
ザ
ル
リ
ー
ノ
の
音
楽
論
に
お
け
る
幾
何
学
の
位
置

は
じ
め
に

-
問
題
の
所
在
-

大

愛

崇

晴

一
六
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
代
表
す
る
音
楽
理
論
家
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ゼ
ッ
フ
ォ
･
ザ
ル
リ
ー
ノ

(
G
i
｡
S
巾
夢
N
邑
i
n
｡
こ
竺
ナ
呈
は
､
中
世
に
お

け
る
四
科
(
q
亡
a
亨
i
u
ヨ
)
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
､
そ
の
主
著
で
あ
る
『
ハ
～
モ
ニ
ア
教
程
蔓
邑
邑
芽
室
ミ
c
量
(
初
版
一
五
五
人
､
改
訂
版

一
五
七
三
､
以
下
『
教
彗
)
に
お
い
て
､
音
楽
を
｢
数
学
的
な
思
弁
的
学
問
｣
と
定
義
す
る
(
軍
ぃ
ぃ
)
｡
つ
ま
り
､
音
程
関
係
を
数
比
を
用
い
て
考

察
し
､
音
楽
家
の
最
も
主
要
な
関
心
事
上
彼
が
み
な
す
協
和
音
の
原
理
を
合
理
的
に
基
礎
付
け
る
こ
と
こ
そ
､
ビ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
主
義
的
色
彩
に
彩
ら

れ
た
中
世
に
お
け
る
ム
ー
シ
カ
(
ヨ
u
～
i
c
a
)
の
概
念
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
｡
ザ
ル
リ
ー
ノ
は
音
楽
の
基
体
を
｢
音
響
数
N
u
ヨ
e
-
O
S
O
n
O
-
0
｣

と
規
定
す
る
が
(
呈
､
こ
れ
は
音
程
関
係
の
形
相
を
な
す
数
比
の
要
素
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
､
そ
の
際
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
､
こ
の

｢
音
響
数
｣
が
自
然
数
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
ザ
ル
リ
ー
ノ
に
よ
れ
ば
､
そ
れ
は
非
連
続
的
な
離
散
量
で
あ
り
､
一
(
U
n
i
里
を
そ
の
最
小
単
位

と
し
､
そ
の
倍
加
に
よ
っ
て
成
立
す
る
量
で
あ
る
(
i
b
i
d
.
)
｡
そ
れ
ゆ
え
､
露
程
』
に
お
い
て
音
楽
は
､
四
科
を
構
成
す
る
音
楽
以
外
の
学
科
､
す

な
わ
ち
､
算
術
､
幾
何
学
､
天
文
学
の
う
ち
､
同
じ
く
離
散
量
で
あ
る
数
を
基
体
と
す
る
算
術
と
の
親
近
性
が
指
摘
さ
れ
､
そ
れ
に
従
属
す
る
学
と

い
う
位
置
付
け
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
昌
｡
一
方
､
離
散
量
と
対
を
な
す
量
概
念
は
連
続
量
で
あ
り
､
こ
れ
は
直
線
や
円
の
よ
う
に
連
続
的
な
広

が
り
を
持
ち
､
無
限
に
分
割
可
能
な
量
で
あ
る
｡
こ
の
量
を
扱
う
の
は
幾
何
学
と
天
文
学
で
あ
り
､
そ
れ
ゆ
え
ザ
ル
サ
ー
ノ
に
お
い
て
音
楽
と
幾
何
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学
は
同
じ
数
学
的
な
学
科
に
属
し
っ
つ
も
､
そ
の
考
察
の
対
象
と
な
る
量
概
念
が
異
な
る
ゆ
え
に
､
互
い
に
相
容
れ
な
い
性
格
の
も
の
と
し
て
扱
わ

れ
る
｡
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『音楽に関する補遺ぎ､､莞ミ､ヨ邑c註』(一五八八､以下『補遺』)第一巻第九章では､

そ
う
し
た
四
科
の
分
類
が
分
か
り
や
す
く
図
示
さ
れ
て
い
る
(
図
1
､
旨
㍍
∞
)
｡
こ
れ
に
よ
れ
ば
､
音
楽
(
L
a

M
亡
S
i
c
a
)
は
､
算
術
(
L
u
A
邑
h
m
e
t
i
c
a
)
と
と
も
に
､
｢
多
数
性
L
a
M
O
-
t
i
已
i
n
e
｣
(
=
離
散
量
)
を
考
察
対

象
と
し
､
と
り
わ
け
､
諸
音
に
お
い
て
比
較
さ
れ
る
｢
多
数
性
｣
､
す
な
わ
ち
比
を
考
察
の
対
象
と
す
る
数
学

的
学
問
で
あ
る
の
に
村
し
､
幾
何
学
(
L
a
G
e
O
ヨ
e
旨
)
は
､
天
文
学
(
L
〕
A
s
t
邑
O
g
i
a
)
と
と
も
に
､
｢
大
き

さ
L
a
M
a
習
i
2
d
i
n
e
｣
(
=
連
続
量
)
を
考
察
対
象
と
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
こ
こ

で
は
そ
の
幾
何
学
に
｢
音
楽
に
お
け
る
n
e
〓
a
M
u
s
i
c
a
｣
と
但
し
書
き
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
う
｡
さ
ら
に
､
『
補
遺
』
の
最
後
の
ペ
ー
ジ
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
出
せ
る
｡

そ
れ
ゆ
え
､
音
楽
に
お
い
て
必
要
な
､
い
か
に
多
く
の
こ
と
-
そ
れ
ら
の
証
明
に
つ
い
て
語
っ
た
者
は

誰
も
い
な
い
の
だ
が
-
に
お
い
て
､
連
続
量
で
あ
る
測
定
量
(
曾
邑
i
t
E
-
ヨ
e
n
S
i
v
a
)
と
音
響
体
(
C
O
旦

S
O
n
O
王
を
用
い
つ
つ
､
私
が
幾
何
学
を
利
用
し
た
か
が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
｡
と
い
う
の
も
､
こ
の
こ

と
や
､
私
が
自
ら
の
諸
著
作
で
論
じ
た
数
多
く
の
他
の
こ
と
か
ら
､
音
楽
は
算
術
よ
り
も
む
し
ろ
(
p
i
か

t
O
S
t
O
)
幾
何
学
に
従
属
し
､
そ
れ
〔
音
楽
〕
は
音
響
数
よ
り
も
む
し
ろ
釣
り
合
い
の
取
れ
た
音
響
体
を

真
で
第
一
の
基
体
(
S
O
g
g
e
箸
)
と
す
る
の
だ
と
確
信
し
た
か
ら
だ
｡
(
旨
-
い
呈



『
教
程
』
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
､
｢
音
響
数
｣
を
そ
の
基
盤
と
す
る
ザ
ル
リ
ー
ノ
の
音
楽
観
に
照
ら
す
と
き
､
こ
の
記
述
は
大
変
重
要

な
意
味
を
帯
び
て
く
る
｡
算
術
よ
り
も
幾
何
学
を
､
離
散
量
よ
り
も
連
続
量
を
音
楽
の
考
察
に
お
い
て
重
視
す
る
姿
勢
の
表
明
は
､
従
来
語
ら
れ
て

き
た
彼
の
音
楽
論
の
根
本
的
な
見
直
し
を
迫
る
ほ
ど
の
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
ザ
ル
リ
ー
ノ
は
こ
の
記
述
の
直
後
に
､

こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
長
く
論
じ
る
つ
も
り
で
あ
る
と
し
､
ま
た
､
結
局
実
現
し
な
か
っ
た
も
の
の
､
さ
ら
な
る
著
作
の
出
版
を
予
告
し
て

も
お
り
T
て
現
在
わ
れ
わ
れ
の
目
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
彼
の
著
作
か
ら
､
こ
の
｢
転
向
｣
の
全
貌
を
解
明
す
る
こ
と
は
困
難
か
も
し
れ
な
い
｡

し
か
し
､
『
教
程
』

の
み
な
ら
ず
､
そ
れ
以
降
の
彼
の
著
作
､
と
り
わ
け
『
ハ
ル
モ
ニ
ア
の
証
明
b
ぎ
Q
h
ぎ
､
､
Q
ミ
訂
∃
宝
註
皇

(
一
五
七
一
､
以
下

『
証
明
』
)
に
は
､
図
形
を
提
示
し
､
幾
何
学
と
の
関
連
に
お
い
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
､
こ
う
し
た
事
態
を
詳
細
に
検
討
し

て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
､
『
補
遺
』
に
お
い
て
明
示
さ
れ
る
に
至
っ
た
ザ
ル
リ
ー
ノ
の
音
楽
観
の
変
遷
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

こ
う
し
た
問
題
意
識
に
基
づ
き
､
ザ
ル
リ
ー
ノ
の
音
楽
論
に
お
け
る
伝
統
的
音
楽
理
論
か
ら
の
あ
る
種
の
｢
逸
脱
｣
を
示
す
た
め
に
､
本
論
で
は

主
に
『
教
程
』
と
『
証
明
』
の
記
述
か
ら
､
彼
の
音
楽
論
に
お
い
て
､
幾
何
学
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
､
機
能
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
､
そ

の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
｡

ー
.
『
ハ
ル
モ
ニ
ア
の
証
明
』

に
お
け
る
幾
何
学
的
論
証

『
証
明
』
は
『
教
程
』
に
比
べ
､
そ
の
論
述
ス
タ
イ
ル
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
(
2
〉
｡
『
教
程
』
の
第
一
部
で
は
､
音
楽
の
起
源
と
､
数
学
に
裏

打
ち
さ
れ
る
そ
の
確
実
性
､
古
代
の
伝
承
に
基
づ
く
音
楽
の
驚
く
べ
き
効
果
､
音
楽
の
目
的
･
有
用
性
､
そ
の
分
類
､
ム
ー
シ
ク
ス
と
カ
ン
ト
ル
の

区
別
な
ど
､
自
由
学
芸
と
し
て
の
音
楽
を
論
じ
る
際
の
中
世
以
来
の
導
入
パ
タ
ー
ン
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
お
り
､
そ
の
論
述
パ
タ
ー
ン
に
お
い

て
も
､
論
じ
ら
れ
て
い
る
内
容
に
お
い
て
も
､
そ
こ
に
作
用
し
て
い
る
の
は
ポ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
言
日
楽
教
程
宮
ぎ
宣
旨
薫
壷
邑
皇

の
権
威
で

あ
る
｡
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し
か
し
な
が
ら
､
『
教
程
』
第
三
部
第
七
一
章
に
は
最
近
の
音
楽
理
論
の
動
向
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
､
そ
の
中
で
､
ザ
ル
リ
ー

ノ
は
ポ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
権
威
を
盲
目
的
に
信
奉
す
る
論
者
た
ち
に
対
し
て
批
判
的
な
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
｡

144

思
弁
的
〔
音
楽
〕
に
関
し
て
は
､
正
道
を
保
っ
て
い
る
者
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
｡
と
い
う
の
も
､
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
が
か
か
る
学
に
つ
い
て

ラ
テ
ン
語
で
書
い
た
も
の
を
別
に
し
て
も
ト
そ
れ
も
ま
た
不
完
全
だ
と
分
か
る
の
だ
が
ー
､
〔
‥
･
〕
音
楽
に
属
す
る
諸
々
の
事
柄
に
つ
い

て
思
索
し
､
音
程
の
真
の
比
を
見
出
し
て
､
〔
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
よ
り
も
〕
さ
ら
に
先
に
進
ん
だ
者
は
誰
も
い
な
い
｡
モ
デ
ナ
の
ル
ド
ヴ
ィ
ー
コ
〔
ロ

ド
ヴ
ィ
ー
コ
〕
･
フ
ォ
リ
ヤ
ー
′
〔
｢
O
d
O
V
i
c
O
F
O
g
-
i
賀
○
㌔
･
C
-
訟
¢
〕
は
例
外
で
あ
る
｡
彼
は
お
そ
ら
く
､
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
が
デ
ィ
ア
ト
ノ
ン
･

シ
ュ
ン
ト
ノ
ン
に
つ
い
て
書
き
残
し
た
も
の
を
考
察
し
た
上
で
､
前
述
の
諸
音
程
の
真
の
比
を
あ
ら
ゆ
る
真
実
を
も
っ
て
示
す
た
め
に
､
か
か

る
能
力
(
ど
u
喜
に
お
い
て
ラ
テ
ン
語
の
一
巻
〔
『
理
論
的
音
楽
旨
､
旨
ト
ニ
訂
Q
r
首
皇
(
一
五
二
九
)
〕
を
書
く
の
に
骨
を
折
っ
た
の
で
あ
る
｡

残
り
の
音
楽
理
論
家
は
､
ザ
ェ
テ
ィ
ウ
ス
が
同
様
の
諸
題
材
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
に
依
存
し
て
､
さ
ら
に
先
へ
進
む
意
志
も
能
力
も
な
か
っ

た
｡
(
き
岩
山
･
い
云
)

ザ
ル
け
Ⅰ
ノ
は
ヴ
ア
ン
ネ
ウ
ス
(
S
t
e
p
h
a
n
u
s
ざ
喜
u
S
立
会
ご
u
い
革
の
『
す
ぐ
れ
た
音
楽
の
響
き
碧
§
蚤
毒
計
萱
邑
皇
(
一
五
三
三
)
､
ア

ー
ロ
ン
(
P
i
e
t
r
O
A
a
r
O
n
立
会
?
c
-
笠
箪
)
の
『
音
楽
の
ト
ス
カ
ー
ナ
人
ぎ
c
§
乳
ぎ
3
き
旨
皇
(
一
五
二
三
)
､
ラ
ン
フ
ラ
ン
コ
(
G
i
O
V
a
旨
M
鼠
a

｢
巴
象
訂
5
C
O
-
C
-
怠
?
-
山
喜
の
『
音
楽
の
火
花
賢
ミ
寮
生
き
旨
皇
(
一
五
三
三
)
な
ど
､
自
分
よ
り
も
一
世
代
前
の
理
論
家
た
ち
の
著
作
の
実
名

を
挙
げ
､
彼
ら
を
｢
音
楽
上
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
M
u
s
i
c
i
S
O
訝
t
i
｣
と
呼
ん
で
非
難
し
て
い
る
が
､
こ
の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
､
ポ
エ
テ

ィ
ウ
ス
の
理
論
が
す
で
に
｢
不
完
全
｣
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ
の
教
説
を
単
に
繰
り
返
す
だ
け
で
､
理
論
上
の
進
展
を
見
せ
な
い
思
弁
的
音

楽
の
現
状
を
ザ
ル
リ
ー
ノ
は
批
判
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
フ
ォ
リ
ヤ
ー
ノ
が
評
価
さ
れ
て
い
る
の
は
､
彼
が
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
理
論
に
従
っ
て

協
和
音
程
の
調
和
分
割
に
よ
っ
て
長
短
三
度
を
純
正
と
す
る
よ
う
な
音
階
構
成
を
提
唱
し
､
ザ
ル
リ
ー
ノ
自
身
が
こ
の
理
論
に
大
き
く
傾
倒
し
て
自



ら
の
昔
組
織
論
を
展
開
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
3
}
･
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
､
ス
タ
イ
ル
の
上
で
は
伝
統
的
な
理
論
書
の
枠
組

み
を
踏
襲
し
て
い
る
露
彗
に
お
い
て
す
で
に
､
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
権
威
に
依
ら
な
い
理
論
の
構
築
が
志
向
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

一
方
､
『
証
明
｣
で
は
､
教
科
書
的
な
体
裁
の
『
教
程
』
と
は
異
な
り
､
教
師
役
の
ザ
ル
リ
ー
ノ
自
身
と
､
彼
と
同
時
代
の
作
曲
家
や
オ
ル
ガ
ニ
ス

ト
た
ち
､
つ
ま
り
､
ア
ー
ド
リ
ア
ー
ン
･
ウ
ィ
ラ
ー
ル
ト
∴
A
d
r
i
呂
W
≡
a
e
ユ
)
C
-
念
?
-
裟
N
)
､
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
･
メ
ー
ル
ロ

(
C
-
a
u
d
i
O
M
e
邑
O
u

-
山
芋
-
簑
)
､
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
･
グ
ッ
ラ
･
ヴ
ィ
オ
ラ
(
F
r
a
n
c
e
s
c
O
d
a
u
a
≦
○
-
a
㌔
⊥
盗
)
の
他
､
架
空
の
人
物
で
あ
る
パ
ヴ
ィ
ア
出
身
の
デ
ジ

デ
ー
リ
オ
(
D
e
s
i
d
e
旦
と
い
う
五
人
の
登
場
人
物
た
ち
に
よ
る
対
話
篇
と
い
う
か
た
ち
で
論
が
進
め
ら
れ
て
い
く
｡
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
も
明
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
､
本
書
の
主
目
的
は
『
教
程
』
で
展
開
さ
れ
た
音
程
比
理
論
を
｢
証
明
｣
す
る
こ
と
に
あ
る
が
､
こ
こ
で
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
『
幾
何
原
論
穿
ヨ
呈
皇
の
論
証
モ
デ
ル
で
あ
る
｡
本
書
を
構
成
す
る
五
つ
の
論
議
(
R
a
g
i
｡
n
a
ヨ
e
n
t
｡
)
は
そ
れ
ぞ
れ
､
証
明
な

し
で
真
と
認
め
ら
れ
う
る
｢
定
義
d
e
ぎ
i
t
i
O
旦
､
議
論
の
前
提
と
し
て
要
請
さ
れ
る
｢
公
準
(
要
請
)

d
i
ヨ
a
n
d
a
[
邑
｣
､
共
通
原
理
で
あ
る
｢
公

理
d
i
習
訂
[
邑
｣
､
証
明
に
よ
っ
て
結
論
を
導
く
｢
命
題
p
-
O
p
O
S
-
a
｣
か
ら
な
る
が
､
こ
の
よ
う
な
論
述
形
式
は
､
ポ
エ
テ
ィ
ウ
ス
･
モ
デ
ル
が
主

流
で
あ
っ
た
こ
れ
ま
で
の
音
楽
理
論
書
に
は
あ
ま
り
例
を
見
な
い
も
の
で
あ
っ
た
(
〝
)
｡

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
･
モ
デ
ル
を
用
い
た
論
述
ス
タ
イ
ル
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
ザ
ル
リ
ー
ノ
自
身
の
音
楽
論
に
適
用
さ
れ
､
展
開
さ
れ
て
い
る
か

を
個
々
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
は
･
､
本
論
の
主
題
か
ら
外
れ
る
の
で
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
､
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
注
目
さ
れ

る
の
甘
ザ
ル
リ
ー
ノ
が
露
程
』
に
お
い
て
長
短
三
度
､
六
度
を
正
当
化
す
る
た
め
に
導
入
し
て
い
た
六
連
数
(
セ
ナ
ー
リ
オ
S
e
コ
邑
｡
)
(
5
)
の

正
当
性
を
､
図
形
を
用
い
て
｢
証
明
｣
し
ょ
う
と
試
み
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
『
証
明
』
の
第
二
論
議
の
命
題
一
四
に
は
､
図
2
(
き
ま
)
の
よ

う
な
図
形
に
つ
い
て
､
次
の
よ
う
な
命
題
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
｡

正
方
形
を
三
つ
の
長
方
形
(
P
a
r
a
ニ
e
-
○
笥
ヨ
ヨ
i
〈
6
〉
)
に
分
割
し
､
真
ん
中
の
長
方
形
を
同
様
に
二
つ
に
分
割
す
る
｡
も
し
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
正

方
形
の
ひ
と
つ
の
角
か
ら
､
対
辺
上
に
そ
れ
が
二
等
分
さ
れ
る
よ
､
↑
に
直
線
を
引
い
た
と
し
た
ら
､
直
線
の
切
断
に
よ
っ
て
で
き
る
長
方
形
の
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辺
の
各
部
分
の
間
に
､
互
い
に
比
較
さ
れ
る
よ
う
な
部
分
が
生
じ
る
‥
そ
れ
ら

〔
の
部
分
〕
は
わ
れ
わ
れ
に
す
べ
て
の
音
楽
的
協
和
音
の
形
相
を
与
え
る
｡
(
≡
)
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こ
の
後
の
記
述
に
よ
れ
ば
､
こ
の
命
題
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
｡
つ
ま
り
､

a
b
‥
C
-
=
N
二
で
あ
る
か
ら
八
度
(
オ
ク
タ
ー
ヴ
)
が
得
ら
れ
る
｡
同
様
に
a
b
‥
O
h
=

2

山
‥
N
で
五
度
､
a
b
‥
異
〔
原
文
で
は
n
言
な
っ
て
い
る
が
明
ら
か
に
誤
植
で
あ
る
〕
=

図

†
こ
で
四
度
､
ヨ
f
‥
O
h
=
u
‥
A
で
長
三
度
､
a
b
‥
m
r
=
か
‥
u
で
短
二
度
､
異
‥
O
b
=
や
‥
0
0

で
大
全
昔
､
ヨ
f
‥
n
芥
=
-
○
‥
ゅ
で
小
全
音
の
形
相
と
な
る
比
が
得
ら
れ
る
と
い
う
具
合

で
あ
る
｡
ま
た
､
ザ
ル
リ
ー
ノ
は
長
方
形
e
f
K
q
あ
る
い
は
q
K
h
g
が
正
方
形

全
体
を
六
等
分
し
､
直
角
三
角
形
a
C
l
が
正
方
形
を
四
等
分
す
る
こ
と
を
指
摘
し
､

｢
こ
の
こ
と
か
ら
あ
な
た
方
は
､
音
楽
的
調
和
(
m
亡
S
i
c
a
ニ
h
胃
ヨ
O
n
i
e
)
に
お
･
い
て
四

(
曾
a
(
e
ヨ
邑
○
)
と
六
(
S
e
n
a
r
i
O
)
と
い
う
二
つ
の
数
字
が
い
か
に
力
を
持
っ
て
い
る

か
が
明
瞭
に
理
解
で
き
る
｣
と
述
べ
(
≡
)
､
す
べ
て
の
協
和
音
と
大
小
の
全
音
の
形
相
が
得
ら
れ
､
さ
ら
に
ビ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
に
お
け
る
協
和
音
の

構
成
要
素
で
あ
る
四
と
､
自
ら
が
提
唱
し
た
六
と
い
う
数
の
両
方
が
そ
の
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
の
幾
何
学
的
論
証
の
卓
越
性
を
ア
ピ
ー
ル
す

る
｡
セ
ナ
ー
リ
オ
を
正
当
化
す
る
に
あ
た
り
､
｢
六
は
最
初
の
完
全
数
で
あ
る
｣
｢
神
は
六
日
で
世
界
を
創
造
し
た
｣
な
ど
の
数
秘
術
的
思
考
に
よ
る

一
見
非
論
理
的
な
理
由
を
持
ち
出
し
て
い
た
『
教
程
』
の
議
.
論
(
7
)
に
比
べ
れ
ば
､
図
形
を
用
い
た
こ
の
よ
う
な
論
証
に
よ
っ
て
､
な
る
ほ
ど
確
か

に
よ
り
説
得
力
が
増
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
〈
旦
｡
し
か
し
､
こ
の
論
証
は
あ
く
ま
で
セ
ナ
ー
リ
オ
の
正
当
性
を
よ
り
強
固
な
も
の
に

す
る
た
め
に
取
ら
れ
た
手
段
で
あ
っ
て
､
四
や
六
と
い
う
数
字
に
神
秘
的
な
魅
力
を
感
じ
取
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
､
従
来
の
議
論
と
本
質
的
に

は
何
ら
変
化
し
て
い
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
離
散
量
で
あ
る
音
響
数
が
連
続
量
で
あ
る
線
分
の
長
さ
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
て
い
る
こ



と
自
体
の
意
義
は
無
視
し
得
な
い
が
､
こ
こ
で
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
音
響
数
で
あ
る
｡

そ
れ
で
は
､
ザ
ル
リ
ー
ノ
に
お
い
て
幾
何
学
が
よ
り
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
､
そ
れ
は
ど
こ
に
お
い
て
な
の
か
｡
『
教
程
』

に
お
け
る
比
の
理
論
を
い
ま
一
度
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
の
糸
口
を
見
出
し
て
み
た
い
｡

2
.
幾
何
分
割
と
メ
ソ
ラ
ー
ビ
オ

『
教
程
』
第
一
部
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
､
伝
統
的
な
数
論
に
お
い
て
､
比
に
は
算
術
的

(
A
ユ
t
h
ヨ
e
t
i
c
a
)
､
幾
何
的
(
G
e
O
ヨ
e
t
計
a
)
､
調

和
的
(
H
当
コ
○
コ
i
c
a
) の
三
種
類
の
分
割
の
仕
方
､
す
な
わ
ち
比
例
関
係
が
存
在
す
る
｡
算
術
的
と
い
う
の
は
､
A
‥
い
‥
N
の
よ
う
に
､
等
差
数
列
に

よ
る
比
例
関
係
､
幾
何
的
と
い
う
の
は
†
N
こ
の
よ
う
に
､
等
比
数
列
に
よ
る
比
例
関
係
､
調
和
的
と
い
う
の
は
か
‥
A
‥
い
の
よ
う
に
､
中
項
と
二

っ
の
外
項
と
の
差
の
此
が
外
項
の
ど
う
し
の
比
に
等
し
い
よ
う
な
比
例
関
係
を
指
す
(
つ
ま
り
､
(
芸
)
‥
(
い
･
N
)
=
N
‥
-
=
か
‥
u
)
｡
伝
統
的
な
音
楽

理
論
に
お
い
て
､
音
程
の
分
割
に
用
い
ら
れ
る
の
は
算
術
的
､
調
和
的
と
い
う
二
種
の
比
の
分
割
方
法
で
あ
る
が
､
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
幾

何
的
分
割
で
あ
る
｡
第
一
部
第
三
七
草
〈
幾
何
的
な
分
割
､
あ
る
い
は
比
例
関
係
に
つ
い
て
D
e
u
a
D
i
く
i
s
i
O
n
e
u
O
P
r
O
p
O
邑
O
n
a
-
i
t
少
G
e
O
ヨ
e
t
ユ
c
a
〉
の

記
述
に
よ
れ
ば
､
算
術
分
割
と
調
和
分
割
が
､
与
え
ら
れ
た
比
を
互
い
に
等
し
く
な
い
比
に
分
割
す
る
の
に
対
し
て
､
幾
何
分
割
は
そ
れ
を
常
に
等

し
い
比
に
分
割
す
る
特
性
を
持
つ
｡
例
え
ば
†
-
と
い
う
比
は
2
と
い
う
中
項
に
よ
っ
て
†
ぃ
と
N
‥
-
と
い
う
等
し
い
比
に
分
割
さ
れ
う
る
｡
こ

の
場
合
2
は
4
の
平
方
根
(
R
a
d
i
c
e
q
u
a
d
r
a
t
a
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
と
こ
ろ
で
､
ザ
ル
リ
ー
ノ
が
こ
の
分
割
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

こ
と
は
重
要
で
あ
る
｡

し
か
し
､
幾
何
的
比
例
関
係
の
特
性
は
い
か
な
る
比
を
も
二
つ
の
等
し
い
部
分
に
分
割
す
る
こ
と
で
は
あ
る
が
､
こ
れ
は
一
般
に
連
続
量
に
お

い
て
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
離
散
量
に
お
い
て
は
､
す
べ
て
の
比
が
か
か
る
方
法
で
は
分
割
不
可
能
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で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
､
数
は
一
(
U
n
i
t
巴
に
対
す
る
分
割
を
被
ら
な
い
か
ら
｡
そ
れ
ゆ
え
､
部
分
超
過
比
(
S
u
p
e
壱
P
邑
邑
a
r
e
)
(
9
〉
の
類
に

含
ま
れ
る
い
か
な
る
比
も
合
理
的
に
二
つ
の
等
し
い
部
分
に
分
割
で
き
な
い
の
と
同
様
に
〔
･
･
･
〕
他
の
類
の
比
を
分
割
す
る
こ
と
も
不
可

能
で
あ
ろ
う
｡
(
軍
裟
･
当
)
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こ
の
記
述
に
も
あ
る
よ
う
に
､
幾
何
分
割
は
､
離
散
量
に
よ
る
比
に
お
い
て
は
､
n
U
‥
-
(
n
は
自
然
数
)
と
い
う
か
た
ち
の
比
に
し
か
適
用
で
き
な

い
｡
し
た
が
っ
て
､
五
度
の
形
相
と
な
る
い
‥
N
と
い
う
部
分
超
過
比
を
幾
何
分
割
し
ょ
う
と
す
る
と
､
中
項
は
克
と
な
る
が
､
長
は
無
理
数
で

あ
る
の
で
､
幾
何
分
割
は
一
般
に
は
無
限
に
分
割
可
能
な
連
続
量
に
し
か
適
用
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡
実
際
ザ
ル
リ
ー
ノ
は
こ
の
幾
何
分
割
を
合
理

的
な
分
割
(
-
a
R
a
t
i
O
n
a
-
e
)
と
非
合
理
的
な
分
割
.
(
-
a
I
ヨ
【
i
O
n
a
亙
に
分
類
し
､
非
合
理
的
な
分
割
は
､
合
理
的
な
根
(
-
a
㌻
d
訂
邑
i
O
n
a
-
e
)
を
持

た
な
い
ゆ
え
に
､
こ
の
分
割
に
よ
る
諸
部
分
は
､
た
と
え
両
方
の
外
項
が
合
理
的
な
数
(
有
理
数
)

で
あ
っ
て
も
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
述

べ
〈
川
〉
､
こ
の
よ
う
な
事
態
は
音
楽
家
が
考
慮
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
し
て
い
る
｡
こ
の
後
の
第
四
〇
章
で
は
､
無
理
量
(
非
共
測
量
)
を
許
容
す

る
幾
何
分
割
が
､
離
散
量
を
基
体
と
す
る
算
術
や
音
楽
と
は
相
容
れ
な
い
比
例
関
係
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
｡

幾
何
的
〔
比
例
関
係
〕
は
､
そ
の
基
体
は
連
続
量
で
あ
り
､
潜
在
的
に
(
i
n
p
O
t
e
己
a
)
無
限
の
部
分
に
分
割
可
能
な
の
だ
が
､
合
理
的
な
〔
部

分〕

の
み
な
ら
ず
､
非
合
理
的
な
〔
部
分
〕
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
｡
と
い
う
の
も
､
幾
何
学
者
(
G
e
O
m
e
t
r
a
)

に
と
っ
て
､
彼
ら
の
諸
原
理

の
お
か
げ
で
､
い
か
な
る
線
に
つ
い
て
も
､
そ
れ
ら
の
間
で
比
例
関
係
を
な
す
よ
う
な
三
つ
の
部
分
を
作
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
あ
り
､
あ

る
い
は
彼
ら
に
と
っ
て
二
本
の
両
端
の
線
の
間
に
､
そ
れ
ら
元
の
線
と
比
例
関
係
を
な
す
よ
う
な
一
本
か
そ
れ
以
上
の
中
間
の
線
を
置
く
こ
と

は
容
易
で
あ
ろ
う
が
､
〔
‥
･
〕
算
術
家
(
A
ユ
t
b
ヨ
e
t
i
c
O
)
に
お
い
て
も
音
楽
家
(
M
u
s
i
c
O
)

に
お
い
て
も
､
い
か
な
る
与
え
ら
れ
た
比
に
村

し
て
も
､
そ
れ
を
二
つ
の
等
し
い
部
分
に
分
割
す
る
中
項
を
見
出
す
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
彼
ら
の
比
例
関
係
〔
算
術
的
､

調
和
的
〕

の
各
項
の
間
に
は
〔
そ
れ
ら
の
比
を
二
等
分
す
る
と
い
う
〕
意
図
に
従
っ
て
分
割
す
る
こ
と
の
で
き
る
､
い
か
な
る
中
間
の
数
も
生



じ
な
い
の
で
｡
た
と
え
†
-
の
比
(
曾
a
d
2
p
-
a
)
が
と
き
ど
き
音
楽
家
に
よ
っ
て
二
つ
の
等
し
い
部
分
､
つ
ま
り
二
つ
の
N
‥
-
の
比
(
D
亡
p
-
a
)

に
分
割
さ
れ
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
と
し
て
も
､
か
か
る
分
割
は
た
だ
音
楽
家
が
音
楽
家
と
し
て
す
る
の
で
は
な
く
､
幾
何
学
者
と
し
て
か
か
る

分
割
を
盗
用
し
て
い
る

(
s
i
亡
S
⊆
匂
a
)

の
で
あ
る
｡
(
訟
)

こ
こ
に
明
瞭
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
ザ
ル
リ
ー
ノ
の
音
楽
論
に
お
い
て
､
音
程
の
分
割
に
有
用
な
役
割
を
果
た
す
算
術
分
割
や
調
和
分
割
と
異

な
り
､
幾
何
分
割
は
ま
っ
た
く
考
察
の
対
象
外
に
置
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
点
に
お
い
て
は
､
四
科
に
お
け
る
音
楽
を
､
算
術
と
は
親
近
性
を
持
つ
が
､

幾
何
学
と
は
一
線
を
画
す
る
学
問
と
し
て
位
置
付
け
る
従
来
か
ら
の
立
場
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
｡

し
か
し
､
こ
の
記
述
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
｢
幾
何
学
者
の
原
理
｣
が
必
要
と
さ
れ
る
新
た
な
事
態
が
音
楽
理
論
の
分
野
に
生
じ
て
い
た
｡

そ
れ
は
楽
器
の
調
律
の
問
題
で
あ
る
｡

『
教
程
』
第
二
部
に
お
い
て
､
ザ
ル
リ
ー
ノ
は
セ
ナ
ー
リ
オ
に
基
づ
く
純
正
律
を
理
想
的
な
音
律
と
し
て
提
唱
し
っ
つ
も
､
鍵
盤
楽
器
な
ど
の
楽

器
に
お
い
て
は
そ
の
実
現
が
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
{
‖
〉
｡
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
､
純
正
五
度
を
積
み
重
ね
て
得

ら
れ
る
ビ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
音
律
に
お
け
る
長
三
度
(
竺
‥
至
)
と
､
純
正
な
長
三
度
(
u
‥
A
)

の
間
に
生
じ
る
ズ
レ
､
つ
ま
り
シ
ン
ト
ニ
ッ
ク
･
.
コ
ン

マ
(
竺
‥
0
0
○
)
の
処
理
で
あ
る
｡
ザ
ル
リ
ー
ノ
が
楽
器
に
お
い
て
｢
あ
ら
ゆ
る
協
和
音
が
そ
の
性
質
を
保
ち
つ
つ
(
n
e
ニ
a
s
u
a
s
p
e
c
i
e
)
､
等
し
く
拡
大

さ
れ
た
り
縮
小
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
｣

(
-
S
)
取
っ
た
解
決
法
は
､
コ
ン
マ
の
1
/
7
､
あ
る
い
は
2
/
7
と
い
う
微
小
な
音
程
だ

け
各
協
和
音
の
純
正
な
音
程
に
対
し
て
加
減
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
あ
ら
ゆ
る
五
度
は
コ
ン
マ
の
2
/
7
だ
け
狭
め
ら
れ
､
あ
ら

ゆ
る
四
度
は
同
じ
だ
け
拡
げ
ら
れ
る
｡
ま
た
､
長
短
三
度
は
コ
ン
マ
の
1
/
7
だ
け
狭
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
〈
望
｡
こ
の
調
律
法
に
お
い
て
重
要

な
点
は
､
各
音
程
の
純
正
な
音
程
と
の
差
異
が
コ
ン
マ
を
七
等
分
し
た
も
の
を
基
本
単
位
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
こ
の
調
律

に
お
い
て
は
コ
ン
マ
を
七
.
つ
に
等
分
す
る
と
い
う
作
業
が
不
可
欠
で
あ
り
､
こ
の
コ
ン
マ
の
平
均
､
分
配
(
P
邑
i
c
i
p
a
t
i
O
コ
e
)
を
理
論
的
に
裏
付
け

る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
て
く
る
の
が
幾
何
分
割
に
他
な
ら
な
い
｡
す
で
に
検
討
し
た
と
お
り
､
幾
何
分
割
は
い
か
な
る
比
を
も
等
分
す
る
性
質
を
持

149



っ
て
お
り
､
ま
た
､
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
コ
ン
マ
は
∞
-
‥
芸
と
い
う
部
分
超
過
比
か
ら
な
る
音
程
だ
か
ら
で
あ
る
｡

ザ
ル
リ
ー
ノ
は
『
教
程
』
第
二
部
第
二
三
幸
に
お
い
て
､
幾
何
分
割
に
は
合
理
的
な
も
の
と
非
合
理
的
な
も
の
が
あ
り
得
る
と
繰
り
返
し
た
上
で
､

｢
合
理
的
な
分
割
は
行
う
の
は
た
や
す
い
が
､
一
方
､
非
合
理
的
な
分
割
は
､
と
き
ど
き
合
艶
的
な
分
割
よ
り
も
音
楽
家
に
と
っ
て
意
図
に
適
っ
て

い
る
の
を
見
出
す
｣
と
し
て
､
｢
必
要
で
あ
ろ
う
と
き
に
､
い
か
な
る
協
和
音
で
も
､
い
か
に
微
小
な
音
程
で
あ
っ
て
も
､
二
つ
の
部
分
だ
け
で
な
く
､

そ
れ
以
上
の
非
合
理
的
な
〔
=
無
理
量
と
な
る
〕
等
し
い
部
分
に
分
割
し
得
る
方
法
を
明
ら
か
に
し
よ
う
｣
と
述
べ
る
(
〓
○
)
｡
こ
こ
で
｢
必
要
な

と
き
｣
と
は
､
ま
さ
に
楽
器
に
お
け
る
調
律
が
要
請
さ
れ
る
事
能
首
想
定
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
ナ
｡
こ
れ
に
続
く
二
つ
の
章
で
は
､

実
際
に
図
形
を
用
い
て
､
任
意
の
音
程
を
等
分
す
る
よ
う
な
線
分
を
見
出
す
方
法
を
示
し
て
い
る
｡
ひ
と
つ
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
(
『
原
論
』
第
六
巻
命

題
九
)

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
｡
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三
旨
増
訂
芸
邑
㌢
賀
撃

f.20【計き昏字句蔓邑○邑,

図3

(
i
b
i
d
.
)

の
よ
う
に
､
線
分
a
b
､
b
C
が
オ
ク
タ
ー
ヴ
を
構
成
す
る
N
‥

-
の
比
を
持
つ
と
す
る
｡
a
b
の
延
長
上
に
C
b
と
同
じ
長
さ
に
な
る
よ
う
な

点
d
を
取
り
､
a
d
を
直
径
と
す
る
よ
う
な
半
円
を
描
く
｡
そ
の
円
周
上
の
点

e
か
ら
b
に
下
ろ
し
た
垂
線
e
b
と
同
じ
長
さ
に
な
る
よ
う
に
､
a
b
上
に
置

か
れ
た
線
分
f
b
が
こ
の
オ
ク
タ
ー
ヴ
を
等
分
す
る
よ
う
な
長
さ
の
弦
で
あ
る

と
さ
れ
る
｡
ザ
ル
リ
ー
ノ
は
こ
こ
で
そ
の
証
明
を
し
て
い
な
い
が
､
三
角
形
a

b
e
と
三
角
形
e
b
d
が
互
い
に
相
似
で
あ
る
こ
と
を
利
用
す
れ
ば
､
a
b
‥
夢
‥

c
b
=
N
‥
缶
こ
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
〈
り
〉
｡

さ
ら
に
ザ
ル
ナ
ー
ノ
が
よ
り
そ
の
有
用
性
を
認
め
て
い
る
の
が
､
エ
ラ
ト
ス

テ
ネ
ス
の
考
案
に
よ
る
と
さ
れ
る
メ
ソ
ラ
ー
ビ
オ
(
M
e
s
O
-
a
b
i
O
)
と
呼
ば
れ
る



装
置
で
あ
る
(
図
4
､
b
才
一
已
)
｡
こ
れ
は
､
複
数
の
長
方
形
を
互
い
に
重
ね
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
､
『
教
程
』
.
第
二
部
第
二
五
章
の
他
､
『
証
明
』

の
第
三
議
論
命
題
一
一
で
も
､
あ
ら
ゆ
る
音
程
を
複
数
の
等
し
い
音
程
に
分
割
で
き
る
方
法
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
､
メ
ソ
ラ
ー
ビ

オ
を
用
い
て
弦
a
b
と
弦
b
C
か
ら
な
る
音
程
を
三
つ
の
等
し
い
音
程
に
分
割
す
る
よ
う
な
二
つ
の
弦
を
見
出
す
方
法
が
以
下
の
よ
う
に
提
示
さ
れ

る｡

`

は
､
こ
の
証
明
を
賞
賛
し
っ
つ
も
､

見
て
の
通
り
､
三
つ
の
長
方
形
d
e
f
g
.
h
i
K
l
,
m
n
O
p
を
互
い
に
重
な
る
よ

う
に
お
い
て
､
〔
‥
･
〕
辺
d
e
が
提
示
さ
れ
た
弦
a
b
の
量
〔
長
さ
〕
に
ま
っ
た
く
等

し
く
な
る
よ
う
に
〔
す
る
〕
｡
そ
れ
か
ら
私
は
､
三
つ
目
の
長
方
形
m
n
O
p
の
辺
p
O
が

点
S
に
お
い
て
弦
C
b
に
等
し
く
な
る
よ
う
に
す
る
｡
そ
し
て
､
他
〔
の
長
方
形
〕
を
､

そ
れ
ら
の
村
角
線
K
h
と
m
O
が
辺
g
f
､
1
K
と
点
q

r
で
交
わ
る
よ
う
に
整
え
る
｡

そ
う
す
る
と
､
二
本
の
中
間
の
線
q
!
､
r
K
が
生
じ
る
｡
そ
れ
ら
は
d
e
､
S
O
に
対

し
て
比
例
関
係
を
な
し
て
い
る
(
p
r
O
p
O
ユ
i
O
邑
i
)
と
私
は
言
お
う
｡
〔
‥
･
〕
そ
れ
ら

〔
の
線
分
〕
は
与
え
ら
れ
た
弦
a
b
､
C
b
間
の
音
程
を
三
つ
の
等
し
い
部
分
に
分
割
す

る
｡
二
缶
⊥
至
)

こ
の
あ
と
で
は
､
三
角
形
の
相
似
と
そ
れ
ら
の
比
を
駆
使
し
っ
つ
､
こ
の
複
雑
な
幾
何
学
的
操

作
の
証
明
が
展
開
さ
れ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
一
方
で
､
対
話
者
の
一
人
で
あ
る
デ
ジ
デ
ー
リ
オ

｢
し
か
し
､
あ
な
た
は
こ
の
よ
う
な
証
明
を
音
楽
家
と
し
て
で
は
な
く
､
幾
何
学
者
と
し
て
扱
っ
た
の
で
す
ね
｣

と
述
べ
る
の
に
対
し
､
ザ
ル
リ
ー
ノ
自
身
｢
そ
の
と
お
り
｣
･
と
応
じ
て
お
り
(
-
至
)
､
そ
の
後
｢
し
か
し
､
も
う
こ
れ
ら
幾
何
学
的
な
こ
と
は
わ
き
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へ
置
い
て
お
こ
う
｡
そ
し
て
､
音
楽
に
固
有
の
こ
と
に
立
ち
返
ろ
う
｣
と
言
っ
て
(
-
登
､
再
び
膚
程
の
話
に
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た

こ
と
か
ら
､
ザ
ル
リ
ー
ノ
は
幾
何
学
的
な
論
述
を
あ
く
ま
で
音
楽
に
関
す
る
命
題
の
証
明
の
手
段
と
し
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
､
こ
の
よ
う
な

幾
何
学
的
操
作
は
や
は
り
音
楽
家
に
固
有
の
仕
事
で
は
な
い
と
い
う
認
識
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
｡

し
か
し
､
.
こ
の
幾
何
学
的
装
置
町
有
用
性
自
体
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
｡
『
補
遺
』
第
四
巻
第
一
九
章
で
は
､
メ
ソ
ラ
ー
ビ
オ
の
使
用
は
音
楽

に
お
け
る
多
く
の
事
柄
の
証
明
(
D
i
m
O
S
ぎ
t
i
O
コ
i
)に
お
い
て
大
い
に
必
要
で
あ
り
､
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
で
､
｢
あ
ら
ゆ
る
音
程
を
望
む
だ
け
､
等

し
く
､
釣
り
合
い
の
取
れ
た
部
分
に
分
割
で
き
､
あ
る
い
は
必
要
な
だ
け
､
弦
を
釣
り
合
い
が
取
れ
る
よ
う
に
挿
入
で
き
る
｣
こ
と
が
再
び
強
調
さ

れ
て
い
る
(
旨
こ
登
｡
任
意
の
音
程
を
等
し
く
分
割
す
牒
よ
う
な
音
の
慈
の
長
さ
を
見
出
す
と
い
う
メ
ソ
ラ
ー
ビ
オ
の
効
用
は
､
ザ
ル
リ
ー
ノ
が

そ
の
用
途
と
し
て
想
定
し
て
い
た
コ
ン
マ
の
等
分
の
み
な
ら
ず
､
現
在
の
平
均
律
の
概
念
に
も
道
を
拓
く
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
同
章

に
お
い
て
彼
は
､
任
意
の
音
程
を
分
割
す
る
た
め
の
､
メ
ソ
ラ
ー
ビ
オ
と
は
異
な
る
新
た
な
方
法
の
提
示
を
次
の
よ
う
に
予
告
す
る
｡
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私
が
三
様
に
こ
れ
か
ら
提
示
す
る
方
法
で
な
け
れ
ば
､
あ
れ
や
こ
れ
や
の
協
和
音
や
音
程
を
､
そ
れ
ら
の
諸
部
分
が
比
例
関
係
を
な
す
よ
う
に

分
割
､
つ
ま
り
は

〔
そ
の
よ
う
な
分
割
を
な
す
弦
を
〕
挿
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
､
あ
る
い
は
､
全
音
が
､
互
い
に
等
し
く
､
同
じ
比
を
持
つ

二
つ
の
半
音
に
等
分
さ
れ
る
よ
う
な
､
リ
ュ
ー
ト
や
他
の
何
ら
か
の
楽
器
に
お
け
る
指
板
/
鍵
盤
(
ざ
s
t
i
)
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
､
と

は
誰
も
考
え
な
い
で
も
ら
い
た
い
｡
.
と
い
う
の
も
､
別
な
ふ
う
に
し
た
と
き
は
､
結
局
､
〔
自
分
が
〕
良
き
数
学
者
､
と
く
に
良
き
幾
何
学
者
で

は
な
か
っ
た
こ
と
､
そ
し
て
時
間
を
浪
費
し
た
こ
と
に
気
付
く
か
ら
だ
｡
(
】
∞
-
)

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
､
無
論
､
オ
ク
タ
ー
ヴ
を
十
二
等
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
コ
ン
マ
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
い
う
平
均
律
の
考
え
方

そ
の
も
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
考
え
方
自
体
は
､
ザ
ル
リ
ー
ノ
の
元
弟
子
で
あ
っ
た
ヴ
ィ
J
チ
ェ
ン
ツ
ォ
･
ガ
リ
レ
ー
イ
(
<
i
n
c
e
コ
N
O

G
a
】
i
･

-
e
i
七
N
O
s
⊥
冶
こ
が
そ
の
主
著
『
古
代
の
音
楽
と
現
代
の
音
楽
に
つ
い
て
の
対
話
b
～
已
岳
Q
塗
訂
き
旨
喜
ミ
､
c
莞
､
計
､
､
Q
喜
計
⊇
皇
(
一
五
八
一
)



に
お
い
て
､
ア
リ
ス
ト
ク
セ
ノ
ス
の
理
論
に
依
拠
し
っ
つ
､
す
で
に
提
示
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
{
1
4
)
､
ザ
ル
リ
ー
ノ
は
こ
の
音
律
に
言
及
し

た
別
の
箇
所
で
､
『
補
遺
』
が
そ
の
論
駁
の
対
象
と
し
て
い
る
ガ
リ
レ
ー
イ
ら
が
｢
何
の
証
明
も
な
し
に
､
多
く
の
顕
著
な
誤
り
を
導
入
し
た
｣
こ
と

を
非
難
し
､
｢
こ
の
学
〔
音
楽
〕
の
研
究
者
た
ち
(
S
已
i
O
S
i
)
が
､
そ
う
し
た
輩
の
見
せ
か
け
で
誤
っ
た
道
理
に
だ
ま
さ
れ
な
い
よ
う
に
｣
､
｢
幾
何

学
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
｣
オ
ク
タ
ー
ヴ
を
十
二
の
等
し
い
半
音
に
分
割
す
る
方
法
を
誤
り
な
く
教
示
し
よ
う
と
述
べ
､
こ
の
音
律
に
関
す
る
幾
何

学
的
証
明
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
二
登
｡
実
際
､
第
二
十
章
以
下
で
は
､
メ
ソ
ラ
ー
ビ
オ
を
使
う
こ
と
な
く
､
二
本
の
異
な
る
長
さ
の
線
分

の
間
に
､
そ
れ
ら
と
比
例
関
係
を
な
す
よ
う
な
長
さ
の
二
本
の
線
分
を
取
る
方
法
や
､
任
意
の
音
程
を
積
み
重
ね
て
い
く
際
の
弦
の
長
さ
を
求
め
る

方
法
が
幾
何
学
的
な
作
図
を
用
い
て
提
示
さ
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
幾
何
学
的
操
作
の
詳
細
や
､
彼
が
ア
リ
ス
ト
ク
セ
ノ
ス
に
拠
る
こ
の
音
律
体
系

の
実
際
の
運
用
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
抱
い
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
､
重
要
な
の
は
､
音
楽
の
学
と

し
て
の
数
学
的
合
理
性
を
確
保
す
る
た
め
に
､
や
は
り
幾
何
学
が
そ
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
数
学
的
学
科
と
し
て

の
音
楽
に
要
請
さ
れ
る
論
証
的
性
格
は
､
こ
こ
に
お
い
て
､
伝
統
的
に
音
楽
の
上
位
学
科
と
し
て
の
位
置
に
あ
っ
た
算
術
の
方
法
論
で
は
な
く
､
幾

何
学
の
そ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
〈
望
｡

.
3
.
圭
的
契
機
と
質
的
契
機

冒
頭
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
､
覇
道
』
に
お
い
て
ザ
ル
リ
ー
ノ
は
｢
音
楽
は
音
響
数
よ
り
も
む
し
ろ
釣
り
合
い
の
取
れ
た
音
響
体
を
真
で
第
一
の

基
体
と
す
る
｣
と
し
て
い
た
｡
こ
の
よ
う
に
彼
自
身
が
『
教
程
』
に
お
い
て
論
じ
て
い
た
内
容
と
敵
靡
を
き
た
す
よ
う
な
見
解
を
示
す
に
至
っ
た
直

接
的
な
原
因
を
こ
こ
で
十
分
に
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
､
最
後
に
そ
の
背
景
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
し
て
お
き
た
い
｡

音
(
i
-
S
∈
○
コ
○
)
に
関
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
る
『
証
明
』
第
一
論
議
定
義
一
塁
日
は
あ
る
ひ
と
つ
の
音
域
(
e
s
l
e
n
s
i
｡
コ
e
)
の
も
と
で
も
た
ら
さ
れ

る
､
旋
律
に
適
し
た
声
の
発
生
(
c
a
d
i
∋
e
n
t
O
)
で
あ
る
)
に
お
い
て
､
｢
聴
覚
に
ま
で
達
す
る
空
気
の
反
響
r
i
p
e
-
C
亡
～
～
i
O
n
e
d
.
a
r
i
a
-
C
h
e
<
i
e
n
e
ぎ
○153



a
コ
宣
i
t
O
｣
と
い
う
ポ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
音
の
定
義
(
･
6
〉
に
つ
い
て
ザ
ル
リ
ー
ノ
が
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
催
す
る
｡
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実
は
､
彼
〔
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
〕
の
こ
の
定
義
は
わ
れ
わ
れ
の
意
図
に
適
っ
て
い
な
い
｡
と
い
う
の
も
､
音
楽
家
は
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
が
そ
れ
を
定

義
す
る
の
と
は
違
う
や
り
方
で
音
を
考
察
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
彼
〔
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
〕
は
昔
を
自
然
的
な
も
の
と
し
て
､
一
般
的
に
(
i
n
u
n
T

く
e
望
-
e
)
定
義
す
る
の
に
対
し
､
音
楽
家
は
そ
れ
を
個
別
的
に
(
i
n
p
a
ユ
i
c
O
-
胃
e
)
定
義
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
(
b
才
一
ヱ

こ
こ
で
は
､
音
を
空
気
の
振
動
と
し
て
一
般
的
に
定
義
す
る
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
対
し
､
音
楽
家
固
有
の
音
の
捉
え
方
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お

り
､
や
は
り
､
ザ
ル
リ
ー
ノ
に
お
い
て
､
ポ
エ
テ
ィ
ウ
ス
が
そ
の
権
威
を
す
で
に
失
い
つ
つ
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
｡
ま
ず
ザ
ル
リ
ー
ノ
は
､
幾

何
学
に
お
い
て
｢
点
｣
が
〔
連
続
〕
量
の
起
点
で
あ
る
の
と
同
様
に
､
音
は
協
和
音
の
起
点
(
p
旨
c
i
p
i
O
)
で
あ
る
と
定
義
し
た
上
で
､
そ
れ
を
旋

律
に
対
し
て
秩
序
付
け
ら
れ
た
声
で
あ
る
と
規
定
す
る
｡
こ
れ
に
対
し
､
デ
ジ
デ
ー
リ
オ
は
､
も
し
昔
が
声
の
発
生
で
あ
る
な
ら
ば
､
そ
れ
は
動
き

を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
ま
た
､
そ
の
動
き
は
時
間
を
伴
い
､
時
間
も
ま
た
､
長
短
に
還
元
さ
れ
る
量
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
わ
け
だ
か
ら
､
昔

は
直
線
の
起
点
と
な
る
｢
点
｣
と
い
う
よ
り
も
､
む
し
ろ
直
線
そ
の
も
の
の
よ
う
に
､
無
限
に
分
割
可
能
な
〔
連
続
〕
量
な
の
で
は
な
い
か
､
と
ザ

ル
リ
ー
ノ
に
問
い
か
け
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
音
に
関
し
て
､
幾
何
学
と
の
類
比
を
用
い
て
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
体
､
『
教
程
』
に
は
見
ら

れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
､
重
要
な
の
は
､
こ
の
間
い
か
け
に
対
す
る
ザ
ル
リ
ー
ノ
の
答
え
で
あ
る
｡

ザ
ル
リ
ー
ノ
に
よ
れ
ば
､
確
か
に
音
は
持
続
(
d
u
r
a
t
i
O
n
e
)
に
関
し
て
は
長
さ
を
持
つ
が
､
こ
れ
は
音
楽
家
の
考
察
対
象
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
考

察
す
べ
き
は
､
昔
に
生
じ
る
三
つ
の
事
態
､
す
な
わ
ち
､
場
(
L
u
O
g
O
)
､
拍
節
(
ゴ
m
p
O
)
､
色
彩
(
C
O
-
O
r
e
)
で
あ
る
｡
こ
こ
で
の
｢
場
｣
と
は
昔

高
に
他
な
ら
な
い
｡
ザ
ル
リ
ー
ノ
は
､
あ
る
ひ
と
つ
の
音
高
を
持
つ
音
を
､
さ
ま
ざ
ま
な
高
低
を
持
つ
音
が
ひ
と
つ
の
音
高
に
収
赦
し
た
ユ
ニ
ゾ
ン

の
状
態
で
あ
る
と
し
､
そ
れ
を
幾
何
学
と
の
類
比
に
お
い
て
､
や
は
り
分
割
不
可
能
な
｢
点
｣
と
し
て
捉
え
る
｡
そ
れ
が
｢
線
｣
で
は
な
く
｢
点
｣

と
さ
れ
る
の
は
､
音
楽
家
は
声
あ
る
い
は
音
を
､
時
間
で
は
な
く
､
さ
ま
ざ
ま
な
音
域
に
応
じ
て
､
音
の
高
さ
や
低
さ
が
持
つ
質
(
q
邑
i
芭

の観



点
か
ら
考
察
す
る
か
ら
で
あ
り
､
質
は
分
割
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
｡
ま
た
､
昔
に
お
け
る
色
彩
に
つ
い
て
も
､
｢
諸
々
の
声
や
昔
を
､
そ
れ
に
よ
っ

て
互
い
に
区
別
す
る
も
の
q
u
e
声
p
e
r
i
-
q
u
a
】
e
s
O
n
O
d
i
穿
r
e
n
≡
e
く
O
C
i
紆
i
s
u
O
n
〓
ご
n
O
d
a
ニ
ー
a
-
ぎ
｣
と
定
義
さ
れ
(
N
O
)
､
や
は
り
声
や
昔
の
音
域
､

質
､
状
態
(
t
e
コ
O
r
e
)
と
の
関
連
か
ら
論
じ
ら
れ
て
お
り
､
こ
れ
ま
で
音
楽
を
も
っ
ぱ
ら
量
の
問
題
と
し
て
扱
っ
て
き
た
ザ
ル
リ
ー
ノ
の
議
論
に
お
い

て
､
こ
こ
で
昔
が
､
量
と
は
対
照
を
な
す
概
念
で
あ
る
質
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
こ
こ
で
は
昔
は
あ
く
ま
で
単
一
の
旋
律
を
な
す
ユ
ニ
ゾ
ン
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
､
複
数
の
声
部
ど
う
し
の
関

係
､
す
な
わ
ち
､
多
声
音
楽
に
お
け
る
音
程
関
係
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
ザ
ル
リ
ー
ノ
は
音
を
｢
点
｣
と

捉
え
る
一
方
で
､
音
が
こ
の
ユ
ニ
ゾ
ン
の
状
態
か
ら
昔
高
の
低
い
方
､
高
い
方
に
移
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
音
程
を
｢
幅
-
㌢
扁
h
e
N
N
a
｣
を
持

つ
も
の
と
し
て
捉
え
､
分
割
可
能
な
も
の
と
し
て
い
る
(
i
b
i
d
.
)
｡
こ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
､
数
比
に
還
元
さ
れ
る
音
程
(
協
和
音
)

の

分
割
で
あ
る
な
ら
ば
､
ザ
ル
リ
ー
ノ
が
音
楽
に
お
け
る
質
的
契
機
を
そ
の
量
的
契
機
と
ど
の
よ
う
に
結
び
付
け
て
い
る
の
か
､
あ
る
い
は
そ
も
そ
も

結
び
付
け
て
い
る
の
か
否
か
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
､
『
教
程
』
第
二
部
第
二
六
章
〈
協
和
音
は
い
か
に
し
て
分
割
可
能
に
さ
れ
る

か
Ⅰ
コ
q
邑
ヨ
O
d
O
-
a
C
O
n
S
O
n
a
記
a
S
i
ぎ
c
i
a
d
i
<
i
s
i
b
i
-
e
〉
に
見
ら
れ
る
議
論
は
有
力
な
手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

ま
ず
､
感
覚
を
動
か
す
能
力
を
持
つ
も
の
は
す
べ
て
､
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
｢
受
動
的
質
曾
a
-
i
t
言
a
s
s
i
b
i
互
と
呼
ば
れ
て
お
り
､
協
和
音
は

そ
う
し
た
能
力
を
有
す
る
た
め
に
〈
1
7
て
や
は
り
｢
受
動
的
質
｣
と
呼
び
う
る
と
ザ
ル
リ
ー
ノ
は
言
う
｡
そ
し
て
､
分
割
や
倍
加
は
量
に
の
み
属
し
､

量
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
の
に
､
協
和
音
が
数
(
N
u
ヨ
e
r
O
)

で
も
比
(
p
r
O
p
O
ユ
i
O
n
e
)
で
も
な
い
と
し
た
ら
､
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
分
割
､
倍
加
し

う
る
の
か
と
い
う
､
当
然
予
想
さ
れ
る
疑
問
に
対
し
て
､
質
は
量
に
従
属
し
て
い
る
た
め
に
､
量
が
｢
本
質
的
に
､
そ
し
て
そ
れ
自
体
と
し
て

e
s
s
e
n
t
i
a
-
ヨ
e
n
t
e
紆
p
e
r
s
e
｣
分
割
可
能
､
倍
加
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
､
質
も
ま
た
｢
偶
有
的
に
p
e
r
a
c
c
i
d
e
n
t
e
｣
分
割
､
倍
加
で
き
る
こ
と
を
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
答
え
て
い
る
(
声
〓
い
)
｡
こ
こ
で
ザ
ル
リ
ー
ノ
が
協
和
音
に
お
け
る
量
と
質
と
い
う
二
つ
の
契
機
を
調
停
さ
せ
る
た
め
に
用
い

て
い
る
の
は
､
｢
本
質
-
偶
有
性
｣
と
い
う
古
典
的
な
哲
学
的
対
概
念
で
あ
る
｡
協
和
音
の
基
底
を
な
す
本
質
を
あ
く
ま
で
量
と
し
つ
つ
､
そ
れ
を
分

割
､
あ
る
い
は
倍
加
す
る
こ
と
に
伴
う
音
の
可
感
的
な
質
の
変
化
を
そ
の
偶
有
性
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
両
者
の
関
係
に
一
応
の
解
決
が
図
ら
れ
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て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
ザ
ル
リ
ー
ノ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡

15(i

協
和
音
は
質
(
q
u
巴
i
t
と

で
あ
る
た
め
に
､
そ
れ
自
体
と
し
て
は
分
割
不
可
能
で
あ
る
が
､
音
響
体
は
本
質
的
に

(
e
s
s
e
コ
t
i
a
-
ヨ
e
n
t
e
)
複
数
の

部
分
に
分
割
さ
れ
る
の
で
､
そ
れ
〔
協
和
音
〕
も
ま
た
偶
有
的
に
(
p
e
r
a
c
c
i
d
e
n
t
e
)
分
割
可
能
と
な
る
｡
〔
そ
の
分
割
は
〕
そ
の
基
体
(
S
O
g
g
e
看
)

の
分
割
に
応
じ
て
で
あ
る
が
､
･
そ
の
基
体
と
は
あ
の
音
響
体
で
あ
る
｡
(
〓
ご
ー
土

『
教
程
』
第
一
部
で
は
音
楽
の
基
体
が
音
響
数
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
､
こ
こ
で
は
協
和
音
の
基
体
と
し
て
音
響
体
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

注
意
し
た
い
｡
現
実
に
音
を
発
す
る
音
響
体
は
感
覚
的
対
象
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
こ
と
は
協
和
音
が
｢
質
｣
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
合
致

す
る
｡
し
か
し
ザ
ル
リ
ー
ノ
に
お
い
て
､
分
割
可
能
な
音
響
体
と
は
モ
ノ
コ
ル
ド
の
弦
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
､
無
規
定
的
な
連
続
量
で
あ
る

そ
の
弦
の
分
割
を
規
定
す
ふ
の
は
､
や
は
り
音
響
数
に
よ
る
比
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
音
響
体
の
分
割
を
本
質
と
み
な
し
､
そ
の
質
に
お
け
る
｢
分

割
｣
を
偶
有
性
と
す
る
よ
う
な
､
実
在
論
貯
な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
生
じ
る
の
で
あ
り
､
こ
の
点
に
お
い
て
､
ザ
ル
リ
ー
ノ
が
複
数
の
音
の
間
の
音
程

関
係
を
扱
う
際
に
､
そ
の
量
的
契
機
の
優
位
は
依
然
と
し
て
保
た
れ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
｡

こ
の
よ
う
に
ザ
ル
リ
ー
ノ
の
音
楽
論
に
お
い
て
は
､
.
質
の
問
題
に
対
す
る
自
覚
的
な
姿
勢
は
見
ら
れ
る
も
の
の
､
そ
れ
が
十
分
に
主
題
化
さ
れ
､

考
察
さ
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
他
の
音
と
の
関
係
を
持
た
な
い
状
態
の
単
一
の
音
が
分
割
不
可
能
な
｢
点
｣
と
し
て
表
象
さ

れ
る
の
も
､
ザ
ル
リ
ー
ノ
の
視
点
が
あ
く
ま
で
協
和
音
の
分
割
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
逆
に
示
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
｡
し
か
し
､
重
要
な

の
は
､
本
来
な
ら
ば
数
比
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
べ
き
音
程
が
､
連
続
量
と
し
て
の
ひ
と
つ
の
｢
幅
｣
､
つ
ま
り
線
分
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
と
い
う

事
実
で
あ
る
〈
ほ
)
｡
こ
の
こ
と
は
､
単
に
音
程
が
分
割
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
｡
異
な
る
昔
高
ど
う
し
の
関
係
性
を
｢
関

係
付
け
ら
れ
た
数
N
u
m
e
r
O
邑
a
t
O
｣

(
い
ぃ
)
､
す
な
わ
ち
数
比
に
よ
っ
て
抽
象
す
る
.
こ
と
な
く
､
一
本
の
線
分
と
み
な
す
こ
と
は
､
音
程
と
い
う
二
音

間
の
関
係
そ
の
も
の
を
ひ
と
つ
の
具
体
的
な
実
体
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
(
1
9
)
｡
『
補
遺
』
に
お
い
て
ザ
ル



リ
ー
ノ
が
､
音
響
数
よ
り
も
｢
む
し
ろ
｣
音
響
体
を
音
楽
の
真
の
基
体
で
あ
る
と
し
た
背
景
に
は
､
理
性
的
村
象
で
あ
る
離
散
量
に
基
づ
き
､
算
術

に
従
属
す
る
学
と
し
て
の
伝
統
的
な
音
楽
論
の
あ
り
方
を
否
定
し
な
い
ま
で
も
､
音
楽
に
お
け
る
質
的
契
機
を
考
察
の
射
程
に
収
め
る
た
め
に
､
感

覚
的
対
象
で
あ
る
連
続
量
に
基
づ
く
幾
何
学
と
の
類
比
〈
空
か
ら
実
際
の
音
響
現
象
を
考
察
す
る
､
よ
り
経
琴
王
義
的
な
音
楽
論
の
構
築
を
模
索
し

よ
う
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
｡

お
わ
り
に

ザ
ル
リ
ー
ノ
の
音
楽
論
に
お
け
る
幾
何
学
の
位
置
は
､
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
､
き
わ
め
て
不
安
定
で
あ
る
｡
一
方
で
は
､
伝
統
的
な

数
論
に
根
差
し
た
予
定
調
和
的
な
音
楽
理
論
に
魅
了
さ
れ
､
そ
れ
ゆ
え
幾
何
学
と
は
一
線
を
画
す
姿
勢
を
取
り
つ
つ
も
､
他
方
で
は
､
現
実
的
な
問

題
で
あ
る
楽
器
の
調
律
に
理
論
家
の
立
場
か
ら
対
処
す
る
美
め
に
､
音
律
体
系
の
論
証
に
お
け
る
幾
何
学
の
有
用
性
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
音
程
(
協
和
音
)
を
考
察
す
る
際
の
数
比
の
重
要
性
は
決
し
て
否
定
さ
れ
な
い
も
の
の
､
伝
統
的
な
音
楽
論
で
は
そ
う
し
た

量
的
な
考
察
の
対
象
外
に
置
か
れ
て
き
た
質
的
契
機
を
汲
み
取
っ
て
考
察
す
る
た
め
に
､
幾
何
学
が
無
視
で
き
な
い
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
も

ま
た
､
ザ
ル
リ
ー
ノ
に
お
け
る
幾
何
学
の
位
置
の
不
安
定
さ
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

し
か
し
な
が
ら
､
ザ
ル
リ
ー
ノ
が
幾
何
学
に
対
し
て
示
す
こ
う
し
た
二
面
性
は
､
感
覚
や
連
続
量
の
問
題
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
た
ヴ
イ
ン
チ
ェ
ン

ツ
ォ
●
ガ
リ
レ
ー
イ
ヤ
デ
カ
ル
ト
の
音
楽
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
､
後
年
の
音
楽
理
論
史
上
の
革
新
を
予
見
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
｡
ザ
ル
リ
ー
ノ

は
､
セ
ナ
ー
リ
オ
に
よ
る
純
正
律
の
主
張
を
経
験
主
義
的
立
場
か
ら
批
判
し
た
元
弟
子
ガ
リ
レ
ー
イ
セ
ど
と
の
対
比
か
ら
､
そ
の
音
楽
論
の
観
念
的

性
格
が
強
調
さ
れ
て
き
た
が
､
音
楽
に
お
け
る
思
弁
性
の
認
否
そ
の
も
の
に
関
わ
る
方
法
論
的
な
相
違
は
否
定
し
得
な
い
ま
で
も
､
少
な
く
と
も
音

楽
実
践
に
お
け
.
る
現
実
の
経
験
を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
､
ガ
リ
レ
ー
イ
な
ど
と
そ
の
方
向
性
を
共
有
し
て
い
た
と
言
い
う
る
の
で
あ

る｡
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(
1
)
こ
の
著
作
の
タ
イ
ト
ル
は
r
作
曲
家
､
あ
る
い
は
完
全
な
音
楽
家
ヱ
E
r
O
P
E
O
}
ひ
M
<
S
】
C
O
P
E
弓
E
∃
○
』
と
さ
れ
て
い
る
(
賢
一
い
宣
｡
諾
遺
し
第
八
巻

第
一
章
の
記
述
に
よ
れ
ば
､
M
e
百
e
O
と
は
歌
(
M
e
】
O
p
e
i
a
)
を
作
る
古
代
人
の
名
称
で
あ
り
､
当
代
に
お
い
て
は
対
位
法
作
曲
家
を
指
す
｡
ザ
ル
リ
ー
ノ
が
こ

こ
で
理
想
と
す
る
の
は
､
言
葉
と
相
即
不
離
の
関
係
に
あ
り
､
情
念
喚
起
能
力
に
富
む
古
代
音
楽
の
あ
り
方
で
あ
る
｡

(
2
)
両
著
作
の
論
述
ス
タ
イ
ル
に
お
け
る
変
化
の
歴
史
的
意
義
に
関
し
て
は
､
G
O
H
a
}
N
O
書
参
照
｡

(
3
)

フ
ォ
リ
ヤ
ー
ノ
と
ザ
ル
リ
ー
ノ
の
理
論
上
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
､
片
山
､
二
〇
〇
一
参
照
｡

(
4
)
し
か
し
､
フ
エ
ン
ト
の
指
摘
に
よ
れ
ば
､
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
を
模
倣
し
た
こ
の
よ
う
な
公
理
形
式
に
よ
る
論
述
ス
タ
イ
ル
は
､
フ
ラ
ン
ス
の
人
文
主
義
者
､
音
楽

理
論
家
で
あ
る
フ
ァ
ベ
ル
･
ス
タ
ブ
レ
ン
シ
ス
(
F
a
b
e
r
S
官
u
-
e
コ
S
i
s
〔
J
a
且
u
e
s
r
e
曹
r
e
d
-
E
卓
】
e
s
〕
を
妄
苧
声
量
の
音
楽
原
論
穿
莞
ミ
Q
き
旨
註
皇

〔
套
㌢
学
事
身
許
害
要
旨
ぎ
琶
き
§
〕
(
パ
リ
､
一
四
九
六
)
を
そ
の
直
接
の
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
と
い
う
(
F
e
コ
d
こ
遥
モ
ま
た
､
フ
エ
ン
ロ
ン
の
研
究
に

ょ
れ
ば
､
当
時
ザ
ル
リ
ー
ノ
が
属
し
て
い
た
｢
名
声
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
･
ア
カ
デ
ミ
ー
A
c
c
a
d
e
ヨ
i
a
ぷ
コ
e
Z
i
a
コ
a
d
e
ニ
a
F
a
∋
a
｣
に
は
､
フ
ァ
ベ
ル
と
フ
ォ
リ
ヤ

ー
ノ
に
よ
る
ラ
テ
ン
語
の
音
楽
書
を
イ
タ
リ
ア
語
に
翻
訳
し
て
出
版
し
よ
う
と
い
う
企
画
が
あ
り
(
F
e
コ
ー
○
コ
こ
遷
仏
)
､
ザ
ル
リ
ー
ノ
が
フ
ァ
ベ
ル
の
著
作
を
｢
証

明
｣
の
論
述
ス
タ
イ
ル
の
モ
デ
ル
に
し
た
背
景
に
は
そ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

(
5
)
セ
ナ
ー
リ
オ
は
､
一
か
ら
四
ま
で
の
整
数
の
比
を
形
相
と
す
る
オ
ク
タ
ー
ヴ
､
五
度
､
四
度
の
み
を
協
和
音
と
認
め
る
従
来
の
ピ
エ
タ
ゴ
ラ
ス
の
体
系
を
､
音

楽
理
論
の
神
学
的
･
数
秘
術
的
伝
統
の
枠
内
で
刷
新
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
大
変
､
二
〇
〇
二
参
照
｡

(
6
)
p
a
-
a
ニ
e
-
O
g
⊇
ヨ
ヨ
a
(
複
･
ヨ
ヨ
i
)
の
原
義
は
平
行
四
辺
形
で
あ
る
が
､
ザ
ル
リ
ー
ノ
が
こ
の
語
で
指
し
て
い
る
の
は
､
ほ
と
ん
ど
の
場
合
長
方
形
で
あ
る
｡

(
7
)
露
望
第
一
部
第
一
四
章
(
六
連
数
か
ら
自
然
と
技
芸
に
つ
い
て
多
く
の
事
柄
が
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
C
b
e
d
a
】
コ
u
ヨ
e
r
O
S
e
コ
a
ユ
O
S
i
c
∃
P
∃
d
O
コ
○
ヨ
○
-
t
e

c
O
S
e
d
e
ニ
a
N
a
2
⊇
紆
d
e
ニ
〕
A
ユ
e
〉
(
軍
け
や
い
こ
｡

(
8
)
還
望
浬
第
三
巻
第
三
章
で
は
､
こ
れ
で
も
ま
だ
不
完
全
で
あ
る
と
し
て
､
こ
の
｢
幾
何
学
的
正
方
形
曾
a
d
r
a
t
O
g
e
O
ヨ
e
ま
c
O
｣
を
用
い
た
セ
ナ
ー
リ
オ
の
論
証

を
よ
り
精
緻
に
行
っ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
ザ
ル
リ
ー
ノ
自
身
が
､
こ
の
幾
何
学
的
証
明
装
置
は
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
が
r
ハ
ル
モ
ニ
ア
論
昏
∃
邑
皇
の
な
か

で
言
及
し
て
い
る
｢
ヘ
リ
コ
ン
〓
e
ニ
c
O
n
｣
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
(
旨
u
登
､
こ
の
よ
う
な
幾
何
学
的
論
証
も
ま
た
､
古
代
の
発
掘
と
再
評
価

と
い
う
当
時
の
人
文
主
義
的
な
動
機
の
産
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
｡

(
9
)

(
n
+
こ
‥
n
(
n
は
自
然
数
)

の
よ
う
に
表
さ
れ
る
比
を
指
す
｡

(
川
)
幾
何
学
的
探
究
に
よ
る
無
理
量
(
非
共
測
量
)
.
の
発
見
自
体
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
(
紀
元
前
五
世
紀
後
半
)
に
ま
で
遡
る
｡
し
か
し
､
｢
万
物
は
数
で
あ
る
｣
と



い
う
基
本
理
念
の
も
と
､
す
べ
て
の
も
の
を
自
然
数
と
そ
の
比
に
還
元
し
ょ
う
と
し
た
ビ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
に
と
っ
て
､
無
理
量
は
ロ
ゴ
ス

(
比
､
言
葉
)

では

表
現
で
き
な
い
ゆ
え
に
､
｢
言
葉
の
な
い
=
言
っ
て
は
な
ら
な
い
｣
も
の
と
し
て
秘
密
に
さ
れ
た
｡
ザ
ル
リ
ー
ノ
が
無
理
数
や
そ
の
比
を
記
述
で
き
な
い
も
の
と

し
､
｢
非
合
理
的
な
】
ヨ
t
i
∃
a
-
e
｣
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
､
｢
隠
れ
た
S
O
己
O
｣
も
の
と
呼
ん
で
い
る
の
は
､
こ
の
よ
う
な
ビ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
伝
統
を
踏
襲
し

て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
(
軍
当
･
誌
)
｡
算
術
的
な
離
散
量
や
幾
何
学
的
な
連
続
量
な
ど
次
元
の
異
な
る
量
を
同
一
の
単
位
に
還
元
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
る
の
は
､
デ
カ
ル
ト
が
近
代
的
な
代
数
学
の
考
え
方
を
提
示
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
｡
ち
な
み
に
､
ビ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
に
お
い
て
､
師
ピ
エ
タ
ゴ
ラ
ス

の
残
し
た
教
え
に
追
従
す
る
｢
聴
従
派
｣
(
ア
ク
ス
マ
テ
ィ
コ
イ
a
k
u
s
ヨ
a
t
i
k
O
i
)
に
対
し
て
｢
学
究
派
｣
(
マ
テ
ー
マ
テ
ィ
コ
イ
ヨ
a
t
h
付
ヨ
a
t
誉
こ
を
創
始
し
た

ヒ
ッ
パ
ソ
ス
は
､
こ
の
無
理
量
の
理
論
を
公
表
し
た
た
め
に
､
ピ
エ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
教
義
に
反
し
た
か
ど
で
神
罰
が
下
り
､
海
で
溺
れ
死
ん
だ
と
の
伝
説
が
あ

る
｡
ビ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
と
無
理
量
の
関
係
に
つ
い
て
は
､
斎
藤
､
一
九
九
七
､
七
九
-
八
六
頁
参
照
｡

(
‖
)

こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
､
大
愛
､
二
〇
〇
四
参
照
｡

(
ほ
)
こ
の
調
律
法
に
つ
い
て
は
､
｢
i
コ
d
一
e
y
一
-
¢
ヨ
に
詳
し
い
｡
こ
こ
で
こ
の
調
律
法
は
｢
2
/
7
コ
ン
マ
‥
､
､
-
ン
ト
ー
ン
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
を
｢
ミ

ー
ン
ト
ー
ン
｣
と
す
る
理
由
と
し
て
､
三
度
が
平
均
率
調
律
法
よ
り
も
ず
っ
と
純
正
に
近
い
こ
と
､
ど
の
全
音
も
そ
の
大
き
さ
が
長
三
度
の
ち
ょ
う
ど
半
分
と

な
る
こ
と
(
∋
e
a
三
〇
コ
e
=
中
全
音
)
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
卓
C
､
､
.
ち
-
芦

(13)

三
角
形
a
b
e
と
三
角
形
e
b
d
と
は
相
似
な
の
で
､

a
b
‥
b
e
=
e
b
‥
b
d

∴
b
e
N
=
a
b
･
b
d
=
N

∴
b
e
(
=
畳
=
缶

な
お
､
ザ
ル
リ
ー
ノ
は
こ
こ
で
N
二
の
幾
何
中
項
で
あ
る
乃
と
い
う
数
値
を
提
示
し
て
い
な
い
が
､
そ
れ
は
無
理
量
が
｢
記
述
で
き
な
い
｣
量
と
さ
れ
て
い
る

た
め
で
あ
ろ
う
｡
本
論
註
川
参
照
｡

(
1
4
)
ガ
リ
レ
ー
イ
が
ア
リ
ス
ト
ク
セ
ノ
ス
の
理
論
を
擁
護
す
る
の
は
､
観
念
的
な
ザ
ル
リ
ー
ノ
の
純
正
律
の
主
張
を
批
判
し
､
経
験
主
義
的
､
実
用
主
義
的
立
場
か

ら
､
現
実
的
な
音
律
体
系
を
模
索
す
る
上
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
大
変
､
二
〇
〇
四
参
照
｡

(
ほ
)
シ
ン
ト
ニ
ッ
ク
･
コ
ン
マ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
幾
何
学
的
な
方
法
を
用
い
た
の
は
ザ
ル
リ
ー
ノ
が
最
初
で
は
な
い
｡
す
で
に
フ
ァ
ベ
ル
･
ス
タ
ブ
レ
ン

シス

二
四
九
六
)
と
フ
ォ
り
ヤ
ー
ノ

(
一
五
二
九
)
が
そ
れ
ぞ
れ
の
音
楽
理
論
書
に
お
い
て
､
ザ
ル
リ
ー
ノ
が
r
教
程
｣
第
二
部
第
二
四
章
で
紹
介
し
て
い

る
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
r
原
論
｣
第
六
巻
命
題
九
に
お
け
る
中
項
線
分
の
作
図
法
を
用
い
て
､
任
意
の
音
程
を
幾
何
的
比
例
関
係
に
よ
っ
て
分
割
す
る
よ
う
な
中
間

の
弦
の
導
出
を
試
み
て
い
る
｡
な
お
､
｢
原
論
J
の
中
世
ラ
テ
ン
語
訳
は
一
四
八
二
年
に
出
版
さ
れ
て
お
り
､
人
文
主
義
的
数
学
者
の
一
部
で
｢
原
論
｣
に
対
す

る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
｡
p
a
H
s
c
a
こ
豊
山
一
p
P
.
N
皇
-
N
宣
参
照
｡
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(
1
6
)
ポ
エ
テ
ィ
ウ
ス

コ
甘
楽
教
程
b
q
､
蔓
､
､
ミ
､
Q
莞
ヨ
邑
c
且
第
一
巻
第
三
章
‥
｢
音
は
､
途
切
れ
る
こ
と
な
く
聴
覚
に
達
す
る
空
気
の
緩
む
こ
と
の
な
い
打
撃
で

あ
る
｡
s
O
コ
亡
S
p
e
岩
u
S
S
i
O
a
賢
s
i
コ
d
i
s
s
O
】
u
t
a
u
s
q
u
e
a
d
a
u
d
i
2
ヨ
｣
(
G
F
計
d
-
e
i
コ
(
a
.
)
u
ゝ
ミ
訂
､
､
き
訂
ミ
､
､
訂
ぷ
更
邑
幹
亮
r
寮
き
鼠
､
b
q
､
3
蚤
､
ミ
､
箋
h
岩
r
､
､
b
∋
邑
c
ミ
､
か
ユ

ぎ
Q
▼
b
q
､
､
已
､
､
ミ
､
喜
代
ヨ
邑
c
ミ
､
ぎ
屯
ミ
ミ
q
長
宍
C
向
き
g
勺
Q
莞
､
r
､
ら
登
記
b
r
､
弓
き
呈
､
←
i
p
s
訂
こ
0
0
S
ち
一
等
N
N
･
N
い
)

(17)

『
教
程
』
第
二
部
第
一
二
章
に
お
い
て
､
協
和
音
は
｢
甘
美
に
､
そ
し
て
均
等
に
わ
れ
わ
れ
の
耳
に
達
す
る
低
音
と
高
音
の
構
成
物
で
あ
り
､
感
覚
を
動
か
す

力
を
持
つ
｣
と
規
定
さ
れ
て
い
る

(
軍
窒
)
｡
な
お
､
複
数
の
声
部
が
協
和
音
を
構
成
し
な
が
ら
進
行
す
る
状
態
(
=
対
位
法
)
を
ザ
ル
リ
ー
ノ
は
｢
本
来
的

な
ハ
ル
モ
ニ
ア
〓
当
コ
○
コ
i
a
p
r
O
p
計
｣
と
呼
ん
で
お
り
､
そ
れ
に
明
確
に
情
念
喚
起
能
力
を
認
め
て
い
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
協
和
音
の
音
響
と
し
て
の
特
性
は
楽
曲

に
お
け
る
歌
詞
の
表
現
に
積
極
的
に
用
い
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
｡
大
変
､
二
〇
〇
二
参
照
｡

(18)

r
補
遺
』
第
二
巻
第
六
章
で
は
､
こ
の
音
程
の
幾
何
学
的
表
象
が
挿
絵
を
用
い
て
敷
街
さ
れ
て
い
る
.
｡
線
分
で
表
さ
れ
る
音
程
が
､
長
さ
､
幅
､
奥
行
き
(
高

さ
)
に
対
応
さ
せ
ら
れ
､
三
つ
の
音
程
が
立
方
体
で
表
象
さ
れ
る
物
体
(
C
O
眉
○
)
を
構
成
す
る
と
き
､
｢
ハ
ル
モ
ニ
ア
〓
a
∃
○
コ
i
a
｣
が
生
じ
る
と
い
う
(
S
ヨ
一
芸
･
当
)
｡

｢
教
程
し
で
は
､
三
つ
以
上
の
音
が
互
い
に
協
和
音
を
な
す
形
態
が
｢
ハ
ル
モ
ニ
ア
｣
と
さ
れ
て
お
り
(
き
窒
)
､
こ
こ
で
実
践
的
な
多
声
楽
曲
が
想
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

(
1
9
)
名
須
川
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
､
こ
れ
と
同
様
の
｢
関
係
の
実
体
視
｣
が
､
デ
カ
ル
ト
の
買
日
楽
提
要
9
､
竜
§
注
§
ヨ
邑
c
記
し
(
一
大
一
九
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に

お
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て
､
よ
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到
な
理
論
的
展
開
を
見
せ
て
い
る
｡
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〇
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r
教
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七
一
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楽
音
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声
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ど
聴
覚
に
固
有
な
対
象
を
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察
す
る
音
楽
家
と
､
点
､
線
､
円
な
ど
の
視
覚
的
対
象
を
考
察
す
る
幾
何
学
者

が
対
置
さ
れ
て
い
る

(
扇
い
念
)
｡
両
者
と
も
感
覚
器
官
を
通
じ
て
認
識
さ
れ
る
対
象
を
扱
う
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
｡

【
引
用
文
献
】
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頁
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