
H
･
リ
ー
マ
ン
の
音
楽
美
学
に
於
け
る
¶
O
r
ヨ
と
主
観
的
体
験
の
関
係
に
つ
い
て

-

エ
ネ
ル
ギ
ー
論
の
萌
芽
と
し
て

伊

藤

る
み
子

序フ
ー
ゴ
ー
･
リ
ー
マ
ン

二
芸
や
～
-
讐
ヱ
は
､
一
般
に
は
『
音
楽
辞
典
』
の
編
集
､
近
代
的
和
声
理
論
の
確
立
､
作
品
の
形
式
分

析
な
ど
､
作
品
の
和
声
的
分
析
に
関
す
る
業
績
で
知
ら
れ
る
音
楽
学
者
で
あ
る
が
､
音
楽
美
学
の
面
で
は
､
音
楽
を
聴
く
人
の
主
観
的

体
験
の
側
面
を
強
調
し
て
い
る
｡
リ
ー
マ
ン
の
主
張
す
る
こ
の
主
観
的
体
験
に
関
し
て
は
､
拙
稿
｢
H
･
リ
ー
マ
ン
の
音
楽
美
学
-
そ

の
主
観
性
の
観
点
に
つ
い
て
｣
で
論
じ
た
(
註
(
1
)
参
照
)

の
で
､
こ
こ
で
は
詳
し
い
説
明
は
省
略
し
､
簡
略
に
の
み
触
れ
る
こ
と
に

す
る
｡
先
ず
音
楽
の
聴
き
方
と
し
て
､
リ
ー
マ
ン
は
､
例
え
ば
､

①
｢
声
楽
曲
は
主
観
的
に
聴
か
れ
る
､
つ
ま
り
､
自
ら
体
験
し
て
い
る
s
e
-
b
s
t
e
ユ
e
b
e
n
と
い
う
十
分
な
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
伴
っ
て
感
じ

(
2
)

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
｣

(
G
.
S
.
讐
)

と
言
う
｡
こ
の
｢
主
観
的
に
聴
く
｣
と
は
｢
音
楽
を
主
観
的
に
体
験
す
る
｣
こ
と
で
あ
る
｡
次
の
引
用
文
は
､
音
楽
を
｢
聴
く
｣
こ
と
と

｢
体
験
す
る
｣
こ
と
の
関
係
に
つ
い
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡

②
｢
耳
に
到
達
す
る
音
経
過
は
･

‥
･
中
略
‥

‥
･
我
々
の
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
､
主
観
化
s
u
b
･

j
e
k
t
i
く
i
e
r
e
n
さ
れ
た
も
の
と
し
て
､
即
ち
､
自
己
自
身
体
験
し
た
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
｣
(
G
･
S
･
い
○
)

リ
ー
マ
ン
の
論
述
に
於
い
て
､
こ
の
｢
主
観
化
す
る
｣
即
ち
､
｢
自
己
自
身
体
験
し
た
も
の
と
し
て
感
じ
る
a
-
s
s
e
-
b
s
t
e
r
-
e
b
t

一
〇
一



一
〇
二

m
m
p
ぎ
d
e
且
と
は
､
｢
同
化
す
る
ー
d
e
n
t
i
評
i
e
r
e
n
｣(G
.
S
.
苫
)

こ
と
で
あ
り
､
そ
れ
は
､
昔
が
変
化
す
る
の
を
聴
く
こ
と
に
よ
っ
て

(
3
)

(
4
)

｢
我
々
の
中
に
運
動
が
生
じ
る
こ
と
｣

(
E
.
S
.
N
-
～
巳
こ

に
他
な
ら
な
い
｡
彼
は
､
こ
の
主
観
化
が
最
も
顕
著
に
純
粋
に
行
わ
れ
て
い

(
5
)

る
の
は
､
そ
の
鑑
賞
に
言
語
的
な
意
味
の
理
解
を
必
要
と
し
な
い
絶
対
音
楽
に
於
い
て
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡

し
か
し
､
周
知
の
よ
う
に
､
絶
対
音
楽
に
は
形
式
が
あ
り
､
絶
対
音
楽
か
ら
受
け
る
快
に
は
､
形
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
に

(
6
)

な
っ
て
い
る
部
分
も
大
き
い
｡
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
｡

③
T
｣
の
よ
う
な
芸
術
作
品
〔
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
作
品
〕
が
聴
衆
に
与
え
る
魅
力
の
大
部
分
は
､
美
し
い
形
式
s
c
h
穿
e
F
O
m
の
内
に
存

す
る
｡

･
中
略
･
･
･
･
･
こ
の
美
し
い
形
式
は
全
て
の
人
に
同
一
の
確
実
さ
を
以
て
作
用
す
る
わ
け
で
は
な
い
｡
と
い
う
の

は
､
そ
れ
に
は
､
理
解
と
愛
情
深
い
応
対
､
即
ち
､
十
分
な
注
意
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
｡
｣

(
G
.
S
.
£
)

リ
ー
マ
ン
は
こ
の
形
F
O
m
と
い
う
語
を
､
音
階
構
成
昔
と
し
て
の
音
､
拍
節
に
従
う
リ
ズ
ム
､
和
声
､
モ
チ
ー
フ
､
及
び
､
楽
曲
形

式
F
O
r
m
の
各
々
の
意
味
で
用
い
て
い
る
(
こ
れ
ら
は
リ
ー
マ
ン
の
時
代
の
音
楽
に
は
普
通
具
わ
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
)
｡
つ
ま
り
､
彼

は
､
形
F
O
r
ヨ
と
い
う
語
を
､
秩
序
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
と
､
楽
曲
形
式
の
意
味
と
､
両
方
の
意
味
で
用
い
て
い
る
｡
そ

の
理
由
は
､
彼
が
､
楽
曲
形
式
を
､
単
位
と
な
る
形
F
O
r
m
が
模
倣
や
対
照
や
闘
争
に
よ
っ
て
様
々
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
構
成
さ
れ
て
で

き
た
も
の
で
あ
る
と
､
考
え
る
か
ら
で
あ
る
｡
③
の
引
用
文
か
ら
判
る
よ
う
に
､
こ
の
よ
う
な
形
F
O
m
を
楽
曲
が
持
っ
て
い
る
こ
と
が
､

リ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
､
音
楽
が
芸
術
作
品
で
あ
る
こ
と
の
重
要
な
条
件
な
の
で
あ
る
｡
彼
は
､
こ
の
F
O
m
を
持
つ
も
の
に
対
し
て
､
｢
美

的
賢
h
e
t
i
s
c
ヱ
､
或
い
は
､
｢
美
し
い
s
c
g
且
と
い
う
語
を
用
い
る
｡
例
え
ば
､
彼
は
､
｢
形
式
は
魂
に
美
的
快
賢
b
e
t
i
s
c
h
e
L
u
s
t
を
与

え
る
｣
(
G
.
S
.
u
ご
､
｢
我
々
は
形
式
に
音
楽
の
特
別
な
美
を
感
じ
る
｣
(
G
.
S
.
ヱ
､
或
い
は
､
｢
テ
ン
ポ
が
時
間
の
統
一
を
関
係
付
け
る
こ

(
9
)

と
に
よ
っ
て
得
る
美
的
価
値
賢
h
e
t
i
s
c
b
e
r
W
e
r
亡
(
E
.
S
｣
念
)
と
述
べ
､
｢
美
的
要
求
｣

(
E
.
S
.
〓
ご

や
｢
美
的
法
則
｣
(
E
.
S
｣
冨
)

と
い
う
語
も
､
形
F
O
【
ヨ
を
持
っ
た
リ
ズ
ム
や
和
声
に
村
し
て
用
い
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
形
F
O
r
m
の
把
握
と
主
観
的
体
験
と
は
､
一
見
し
た
所
､
相
入
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る
｡
何
故
な
ら
ば
､
リ
ー
マ
ン
は
､



(
川
)

主
観
的
体
験
に
は
､
人
の
声
の
よ
う
な
音
楽
外
の
音
に
も
共
通
で
あ
る
音
楽
表
現
の
根
源
的
要
素
が
大
い
に
関
わ
り
､
そ
れ
は
直
観
的

に
体
験
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
一
方
､
形
を
支
配
し
て
い
る
和
声
や
リ
ズ
ム
の
把
握
に
は
､
③
の
引
用
文
に
も
あ
る
よ
う
に
理
解
が
必
要

で
あ
る
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

で
は
､
美
的
価
値
と
し
て
の
形
F
O
r
m
を
持
つ
楽
曲
は
ど
の
よ
う
に
し
て
体
験
さ
れ
る
か
｡
リ
ー
マ
ン
は
､
『
音
楽
美
学
の
諸
要
素
』
の

中
で
､
こ
の
間
題
を
論
じ
て
い
る
｡
そ
れ
と
共
に
彼
は
､
『
音
楽
美
学
の
諸
要
素
』
や
｢
<
昔
表
象
に
関
す
る
理
論
>
に
つ
い
て
の
諸
概

念

I
d
e
e
n
N
u
e
i
n
e
r
{
L
e
b
r
e
v
O
n
d
e
n
T
O
n
V
O
r
S
t
e
〓
u
n
g
e
n
｣

(-竺蒜

略-.)

の
中
で
､
昔
表
象
T
O
n
V
O
r
S
t
e
〓
u
n
g
の
概
念
を
用
い

て
､
昔
の
繋
が
り
の
知
覚
を
運
動
の
知
覚
へ
と
結
び
付
け
て
説
明
し
て
い
る
｡
本
論
の
目
的
は
､
(
1
)

リ
ー
マ
ン
が
､
こ
の
よ
う
な
形

F
O
r
ヨ
の
把
握
と
主
観
的
体
験
と
の
関
係
や
､
音
の
繋
が
り
と
運
動
知
覚
と
の
関
係
を
､
い
か
に
説
明
し
て
い
る
か
を
捉
え
る
こ
と
､

(
2
)

そ
れ
に
よ
っ
て
､
彼
が
､
形
F
O
r
ヨ
を
主
観
的
に
体
験
す
る
際
に
重
要
な
要
素
と
し
て
挙
げ
て
い
る
運
動
､
緊
張
感
､
空
間
性
等

の
諸
概
念
が
､
後
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
者
連
が
音
楽
の
存
在
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
特
徴
と
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
､

そ
し
て

(
3
)

そ
の
こ
と
が
､
彼
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
者
(
例
え
ば
ク
ル
ト
(
-
芸
か
～
-
芸
ヱや
ツ
ッ
カ
ー
カ
ン
ド
ル

(
-
笠
か
～
-
芸
u

)
)

の
先
駆
け
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
､
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

一
､
芸
術
の
根
源
と
し
て
の
形
¶
O
r
ヨ

リ
ー
マ
ン
は
､
形
F
O
m
を
形
成
し
た
音
の
集
合
を
芸
術
と
考
え
る
｡

④
｢
人
の
声
の
喜
び
の
叫
び
､
或
い
は
苦
痛
の
叫
び
が
本
物
の
歌
に
変
わ
る
時
に
､
即
ち
､
様
々
の
高
さ
の
判
別
可
能
な
各
音
が
互
い

(
‖
)

に
村
時
す
る
時
に
､
そ
れ
は
単
な
る
感
情
の
表
現
で
あ
る
の
を
止
め
､
芸
術
的
形
象
に
な
り
始
め
る
｡
｣

(
E
.
S
.
ヨ
)

リ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
､
根
源
的
要
素
､
即
ち
､
音
の
高
さ
､
音
の
強
さ
､
速
さ
を
持
っ
て
い
る
も
の
は
何
で
も
､
つ
ま
り
､
ま
だ
形
を

な
し
て
い
な
い
音
の
集
ま
り
で
も
(
例
え
ば
人
の
声
の
よ
う
に
)
､
既
に
感
情
表
現
で
は
あ
る
が
､
そ
れ
が
秩
序
付
け
ら
れ
た
時
､
つ
ま

一
〇
三



一
〇
四

り
､
音
階
内
で
の
音
高
､
拍
子
に
従
っ
た
リ
ズ
ム
､
和
声
学
的
な
和
音
進
行
､
モ
チ
ー
フ
の
組
合
せ
に
よ
る
形
式
､
に
よ
っ
て
音
の
集
合

に
形
が
与
え
ら
れ
た
時
､
昔
の
集
合
は
音
楽
､
即
ち
､
芸
術
に
な
る
の
で
あ
る
｡
次
に
､
彼
が
こ
の
音
楽
に
於
け
る
秩
序
と
人
が
感
じ
る

も
の
と
の
間
の
関
係
を
い
か
に
見
て
い
る
か
､
以
下
各
々
の
章
の
場
合
に
添
っ
て
見
て
み
る
｡

二
､
書
か
ら
感
じ
る
も
の

先
ず
､
リ
ー
マ
ン
は
､
純
粋
に
音
の
高
さ
か
ら
受
け
る
感
覚
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
｡

⑤
｢
古
代
人
は
､
『
高
い
音
､
低
い
音
』
で
は
な
く
､
『
s
c
h
a
r
二
鋭
い
)
』
､
a
k
u
t
(
鋭
い
)
､
音
や
､
『
s
c
b
w
e
r
(
重
い
)
』
(
s
t
u
m
p
f

(
鈍
い
)
､
d
u
m
p
r
(
鈍
重
な
)
､
w
e
n
i
g
b
e
w
e
g
-
i
c
h
(
動
き
の
鈍
い
)
)
音
を
問
題
に
し
て
い
た
が
､
こ
れ
は
我
々
の
言
い
方
よ
り
も
ず
っ

(12)

と
正
し
い
｡
･
･
･
･
･
中
略
･
･
･
･
･
発
音
体
の
速
い
振
動
は
､
遅
い
振
動
に
比
べ
て
､
聴
覚
器
官
を
も
､
s
c
b
n
e
〓
e
r
(
よ
り
速

く
)
､
g
e
r
e
i
z
t
m
r
(
よ
り
刺
激
的
に
)
､
s
c
b
腎
訂
r
(
よ
り
鋭
く
)
振
動
し
て
い
る
運
動
状
態
に
置
く
｡
‥ ‥
･
中
略
‥

‥
･
遅

い
振
動
の
時
は
､
物
体
は
安
定
R
u
b
e
の
状
態
に
あ
る
｡
〔
即
ち
､
聴
覚
器
官
も
安
定
の
状
態
に
な
る
｡
〕
｣

(E.S.Nご

⑤
の
引
用
文
の
前
半
で
､
リ
ー
マ
ン
は
､
音
か
ら
純
粋
に
我
々
の
受
け
る
感
覚
が
､
高
い
音
に
関
し
て
は
｢
鋭
い
｣
で
あ
り
､
低
い
昔

に
関
し
て
は
｢
重
い
､
動
き
の
な
い
､
安
定
し
た
｣
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
そ
れ
と
共
に
後
半
で
彼
は
､
発
音
体
の
振
動
の
状
態
と

聴
覚
機
関
の
状
態
に
は
相
関
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
こ
の
三
者
､
発
音
体
の
振
動
状
態
と
聴
覚
器
官
の
状
態
と

心
の
状
態
､
は
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
リ
ー
マ
ン
に
と
っ
て
重
要
な
相
関
性
で
あ
る
｡
何
故
な
ら
ば
､
序
で
述
べ
た
よ
う
に
､

(13)

彼
は
音
楽
の
根
源
的
要
素
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
肉
体
と
心
の
関
連
性
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
､
肉
体
が
昔
の
振
動
に
よ
っ
て

興
奮
状
態
に
な
っ
た
り
安
定
状
態
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
は
､
心
も
興
奮
状
態
に
な
っ
た
り
安
定
状
態
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
に
結
び
つ

く
か
ら
で
あ
る
｡

し
か
し
､
西
洋
音
楽
に
特
徴
的
な
音
感
覚
は
､
こ
の
よ
う
に
単
独
に
取
り
出
さ
れ
た
音
か
ら
受
け
る
感
覚
で
は
な
く
､
調
性
的
な
シ
ス



テ
ム
の
内
で
の
相
対
的
な
機
能
を
持
っ
た
音
か
ら
受
け
る
感
覚
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
下
で
､
振
動
数
か
ら
言
え

ば
不
連
続
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
､
昔
が
連
続
的
に
動
い
て
い
る
よ
う
な
感
覚
を
我
々
は
持
つ
の
で
あ
る
｡
昔
の
連
続
性
に
関
し
て
､
リ
ー

マ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
う
｡

⑥
｢
音
高
の
上
昇
と
下
降
は
､
階
段
的
に
生
じ
て
い
て
も
､
連
続
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
｡
｣
(
G
･
S
･
｣
)

印
象
が
連
続
的
で
あ
る
の
は
､
昔
同
士
は
離
れ
て
い
て
も
､
感
情
が
連
続
的
に
変
化
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
彼
は
ヴ
ン
ト
W
u
n
d
t
の
冒

理
学
概
要
G
r
u
n
d
r
i
ロ
d
e
r
P
s
y
c
h
O
-
O
g
i
e
』

(
-
0
0
3
)
か
ら
次
の
よ
う
に
引
用
す
る
｡

⑦
｢
音
感
覚
の
シ
ス
テ
ム
は
､
恒
常
的
な
多
様
性
で
あ
る
こ
と
が
判
る
｡
と
い
う
の
は
､
人
は
常
に
､
連
続
的
な
感
情
変
化
に
よ
っ
て
､

あ
る
音
の
高
さ
か
ら
あ
る
別
の
音
の
高
さ
へ
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
｡
｣
(
E
･
S
･
い
ヱ

リ
ー
マ
ン
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
｡

⑧
｢
C
か
ら
五
度
高
い
g
へ
の
メ
ロ
デ
ィ
の
移
行
は
､
一
方
が
前
に
あ
っ
た
も
の
で
他
方
が
現
在
あ
る
も
の
と
い
う
以
外
に
は
互
い
に
何

も
関
係
の
な
い
二
つ
の
質
の
並
列
で
は
な
く
､
あ
る
昔
か
ら
他
の
昔
へ
の
一
歩
､
即
ち
､
そ
の
間
に
あ
る
長
さ
を
越
え
る
一
ス
テ
ッ
プ
な

の
で
あ
る
｡
作
曲
家
に
と
っ
て
も
聴
衆
に
と
っ
て
も
､
あ
る
高
さ
の
音
か
ら
他
の
高
さ
の
音
へ
の
レ
ガ
ー
ト
な
移
行
は
､
実
は
､
緊
張
の

増
加
､
或
い
は
減
少
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
､
〔
各
昔
固
有
の
〕
別
々
の
緊
張
の
度
合
い
が
､
何
の
連
関
も
な
く
交
替
し
て
い
く
こ
と

を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
｡
｣

(
E
.
S
.
会
)

つ
ま
り
､
一
つ
一
つ
の
音
の
高
さ
に
関
し
て
､
我
々
は
点
と
し
て
の
各
音
固
有
の
感
じ
を
受
け
取
る
の
で
は
な
く
､
連
続
的
に
変
化
し

て
ゆ
く
線
と
し
て
の
緊
張
の
増
加
､
減
少
を
受
け
取
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
は
→
声
楽
や
弦
楽
器
で
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
ポ
ル
タ

メ
ン
ト
の
効
果
の
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
つ
ま
り
､
こ
の
連
続
性
の
根
拠
は
､
ポ
ル
タ
メ
ン
ト
の
よ
う
な
音
の
現

実
的
な
連
続
で
は
な
く
､
音
の
相
対
的
な
関
係
で
あ
り
､
そ
れ
は
調
性
シ
ス
テ
ム
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
以
上
の
よ
う
に
リ
ー

(14)

マ
ン
は
音
の
移
行
を
緊
張
の
線
的
な
変
化
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡

一
〇
五



一
〇
六

こ
の
よ
う
な
昔
の
高
さ
の
変
化
に
よ
る
連
続
的
な
緊
張
の
増
加
や
減
少
と
共
に
､
昔
の
刺
激
か
ら
形
成
さ
れ
る
空
間
表
象
に
つ
い
て
､

リ
ー
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡

⑨
｢
音
の
高
さ
の
把
握
､
つ
ま
り
､
他
の
言
葉
で
は
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
質
感
覚
の
把
握
は
､
‥ ‥
･
中
略
‥

‥
‥
実
際
､

一
種
の
空
間
表
象
声
a
u
m
v
O
r
S
t
e
〓
u
n
g
e
n
を
ひ
き
お
こ
す
｡
し
か
し
､
そ
の
空
間
表
象
は
連
想
に
帰
因
す
る
も
の
で
は
な
く
､
寧
ろ
､
生

じ
て
い
る
刺
激
自
体
の
直
接
的
な
作
用
で
あ
る
｡
｣

(
E
.
S
.
念
)

こ
の
よ
う
な
緊
張
の
連
続
的
な
変
化
や
空
間
表
象
を
､
我
々
は
自
然
の
音
や
雑
音
に
感
じ
る
こ
と
は
な
く
､
音
楽
に
対
し
て
の
み
､
つ

(
U
)

ま
り
､
音
階
に
属
す
る
昔
､
即
ち
､
形
を
構
成
す
る
昔
､
に
の
み
感
じ
る
の
で
あ
る
｡

三
､
音
の
動
き
か
ら
感
じ
る
も
の

リ
ー
マ
ン
は
､
昔
の
運
動
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
｡

⑲
｢
複
雑
な
､
つ
ま
り
､
お
よ
そ
音
楽
的
な
､
造
形
は
全
て
､
･
･
･
･
･
中
略
･

･
和
声
と
リ
ズ
ム
の
連
続
的
な
共
働
作
用

に
基
づ
く
｡
こ
れ
ら
は
音
運
動
に
秩
序
と
尺
度
を
も
た
ら
し
､
そ
の
昔
運
動
を
は
じ
め
て
芸
術
に
す
る
二
つ
の
要
因
で
あ
る
｡
和
声
と
リ

ズ
ム
は
､
そ
れ
ら
が
昔
の
動
き
を
測
定
可
能
に
す
る
と
い
う
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
｡
｣

(
E
.
S
.
笠
)

こ
の
和
声
と
リ
ズ
ム
と
い
う
秩
序
と
尺
度
に
よ
っ
て
､
そ
れ
ら
な
し
の
音
よ
り
も
造
か
に
複
雑
な
も
の
を
､
我
々
は
音
楽
か
ら
感
じ
取

れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
｡
何
故
な
ら
ば
､
調
性
機
能
や
拍
子
と
い
う
場
の
設
定
に
よ
っ
て
､
同
じ
音
､
同
じ
和
音
､
同
じ
長
さ
､
で

も
､
場
の
ど
こ
に
位
置
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
､
我
々
は
､
そ
れ
ら
を
様
々
に
違
っ
て
感
じ
う
る
か
ら
で
あ
る
｡

先
ず
､
和
音
に
つ
い
て
(
拍
子
に
つ
い
て
は
次
の
章
で
扱
う
)

の
リ
ー
マ
ン
の
見
解
を
見
る
｡
彼
も
後
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
者
達
､
例
え

ば
､
ク
ル
ト
や
ツ
ツ
カ
ー
カ
ン
ド
ル
等
と
同
様
､
絶
村
音
的
な
和
音
の
種
類
に
よ
っ
て
音
の
融
合
度
が
定
ま
る

(
例
え
ば
､
C
-
2
-

(
柑
)

g
は
何
調
の
ど
ん
な
状
況
で
も
同
じ
感
じ
が
す
る
)
と
は
考
え
て
は
い
な
い
｡
そ
の
場
合
､
槍
玉
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
シ
ュ
ト
ウ
ン
プ
で



あ
る
｡
ク
ル
ト
が
シ
ュ
ト
ウ
ン
プ
を
激
し
く
批
判
し
て
い
る
(
註
(
空
の
拙
稿
参
照
)
の
と
同
t
く
､
リ
ー
マ
ン
も
､
シ
ュ
ト
ウ
ン
プ

が
昔
の
融
合
程
度
を
簡
単
に
そ
の
振
動
数
比
に
よ
っ
て
五
段
階
(
融
合
度
の
高
い
も
の
か
ら
､
オ
ク
タ
ー
ヴ
1
五
度
1
四
度
1
三
度

と
六
度

そ
れ
以
外
)
に
分
け
､
一
義
的
に
協
和
､
不
協
和
な
音
を
決
定
し
て
い
る
の
を
批
判
す
る
｡
何
故
な
ら
ば
､
同
一
和
音
で
も

状
況
に
よ
っ
て
､
協
和
に
も
不
協
和
に
も
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
｡

⑳
｢
例
え
ば
､
e
-
g
-
h
を
e
-
g
-
C
の
意
味
･
[
C
が
臨
時
に
変
化
さ
せ
ら
れ
て
h
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
]
で
聞
く
こ
と
､

っ
ま
り
､
h
を
〔
2
-
g
-
C
と
い
う
和
音
か
ら
す
れ
ば
〕
不
協
和
な
音
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
の
み
が
､
可
能
な
こ
と
､
具
体
的
な

事
例
に
於
い
て
見
ら
れ
る
こ
と
､
な
の
で
は
な
く
e
-
g
-
h
を
2
-
･
g
l
S
-
ト
の
意
味
[
･
g
l
S
の
昔
が
臨
時
に
変
化
さ
せ
ら
れ
て
g
に

な
っ
た
と
い
う
意
味
]
で
聞
く
こ
と
､
或
い
は
逆
な
こ
と
､
も
可
能
な
こ
と
で
あ
り
､
そ
の
場
合
に
は
､
第
三
昔
が
不
協
和
な
昔
(
変
え

(17)

ら
れ
た
音
)
と
し
て
生
じ
て
い
る
の
で
あ
奄
｣

(E.SJOヱ

即
ち
､
そ
の
場
の
和
声
状
況
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
､
ど
の
昔
が
不
協
和
な
音
で
あ
る
か
は
定
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

和
声
的
感
覚
が
､
シ
ュ
ト
ウ
ム
プ
の
行
っ
た
よ
う
な
融
合
度
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
別
の
例
と
し
て
､
リ
ー
マ
ン
は
､
平

行
五
度
､
平
行
八
鹿
の
禁
止
事
項
を
挙
げ
る
｡
完
全
五
度
や
完
全
八
鹿
は
､
シ
ュ
ト
ウ
ム
プ
的
な
融
合
度
か
ら
す
れ
ば
協
和
音
程
で
あ

る
に
も
拘
ら
ず
､
両
者
の
平
行
進
行
は
和
声
学
で
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
理
由
は
次
の
よ
う
で
あ
る
｡

⑫
｢
厳
密
な
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
様
式
､
例
え
ば
､
四
声
フ
ー
ガ
の
声
楽
曲
､
で
の
オ
ク
タ
ー
ヴ
や
五
度
の
平
行
進
行
は
､
禁
じ
ら
れ
て
い

る
｡
と
い
う
の
は
､
こ
の
関
係
に
あ
る
声
部
の
融
合
が
､
そ
れ
ら
の
声
部
の
識
別
を
全
く
困
難
に
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
､

又
､
そ
の
他
の
所
で
は
声
部
が
識
別
さ
れ
て
い
る
曲
の
中
に
､
突
然
､
同
じ
融
合
力
を
持
つ
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
音
程
が
続
く
場
合
に

は
､
二
つ
の
声
部
を
一
つ
と
見
倣
し
て
し
ま
う
危
険
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
｡
｣
(
E
.
S
｣
〓
こ

こ
の
平
行
進
行
の
禁
止
の
真
の
理
由
は
､
識
別
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
伴
う
不
快
感
で
あ
る
と
リ
ー
マ
ン
は
言
う
｡
即
ち
､
禁
止
の
根

拠
は
､
融
合
度
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
､
我
々
の
感
覚
に
あ
る
の
で
あ
る
｡

一
〇
七



一
〇
八

⑬
｢
い
ず
れ
に
せ
よ
､
次
の
こ
と
は
実
証
済
み
の
こ
と
と
見
倣
し
う
る
｡
つ
ま
り
､
最
も
完
全
に
融
合
し
て
い
る
音
程
の
も
た
ら
す
特
別

な
魅
力
や
美
的
な
快
は
､
そ
れ
が
融
合
し
う
る
に
も
拘
ら
ず
､
一
互
い
に
識
別
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
､
そ
し
て
､
他

方
に
於
い
て
､
実
際
の
声
部
の
間
の
平
行
オ
ク
タ
ー
ヴ
や
平
行
五
度
の
生
み
出
す
不
快
な
作
用
は
､
個
々
の
音
の
識
別
を
試
み
て
も
そ
れ

で
も
現
実
に
融
合
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
実
の
中
に
､
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
､
で
あ
る
｡
｣
(
E
.
S
｣
-
｣
)

こ
こ
で
､
リ
ー
マ
ン
の
見
解
に
特
徴
的
な
こ
と
は
､
音
の
物
理
的
事
象
を
我
々
の
感
覚
の
側
か
ら
捉
え
直
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
彼

は
和
声
理
論
書
を
書
い
て
い
る
が
(
註
(
1
)
参
照
)
､
⊥
｣
こ
で
､
そ
の
和
声
理
論
の
拠
り
所
を
､
彼
は
我
々
の
感
覚
に
戻
し
て
い
る
の

で
あ
る
｡
例
え
ば
､
オ
ク
タ
ー
ヴ
が
美
し
い
響
き
で
あ
る
な
ら
､
そ
れ
は
､
振
動
数
比
が
二
対
一
だ
か
ら
美
し
い
の
で
は
な
く
､
美
し
く

聴
こ
え
る
か
ら
､
美
し
い
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
振
動
数
比
が
同
じ
く
二
村
一
で
あ
っ
て
も
､
美
し
く
聴
こ
え
る
場
合
も
あ
れ
ば
､
平
行

オ
ク
タ
ー
ヴ
の
よ
う
に
不
快
感
を
与
え
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
諸
音
が
個
々
別
々
の
音
で
は
な
く
､
関
連
を
持
っ
た

形
F
O
【
m
に
な
っ
た
時
､
我
々
は
楽
曲
か
ら
個
々
の
音
と
は
何
か
別
の
も
の
を
感
じ
取
る
の
で
あ
る
｡
リ
ー
マ
ン
は
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
､

感
情
が
形
F
O
r
m
と
結
び
つ
い
て
い
る
､
即
ち
､
楽
曲
か
ら
感
じ
る
感
情
は
形
F
O
m
か
ら
生
じ
る
と
､
考
え
る
の
で
あ
る
｡

四
､
拍
子
と
生
理
的
シ
ス
テ
ム
及
び
感
覚
と
の
関
係

第
二
､
第
三
章
で
音
や
そ
の
動
き
に
つ
い
て
の
リ
ー
マ
ン
の
見
解
を
見
て
き
た
の
で
､
次
に
､
音
楽
の
時
間
的
な
側
面
に
関
し
て
の
彼

の
論
述
を
見
る
こ
と
に
す
る
｡
音
楽
の
時
間
的
側
面
で
あ
る
リ
ズ
ム
に
於
い
て
､
西
洋
音
楽
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
拍
子
で
あ
る

(
柑
)

が
､
リ
ー
マ
ン
は
､
拍
子
に
従
っ
た
リ
ズ
ム
の
起
源
を
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
韻
律
詩
に
遡
っ
て
考
え
る
｡
リ
ー
マ
ン
が
こ
の
古
代
ギ
リ
シ
ア

及
び
中
世
の
リ
ズ
ム
理
論
を
『
音
楽
美
学
の
諸
要
素
』
で
持
ち
出
し
て
い
る
の
は
､
西
洋
音
楽
が
､
有
史
以
来
､
定
量
的
で
周
期
的
な

リ
ズ
ム
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
っ
た
｡
こ
こ
で
､
歴
史
を
振
り
適
っ
て
見
れ
ば
､
こ
れ
ら
の
定
量
的
な
リ
ズ
ム
は
､

長
さ
が
定
量
的
で
あ
る
(
長
と
短
の
比
が
二
対
一
も
し
く
は
三
対
一
に
な
っ
て
い
る
)
ば
か
り
で
な
く
､
拍
子
と
し
て
の
周
期
性
を
持
っ



(空

て
お
り
､
楽
曲
は
終
始
､
拍
子
と
い
う
周
期
性
で
統
一
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
周
期
は
一
拍
単
位
で
繰
り
返
さ
れ
る
ば
か
り
で
な

(吐

く
､
シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
に
二
つ
集
ま
っ
て
次
の
単
位
と
な
り
､
そ
れ
が
又
シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
に
二
つ
集
ま
っ
て
次
の
単
位
に
な
る
と
い
う

(蔓

よ
う
に
､
次
第
に
大
き
な
単
位
へ
と
次
元
を
上
げ
､
繰
り
返
さ
れ
る
(
E
.
S
.
-
い
い
～
-
u
ご
｡

リ
ー
マ
ン
は
､
こ
の
リ
ズ
ム
の
定
量
性
､
拍
子
の
周
期
性
を
､
我
々
の
生
理
的
シ
ス
テ
ム
と
関
係
付
け
る
｡
彼
は
､
我
々
の
感
情
､
肉

(空

体
的
な
状
態
､
及
び
音
楽
の
諸
要
素
の
三
者
を
密
接
に
関
係
さ
せ
て
い
る
｡
先
ず
､
リ
ズ
ム
が
定
量
的
で
あ
り
､
拍
子
が
周
期
的
で
あ
る

(空

の
は
､
我
々
の
脈
持
が
規
則
正
し
く
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
と
リ
ー
マ
ン
は
言
､
て

又
､
彼
は
､
リ
ズ
ム
や
拍
子
の
周
期
性
を
､
人
間
の
様
々
な
体
感
と
関
係
付
け
る
｡

⑭
｢
勿
論
､
あ
る
か
な
り
〓
疋
し
た
平
均
値
を
持
つ
周
期
的
反
復
の
有
効
な
時
間
の
長
さ
は
､
こ
の
よ
う
な
感
覚
〔
リ
ズ
ム
や
拍
子
に
つ

い
て
の
感
覚
〕
が
成
立
す
る
為
の
一
部
を
な
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
人
は
､
反
省
の
助
け
を
借
り
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
た
だ
比
喩
的
な
意

味
で
の
み
､
一
日
の
時
間
､
或
い
は
､
一
年
の
時
間
の
リ
ズ
ム
的
な
変
化
に
こ
の
よ
う
な
意
義
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
と
い
う
の

は
､
こ
の
よ
う
な
経
過
に
つ
い
て
は
連
続
的
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
ず
､
そ
の
経
過
を
要
約
し
て
表
象
の
上
で
再
生
産
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
､
我
々
が
リ
ズ
ム
の
経
過
と
呼
ん
で
い
る
も
の
と
､
そ
れ
〓
日
､
或
い
は
､
一
年
の
周
期
的
な
経
過
]
と
を
似
た
も
の
､
或

い
は
､
同
じ
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
｡
｣

(E.S.｣ヱ

(空

こ
の
よ
う
に
彼
は
､
複
雑
な
リ
ズ
ム
構
成
を
､
こ
れ
以
上
単
純
化
で
き
な
い
最
小
単
位
に
ま
で
分
析
し
､
そ
の
周
期
性
を
自
然
の
基
本

単
位
d
a
s
n
a
t
u
r
〓
c
b
e
G
r
u
n
d
ヨ
a
ロ
(
E
.
S
.
-
ぃ
い
}

脈
縛
や
一
日
､
一
年
の
周
期
)

に
関
係
さ
せ
る
の
で
あ
る
｡

五
､
モ
チ
ー
フ
と
運
動
と
の
関
係

次
に
､
楽
曲
形
式
よ
り
は
小
さ
く
､
第
二
､
第
三
､
第
四
章
で
扱
っ
た
形
F
O
r
m
よ
り
は
ま
と
ま
っ
て
い
る
モ
チ
ー
フ
に
対
し
て
の
り

(哲

-
マ
ン
の
見
解
を
見
る
こ
と
に
す
る
｡
彼
は
､
モ
チ
ー
フ
(
M
O
t
i
v
動
機
)
を
楽
曲
を
分
析
す
る
際
の
最
小
単
位
で
あ
る
と
し
､
そ
の
語

一
〇
九



一
一
〇

源
か
ら
言
っ
て
も
(
m
O
く
e
r
e
=
動
く
)
､
こ
の
語
に
は
既
に
運
動
感
覚
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
う
(
E
.
S
J
u
｣
)
｡
リ
ー
マ
ン
は
､
ル
ソ
ー

の
｢
モ
チ
ー
フ
は
芸
術
作
品
の
根
源
的
な
発
芽
力
を
持
っ
た
イ
デ
ー
d
i
e
亡
r
S
p
邑
n
g
〓
c
b
n
k
e
i
m
k
r
買
i
g
e
I
d
e
巾
で
あ
る
｣
と
い
う
定
義
を

引
用
し
て
(
E
.
S
J
u
こ
､
モ
チ
ー
フ
が
芸
術
音
楽
の
素
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
｡
リ
ー
マ
ン
が
そ
れ
を
逆
説
的
に
指
摘
し
て
い
る

の
が
､
次
の
引
用
文
で
あ
る
｡

⑮
｢
も
し
音
楽
が
､
心
的
感
覚
作
用
の
自
発
的
な
表
現
で
あ
る
だ
け
で
､
そ
れ
と
同
時
に
芸
術
的
な
形
成
･

･
･
中

略
･
･
･
･
で
な
い
な
ら
､
小
さ
な
断
片
で
の
リ
ズ
ム
の
分
析
の
必
然
性
は
､
勿
論
実
証
困
難
で
あ
ろ
う
し
､
拍
節
的
に
統
合
す
る

こ
と
も
全
く
問
題
に
は
な
り
え
な
い
だ
ろ
う
｡
｣

(
E
.
S
.
-
裟
)

つ
ま
り
､
も
し
音
の
集
合
が
心
的
な
感
覚
し
か
生
じ
さ
せ
な
い
で
､
芸
術
と
は
な
り
え
て
い
な
い
な
ら
､
リ
ズ
ム
の
分
析
も
拍
節
的
な

統
合
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡
裏
返
せ
ば
､
芸
術
に
於
い
て
の
み
､
小
さ
な
断
片
で
も
リ
ズ
ム
の
分
析
や
拍
節
的
な
統
合
を
な
し
う
る
の

で
あ
る
｡

先
の
引
用
で
ル
ソ
ー
の
定
義
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
判
る
よ
う
に
､
リ
ー
マ
ン
は
芸
術
の
単
位
は
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡

こ
の
最
小
単
位
(
註
(
2
6
)
参
照
)
と
し
て
の
モ
チ
ー
フ
は
､
次
の
よ
う
に
､
.
既
に
運
動
B
e
w
e
g
u
n
g
を
表
し
て
い
る
と
彼
は
言
う
｡

⑯
｢
音
楽
的
展
開
の
最
小
の
断
片
を
こ
町
よ
う
に
識
別
す
る
際
に
､
何
が
生
じ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
の
把
撞
が
常
に
重
要
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
､
も
し
我
々
が
こ
だ
わ
る
な
ら
､
こ
の
最
小
の
単
位
の
統
一
性
は
､
実
は
モ
ナ
ド
(
単
子
)

や
ア
ト
ム

(
原
子
)

で
あ
る
は
ず

は
な
く
､
寧
ろ
､
既
に
出
来
事
､
即
ち
､
運
動
を
表
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
そ
れ
は
既
に
区
別
可
能
な
諸
部

分
の
総
合
的
把
握
な
の
で
あ
る
｡
｣

(
E
.
S
.
-
u
｣
)

音
楽
に
於
い
て
､
こ
れ
以
上
分
解
で
き
な
い
程
の
単
位
で
あ
る
モ
ナ
ド
や
ア
ト
ム
に
ま
で
､
即
ち
､
一
昔
､
一
和
音
に
ま
で
楽
曲
を
分

解
し
て
し
ま
っ
た
ら
､
そ
れ
は
音
楽
と
し
て
の
単
位
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
｡
即
ち
､
.
そ
の
展
開
の
最
小
の
単
位
で
あ
る
モ
チ
ー
フ
も
､

(27)

音
楽
で
あ
る
限
り
､
運
動
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡



六
､
形
式
¶
O
r
ヨ
と
生
理
シ
ス
テ
ム
や
感
覚
と
の
関
係

前
章
で
､
楽
曲
の
最
小
単
位
と
し
て
の
モ
チ
ー
フ
に
関
す
る
リ
ー
マ
ン
の
見
解
を
見
た
の
で
､
次
に
､
よ
り
大
き
な
構
造
で
あ
る
楽
曲

形
式
に
関
し
て
の
彼
の
見
解
を
見
る
こ
と
に
す
る
｡
彼
は
､
楽
曲
形
式
と
は
具
体
的
に
は
､
モ
チ
ー
フ
の
模
倣
N
a
c
b
a
h
ヨ
u
n
g
と
対
照

芥
○
コ
t
r
a
S
t
､
闘
争
芥
O
n
2
k
t
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
何
故
な
ら
ば
､
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
音
楽
に
は
統
一
性
と
多
様
性
が
生
ま
れ
､
そ
れ
に

よ
っ
て
我
々
は
音
楽
に
美
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
｡

先
ず
､
形
式
の
美
的
側
面
に
つ
い
て
､
リ
ー
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
う
｡

⑳
｢
美
的
な
享
受
を
自
分
に
与
え
て
く
れ
そ
う
な
全
て
の
創
造
物
に
村
し
て
､
直
観
的
に
享
受
す
る
人
間
精
神
が
持
ち
出
す
要
求
は
､

常
に
､
多
様
性
に
於
け
る
統
二
性
で
あ
る
｡
多
様
性
の
な
い
統
一
性
は
単
調
さ
で
あ
り
､
統
一
性
の
な
い
多
様
性
は
カ
オ
ス
的
混
乱
で

あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
ど
ち
ら
も
美
的
に
は
､
価
値
も
な
い
し
関
心
を
引
く
よ
う
な
重
要
性
も
な
い
｡
｣

(
E
.
S
｣
さ
)

こ
の
よ
う
に
関
係
す
る
統
一
性
と
多
様
性
を
作
る
最
小
単
位
は
､
前
章
で
も
見
た
よ
う
に
､
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
｡

⑱
｢
メ
ロ
デ
ィ
的
輪
郭
､
リ
ズ
ム
的
構
造
､
和
声
的
内
包
､
更
に
は
､
そ
の
強
弱
､
音
色
な
ど
､
そ
の
特
徴
の
全
て
を
具
え
て
い
る
モ
チ

ー
フ
､
即
ち
､
短
く
言
え
ば
､
実
際
に
鳴
り
響
い
て
い
る
音
楽
と
し
て
そ
れ
が
具
え
て
い
る
全
て
の
も
の
を
具
え
た
モ
チ
ー
フ
は
､
そ
の

モ
チ
ー
フ
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
よ
り
大
き
な
形
式
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
､
今
や
最
も
小
さ
な
統
一
で
あ
り
､
そ
れ
ら
が
繋
ぎ
合

わ
さ
れ
て
､
よ
り
大
き
な
統
一
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
モ
チ
ー
フ
は
テ
ー
マ
的
構
成
の
出
発
点
で
あ
る
｡
｣

(
E
.
S
｣
.
ご
)

こ
の
最
小
単
位
の
モ
チ
ー
フ
の
単
純
な
模
倣
か
ら
､
次
の
よ
う
な
よ
り
高
次
の
統
一
性
が
生
じ
る
｡

⑩
｢
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
の
一
致
を
認
識
す
る
こ
と
か
ら
直
接
生
ま
れ
て
く
る
の
は
､
提
示
と
そ
れ
に
対
す
る
応
答
の
関
連
を
捉
え
る
こ

と
､
即
ち
､
両
者
を
あ
わ
せ
て
よ
り
高
次
な
統
一
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
高
次
の
統
一
は
､
第
二
の
モ
チ
ー
フ
の
出
現
に

(空

よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
､
第
二
の
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
完
結
す
る
も
の
で
あ
る
｡
｣

(
E
.
S
J
J
N
)

リ
ー
マ
ン
が
､
こ
れ
に
対
し
て
モ
チ
ー
フ
の
闘
争
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
､
ソ
ナ
タ
形
式
の
展
開
部
に
於
け
る
モ
チ
ー
フ
の
様
々
な

一
一
一



一.一二

変
形
で
あ
る
｡

⑳
｢
展
開
部
､
即
ち
､
(
ハ
イ
ド
ン
以
来
の
)

近
代
の
器
楽
曲
の
様
式
の
､
最
も
美
し
い
こ
の
結
実
､
は
､
次
の
よ
う
な
課
題
を
持
っ
て

い
る
｡
即
ち
､
第
一
の
部
分
で
提
示
さ
れ
た
二
つ
の
テ
ー
マ
の
要
素
を
混
ぜ
合
わ
せ
､
万
華
鏡
的
に
変
化
さ
せ
な
が
ら
組
み
合
わ
せ
る
と

い
う
課
題
で
あ
る
｡

･
中
略
･
･
･
･
･
こ
の
意
味
で
展
開
部
は
､
対
照
的
な
構
造
と
い
う
よ
り
も
､
寧
ろ
､
闘
争
的
な
構

造
を
し
て
い
る
｡
･
･
･
･
･
中
略
･
･
･
･
･
他
方
､
例
え
ば
フ
ー
ガ
や
､
お
よ
そ
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
的
な
楽
曲
の
対
立
声
部
で
は
､
対

照
的
要
素
が
見
え
る
の
み
で
あ
っ
て
､
闘
争
的
要
素
は
見
ら
れ
な
い
｡
｣

(
E
.
S
｣
芸
～
-
遥
)

リ
ー
マ
ン
は
､
こ
の
モ
チ
ー
フ
の
模
倣
､
対
照
､
闘
争
が
､
多
層
に
わ
た
っ
て
我
々
の
感
情
に
関
わ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
先

ず
､
こ
れ
ら
は
､
単
音
､
和
音
､
リ
ズ
ム
､
モ
チ
ー
フ
と
同
様
に
､
直
接
単
独
に
我
々
の
感
覚
に
作
用
す
る
｡
つ
ま
り
､
我
々
は
､
同
形

の
反
復
か
ら
は
安
定
を
､
対
照
的
な
テ
ー
マ
か
ら
は
､
激
し
く
ア
レ
グ
ロ
風
の

(
a
u
s
g
e
r
e
g
t
も
〓
e
g
r
?
a
r
t
i
g
)
性
格
(
C
h
a
r
a
k
t
e
r
)
と
穏

や
か
な
歌
う
よ
う
な
ア
ダ
ー
ジ
ォ
の
風
の

(
T
r
a
n
q
u
i
〓
○
〉
C
a
n
t
a
b
こ
e
〉
a
d
a
g
i
?
a
r
t
i
g
)
性
格
を
(
E
.
S
.
-
¢
N
～
-
や
ご
､
展
開
部
か
ら
は
闘

争
を
感
じ
と
る
｡

次
に
､
こ
れ
ら
は
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
高
次
な
次
元
へ
と
成
長
す
る
｡
先
ず
､
模
倣
的
形
式
は
､
循
環
性
､
周
期
性
を

具
え
て
い
る
が
､
こ
の
こ
と
は
単
純
な
繰
り
返
し
の
み
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
.
⑳
の
引
用
文
な
ど
か
ら
見
て
取
れ
る
よ
う
に
､

シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
な
モ
チ
ー
フ
の
繰
り
返
し
は
､
そ
れ
が
繰
り
返
し
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
､
問
い
と
答
え
の
関
係
に
な
っ
て
お
り
､
そ

れ
が
更
に
高
次
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
､
次
の
次
元
の
模
倣
､
対
照
の
単
位
と
な
る
｡
そ
し
て
そ
れ
は
､
ま
た
更
に
高
次
の
モ
チ
ー
フ
と
な

る
｡
こ
の
考
え
を
拡
大
し
て
ゆ
く
な
ら
ば
､
最
終
的
に
楽
曲
全
体
は
大
き
な
フ
レ
ー
ズ
の
問
い
と
答
え
(
模
倣
で
あ
れ
､
村
照
で
あ
れ
)

と
し
て
完
結
す
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
更
に
組
曲
や
ソ
ナ
タ
の
よ
う
に
複
数
の
曲
が
組
み
合
わ
さ
れ
る
場
合
に
は
､
一
曲
を
単
位
と
し
て
同

じ
こ
と
が
言
え
る
｡
リ
ー
マ
ン
の
こ
の
捉
え
方
は
､
拍
子
と
我
々
の
感
覚
の
関
係
と
同
様
の
関
係
を
､
楽
曲
全
体
に
拡
大
解
釈
し
う
る
可

能
性
を
含
ん
で
い
る
｡
即
ち
､
楽
曲
を
脈
持
､
呼
吸
､
一
日
､
一
年
､
一
生
の
投
影
㊨
の
引
用
文
､
及
び
､
第
四
章
､
註
(
2
4
)
参
照
)
､



っ
ま
り
､
朝
､
昼
､
夜
や
季
節
の
移
り
変
わ
り
の
対
照
と
循
環
の
投
影
(
リ
ー
マ
ン
自
身
は
そ
こ
ま
で
詳
周
に
相
応
さ
せ
て
は
い
な
い

が
)
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
相
関
性
に
こ
そ
､
⑰
の
引
用
文
に
あ
る
よ
う
な
多
様
性
に
於
け
る
統
一
性
に
美
的
享
受
が
存
在
す

る
こ
と
の
根
拠
を
､
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
｡

七
､
音
の
運
動
と
音
表
象
→
0
コ
く
0
｢
S
一
隻
u
⊃
g

⑨
の
引
用
文
に
も
あ
る
よ
う
に
､
音
の
高
さ
等
で
は
示
す
こ
と
の
で
き
な
い
音
楽
に
特
徴
的
な
質
感
覚
を
､
リ
ー
マ
ン
は
昔
表
象

(空

T
O
n
V
O
r
S
t
e
〓
u
n
g
と
い
う
語
で
表
て
彼
は
､
v
O
r
S
t
e
〓
u
n
g
と
い
う
語
を
､
文
字
通
り
の
意
味
､
つ
ま
り
､
前
に
(
v
O
r
)
置
く
(
s
t
e
〓
e
n

)
と
い
う
意
味
を
込
め
て
用
い
て
い
る
｡
即
ち
､
音
表
象
T
O
n
く
O
r
S
t
e
〓
u
n
g
と
は
､
連
想
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
を
表
す
語
な
の
で
は
な

く
､
音
楽
か
ら
受
け
取
っ
た
あ
る
が
ま
ま
の
感
じ
や
イ
メ
ー
ジ
⑨
参
照
)
を
示
す
語
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
､
音
表
象
T
O
n
く
O
r
～
t
e
〓
u
n
g

は
純
粋
に
昔
を
聞
い
て
心
に
抱
く
も
の
を
表
し
て
い
る
の
で
､
そ
の
把
握
に
は
､
理
解
や
解
釈
は
必
要
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
音
表
象

T
O
n
V
O
r
S
t
e
〓
u
n
g
の
重
要
性
を
､
リ
ー
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
う
｡

⑳
｢
音
楽
の
最
も
内
的
な
本
質
へ
の
鍵
を
与
え
う
る
の
は
､
音
響
学
で
も
な
け
れ
ば
書
物
理
学
や
昔
心
理
学
で
も
な
く
『
昔
表
象
の
理

論
』
だ
け
で
あ
る
｡
｣

(
Ⅰ
.
S
.
N
)

こ
の
よ
う
な
音
表
象
は
､
空
間
表
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
(
⑨
参
照
)
｡

⑳
｢
昔
の
高
さ
の
変
化
を
聞
く
こ
と
は
場
所
の
変
化
を
見
る
こ
と
に
変
わ
る
｡
我
々
は
､
視
覚
表
象
と
聴
覚
表
象
の
本
質
の
最
終
的
な

(
帥
)

同
一
性
を
予
感
す
る
｡
｣

(
Ⅰ
.
S
.
-
N
)

リ
ー
マ
ン
は
､
こ
の
よ
う
に
音
楽
を
空
間
表
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
だ
け
で
な
く
､
運
動
表
象
と
⊥
て
動
的
に
も
捉
え
て
い
る
｡

⑳
｢
音
の
連
続
T
O
n
宣
g
e
n
が
､
個
々
別
々
の
諸
音
に
と
っ
て
代
わ
り
､
.
昔
運
動
T
O
n
b
e
w
O
g
亡
n
g
の
様
々
な
把
握
が
生
じ
る
｡
そ
し
て
､

響
き
d
a
s
T
夢
e
n
が
､
･
個
々
の
切
り
離
さ
れ
た
事
象
の
連
な
り
で
は
な
く
､
関
係
付
け
ら
れ
た
音
楽
的
な
出
来
事
と
な
り
､
そ
れ
を
把
握

一
一
三



一
一
四

す
る
こ
と
が
､
音
の
質
に
ま
つ
わ
る
表
現
価
値
の
故
に
､
心
の
体
験
に
な
る
の
で
あ
る
｡
｣
(
-
.
S
.
-
○
)

こ
の
心
の
体
験
と
は
､
例
え
ば
､
空
中
で
の
鳥
の
飛
行
や
水
中
で
の
魚
の
泳
ぎ
を
見
て
､
単
に
見
て
い
る
だ
け
で
な
く
､
自
己
の
体
験

(31)

と
し
て
自
分
も
飛
ん
で
い
る
よ
う
な
､
泳
い
で
い
る
よ
う
な
気
分
に
な
る
場
合
と
同
様
の
体
験
で
あ
る
｡
音
の
動
き
の
体
験
と
鳥
な
ど
の

動
き
の
体
験
を
パ
ラ
レ
ル
に
捉
え
て
､
リ
ー
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡

⑳
｢
こ
の
〔
音
の
〕
運
動
を
表
象
す
る
(
心
に
抱
く
)
こ
と
V
O
r
S
t
各
e
n
は
､
意
志
を
伴
っ
た
運
動
に
現
実
に
参
加
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

そ
れ
に
よ
っ
て
､
魂
､
即
ち
､
生
き
生
き
と
し
た
人
間
精
神
は
､
こ
の
連
動
自
体
を
実
現
し
､
そ
こ
に
於
い
て
自
己
の
精
神
の
存
在
や
作

用
力
を
楽
し
む
の
で
あ
る
｡
｣

(-.S｣ご
こ
の
よ
う
な
リ
ー
マ
ン
の
捉
え
方
､
つ
ま
り
､
音
楽
を
運
動
表
象
と
し
て
捉
え
る
こ
と
､
は
､
か
な
り
動
的
な
音
楽
解
釈
で
あ
る
｡

結
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
の
萌
芽
と
し
て
音
の
運
動
(
B
e
w
e
g
u
⊃
g
)
と
心
の
動
き

周
知
の
よ
う
に
､
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
と
は
､
ク
ル
ト
等
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
理
論
で
あ
り
､
そ
こ
で
は
､
音
楽
が
力
動
的
に
捉
え
ら
れ

て
い
る
｡
彼
ら
は
､
音
楽
か
ら
単
な
る
諸
音
を
聞
く
の
で
は
な
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
､
そ
の
為
､
音
楽
か

ら
感
じ
ら
れ
る
運
動
性
に
注
目
す
る
｡
例
え
ば
､
ク
ル
ト
は
､
次
の
よ
う
に
言
う
｡
｢
諸
音
が
先
ず
最
初
に
存
在
し
､
そ
れ
ら
の
間
の
接

合
が
後
か
ら
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
､
運
動
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
第
一
の
根
源
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
｡
｣
そ
し
て
､
ク
ル
ト
は
､

こ
の
よ
う
な
運
動
の
発
動
の
場
の
体
験
が
音
楽
に
は
不
可
欠
で
あ
る
と
し
､
そ
の
発
動
の
場
と
し
て
の
音
楽
空
間
を
重
視
す
る
｡
｢
諸
力

の
働
き
と
ぶ
つ
か
り
合
い
を
体
験
す
る
時
､
我
々
は
こ
の
活
動
の
行
わ
れ
て
い
る
『
或
る
所
』
を
も
､
純
粋
心
理
学
的
に
体
験
す
る
こ
と

(33)

に
な
る
｡
｣

つ
ま
り
､
ク
ル
ト
に
と
っ
て
､
音
楽
空
間
と
は
音
楽
聴
取
に
の
み
特
有
な
空
間
､
音
楽
以
外
の
昔
か
ら
は
感
じ
ら
れ
な
い
空

間
で
あ
り
､
そ
れ
は
運
動
性
､
重
力
､
エ
ネ
ル
ギ
ー
､
に
満
ち
た
空
間
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
と
本
論
の
第
七
草
ま
で
に
於
い
て
見
た
リ
ー
マ
ン
の
理
論
と
を
､
次
に
比
較
し
て
み
た
い
｡
リ
ー
マ
ン
に



よ
れ
ば
､
我
々
は
音
楽
に
特
有
の
も
の
を
F
O
m
か
ら
直
接
感
じ
る
､
即
ち
､
主
観
的
に
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､

こ
の
よ
う
な
F
O
∃
は
､
人
間
の
生
理
的
な
シ
ス
テ
ム(脈

持
)

や
無
意
識
的
記
憶
(
一
日
､
一
年
の
周
期
)

の
投
影
で
あ
り
､
そ
の
存

在
は
､
楽
曲
が
芸
術
作
品
で
あ
る
為
の
必
要
条
伸
な
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
我
々
は
､
そ
の
よ
う
な
F
｡
r
ヨ
に
対
し
て
､
直
観
的
に
感
性

的
に
美
的
快
を
感
じ
る
｡
従
っ
て
､
音
画
や
描
写
音
楽
の
J
ぅ
に
客
観
的
な
理
解
が
必
要
と
さ
れ
る
音
楽
よ
り
も
､
絶
対
音
楽
の
よ
う

に
主
観
的
に
体
験
さ
れ
る
音
楽
を
リ
ー
マ
ン
は
重
視
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
理
由
は
､
理
解
を
必
要
と
し
な
い
絶
対
音
楽
で
は
､
音
の
動

き
か
ら
､
そ
れ
が
表
現
す
る
感
情
(
も
ち
ろ
ん
､
普
通
に
言
わ
れ
る
感
情
だ
け
の
意
味
で
は
な
く
､
心
に
感
じ
る
も
の
と
い
う
意
味
で
あ

る
)
を
､
直
接
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
動
き
か
ら
感
じ
ら
れ
る
感
情
は
､
全
て
の
人
間
に
普
遍
的
な
も
の
だ
と
リ
ー
マ
ン
は
考
え
て
い
る
｡
そ
の
点
で
は
､
彼
は
そ

の
後
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
者
達
と
同
じ
考
え
を
持
っ
て
い
る
｡
何
故
な
ら
ば
､
リ
ー
マ
ン
を
含
め
彼
等
は
､
和
声
理
論
に
基
づ
い
た
楽
曲
分

析
を
根
拠
に
､
音
型
と
感
情
(
エ
ネ
ル
ギ
ー
､
緊
張
感
､
方
向
性
等
)
を
関
係
付
け
て
い
る
た
め
､
あ
る
人
は
そ
う
感
じ
る
が
､
別
の
人

は
感
じ
な
い
と
い
う
よ
う
な
不
明
瞭
さ
は
そ
こ
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
音
型
か
ら
感
じ
ら
れ
る
感
情
は
芸
術
家
の
も
の
で
あ
る

と
と
も
に
聴
衆
の
も
の
で
も
あ
る
｡
つ
ま
り
､
音
楽
家
は
音
型
を
以
て
感
情
を
表
現
で
き
る
の
で
あ
る
｡
リ
ー
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
う
｡

⑳
｢
音
楽
は
全
く
う
そ
を
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
い
切
っ
て
言
う
こ
と
が
で
き
る
｡
｣
(
E
.
S
.
N
O
ヱ

こ
の
よ
う
に
音
楽
か
ら
感
情
を
直
接
､
純
粋
に
普
遍
的
に
感
じ
と
れ
る
こ
と
､
つ
ま
り
､
主
観
的
に
体
験
で
き
る
こ
と
､
言
い
換
え
れ

ば
､
そ
れ
に
同
化
し
i
d
e
n
t
i
許
i
e
r
e
n
､
自
己
自
身
で
体
験
し
う
る
こ
と
の
根
拠
は
､
音
も
心
も
共
通
し
て
動
く
と
い
う
性
質
に
他
な
ら
な

い
｡
リ
ー
マ
ン
は
ヘ
ル
ダ
ー
の
言
葉
を
(
百
年
も
前
に
指
摘
⊥
て
い
る
こ
と
に
敬
意
を
払
い
な
が
ら
)

『
カ
リ
ゴ
ネ
ー
』
か
ら
引
用
す
る
｡

⑳
｢
音
楽
は
そ
れ
〔
歌
詞
や
ダ
ン
ス
と
の
結
び
つ
き
〕
を
､
精
神
が
肉
体
を
超
克
す
る
よ
う
に
超
克
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
と
い
う
の

は
音
楽
は
精
神
で
あ
り
､
最
も
内
的
な
力
の
大
き
な
性
質
､
つ
ま
り
､
運
動
と
同
族
だ
か
ら
で
あ
る
｡
｣

(
芥
a
≡
g
O
n
e
こ
.
S
｣
笠
-
E
.

S.NOヱ

一
一
五



一
一
六

音
は
動
く
か
ら
こ
そ
直
接
我
々
の
心
も
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
リ
ー
マ
ン
は
昔
の
運
動
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
｡

⑳
｢
我
々
は
心
と
身
体
の
合
成
物
で
あ
る
の
で
､
運
動
が
生
じ
て
い
る
の
を
見
る
だ
け
で
な
.
く
､
自
分
の
も
の
と
し
て
運
動
を
作
り
出

す
｡
｣

(
G
.
S
｣
0
0
)

そ
し
て
､
昔
が
動
く
と
い
う
印
象
が
音
楽
に
空
間
表
象
を
生
じ
さ
せ
る
(
⑨
参
照
)

の
で
あ
り
､
そ
れ
に
よ
っ
て
視
覚
的
な
も
の
と
も

(空

結
び
つ
く
｡
し
か
し
､
我
々
は
､
音
が
あ
た
か
も
こ
の
よ
う
な
空
間
的
な
物
体
で
あ
る
と
錯
覚
す
る
､
或
い
は
､
そ
れ
ら
を
措
い
て
い
る

と
客
観
的
に
把
捉
す
る
の
で
は
な
く
､
自
分
も
動
い
て
い
る
気
分
に
な
る
の
で
あ
る
｡

リ
ー
マ
ン
の
こ
の
よ
う
な
理
論
は
､
確
か
に
ク
ル
ト
や
ツ
ッ
カ
ー
カ
ツ
ド
ル
程
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
緊
張
感
の
変
化
を
詳
細
に
研
究
し
た

も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
彼
は
⑧
で
は
緊
張
の
変
化
に
､
⑳
で
は
空
間
性
に
､
註
(
3
)
の
引
用
文
や
⑳
で
は
運
動
性
に
確
か
に
言
及

し
て
い
る
｡
或
い
は
､
第
四
章
の
拍
子
の
捉
え
方
は
､
ツ
ッ
カ
ー
カ
ン
ド
ル
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る

(註

(29)

参
照
)
｡
或
い
は
､

シ
ュ
ト
ウ
ム
プ
を
批
判
し
な
が
ら
､
⑬
の
引
用
文
の
よ
う
に
､
状
況
に
別
し
て
我
々
が
各
々
の
音
や
和
音
や
リ
ズ
ム
を
い
か
に
感
じ
る
か

(笠

を
追
求
し
て
い
る
態
度
は
､
ク
ル
ト
や
ツ
ツ
カ
ー
カ
ン
ド
ル
に
も
共
通
し
て
い
る
態
度
で
あ
る
｡
又
､
リ
ー
マ
ン
の
用
い
て
い
る
こ
れ
ら

の
概
念
､
つ
ま
り
､
緊
張
､
空
間
性
､
運
動
性
は
､
後
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
者
に
と
っ
て
も
重
要
な
概
念
で
あ
る
｡
何
故
な
ら
ば
､
エ
ネ
ル

ギ
ー
論
者
に
と
っ
て
そ
れ
ら
を
感
じ
る
こ
と
は
､
音
楽
と
音
楽
以
外
の
音
と
を
分
け
る
契
機
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
音
楽
に
対

す
る
リ
ー
マ
ン
の
こ
の
態
度
の
延
長
に
､
ク
ル
ト
の
音
楽
に
於
け
る
運
動
､
エ
ネ
ル
ギ
ー
､
空
間
表
象
､
緊
張
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
線
的
な
把

握
､
等
の
細
か
い
分
析
や
ツ
ツ
カ
ー
カ
ン
ド
ル
の
音
や
拍
子
の
力
動
的
な
分
析
が
あ
る
と
言
え
る
｡

(蟹

周
知
の
よ
う
に
､
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
と
は
､
シ
ュ
ー
フ
ケ
が
『
音
楽
美
学
史
概
略
』
の
中
で
､
音
楽
理
論
史
を
分
析
し
て
､
二
十
世
紀
初

頭
の
同
じ
傾
向
を
持
っ
た
音
楽
美
学
者
達
の
理
論
を
総
称
し
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
中
で
､
シ
ュ
ー
フ
ケ
は
､
エ
ネ
ル
ギ
ー
的
な
考
え
方

(
E
n
e
r
g
e
t
i
k
)
を
す
る
爾
え
ば
､
力
動
的
な
解
釈
d
i
e
d
y
n
a
ヨ
i
s
c
b
e
-
ロ
t
e
壱
r
e
t
a
t
i
O
n
を
す
る
､
緊
張
美
学
S
p
a
n
n
u
n
閃
S
賢
b
e
t
i
k
と
し
て

特
徴
付
け
ら
れ
る
､
内
的
力
動
性
-
n
n
e
n
d
y
n
a
m
i
k
と
か
形
の
力
動
性
F
O
r
m
d
y
n
a
m
i
k
と
い
う
表
現
丘
用
い
る
､
力
概
念
ご
a
き
e
g
r
i
苛



を
示
し
て
い
る
､
同
書
､
s
.
い
芸
～
い
苫
等
)
学
者
と
し
て
､
シ
エ
ン
カ
ー
､
イ
エ
ー
デ
､
ハ
ル
ム
､
メ
ル
ス
マ
ン
､
そ
し
て
､
ク
ル
ト
の

名
前
を
挙
げ
て
い
る
｡
そ
れ
に
対
し
リ
ー
マ
ン
に
関
し
て
は
､
シ
ュ
ー
フ
ケ
は
同
書
の
中
で
､
彼
ら
と
別
の
ジ
ャ
ン
ル
の
思
想
を
持
っ
た

学
者
､
つ
ま
り
､
シ
ュ
ピ
ッ
タ
S
p
i
t
t
a
(
-
窒
-
～
-
0
0
芸
)
､
ア
ー
ベ
ル
ト
A
b
e
r
t
二
0
0
ご
～
-
や
N
ご
等
と
同
列
の
学
者
の
中
に
組
み
込

ん
で
い
る
｡
シ
ュ
ー
フ
ケ
は
､
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
が
リ
ー
マ
ン
ら
の
直
観
や
概
念
に
近
い
思
想
で
あ
り
､
又
､
シ
ュ
ン
カ
ー
や
ハ
ル
ム
の
作

品
研
究
が
多
分
に
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
要
素
が
あ
り
､
当
時
の
有
機
的
な
分
析
(
つ
ま
り
､
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
的
な
分
析
)

は
､
リ

ー
マ
ン
ら
の
深
め
ら
れ
た
フ
ォ
ル
マ
ー
ル
な
分
析
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
､
リ
ー
マ
ン
ら
の
理
論
を
フ
ォ
ル
マ
リ

ス
ム
ス
の
理
論
と
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
と
は
一
線
を
画
し
て
位
置
づ
け
て
い
る

(
同
書
S
.
お
山
～
畠
ヱ
｡

し
か
し
､
シ
ュ
ー
フ
ケ
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
者
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
ク
ル
ト
は
､
そ
の
著
書
『
音
楽
心
理
学
』

の
中
で
､
か
な
り
の

(37)

部
分
､
リ
ー
マ
ン
を
引
き
合
い
に
出
し
て
論
を
進
め
て
い
る
バ
勿
論
､
彼
は
､
リ
ー
マ
ン
に
対
し
て
賛
成
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
｡
例

え
ば
､
同
著
で
は
リ
ー
マ
ン
の
理
論
を
｢
非
合
理
的
な
根
本
現
象
に
単
純
に
合
理
的
な
思
考
法
則
を
押
し
っ
け
て
い
る
｣

(
同
著
S
.
云
)

と
自
分
の
論
述
の
新
し
さ
と
正
当
性
を
主
張
す
る
た
め
に
､
批
判
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
｡
或
い
は
､
本
稿
で
も
紹
介
し
た
リ
ー
マ
ン
の

昔
表
象
に
つ
い
て
の
論
文
(
】
.
)

を
引
き
合
い
に
出
し
て
､
ク
ル
ト
は
､
｢
昔
表
象
の
概
念
は
も
は
や
こ
こ
で
は
十
分
で
は
な
く
､
運
動

統
一
の
概
念
に
そ
れ
は
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｣
(
M
.
S
.
や
u
)
と
言
い
､
音
楽
に
は
､
リ
ー
マ
ン
の
概
念
よ
り
も
動
的
な
概
念
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
説
い
て
は
い
る
｡
し
か
し
､
ク
ル
ト
が
､
諸
音
の
聞
か
ら
､
つ
ま
り
､
響
き
の
外
か
ら
感
じ
る
力
の
流
れ
を
､
グ
リ
ッ
サ
ン
ド
の

よ
う
に
実
際
に
動
く
音
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
､
音
か
ら
全
く
解
放
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
(
M
.

SJOご

は
､
リ
ー
マ
ン
が
⑧
､
⑨
の
よ
う
に
､
緊
張
の
変
化
は
ポ
ル
タ
メ
ン
ト
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
､
他
の
こ
と
ば
で
は
示
す
こ

と
が
で
き
な
い
質
感
覚
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
と
､
同
じ
こ
と
.
で
あ
る
｡
或
い
は
､
ク
ル
ト
は
､
運
動
性
の
欠
如
を
指
摘
し
て
は
い

る
が
､
リ
ー
マ
ン
の
言
う
表
象
く
O
r
t
S
e
〓
u
n
g
に
関
し
て
､
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
｡
｢
リ
ー
マ
ン
が
表
象
V
O
r
S
t
e
〓
u
n
g
昌
に
､
現
実

に
存
在
す
る
も
の
(
例
え
ば
､
〔
現
実
に
聴
こ
え
る
〕
和
音
)
を
補
完
し
た
り
､
価
値
あ
る
瀾
係
へ
.
と
関
連
付
け
る
能
力
が
あ
る
こ
と
を一
一
七



(38)

認
め
る
時
､
彼
は
､
非
常
に
本
質
的
な
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｣

(
M
.
S
.
S
～
念
)
そ
し
て
､
又
､
ク
ル
ト
は
､
リ
ー
マ
ン

が
､
音
楽
の
拍
節
を
人
間
の
生
理
と
関
係
付
け
て
説
明
し
て
い
.
る
こ
と
も
､
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
｡
｢
リ
ズ
ム
の
基
準
尺
度
は
､

リ
ー
マ
ン
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
､
肉
体
的
機
能
(
鼓
動
)

の
基
準
尺
度
と
関
係
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
我
々
は
､
テ
ン
ポ
を
､
呼
吸

や
鼓
動
に
対
す
る
そ
の
リ
ズ
ム
の
主
要
ア
ク
セ
ン
ト
の
関
係
に
従
っ
て
､
『
速
い
』
と
か
､
『
遅
い
』
と
か
､
感
じ
る
の
で
あ
る
｡
｣

(
E
.

(空

S
t
い
茎
)
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
判
る
よ
う
に
､
リ
ー
マ
ン
は
､
か
な
り
重
要
な
影
響
を
ク
ル
ト
ら
に
与
え
､
リ
ー
マ
ン
の
研
究
は
そ
の
後
の

音
楽
美
学
の
方
向
を
示
し
て
い
る
と
考
え
う
る
｡
即
ち
､
リ
ー
マ
ン
は
､
業
績
と
し
て
は
和
声
分
析
が
一
般
に
注
目
さ
れ
る
が
､
彼
が
音

楽
を
運
動
と
し
て
捉
え
､
音
の
形
F
O
∃
を
主
観
的
に
捉
え
る
あ
り
方
を
分
析
し
､
そ
れ
に
注
目
し
た
こ
と
は
､
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
へ
の
礎

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
業
績
に
関
し
て
は
､
拙
稿
｢
H
･
リ
ー
マ
ン
の
音
楽
美
学

-

そ
の
主
観
性
の
観
点
に
つ
い
て
｣

(
東
京
大
学
文
学
部
美
学
蛮
術
学
研

究
室
紀
要
『
研
究
｣

7
､
-
麗
0
0
)

で
述
べ
た
の
で
､
こ
こ
で
は
､
リ
ー
マ
ン
の
主
な
著
書
の
み
を
紹
介
す
る
｡
音
楽
辞
典
‥
ミ
ミ
苧
卜
巽
蒜
喜

(
-
0
0
0
0
N
初
版
)
､
和
声
理
論
書
‥
r
和
声
の
本
質
9
P
ぎ
ぎ
:
ぎ
よ
ぎ
幸
軍
産

(
-
0
0
器
)
､
r
和
声
二
元
論
の
問
題
b
百
h
､
ヾ
6
㌢
訂
壷
｢
冬
空

き
⊇
三
宮
ぎ
こ
ぎ
旨
喜
皇

二
喜
子
､
作
品
分
析
‥
｢
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
ピ
ア
ノ
ソ
ナ
タ
全
曲全

三
巻
ト
.
碧
空
ぎ
v
…
一
家
邑
､
訂
c
訂

ら
§
訂
r
･
旨
喜
､
佃
戸
い
B
d
e
｣(
-
讐
与
～
-
竺
石
)
､
等
々
｡

H
.
R
i
O
ヨ
a
n
こ
音
楽
美
学
要
綱
G
⊇
已
､
ぎ
3
計
｢
≒
亡
已
訂
ゝ
q
已
訂
､
皇

二00讐

略G.)

以
上
､
拙
稿
｢
H
･
リ
ー
マ
ン
の
音
楽
美
学

-

そ
の
主
観
性
の
観
点
に
つ
い
て
｣
第
一
章
｢
主
観
性
に
ま
つ
わ
る
諸
概
念
｣

の
抜
粋
､
要
約
｡

こ
の
音
の
動
き
と
共
に
心
が
動
く
こ
と
を
､
リ
ー
マ
ン
は
共
体
験
M
i
t
e
ユ
巾
b
昌
と
い
う
言
葉
で
表
す
｡
彼
は
､
共
体
験
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
言

う
｡
｢
〔
音
楽
に
於
い
て
〕
重
要
な
こ
と
は
､
ま
さ
に
知
覚
し
た
も
の
を
共
体
験
す
る
こ
と
で
あ
り
､
い
わ
ば
､
そ
れ
を
主
観
化
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
｣

(
G
.
S
.
N
こ

こ
の
共
体
験
の
具
体
的
な
説
明
と
し
て
､
挙
げ
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
天
使
が
｢
翼
を
広
げ
て
い
る
｣
絵

を
見
て
､
自
ら
も
異
を
広
げ
た
よ
う
な
気
分
に
な
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
､
観
賞
者
は
主
観
的
体
験
を
す
る
と
共
に
､
絵
の
中
の
天

使
と
共
体
験
を
し
､
又
､
観
賞
者
同
士
､
或
い
は
､
絵
を
媒
介
に
作
者
と
も
共
通
体
験
を
す
る
(
G
.
S
.
-
｣
)
｡
こ
の
音
の
動
き
と
心
の
動
き
の
共
通

性
に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
｡
｢
我
々
の
情
動
､
我
々
め
感
情
の
全
て
は
､
運
動
で
あ
る
か
､
少
な
く
と
も
､
運
動
を
伴
っ
て
い
る
｡
音
は



そ
れ
自
身
が
変
化
す
る
の
に
つ
れ
て
変
化
し
て
ゆ
く
印
象
に
よ
っ
て
､
我
々
の
中
に
運
動
を
生
じ
さ
せ
る
が
､
こ
の
運
動
と
我
々
の
情
動
の
連
続

と
い
う
運
動
の
間
に
は
､
幾
つ
か
の
相
似
点
､
類
似
点
が
あ
る
｡
そ
し
て
そ
れ
ら
は
､
人
が
感
覚
し
た
殆
ど
全
て
の
も
の
を
､
声
に
出
し
て
人
に

知
ら
し
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
見
て

(
註
(
川
)
の
引
用
文
参
照
)
､
間
違
え
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
手
段
に
よ
っ
て
､
音
は
単
に
そ

れ
の
運
動
を
我
々
に
伝
え
る
だ
け
で
は
な
い
｡
昔
は
情
動
の
持
つ
運
動
を
我
々
の
中
に
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
､
即
ち
､
こ
の
情
動
の
動
き

を
音
が
そ
れ
に
似
た
運
動
に
よ
っ
て
描
く
の
で
あ
る
｡
｣
(
E
.
S
.
U
-
～
U
ご

(
註
(
9
)
参
照
)

(
4
)

リ
ー
マ
ン
は
､
こ
の
｢
我
々
が
主
観
的
に
体
験
す
る
｣
こ
と
の
で
き
る
音
楽
に
､
対
照
的
な
音
楽
は
､
｢
客
観
化
す
る
音
楽
d
i
e
O
g
e
k
t
i
く
i
e
r
巾
コ
d
e

M
u
s
i
亡
､
｢
描
写
す
る
d
a
-
S
t
e
ニ
e
n
全
音
楽
､
｢
説
明
す
る
i
〓
u
s
t
r
i
e
r
e
n
と
音
楽
(
G
.
S
.
N
u
}
S
.
告
}
S
.
ご
)
､
で
あ
る
と
す
る
｡
そ
れ
は
､
｢
客
観

的
に
聴
く
O
g
e
k
t
i
く
b
晋
e
ヱ
(
G
.
S
J
｣
)
､
或
い
は
､
｢
客
観
的
に
知
覚
す
る
O
g
e
k
t
i
く
W
a
h
⊇
e
h
ヨ
e
ヱ
(
G
.
S
｣
ご

こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
音
楽
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
標
題
音
楽
の
よ
う
な
音
楽
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
こ
の
よ
う
な
楽
曲
で
は
､
そ
れ
が
意
味
す
る
内
容
を
我
々
は
頭
で

理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
G
.
S
J
｣
)
｡
(
以
上
､
拙
稿
｢
H
･
リ
ー
マ
ン
の
音
楽
美
学

-

そ
の
主
観
性
の
観
点
に
つ
い
て
｣
第
一
章
｢
主

観
性
に
ま
つ
わ
る
諸
概
念
｣

の
抜
粋
､
要
約
)
｡
註
(
3
)

で
の
例
に
例
え
れ
ば
､
翼
を
広
げ
た
天
使
が
記
号
化
さ
れ
て
い
る
絵
を
見
て
､
そ
れ

は
｢
翼
を
広
げ
て
い
る
姿
を
描
い
た
絵
で
あ
る
｣
と
認
識
す
る
こ
と
が
､
客
観
的
知
覚
で
あ
る
｡

(
5
)

例
え
ば
､
リ
ー
マ
ン
は
｢
専
ら
感
情
表
出
を
目
的
に
す
る
絶
対
音
楽
の
作
用
の
手
段
は
い
か
な
る
説
明
も
序
文
も
解
釈
も
必
要
と
せ
ず
､
他
の
芸

術
と
無
関
係
に
現
れ
る
｡
｣

(
G
.
S
.
u
u
)

と
述
べ
て
い
る
｡

(
6
)

形
式
の
知
覚
と
主
観
性
の
問
題
に
関
し
て
は
､
拙
稿
｢
H
･
リ
ー
マ
ン
の
音
楽
美
学

-

そ
の
主
観
性
の
観
点
に
つ
い
て
｣
の
第
三
章
で
簡
単
に

触
れ
た
が
､
こ
こ
で
は
､
そ
の
関
係
に
つ
い
て
も
っ
と
深
く
追
求
し
た
い
｡

(
7
)

こ
れ
ら
に
関
し
て
は
後
に
詳
し
く
述
べ
る
｡

(
8
)

美
的
琶
h
e
t
i
s
c
h
と
い
う
語
は
､
少
な
く
と
も
､
≡
日
楽
美
学
要
綱
｣
と
≡
日
楽
美
学
の
諸
要
素
｣

(
註
(
9
)
参
照
)
を
調
べ
る
限
り
で
は
､

F
O
r
ヨ
を
持
っ
た
村
象
に
対
し
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
｡

(
9
)

H
.
R
i
e
∋
a
コ
こ
音
楽
美
学
の
諸
要
素
b
訂
h
､
§
苫
､
代
詠
r
ミ
巳
已
訂
､
訂
c
訂
3
ゝ
更
訂
､
丘

(-苫○

略

E)

(10)

リ
ー
マ
ン
は
､
音
高
､
音
の
強
さ
､
速
度
を
音
楽
表
現
の
根
源
的
要
素
d
i
e
e
】
e
∋
e
n
t
a
r
e
コ
F
a
k
t
O
r
e
n
d
e
s
ヨ
u
S
i
k
a
〓
s
c
h
e
コ
A
亡
S
d
2
C
ヱ
と
し
､
音

楽
を
主
観
化
す
る
上
で
の
重
要
な
要
素
と
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
要
素
と
主
観
化
と
の
関
係
を
､
彼
は
声
の
状
態
と
心
の
動
き
と
の
関
係
か
ら
捉

え
て
い
る
｡
例
え
ば
､
我
々
は
､
心
が
興
奮
す
れ
ば
声
が
大
き
く
高
く
早
口
に
な
り
､
意
気
消
沈
す
れ
ば
弱
く
低
く
ゆ
っ
く
り
と
し
た
喋
り
方
に

な
る
｡
又
､
逆
に
､
話
し
手
が
恐
怖
に
か
ら
れ
て
話
せ
ば
､
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
が
た
と
え
理
解
で
き
な
い
外
国
語
で
も
､
受
け
手
も
切
迫
し

た
気
持
ち
に
な
る
し
､
話
し
手
が
楽
し
そ
う
に
話
せ
ば
､
受
け
手
も
明
る
い
気
持
ち
に
な
る
｡
同
じ
く
､
嵐
の
音
を
聞
け
ば
､
恐
怖
に
晒
さ
れ
る

し
､
長
閑
な
鳥
の
声
を
聞
け
ば
､
穏
や
か
な
気
持
ち
に
な
る
｡
こ
の
よ
う
な
音
と
心
の
関
係
は
､
音
楽
を
我
々
が
主
観
化
す
る
上
で
重
要
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
と
彼
は
言
う
(
G
.
S
.
u
～
｣
}
E
.
S
.
票
～
S
等
)
｡
し
か
し
､
こ
の
関
係
は
､
そ
の
例
か
ら
も
判
る
よ
う
に
､
音
階
や
拍
節
を
持
つ
音

一
一
九



一
二
〇

楽
と
の
間
に
の
み
あ
る
関
係
で
は
な
く
､
音
楽
外
の
日
常
昔
と
の
間
に
も
あ
る
関
係
で
あ
る
｡
詳
し
く
は
､
註
(
1
)
に
挙
げ
た
拙
稿
を
参
照
｡

(
‖
)
④
の
引
用
文
に
は
､
形
F
O
コ
ゴ
と
い
う
こ
と
ば
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
､
こ
の
引
用
文
が
含
ま
れ
て
い
る
r
音
楽
美
学
の
諸
要
素
』
は
､
第
二
章

｢
形
を
与
え
る
原
理
D
i
e
F
O
∃
g
e
-
e
n
d
e
n
P
r
i
n
2
i
p
i
旦
の
副
題
が
｢
和
声
と
リ
ズ
ム
H
a
m
O
n
i
e
u
n
d
R
b
盲
∋
旦
と
な
っ
て
お
り
､
そ
こ
で

は
､
音
､
和
声
､
リ
ズ
ム
､
形
式
が
､
形
F
O
∃
の
構
成
要
素
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
｡

(
望
リ
ー
マ
ン
は
こ
の
よ
う
に
純
粋
に
音
を
聞
い
た
時
に
受
け
る
感
覚
に
よ
る
昔
の
呼
び
方
と
､
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
が
用
い
た
テ
ト
ラ
コ
ー
ド
内
で
の
音

の
呼
び
方
を
区
別
し
て
い
る
｡
例
え
ば
､
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
､
由
代
で
い
う
所
の
一
番
高
い
音
は
､
ネ
ー
テ
ー
"
最
低
"
と
呼
ば
れ
､
又
､
現
代

で
い
う
所
の
一
番
低
い
音
は
､
ヒ
エ
バ
テ
ー
"
最
高
"
と
呼
ば
れ
て
い
た
｡
し
か
し
､
こ
れ
は
リ
ラ
の
弦
の
視
覚
的
な
位
置
関
係
に
よ
る
も
の
で
､

青
か
ら
来
る
感
覚
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
(
E
･
S
･
ざ
～
当
)
｡

(13)

註
(
1
0
)
参
照
｡

(
1
4
)
リ
ー
マ
ン
に
は
､
音
と
調
と
の
こ
の
関
係
に
つ
い
て
､
こ
れ
以
1
の
詳
し
い
説
明
､
即
ち
､
調
性
内
の
何
番
目
の
音
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
持
つ

と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
関
す
る
記
述
､
は
な
い
｡
後
に
ク
ル
ト
や
ツ
ッ
カ
ー
カ
ン
ド
ル
が
､
音
を
緊
張
状
態
の
変
化
や
方
向
性
を
持
っ
た
も
の
と
し

て
､
リ
ー
マ
ン
に
比
べ
て
よ
り
力
動
的
に
捉
え
､
詳
し
い
研
究
を
行
っ
て
い
る
(
註
(
墨
こ
の
拙
稿
参
照
)
｡

こ
の
音
の
変
化
を
空
間
表
象
と
し
て
捉
え
る
見
解
は
､
音
楽
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
捉
え
て
い
る
後
の
ク
ル
ト
な
ど
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
る
｡

そ
し
て
､
リ
ー
マ
ン
よ
り
も
､
よ
り
詳
細
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
(
(
註
)

3
0
参
照
)
｡

C
t
S
t
u
∋
p
二
-
0
0
念
～
-
霊
ヱ
∵
.
冒
竜
蔓
C
ぎ
､
品
訂
}
二
笠
P

語
例
①

♭r

♭r

♭r

¢
｢

m

Oq

日

m

Oq

日

d〉

･篭･

日

7

0

r

♭
=
潮
添
書
付
軸

韻
望
㊤



(18)

周
知
の
よ
う
に
､
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
詩
は
､
イ
ア
ン
ボ
ス
(
短
長
格
)
､
ト
ロ
カ
イ
オ
ス
(
長
短
格
)
､
な
ど
の
定
量
的
な
リ
ズ
ム
を
構
成
す
る
脚

の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
韻
文
で
あ
り
､
当
時
の
歌
は
､
こ
の
韻
律
詩
の
言
葉
の
リ
ズ
ム
に
添
っ
て
作
曲
さ
れ
て
い
た
｡
そ
し
て
､
器
楽
音
楽
の
リ

ズ
ム
の
体
系
も
歌
の
こ
の
リ
ズ
ム
に
倣
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
リ
ズ
ム
体
系
は
､
中
世
の
リ
ズ
ム
･
モ
ー
ド
に
受
け
継
が
れ
た
と
解
釈
さ

れ
る
の
が
通
説
で
あ
り
､
リ
ー
マ
ン
も
こ
の
説
を
踏
襲
し
て
い
る
(
E
.
S
.
-
宣
～
-
怠
〉
彼
は
､
ギ
リ
シ
ア
の
リ
ズ
ム
理
論
に
関
し
て
は
殆
ど
ア
リ

ス
ト
ク
セ
ノ
ス
A
r
i
s
t
O
X
e
コ
O
S
B
.
C
.
阜
C
の
理
論
に
依
拠
し
て
い
る
)
｡

(19)

こ
の
理
論
で
は
､
中
世
後
期
に
リ
ズ
ム
･
モ
ー
ド
が
広
ま
る
以
前
の
非
定
量
的
な
音
楽
､
つ
ま
り
､
拍
子
に
従
っ
た
リ
ズ
ム
を
持
た
な
い
グ
レ
ゴ

リ
オ
聖
歌
に
つ
い
て
は
説
明
が
つ
か
な
い
が
､
こ
の
非
定
量
性
を
主
張
す
る
ソ
レ
ム
修
道
院
に
対
立
し
て
､
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
は
､
定
量
的
で
あ

っ
た
､
つ
ま
り
､
長
短
の
定
量
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
て
い
た
と
主
張
す
る
学
者
も
い
る
｡
例
え
ば
､
ベ
ー
タ
ー
･
ヴ
ア
ー
グ
ナ
ー
P
套
a
g
コ
e
r

(
-
冨
山
～
-
豊
こ
､
ヤ
ン
･
フ
ォ
ラ
ー
ツ
J
.
W
.
A
.
<
○
〓
a
e
ユ
s
(
】
苫
-
～
】
¢
設
)
ら
で
あ
る
｡
現
在
､
彼
等
に
よ
っ
て
古
楽
譜
写
本
や
中
世
音
楽

理
論
書
の
研
究
が
な
さ
れ
､
業
績
も
あ
が
っ
て
い
る
｡
従
っ
て
､
非
定
量
的
な
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
歌
い
方
は
､
美
的
乃
至
宗
教
的
な
要
請
が
先

行
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
､
必
ず
し
も
歴
史
学
的
な
見
地
か
ら
判
断
さ
れ
た
虻
の
と
は
言
え
な
い
(
皆
川
達
夫
著
‥
｢
西
洋
音
楽
史

中
世
ル

ネ
ッ
サ
ン
ス
｣
昭
和
6
1
年
､
音
楽
之
友
社

p
･
い
N
～
u
u
参
照
)
｡

(空

例
え
ば
､
イ
ア
ン
ボ
ス
と
ト
ロ
カ
イ
オ
ス
が
組
み
合
わ
さ
れ
れ
ば
三
拍
子
系
に
､
ア
ナ
ペ
ス
ト
と
ダ
ク
テ
イ
ル
ス
が
組
み
合
わ
さ
れ
れ
ば
四
拍
子
系

に
な
る
｡
即
ち
､
定
量
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
､
既
に
周
期
的
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
､
た
と
え
拍
子
の
よ
う
な
周
期
が
な
く
と
も
(
ヴ
ア
ー
グ
ナ
ー

電
撃
◎

〈㌢こじ貫き｣一｢司ぎ
毒
b
一
し
ぎ
g
盲
し
一
b
亨
旨
蔓
言
葛
㌧
モ

(
｡
r
誉
j
･
且
司
司
(

E室…00

蔓
誉
コ
芦
川
召
司
芦

･･ぎ｣=｣賢一讃芋..･…
ぎ
ミ
｣
‥
て
封
岩
苧

ヤ
フ
ォ
ラ
ー
ツ
の

主
張
す
る
グ
レ
ゴ

リ
オ
聖
歌
の
歌
い

方
は
､
定
量
的
で

あ
る
が
拍
子
の
な

い
も
の
で
あ
る
)

長
と
短
の
長
さ
の

比
が
〓
疋
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
､

回
帰
的
に
同
じ
長

さ
が
現
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
｡

語
例
⑦
参
照
｡

一
二
一



(21)

語
例
③
参
照
｡

韻
望
◎

訂
日
【
毘
【
ぎ
～

言
盲
…
可
.
可
可
d

(
柏
)

可
d
叫
d(
-
)

ど
Q
O
貞
芸
…

∧u

臣-
巨-･一卜は】

巨-
E
.
S
｣
云
-
～
-
阜
N

(22)

ツ
ッ
カ
ー
カ
ン
ド
ル
は
､
同
じ
こ
と
を
､
拍
子
の
波
t
i
m
e
w
a
v
e
の
力
動
性
と
し
て
の
律
動
性
t
h
e
ヨ
e
t
r
i
c
a
-
q
u
a
-
i
t
i
e
s
a
s
d
y
n
a
ヨ
i
c
q
u
a
≡
i
e
s
と

し
て
力
動
的
に
捉
え
て
い
る
｡
(
<
.
N
u
c
k
e
r
k
a
コ
d
-
こ
音
と
象
徴
旨
萱
㌻
鼓
せ
已
皇

(
略
S
.
)

二
浩
三
p
J
u
-
～
N
言
参
照
｡
)

(23)

リ
ー
マ
ン
は
､
我
々
の
感
情
の
動
き
と
音
楽
と
の
関
係
を
心
の
動
き
と
声
と
の
関
係
に
別
し
て
､
次
の
よ
う
に
言
う
｡
｢
音
量
の
増
強
は
さ
し
あ
た

り
､
発
声
に
於
い
て
表
れ
て
く
る
心
的
興
奮
の
増
加
､
増
強
の
外
化
に
す
ぎ
ず
､
そ
れ
故
､
我
々
が
､
同
様
に
興
奮
の
高
ま
り
の
表
出
を
見
出
し

た
音
高
の
上
昇
と
平
行
関
係
に
あ
る
｡
｣

(
E
.
M
.
S
.
S
)

(24)

我
々
は
､
こ
の
脈
持
を
基
準
に
速
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
脈
持
(
6
0
～
8
0
/
分
)
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
速
度
(
一
拍
=
8
0
/
分
)
は
中

庸
(
M
O
d
e
r
a
t
O
)
､
そ
れ
よ
り
も
速
い
速
度
は
速
い
(
A
〓
e
g
r
芸
○
〉
A
〓
e
g
･
〇
}
P
r
e
s
t
O
}
e
t
C
･
)
､
そ
れ
よ
り
も
遅
い
速
度
は
遅
い
(
A
n
d
a
n
t
e
}

A
d
a
g
i
O
-
｢
a
r
g
O
)
e
t
C
.
)
と
感
じ
る
｡

(25)

ア
リ
ス
ト
ク
セ
ノ
ス
の
言
葉
を
リ
ー
マ
ン
は
引
用
し
､
そ
れ
を
ク
ロ
ノ
ス
･
プ
ロ
ト
ス
と
呼
ん
で
い
る
(
E
･
S
｣
怠
)
｡



(26)

リ
ー
マ
ン
は
楽
曲
の
特
徴
を
表
す
最
小
の
単
位
を
モ
チ
ー
フ
と
呼
ぶ
こ
と
を
､
次
の
よ
う
に
A
.
B
.
マ
ル
ク
ス
に
な
ら
っ
て
い
る
｡
｢
メ
ロ
デ
ィ
の
最

も
小
さ
い
単
位
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
r
モ
チ
ー
ヱ
と
い
う
名
は
､
A
.
B
.
マ
ル
ク
ス
の
作
曲
理
論
(
-
0
0
u
｣
}
第
一
巻
)

に
よ
っ
て
音
楽
の
形
式

理
論
に
取
り
上
げ
ら
れ
､
は
じ
め
て
よ
り
一
般
的
に
な
っ
た
｡
｣
(
E
.
S
｣
笠
)

(27)

次
の
語
例
は
い
ず
れ
も
リ
ー
マ
ン
が
モ
チ
ー
フ
の
運
動
感
覚
と
し
て
挙
げ
て
い
る
例
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
は
短
く
て
も
､
既
に
様
々
な
運
動
感
覚
が

表
現
a
u
s
d
き
k
害
さ
れ
て
い
る
(
リ
ー
マ
ン
は
｢
表
現
す
る
a
u
s
d
r
芳
k
彗
エ
と
｢
描
写
す
る
ヨ
a
-
e
n
ゝ
a
r
s
t
e
〓
旦
を
区
別
し
､
感
情
に
関
し
て

は
｢
表
現
す
る
｣
を
､
標
題
音
楽
的
な
内
容
に
関
し
て
は
｢
描
写
す
る
｣
を
用
い
て
い
る
｡
即
ち
､
前
者
は
先
入
観
な
し
に
聴
い
た
時
に
生
じ
る

感
情
と
音
楽
の
関
係
に
つ
い
て
､
後
者
は
記
号
化
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
概
念
と
音
楽
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
｡
)
｡
語
例
④
に
対
し
て

の
リ
ー
マ
ン
の
説
明
を
見
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
｡
例
え
ば
､
(
a
)
は
連
続
的
な
跳
躍
の
印
象
を
(
二
小
節
目
で
下
降
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
頂
点

詣
望
㊥

が
強
調
さ
れ
る
､
E
.
S
｣
已
)
､
(
b

)

は
運
命
の
固
い
無
慈
悲
な
一
撃

(
a
)

傲

l

lrLr

(
b
)

℡
"
-
T
l
几
‖
=
V
-
-
.
‥

ユ
ー
丁
-
戌
ト
ヾ
‥
ヾ
ヰ
や
｡
韓
･
一
時
;

ユ
ー
丁
-
q
ト
ヾ
‥
ヾ
斗
や
=
潜
議
;

ヽ
ぺ
ヾ
>
‥
欄
塵
働

滞
】
辟

S
c
h
】
a
g
e
に
よ
っ
て
懇
願
し
な
が
ら

上
昇
す
る
印
象
を

(
E
.
S
｣
芸
)
､

(
C
)

は
始
め
に
媚
び
る
よ
う
に
滑

り
､
そ
し
て
断
念
し
て
下
に
沈
み
､

更
に
憧
れ
､
期
待
し
な
が
ら
立
ち
直

る
印
象
を
(
E
.
S
｣
至
)
､
そ
れ
ぞ
れ

与
え
る
｡
又
､
(
d
)

の
よ
う
に
数

多
く
の
モ
チ
ー
フ
が
様
々
な
声
部
に

現
れ
る
対
位
法
的
楽
曲
で
は
､
強
い

緊
張
s
t
a
r
k
e
A
n
s
p
a
コ
n
u
n
g
､
憧
侵

し
な
が
ら
の
上
昇
d
a
s

s
e
h
コ
e
n
d
e

E
ヨ
p
O
r
S
t
r
e
b
e
n
(
一
小
節
目
か
ら
二

小
節
目
の
f
に
か
け
て
主
要
テ
ー
マ

を
伴
っ
た
ア
ル
ト
声
部
)
､
十
六
分

音
符
モ
チ
ー
フ
の
快
い
慰
め
s
c
b
ヨ
e
i
･

C
b
e
-
n
(
そ
れ
は
主
要
テ
ー
マ
で
あ
る

ア
ル
ト
の
回
り
を
花
輪
の
よ
う
に
絡

一
二
三



一
二
四

み
合
っ
て
い
る
s
i
c
b
w
i
e
B
】
u
ヨ
e
n
g
e
W
i
d
e
u
ヨ
d
a
s
H
a
u
p
t
t
h
e
ヨ
a
S
C
≡
i
n
g
t
)
､
等
々
が
与
え
ら
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
こ
れ
ら
バ
ッ
ハ
の
四
声
の
色

彩
豊
か
な
生
命
d
a
の
b
u
コ
t
g
e
S
t
a
≡
g
e
L
e
b
e
ゴ
d
e
r
v
i
e
r
S
t
i
ヨ
ヨ
e
n
B
a
c
b
s
を
我
々
は
､
自
発
的
に
共
体
験
す
る
ヨ
i
t
d
e
m
W
≡
e
n
ヨ
i
t
e
r
-
e
b
e
n

(
E
.
S
｣
笠
)

の
で
あ
る
｡

(讐
次
の
語
例
⑤
.
は
､
リ
ー
マ
ン
が
､
モ
チ
ー
フ
の
組
合
せ
､
即
ち
､
模
倣
と
対
照
､
闘
争
と
し
て
挙
げ
て
い
る
例
で
あ
る
｡
(
ヱ
は
β
か
α
の
単

純
な
繰
り
返
し
W
i
O
d
e
r
h
O
-
u
n
g
に
な
っ
て
い
る
｡
(
b
)
は
β
の
左
手
が
α
の
左
手
を
少
し
変
形
し
て
繰
り
返
し
て
い
る
｡
(
C
)
は
､
村
照
的

に
な
っ
て
い
る
例
(
α
の
部
分
と
β
の
部
分
)

で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
対
照
的
な
モ
チ
ー
フ
の
用
い
方
は
､
例
え
ば
､
ソ
ナ
タ
形
式
の
第
一
主
題

と
第
二
主
題
(
一
方
が
快
活
な
ら
ば
も
う
一
方
は
隠
や
か
､
或
い
は
一
方
が
短
調
な
ら
ば
も
う
一
方
は
長
調
､
等
)
､
ソ
ナ
タ
や
交
響
曲
の
第
一

楽
章
と
第
二
楽
章
(
通
常
､
第
一
楽
章
が
速
く
､
第
二
楽
章
が
ゆ
っ
く
り
)
､
或
い
は
､
(
C
)

の
場
合
の
よ
う
な
フ
ー
ガ
の
テ
ー
マ
に
於
け
る
二

つ
の
モ
チ
ー
フ
の
組
合
せ
と
し
て
楽
曲
に
現
れ
る
｡

(29)

昔
表
象
に
関
し
て
は
､
詳
し
く
は
､
拙
稿

｢
リ
ー
マ
.
ン
の
音
楽
美
学
に
於
け
る
音
表

象
→
O
n
V
O
r
S
t
e
〓
u
n
g
の
概
念
｣(
r
現
代
の

状
況
に
お
け
る
蛮
術
体
験
と
エ
ー
ト
ス

平
成
3
･
4
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

(
総
合
研
究
A
)

研
究
成
果
報
告
書
』

研
究
代
表
者

藤
田
一
美

平
成
5
年

3月

東
京
大
学
文
学
部
)
参
照
｡

(30)

音
楽
が
視
覚
表
象
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ

と
は
､
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
､
例
え

ば
｢
高
い
｣
､
｢
低
い
｣
等
の
非
常
に
多
く

の
音
楽
用
語
が
､
空
間
表
象
の
用
語
を
用

い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
判
る
｡
リ
ー
マ
ン

は
こ
の
よ
う
な
音
楽
と
空
間
表
象
の
結
合

を
､
声
帯
と
い
う
肉
体
の
状
態
と
声
の
関

係
か
ら
説
明
す
る
｡
例
え
ば
､
高
い
声
を

(
b
)

出
す
時
は
声
帯
が
上
が
る
し
､
低
い
声
を

(
c
)

出
す
時
は
声
帯
が
下
が
る
｡
し
か
し
､
こ

え
ー
丁
-
q
ト
ヾ

ヾ
ヰ
u

O
P
N
N

E
.
M
.
S
.
-
｣
-

ユ
ー
丁
-
q
ト
ヾ

ヾ
ヰ
u

O
P
-
や
ん

E
.
M
.
S
.
-
｣
N

ヾ
ヽ
ノ
‥
椙
甚
磯

部
-
藤



(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(
謂
)

(39)

の
よ
う
な
空
間
表
象
は
､
序
や
第
一
章
で
触
れ
た
根
源
的
要
素
と
同
様
に
､
例
え
ば
､
｢
車
の
車
輪
が
急
に
ス
ト
ッ
プ
す
る
昔
は
強
く
緊
張
感
に
富

ん
だ
音
で
あ
る
｣
な
ど
と
日
常
の
昔
に
対
し
て
も
､
同
様
に
用
い
ら
れ
る
空
間
表
象
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
､
ク
ル
ト
が
音
楽
の
成
立
根
拠
と
し
て

取
り
上
げ
て
い
る
音
楽
の
於
け
る
空
間
性
は
､
音
楽
に
の
み
存
在
す
る
力
動
的
な
る
も
の
､
つ
ま
り
､
緊
張
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
(
日
常
の
書
か
ら
は
感

じられないもの)､を感じられる空間である(詳しくは､拙稿｢音楽におけるエネルギーー
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学
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解
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-
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(
雑
誌
『
美
学
』
-
冨
か
こ
ミ
号
)
参
照
)
｡
従
っ
て
､
ク
ル
ト
の
言
う
空
間
性
は
､
リ
ー
マ
ン
の
論
に
於
け
る
空
間
性
よ
り
も
､
よ
り
力
動
的
な
概

念
で
あ
る
｡

註
(
3
)
参
照
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竺
コ
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詳しくは､拙稿｢音楽におけるエネルギーー

E
･
ク
ル
ト
の
心
理
学
的
解
釈

-
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参
照
｡
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学
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ミ
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官
蔓
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霊
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例
え
ば
､
高
い
音
は
明
る
さ
､
軽
さ
､
透
明
感
の
空
間
表
象
や
転
義
的
な
意
味
に
於
け
る
天
国
的
な
も
の
の
表
象
を
､
低
い
昔
は
暗
さ
､
重
厚

さ
､
巨
大
さ
の
空
間
表
象
や
悪
魔
的
な
も
の
の
表
象
を
､
弱
さ
は
幻
の
よ
う
な
も
の
を
､
強
さ
は
強
力
な
も
の
､
恐
ろ
し
い
も
の
の
表
象
を
目
覚

め
さ
せ
う
る
(
E
.
S
.
N
£
)
｡
し
か
し
､
勿
論
､
そ
れ
は
バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
フ
ィ
グ
ー
レ
ン
レ
ー
レ
の
よ
う
に
､
音
符
の
視
覚
的
な
形
が
蛇
の
よ
う

で
あ
る
か
ら
そ
の
音
型
は
蛇
を
表
す
と
い
う
よ
う
に
､
視
覚
的
な
意
味
で
の
形
で
は
な
い
｡

拙稿｢音楽におけるエネルギーー

E
･
ク
ル
ト
の
心
理
学
的
解
釈

-

｣
及
び
､
｢
ツ
ッ
カ
ー
カ
ン
ド
ル
の
音
楽
美
学
象
徴
と
し
て
の
力
の

概
念
に
つ
い
て
｣
(
東
京
大
学
美
学
蛮
術
学
研
究
室
紀
要
｢
研
究
｣
9
､
-
冨
や
)
参
照
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ク
ル
ト
の
シ
ュ
ト
ウ
ム
プ
批
判
は
､
r
音
楽
心
理
学
｣

の
S
｣
竺
～
-
笠
｡
ツ
ッ
カ
ー
カ
ン
ド
ル
の
シ
ュ
ト
ウ
ム
プ
批
判
は
､
⊇
日
と
象
徴
』
の
p
.
0
0
か
～
∞
｣
｡
ク
ル
ト
は
r
音
楽
心
理
学
｣
の
中
で
シ
ュ
ト

ウ
ム
プ
を
批
判
す
る
際
に
､
リ
ー
マ
ン
が
批
判
し
て
い
る
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
(
M
.
S
J
u
ご
｡

R
.
S
c
h
買
e
(
-
0
0
澄
～
-
葺
こ
二
音
楽
美
学
史
概
略
G
罠
ミ
c
き
巾
計
r
彗
星
宗
旨
呈
ご
3
q
ヨ
r
､
罠
且
-
£
A
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
に
関
し
て
主
に

論
述
し
て
い
る
部
分
は
､
同
書
の
S
.
い
苫
～
缶
｣

ツ
ッ
カ
ー
カ
ン
ド
ル
の
r
昔
と
象
徴
｣
の
中
に
は
､
リ
ー
マ
ン
に
対
す
る
論
述
は
な
い
｡

ペ
ー
ジ
数
が
､
リ
ー
マ
ン
に
村
す
る
肯
定
が
先
で
､
否
定
が
後
に
な
っ
て
い
る
の
は
､
ク
ル
ト
が
リ
ー
マ
ン
も
正
し
い
が
自
分
の
方
が
も
っ
と
正
し

い
こ
と
を
主
張
し
た
▼
い
た
め
で
あ
る
｡

ツ
ッ
カ
ー
カ
ン
ド
ル
は
リ
ー
マ
ン
を
;
日
と
象
徴
』
の
中
で
引
用
し
て
は
い
な
い
が
､
ク
ル
ト
を
多
く
引
用
し
て
い
る
｡


