求
さ
れ
る
《
変
化
く
萱
黒
娑
》
な
の
で
あ
る
。

《
⑧
最
後
に
、

も
快
適
で
あ
る
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
に
お
い
て
、
変
化
一
く
邑
①
募
一

と
い
う
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
》

は
最

　
こ
う
し
て
、
「
音
楽
」
が
或
る
種
の
「
運
動
」
の
相
の
下
に
捉
え
得
る
と
い

う
こ
と
が
露
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
「
中
庸
性
」
の
基
準
で
あ
る
《
5

度
》
を
軸
と
し
た
「
和
音
」
の
移
り
行
き
の
中
に
認
め
得
る
或
る
種
の
《
節
度

昌
o
旨
ω
》
あ
る
《
変
化
》
は
、
音
楽
理
論
上
で
は
《
旋
法
竃
o
旨
ω
》
と
称
さ

れ
て
い
る
。

《
加
え
て
、
こ
れ
［
5
度
］
が
全
て
の
も
の
〔
協
和
音
］
の
内
で
最
も
耳

に
好
ま
れ
る
為
に
、
5
度
か
ら
［
旋
法
は
生
ず
る
の
で
あ
る
］
、
そ
し
て

ま
た
、
全
て
の
楽
曲
は
た
だ
こ
れ
〔
5
度
］
の
為
に
作
ら
れ
た
の
だ
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
》
（
＞
〒
戸
H
竈
）

《
こ
れ
ら
は
「
旋
法
竃
O
旨
ω
」
と
称
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
楽
曲
の
諸
声

部
が
節
度
一
冒
o
旨
ω
）
を
越
え
て
さ
ま
よ
う
こ
と
の
な
い
様
に
し
て
、
そ

れ
ら
［
旋
法
］
が
楽
曲
を
制
御
す
る
と
こ
ろ
に
由
来
し
、
そ
の
上
殊
更
に
、

様
式
の
変
化
に
応
じ
て
我
々
を
多
様
な
仕
方
で
駆
り
立
て
る
様
な
、
様
々
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な
楽
曲
を
含
む
の
に
適
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
…
一
こ
こ
［
旋
法
］

か
ら
大
方
全
て
の
音
楽
の
変
化
一
く
邑
g
易
一
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、

以
前
我
々
が
明
ら
か
に
し
た
。
》
一
＞
↓
－
戸
違
O
）

れ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
6
条
項
が
掲
げ
ら
れ
た
後
、
そ
の
応
用
例
と
し
て
、
実
践

家
達
が
慣
用
し
て
い
る
声
部
運
用
の
技
法
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
以
下

の
通
り
に
《
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
ω
着
8
召
》
が
分
析
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
、
こ
の
《
変
化
〉
の
条
件
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
中
庸
性
」

の
《
快
》
は
、
い
よ
い
よ
《
感
覚
》
の
直
接
的
な
《
対
象
》
を
離
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
訳
で
あ
る
。

　
さ
て
、
『
提
要
』
第
5
～
1
2
章
に
お
い
て
計
量
的
《
特
性
》
、
即
ち
「
音
程
」

の
全
て
が
枚
挙
さ
れ
た
後
、
こ
れ
ら
の
要
素
に
よ
っ
て
《
変
化
》
を
生
み
出
す

為
の
《
構
成
o
§
署
ω
ま
o
》
に
つ
い
て
の
規
則
が
、
第
1
2
章
及
び
第
1
3
章
一
最

終
章
一
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
第
1
2
章
《
構
成
の
原
則
、
及
び
、

制
限
に
つ
い
て
》
で
は
、
《
重
大
な
誤
謬
や
規
則
違
反
を
犯
す
こ
と
の
な
い
為

に
》
、
3
つ
の
原
則
が
挙
げ
ら
れ
、
更
に
、
《
変
化
》
に
対
し
て
の
6
つ
の
条
項

が
掲
げ
ら
れ
る
。
そ
の
最
初
の
条
項
は
、
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
。

《
そ
の
1
　
最
も
完
全
な
協
和
音
の
内
の
或
る
も
の
か
ら
始
め
る
こ
と
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
事
実
、
何
か
鈍
い
協
和
音
が
冒
頭
で
聴
か
れ
る
よ
り
、

大
き
な
注
意
（
葦
①
邑
o
）
が
喚
起
せ
ら
れ
る
。
或
い
は
又
、
単
一
の
声

の
休
止
（
o
竃
蟹
）
若
し
く
は
沈
黙
（
邑
g
ぎ
）
か
ら
な
ら
ば
、
最
善
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
最
初
に
聴
か
れ
た
声
の
後
に
、
他
の
予
期
せ
ぬ
声
が
初

め
て
耳
を
打
つ
の
で
、
そ
の
新
奇
さ
は
、
我
々
を
最
大
限
に
注
意
を
す
る

様
に
仕
向
け
る
の
で
あ
る
。
　
　
一
…
　
）
》
（
＞
㌣
戸
H
竃
）

こ
こ
に
は
、
《
注
意
。
。
箒
葦
o
》
と
い
う
「
能
動
性
し
に
関
す
る
記
述
が
見
ら

《
こ
の
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
一
ω
着
8
寝
）
は
、
少
な
く
と
も
カ
デ
ン
ツ

に
お
い
て
は
用
い
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
よ
り
長
い

間
期
待
さ
れ
て
き
た
も
の
一
震
潟
〔
薫
胃
昌
一
が
遂
に
訪
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
よ
り
一
層
に
快
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
、
不
協

和
音
が
聴
こ
え
た
後
、
音
は
、
最
も
完
全
な
協
和
音
、
若
し
く
は
、
ユ
ニ

ゾ
ン
一
昌
一
ω
畠
易
一
に
お
い
て
一
層
休
ま
る
の
で
あ
る
。
》
一
＞
で
戸
H
鵠
一

　
こ
こ
に
も
《
期
待
さ
れ
た
も
の
黛
潟
O
奪
白
曽
》
と
い
う
「
能
動
性
し
を
暗

に
示
す
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
こ
こ
で
は
「
和
音
の
完

全
性
」
と
い
う
基
準
か
ら
見
る
な
ら
ば
「
不
快
」
と
し
て
回
避
さ
れ
る
べ
き
「
不

協
和
音
」
さ
え
も
、
こ
う
し
た
「
判
断
主
体
」
の
「
能
動
性
し
を
高
め
る
要
因

と
し
て
は
、
積
極
的
に
評
価
さ
れ
得
る
と
い
う
洞
察
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
結
果
、
「
不
協
和
音
↓
協
和
音
」
と
い
う
近
代
的
な
「
和
声
進
行
」

の
概
念
に
迄
近
付
き
、
ま
た
、
こ
の
㍗
音
楽
的
運
動
し
に
対
し
て
「
判
断
主
体
」

の
側
の
積
極
的
参
与
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
更
に
、
こ
の
《
運
動
目
o
g
ω
》
は
《
休
息
ε
一
g
》
を
目
指
し
、
こ
こ
に
お

い
て
最
終
的
な
《
快
》
を
得
る
こ
と
と
な
る
。

《
加
え
て
注
意
す
べ
き
は
、
終
結
（
ヨ
邑
に
お
い
て
は
、
5
度
に
よ
る

よ
り
も
オ
ク
タ
ー
ヴ
に
よ
る
方
が
聴
覚
は
一
層
よ
く
満
た
さ
れ
、
ま
た
、
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全
て
の
内
、
ユ
ニ
ゾ
ン
（
昌
ぎ
婁
ω
）
に
よ
る
の
が
最
高
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
5
度
が
、
協
和
と
い
う
観
点
に
お
い
て
、
そ
れ

［
聴
覚
］
に
と
っ
て
最
も
快
適
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
と
い
う
訳
で

は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
終
結
に
お
い
て
は
我
々
は
休
息
一
名
雰
一

を
目
指
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
［
休
息
］
は
、
そ
れ
ら
相
互
聞
に
差
異

（
薫
雪
竃
夢
）
が
よ
り
少
な
い
、
或
い
は
、
ユ
ニ
ゾ
ン
に
お
け
る
如
く

全
く
無
い
様
な
音
に
お
い
て
、
よ
り
多
く
獲
得
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
》

（
卜
o
〔
．
〔
洋
）

　
こ
こ
で
の
《
ユ
ニ
ゾ
ン
§
ぎ
婁
ω
》
と
《
差
異
賢
雪
竃
3
》
と
の
関
係

に
つ
い
て
、
ま
さ
に
「
音
程
論
」
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
、
第
5
章
の

冒
頭
を
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

《
第
！
に
注
意
す
べ
き
は
、
ユ
ニ
ゾ
ン
一
彗
ぎ
昌
ω
一
は
協
和
音
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
。
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
は
高
低
に
お
け
る
音
の
差
異

（
竃
雪
竃
臣
）
が
少
し
も
無
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
［
ユ

ニ
ゾ
ン
］
の
協
和
音
に
対
す
る
は
、
単
位
一
竃
旨
ω
一
の
数
一
量
罵
；
巴

に
対
す
る
に
等
し
い
。
》
一
＞
↓
－
戸
湯
）

　
つ
ま
り
「
音
程
」
体
系
と
「
数
論
」
体
系
と
は
《
協
和
音
》
一
《
ユ
ニ
ゾ
ン
》

－
《
数
》
一
く
単
位
》
と
い
う
対
応
構
造
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
「
音
楽
的

運
動
」
は
《
休
息
》
す
べ
く
こ
の
《
ユ
ニ
ゾ
ン
》
へ
と
向
う
の
で
あ
る
か
ら
、

「
数
論
」
体
系
に
よ
る
表
現
で
は
《
単
位
》
へ
と
向
う
こ
と
と
同
値
で
あ
る
。

　
こ
の
と
き
第
6
命
題
の
《
例
》
に
お
い
て
、
《
尺
度
鴛
富
買
｝
》
と
し
て
の
《
単

位
昌
ま
ω
》
に
《
注
意
す
る
邑
く
實
け
O
》
と
い
う
「
能
動
性
」
が
分
析
さ
れ
て

い
た
の
を
想
起
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
、
「
《
単
位
》
に
《
注
意
す
る
》
」
と
い
う

事
態
の
内
容
が
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
に
云
う
《
単

位
》
と
は
最
早
実
体
か
ら
離
れ
た
空
疎
な
㍗
関
係
性
L
、
し
か
も
、
「
判
断
主
体
し

に
よ
っ
て
窓
意
的
に
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
ほ
ど
重
点
が

置
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
事
態
は
、
《
注
意
す
る
》
と

い
う
「
能
動
性
」
の
全
面
的
な
析
出
に
こ
そ
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

　
更
に
、
前
節
に
お
い
て
分
析
し
た
「
中
庸
性
」
に
対
す
る
「
判
断
」
と
い
う

も
の
が
、
《
感
覚
》
の
直
接
的
な
「
判
断
」
か
ら
後
退
し
て
、
《
精
神
》
に
お
い

て
為
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
上
の
「
能
動
性
」

は
こ
の
《
精
神
》
に
全
面
的
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
、
「
音
楽
的
快
し
と
い
う
の
は
、
《
精
神
》
の
積
極
的
参
与
が
伴
わ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
獲
得
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま

り
、
〈
感
覚
〉
の
「
受
動
性
し
で
あ
る
《
情
念
》
を
契
機
と
し
て
そ
の
「
能
動
性
し

が
高
め
ら
れ
た
《
精
神
》
が
、
更
に
、
《
情
念
》
の
《
変
化
》
が
伴
わ
れ
る
こ

と
に
よ
る
自
ら
の
《
運
動
》
、
即
ち
〈
精
神
の
運
動
嚢
o
g
ω
竃
一
邑
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
u
一

一
＞
H
－
戸
湯
＼
H
ω
⑩
＼
虐
〇
一
を
禽
覚
し
、
《
感
覚
》
に
よ
る
外
界
の
知
覚
に
伴
わ

れ
な
が
ら
も
し
か
し
そ
れ
自
体
と
し
て
は
外
界
か
ら
独
立
し
て
そ
れ
の
下
す

「
判
断
」
に
お
い
て
こ
そ
、
「
音
楽
的
快
」
は
存
す
る
の
で
あ
る
。

結
び
。

　
以
上
の
様
に
、
門
提
要
』
は
、
デ
カ
ル
ト
が
伝
統
的
な
知
識
体
系
に
対
し
て

挑
戦
し
、
思
索
を
繰
り
返
す
中
で
著
し
た
書
物
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
は
、
先
ず
、
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「
音
楽
的
快
」
の
分
析
を
通
じ
て
《
感
覚
》
の
能
力
を
批
判
し
、
次
第
に
《
精

神
》
の
能
力
を
析
出
し
て
い
く
。
こ
こ
か
ら
、
「
音
楽
」
は
「
数
学
」
か
ら
も
「
自

然
学
し
か
ら
も
自
立
し
、
「
人
問
」
の
《
精
神
》
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
営
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
旧
一

で
あ
る
こ
と
が
初
め
て
宣
言
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
く
感
覚
》
と
《
精
神
》
と
い
う
2
つ
の
「
判
断
主
体
」
の
間
に
あ

る
緊
張
は
、
「
学
間
」
の
存
立
根
拠
を
人
間
の
能
力
に
全
面
的
に
帰
し
、
「
数
学
」

「
自
然
学
」
「
形
而
上
学
し
を
基
調
と
し
た
そ
の
後
の
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
根
底

に
も
絶
え
ず
鳴
り
響
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
、
『
提

要
』
と
デ
カ
ル
ト
哲
学
と
の
連
続
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
伝
統
と
デ
カ
ル
ト
哲

学
と
の
連
続
性
を
認
め
る
こ
と
に
比
し
て
、
遥
か
に
困
難
で
は
あ
る
だ
ろ
う
け

れ
ど
も
。

［
誼
］

一
ユ
一
デ
カ
ル
ト
の
音
楽
理
論
に
つ
い
て
扱
っ
た
代
表
的
な
著
作
は
、
＞
．
コ
『
1

　
員
b
§
ミ
～
二
こ
p
§
一
喜
§
’
口
ぴ
邑
暑
『
一
ω
o
ぎ
鷺
意
二
勺
室
ω
）
L
8
べ

　
と
印
『
O
o
痔
P
O
蔓
≧
H
弓
毫
O
ミ
q
い
ト
O
l
I
－
H
ぎ
讐
｛
§
ミ
県

　
き
包
〔
亀
二
ぎ
、
ぎ
叶
い
ぎ
篶
県
叶
ざ
雨
い
き
ミ
s
ポ
ぎ
§
ミ
ざ
§
』
｝
c
o
Q
I
』
③
s
一

　
U
．
窓
己
艮
～
巨
ω
巨
轟
o
o
目
肩
ξ
一
畠
o
。
紅
の
2
冊
の
み
で
あ
る
と
思
わ
れ

　
る
。
こ
の
内
、
前
者
は
「
デ
カ
ル
ト
”
合
理
主
義
者
し
と
い
う
観
点
か
ら

　
の
読
み
込
み
が
強
過
ぎ
、
ま
た
、
後
者
は
「
音
響
学
し
の
成
立
史
に
関
心

　
が
置
か
れ
た
為
に
、
門
提
要
』
の
内
容
に
関
し
て
は
殆
ど
分
析
さ
れ
な
い

　
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
他
雑
誌
論
文
が
幾
っ
か
あ
る
が
、
そ
の
殆
ど
は
デ
カ

　
ル
ト
の
テ
キ
ス
ト
を
真
面
目
に
読
ん
だ
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
も
の
ば

　
か
り
で
あ
る
。

　
　
我
国
に
お
け
る
椚
提
要
』
の
研
究
に
関
し
て
は
、
美
学
の
立
場
か
ら
、

　
佐
々
木
健
一
氏
の
論
文
「
デ
カ
ル
ト
に
於
け
る
美
の
快
」
、
『
美
学
史
研
究

　
叢
書
嶋
、
東
京
大
学
文
学
部
美
学
塾
術
学
研
究
室
、
第
一
巻
、
六
九
～
一

　
二
四
頁
、
そ
し
て
ま
た
、
デ
カ
ル
ト
研
究
史
的
な
立
場
か
ら
、
最
近
刊
行

　
さ
れ
た
石
井
忠
厚
氏
の
著
書
珂
哲
学
者
の
誕
生
ー
デ
カ
ル
ト
初
期
思

　
想
の
研
究
－
』
、
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
が
あ
る
が
、
こ
れ

　
に
加
え
、
白
水
社
の
『
［
増
補
版
］
デ
カ
ル
ト
著
作
集
』
一
一
九
九
四
年
一

　
の
第
4
巻
に
は
、
平
松
希
伊
子
氏
の
全
訳
・
解
説
及
び
綴
密
な
訳
注
が
載

　
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
業
績
を
見
る
限
り
、
門
提
要
』
の
研
究
は
諸

　
外
国
の
も
の
よ
り
も
進
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。

一
2
一
ツ
ァ
ル
リ
ー
ノ
の
名
前
は
門
提
要
』
の
申
に
も
一
度
そ
の
名
が
表
れ
、

　
し
か
も
、
デ
カ
ル
ト
自
ら
の
根
拠
付
け
の
優
位
性
を
誇
っ
て
い
る

　
　
一
＞
H
－
×
し
窪
一
。

一
3
）
こ
の
書
名
に
現
れ
た
パ
ル
モ
ニ
ア
爵
蔓
§
ぎ
は
、
「
宇
宙
論
的
調

　
和
」
を
表
す
概
念
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
が
門
提
要
』
を
書
い

　
て
い
た
丁
度
同
じ
頃
ケ
プ
ラ
ー
一
ざ
監
昌
窃
奈
E
①
『
L
雪
H
－
H
竃
o
）
が

　
著
し
た
『
宇
宙
の
ハ
ル
モ
ニ
ア
論
き
§
§
ざ
§
§
ミ
』
二
六
一
九
年
一
、

　
或
い
は
、
メ
ル
セ
ン
ヌ
の
力
作
で
あ
る
門
普
遍
的
ハ
ル
モ
ニ
ア

　
き
§
§
膏
§
き
§
§
ε
二
六
二
七
年
一
等
の
著
作
名
を
見
て
も
察
せ

　
ら
れ
る
通
り
、
こ
の
時
代
に
は
一
般
的
に
用
い
ら
れ
た
術
語
で
も
あ
っ
た
。

一
4
一
穿
募
－
ピ
婁
一
ω
P
卜
、
婁
一
§
き
b
§
ミ
琴
く
ユ
目
L
⑩
戸
け
ー
■
兄
9
F

　
F
p
宣
N
麸
紅
．
小
林
道
夫
、
川
添
信
介
訳
『
デ
カ
ル
ト
の
著
作
と
体
系
』
、

　
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
三
四
頁
。

一
5
一
§
・
き
ミ
O
§
・
b
§
§
§
県
§
ぎ
§
軋
き
ぎ
一
§
夕
く
〇
二
9
ξ
？
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竃
竃
竃
L
竃
o
に
依
る
な
ら
ば
、
サ
リ
ナ
ス
の
こ
の
著
作
は
、
ピ
ュ
タ
ゴ

　
ラ
ス
派
音
楽
論
を
徹
底
し
た
ガ
フ
リ
ウ
ス
一
～
曽
o
ヨ
昌
ω
o
邑
賃
ざ
ω
’

　
崖
㎝
H
－
H
㎝
竃
一
の
理
論
書
を
概
括
し
、
ま
た
、
最
後
の
3
巻
に
お
い
て
は
、

　
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
叩
音
楽
論
旨
§
§
ぎ
』
を
重
点
的
に
活
用
し
て
い

　
る
と
い
う
。

（
6
）
従
来
の
デ
カ
ル
ト
研
究
史
は
、
『
提
要
』
を
、
べ
ー
ク
マ
ン
と
の
《
物

　
理
－
数
学
的
一
雰
壱
一
8
－
冨
艘
婁
け
一
8
）
》
な
「
自
然
学
」
研
究
の
一
部

　
と
し
て
、
「
協
和
音
」
の
解
明
を
目
的
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
す
る
傾

　
向
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
η
音
楽
理
論
書
」
と
し
て
の
本
質
的
側
面
を
無

　
視
し
た
見
方
で
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
。

一
7
一
音
の
「
自
然
学
」
的
な
《
性
質
ρ
轟
薫
麸
》
は
、
既
に
、
第
－
章
第
2

　
段
に
お
い
て
《
自
然
学
者
撃
壱
ざ
易
》
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
一
＞
↓
－
×
為
①
一
。

　
こ
こ
に
は
、
「
音
楽
」
と
い
う
も
の
は
「
自
然
学
」
に
よ
っ
て
は
決
し
て

　
解
明
さ
れ
得
な
い
と
い
う
積
極
的
な
意
図
を
読
み
取
り
得
る
。

一
8
）
こ
の
、
、
σ
・
；
旨
ω
，
、
と
い
う
概
念
は
、
伝
統
的
な
音
楽
理
論
に
は
な
い
も

　
の
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
の
創
意
で
あ
る
。
「
音
階
」
を
構
成
し
て
い
る
隣

　
接
2
音
同
士
の
幅
の
こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
「
全
音
し
「
半
音
」
の

　
こ
と
で
あ
る
。
訳
語
に
迷
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
素
朴
な
意
味

　
に
と
っ
た
。

一
9
一
佐
々
木
、
前
掲
論
文
、
七
二
頁
で
は
、
8
命
題
が
「
否
定
的
な
具
体
例
」

　
の
分
析
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
な
が
ら
、
七
四
頁
に
お
い
て
は
第

　
6
命
題
に
数
論
的
音
楽
観
の
読
み
込
み
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

　
石
井
、
前
掲
書
、
二
二
三
～
七
頁
に
お
い
て
、
「
算
術
的
比
」
と
η
快
L

　
と
の
直
接
的
な
結
び
付
き
に
っ
い
て
警
戒
を
し
な
が
ら
も
、
二
二
九
頁
に

　
お
い
て
最
終
的
に
第
6
命
題
を
「
算
術
論
の
結
晶
」
と
し
て
し
ま
っ
て
い

　
る
点
、
私
は
異
を
唱
え
た
い
。

一
1
0
）
石
井
、
前
掲
書
、
二
二
六
頁
に
お
い
て
、
「
幾
何
学
的
比
例
関
係
」
に

　
あ
る
も
の
の
「
ズ
レ
」
は
η
常
に
不
協
和
音
と
し
て
働
く
が
故
に
、
純
粋

　
な
満
足
は
得
難
い
L
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
『
提
要
』
に
お
い
て
デ
カ

　
ル
ト
が
実
際
に
主
張
し
て
い
る
の
は
、
「
感
覚
の
弱
さ
」
故
に
こ
う
し
た
「
ズ

　
レ
し
を
初
め
か
ら
無
視
し
、
「
純
正
し
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
し
ま
う
と

　
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
ー
ユ
）
佐
々
木
、
前
掲
論
文
、
七
九
頁
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
η
中
庸
性
の
原

　
理
」
と
呼
び
、
更
に
、
こ
の
原
理
を
第
2
命
題
の
「
感
覚
と
対
象
の
間
の

　
釣
合
」
の
延
長
上
に
あ
る
と
す
る
が
、
第
7
命
題
で
は
明
ら
か
に
「
感
覚

　
の
判
断
」
同
士
の
比
較
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
第
2
命
題
と
第
7

　
命
題
と
は
根
本
的
に
異
な
る
、
と
私
は
考
え
る
。

一
1
2
一
こ
れ
以
後
約
十
年
か
け
て
記
さ
れ
た
未
完
の
遺
稿
『
精
神
指
導
の
規
則

　
害
簑
ぎ
§
き
§
、
§
§
｛
秦
“
き
』
に
お
い
て
は
、
『
提
要
』
に
お
け
る
《
精

　
神
の
運
動
暮
o
g
ω
竃
一
邑
》
の
概
念
に
代
わ
っ
て
《
思
惟
の
運
動

　
8
σ
・
ぎ
ぎ
邑
ω
塞
叶
易
》
一
＞
H
－
戸
ω
8
一
が
重
要
な
役
割
を
果
す
こ
と
と
な

　
る
。

（
1
3
）
こ
れ
を
、
　
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
　
一
向
α
§
a
ぽ
竃
ω
巨
汗

　
崖
爵
－
岩
o
紅
）
、
或
い
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ル
レ
一
9
邑
①
零
暑
戸

　
H
胃
㎝
－
H
竃
ω
一
等
の
美
学
者
ら
に
よ
っ
て
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