
ル
ソ
ー
の
音
楽
模
倣
論
の
意
味
に
つ
い
て

小

穴

晶

子

序

l
●
l
●
ル
ソ
1
の
音
条
観
に
お
い
て
最
も
重
要
な
概
念
は
模
倣
の
概
念
で
あ
る
｡
模
倣
を
行
な
う
音
条
が
最
も
よ
い
音
柔
で
あ
っ
て
､
そ

う
で
な
い
音
禁
は
一
段
低
い
価
値
を
持
つ
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
1
･
1
･
ル
ソ
ー
が
自
ら
の
考
え
に
変
更

を
加
え
な
が
ら
も
保
持
し
っ
づ
け
た
一
貫
し
た
主
張
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡

海
老
沢
敏
先
生
の
｢
ル
ソ
ー
の
音
禁
的
模
倣
論
｣
美
学
､
四
八
号
､
昭
和
三
七
年
に
お
い
て
は
､
l
･
l
･
ル
ソ
ー
の
考
え
の
変
化
が
中
心

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
｡
音
楽
の
ど
の
よ
う
な
要
素
が
模
倣
に
参
与
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
､
I
･
1
･
ル
ソ
ー
の
考
え
の
変
化

が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
l
･
l
･
ル
ソ
ー
は
､
初
期
の
段
階
で
は
､
言
葉
の
抑
揚
の
模
倣
に
音
菓
の
模
倣
の
唯
一
の
あ
り
方
を
認
め
て
い
る

の
で
あ
る
が
､
し
だ
い
に
言
葉
を
持
た
な
い
器
禁
に
も
模
倣
の
可
能
性
を
認
め
る
に
至
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

ル
ソ
ー
の
音
禁
観
に
独
断
や
偏
見
が
多
い
と
批
難
さ
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
は
､
海
老
沢
先
生
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
と
う
り
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
批
難
の
ほ
と
ん
ど
は
､
ル
ソ
ー
が
声
菜
曲
に
の
み
音
菜
の
本
来
的
な
あ
り
力
を
認
め
､
器
条
曲
に
は
そ
れ
を
認
め
な
か
っ
た

と
い
う
点
を
指
摘
す
る
｡
し
か
し
､
こ
の
よ
う
な
指
摘
も
､
ル
ソ
ー
の
主
張
の
部
分
的
な
考
察
に
の
み
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
場
合

が
多
い
｡
し
た
が
っ
て
､
ル
ソ
ー
の
音
柔
に
関
す
る
著
作
を
部
分
的
に
で
は
な
く
全
体
的
に
と
り
あ
げ
て
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
前

述
の
よ
う
な
ル
ソ
ー
の
考
え
の
変
化
を
示
す
こ
と
は
､
ル
ソ
ー
の
偏
見
を
批
難
す
る
考
え
に
対
す
る
有
力
な
反
論
と
な
る
の
で
あ
る
｡
ル

ソ
ー
の
音
禁
模
倣
論
が
声
菜
の
み
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
､
器
渠
に
も
拡
張
さ
れ
る
可
能
性
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ



と
は
､
ル
ソ
ー
の
音
菓
論
の
再
評
価
に
つ
な
が
る
｡
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
､
海
老
沢
先
生
の
｢
ル
ソ
ー
の
音
禁
的
模
倣
論
｣
は
､

ル
ソ
ー
の
音
楽
論
の
再
評
価
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
こ
で
は
､
こ
の
論
文
の
成
果
を
ふ
ま
え
な
が
ら
､
別
の
角
度
か
ら
ル
ソ
ー
の
青
菜
論
の
再
評
価
を
試
み
て
み
た
い
と
思
う
｡
海
老
沢

先
生
の
論
文
に
よ
っ
て
､
ル
ソ
ー
に
お
い
て
模
倣
の
概
念
が
し
だ
い
に
広
範
な
射
程
を
持
つ
も
の
と
し
て
と
ら
え
直
さ
れ
て
い
く
過
程
が

示
さ
れ
た
｡
そ
れ
に
対
し
て
本
論
で
は
､
ル
ソ
ー
が
こ
の
よ
う
な
変
更
を
加
え
な
が
ら
も
､
模
倣
論
を
な
ぜ
一
貫
し
て
主
張
す
る
の
か
と

い
う
点
に
注
目
し
て
み
た
い
｡
模
倣
論
の
適
応
の
問
題
で
な
く
､
模
倣
と
は
い
っ
た
い
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の

か
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
模
倣
論
の
意
義
を
､
感
覚
論
と
の
対
立
に
お
い
て
考
察
し
､
明
ら
か
に
し
て
い
く
の
が
本
論
の
ね
ら
い

で
あ
る
｡

｢

模
倣
論
と
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
ハ
ー
モ
二
-
の
対
立

ル
ソ
ー
は
音
禁
の
本
質
を
模
倣
に
置
く
｡
模
倣
す
る
音
柔
が
音
柔
の
う
ち
で
も
最
も
高
い
価
値
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う

な
主
張
は
､
音
渠
に
お
け
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
対
す
る
優
位
性
の
主
張
と
常
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
｡
ル
ソ
ー
は
､
音
柔

に
お
い
て
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
ハ
ー
モ
ニ
ー
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
考
え
､
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
模
倣
が
で
き
る
ゆ
え
に
､
模
倣
の
で
き
な
い
ハ
ー
モ

ニ
ー
に
対
し
て
優
越
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡
音
禁
に
お
け
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
ハ
ー
モ
ニ
ー
は
絵
画
に
お
け
る
デ
ッ
サ
ン
と
色
彩
と
に

相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
.
.
L
a
ヨ
巴
O
d
i
e

e
s
t

d
a
n
s
-
a
ヨ
亡
S
i
q
u
e

ce

q
亡
e
S
t
-
e

d
e
s
s
i
n

d
a
n
s
-
a

peiヲ

t
u
r
e
＼
b
a
∃
○
コ
i
e
㌔
y
f
a
i
t

q
u
.
e
-
､
e
f
f
e
t

d
e
s

c
O
u
-
e
u
r
s
､
∵
E
火
山
R
コ
e
n

de

d
e
亡
舛
p
r
i
コ
C
i
p
e
s

a
く
a
n
C
か
s

p
a
r

M
●
R
P
ヨ
e
a
u
-
P
●
∽
A
-
a
r
t

et

c
u
〓
亡
r
e
●

｢
音
渠
に
お
け
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
絵
画
に
お
け
る
デ
ッ
サ
ン
で
あ
る
｡
ハ
ー
モ
三

-
は
そ
こ
に
お
い
て
色
の
印
象
を
し
か
与
え
な
い
｣
絵
画
に
お
い
て
､
何
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
我
々
が
知
る
の
は
､
デ
ッ
サ
ン
に
よ

っ
て
で
あ
る
｡
デ
ッ
サ
ン
と
い
う
基
礎
が
あ
っ
て
始
め
て
色
彩
は
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
｡
色
彩
は
こ
の
よ
う
に
絵
画
に
対
し
て
二
次

八五



八六

的
な
意
味
を
持
つ
も
の
の
､
絵
画
に
お
い
て
本
質
的
な
の
は
デ
ッ
サ
ン
で
あ
る
｡
デ
ッ
サ
ン
だ
け
の
絵
画
は
考
え
ら
れ
る
が
､
色
彩
だ
け

の
絵
画
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
青
葉
に
お
い
て
も
､
最
も
基
本
的
な
も
の
は
メ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
っ
て
､
ハ
ー
モ
ニ
ー
は

付
属
物
に
過
ぎ
な
い
｡
《
一
C
､
e
s
t
-
､
i
ヨ
i
t
a
t
i
O
コ
S
e
u
-
e

q
亡
i
-
e
s
巴
筈
e
匹
c
e

r
a
コ
g
.
〇
r
､
q
u
▼
e
s
t

ce

q
u
i

f
a
i
t

de

-a

p
e
i
n
t
u
r
e

un

a
r
t

d
∴
ヨ
i
t
a
t
i
O
n
～

C
.
e
s
t
-
e

d
e
s
s
i
コ
.
Q
u
､
e
s
T
C
e

q
u
i

d
e
-
a
ヨ
u
S
i
q
u
e

e
コ
f
a
i
t

uコ

a
u
t
r
e
～

C
が
s
t
-
a
ヨ
巴
O
d
i
e
‡

E
s
s
a
i

s
u
r
-
､
○
:
g
-
n
e

d
e
s
-
a
n
g
u
e
s
.
管
u
く
r
e
S
C
O
ヨ
p
-
ご
e
s
ゴ
ヨ
.
-
p
a
r

エ
a
c
h
e
t
t
e
-
¢
-
㌣
P
●
崇
蒜

｢
こ
の
両
者
を
垂
術
の
序
列
に
ま
で
引
き
上
げ
て
い
る
の
は
模
倣
の
み
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
絵
画
を
模

倣
の
轟
術
に
し
て
い
る
の
は
何
で
あ
る
か
｡
デ
ッ
サ
ン
で
あ
る
｡
音
菓
を
も
う
一
つ
の
模
倣
の
垂
術
に
し
て
い
る
の
は
何
で
あ
る
か
｡
メ

ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
｣
模
倣
を
行
な
う
こ
と
が
､
音
渠
が
垂
術
と
な
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
｡
そ
し
て
音
条
に
お
い
て
そ
れ
を
行
な
う
の
は

メ
ロ
デ
ィ
ー
な
の
で
あ
る
｡
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
優
位
性
は
模
倣
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
｡

そ
れ
で
は
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
ど
の
よ
う
に
し
て
模
倣
を
行
な
う
の
か
｡
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
､
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
お
け
る
言
葉
の
抑
揚

の
模
倣
で
あ
る
｡
一
t

L
a
ヨ
巴
O
d
i
e
.
e
n

i
ヨ
i
t
a
コ
t
-
e
s

i
コ
f
-
e
已
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-
a
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O
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ヂ
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p
r
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e
-
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p
-
a
i
n
t
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-
-
e
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C
r
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de

d
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l
e
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Ou
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O
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-
e
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ヨ
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コ
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C
e
S
-
-
e
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g
e
ヨ
i
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s
e
ヨ
e
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S
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O
u
S
-
e
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s
】
g
コ
e
S
く
O
C
a
u
舛
d
e
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p
a
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･

S
i
O
n
S

S
O
コ
t

de

s
O
n

r
e
S
S
O
r
t
､
､
E
s
s
a
i
…
-
P
･
岩
¢

｢
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
音
声
の
抑
揚
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
嘆
声
､

苦
し
み
や
喜
び
の
叫
び
､
脅
し
､
う
め
き
声
を
表
わ
す
｡
情
念
の
音
声
に
よ
る
記
号
は
す
べ
て
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
領
域
に
属
し
て
い
る
｣
さ

ら
に
､
ラ
モ
ー
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
優
位
論
に
反
対
し
て
､
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
よ
ら
な
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
作
り
方
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
｡
.
､
…
S
O
n
g
e
r

a
u
舛
a
C
C
e
コ
S

d
-
u
n
e

ヨ
巴
O
d
i
e

s
i
ヨ
p
-
e
.
コ
a
t
u
r
e
〓
e

e
t

p
a
s
s
i
O
コ
コ
訂
.
q
u
i
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t
i
r
e

p
a
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S
O
n

e
舛
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r
e
S
S
i
O
コ

d
e
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r
O
g
r
e
S
S
i
O
n
S

d
e
-
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b
a
s
s
e
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ヨ
a
i
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d
e
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i
コ
〓
e
x
i
O
コ
S

q
u
e
-
e

s
e
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t
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ヨ
e
コ
t

d
O
コ
コ
e

匹
-
a

く
O
i
X
､
､
E
X
P
m
e
n
…
-
P
●
∽
∽
∽

｢
基
音
の
進
行
か
ら
そ
の
表
現
を
引
き
出
す
の
で
は
な
く
､
感
情
が
音
声
に
与
え
る
抑
揚
か
ら

そ
れ
を
引
き
出
す
よ
う
な
単
一
で
自
然
で
情
念
を
持
っ
た
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
思
い
浮
か
べ
る
｣
我
々
の
内
面
の
動
き
が
声
に



様
々
な
変
化
を
与
え
る
｡
こ
の
変
化
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
内
面
の
表
現
と
な
る
の
で
あ
る
｡
人
間
の
内
面
､
感
情

や
情
念
を
表
わ
す
こ
と
が
音
禁
の
本
質
で
あ
り
､
そ
れ
と
か
か
わ
り
を
持
た
な
い
音
禁
は
退
け
る
べ
き
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
音
菓
を

音
の
物
理
的
な
性
質
に
の
み
還
元
し
よ
う
と
す
る
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
信
奉
者
と
､
ル
ソ
ー
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
よ

ぅ
に
ル
ソ
ー
と
対
立
す
る
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
信
奉
者
の
筆
頭
が
ラ
モ
ー
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
ゆ
え
直
接
的
に
は
｢
ラ
モ
ー
氏
の
主
張
す
る
二
つ

の
原
理
の
吟
味
｣
に
お
い
て
､
間
接
的
に
も
､
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
つ
い
て
否
定
的
に
述
べ
ら
れ
る
時
に
は
い
つ
で
も
ラ
モ
ー
が
非
難
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
｡
言
語
起
源
論
に
お
い
て
も
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
章
で
ラ
モ
ー
の
主
張
が
引
用
さ
れ
､
音
渠
辞
典
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
項
で
も
ラ
モ

ー
の
主
張
が
と
り
あ
げ
ら
れ
非
難
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
両
者
の
対
立
に
お
い
て
､
我
々
は
音
楽
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
の
違
い
を
見
る

の
で
あ
る
｡
ラ
モ
ー
に
と
っ
て
音
禁
と
は
科
学
と
比
較
し
得
る
も
の
で
あ
り
､
音
の
物
理
的
法
則

つ
ま
り
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
支
え
ら
れ
て
い

る
｡
そ
れ
ゆ
え
音
柔
は
自
然
の
原
理
の
反
映
と
な
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
音
渠
と
は
内
面
性
の
表
現
で
あ
っ
て
､
そ

れ
ゆ
え
情
念
が
声
に
与
え
る
変
化
を
模
倣
す
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
音
菓
の
本
質
な
の
で
あ
る
｡
以
上
の
論
述
に
よ
っ
て
､
模
倣
が
で
き
る
か

ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
基
準
に
し
て
､
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
優
劣
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
｡
こ
こ
で
我

々
は
一
歩
進
ん
で
､
ル
ソ
ー
が
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度
を
と
る
さ
ら
に
深
い
理
由
を
追
求
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
模
倣

論
と
対
立
す
る
感
覚
論
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

二
､
模
倣
論
と
感
覚
論
と
の
対
立

模
倣
論
は
､
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
優
位
性
の
問
題
と
常
に
結
び
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
､
も
う
一

つ
模
倣
論
と
常
に
一
緒
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
問
題
が
あ
る
｡
そ
れ
･
は
､
感
覚
的
印
象
と
精
神
的
な
効
果
と
の
区
別
と
､
そ
の
昔
渠
に
お
け

る
優
位
性
の
問
題
で
あ
る
｡
ル
ソ
ー
が
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
非
難
す
る
時
に
は
､
そ
れ
が
模
倣
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
挙
げ
.
る
と
伴

に
､
感
覚
に
の
み
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
模
倣
に
お
い
て
は
精
神
的
な
要
素
が
重
要
で
あ
る
こ

八七
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と
が
兢
調
さ
れ
る
｡

こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
｡
｢
言
語
起
源
論
｣
に
お
い
て
は
､
第
十
三
章
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
つ
い
て
､
第

十
四
章
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
つ
い
て
に
次
い
で
第
十
五
章
我
々
の
最
も
生
き
生
き
と
し
た
感
覚
は
最
も
し
ば
し
ば
精
神
的
な
印
象
に
よ
っ
て
働

く
と
い
う
こ
と
､
が
あ
る
｡
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
関
す
る
章
で
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
優
位
性
が
主
張
さ
れ
､
そ
の
す
ぐ
後
で
感
覚
と

精
神
的
な
印
象
と
の
区
別
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
問
題
の
中
心
で
あ
る
模
倣
は

感
覚
と
精
神
の
問
題
と
も
密
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
章
で
､
ル
ソ
ー
は
､
音
菜
に
お
け
る
音
の
と
ら
え
方
に
二
つ

の
し
方
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
第
一
に
音
を
物
理
的
な
震
動
と
し
て
と
ら
え
､
そ
れ
が
我
々
に
与
え
る
刺
激
と
い
う
観
点
か
ら
音
禁

を
考
察
す
る
方
法
で
あ
る
｡
第
二
に
は
､
音
を
何
か
を
示
す
記
号
と
し
て
と
ら
え
る
方
法
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
た
音
は
我

々
に
精
神
的
な
印
象
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
第
一
の
し
力
で
と
ら
え
ら
れ
た
音
は
我
々
に
感
覚
的

な
印
象
を
与
え
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
､
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
音
柔
の
本
質
と
し
て
考
え
る
し
方
は
第
一
の
考
え
方

に
属
し
､
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
よ
る
模
倣
を
本
質
と
す
る
こ
と
は
第
二
の
考
え
方
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
｡
し
た
が
っ
て
､
ル
ソ
ー
は
音
柔
に

お
け
る
音
は
記
号
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
音
を
記
号
上
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
動
物
に
で
さ
え
可

能
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
｡
猫
は
人
が
猫
の
鳴
き
声
を
真
似
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
う
ち
は
そ
の
声
に
対
し
て
反
応
し
､
不
安
な
よ

う
す
を
示
す
｡
し
か
し
､
一
度
そ
れ
が
人
間
の
真
似
に
よ
る
声
で
あ
る
て
と
が
わ
か
る
と
安
心
し
て
落
ち
着
き
を
と
り
戻
す
｡
こ
の
こ
と

は
何
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
｡
音
の
物
理
的
な
性
質
と
そ
れ
が
猫
の
耳
を
経
て
神
経
に
与
え
る
刺
激
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
､
い
ず
れ

の
場
合
も
猫
に
対
し
て
同
じ
働
き
か
け
が
な
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
が
本
当
の
猫
の
声
だ
と
思
っ
て
い
る
時
と
､
人

間
に
よ
る
真
似
で
あ
る
と
わ
か
っ
た
時
は
猫
の
反
応
は
異
な
っ
て
い
る
｡
そ
れ
な
ら
ば
､
そ
の
昔
は
猫
に
対
し
て
感
覚
的
な
刺
激
と
し
て
で

は
な
く
､
他
の
猫
の
存
在
を
示
す
記
号
と
し
て
作
用
し
た
こ
と
に
な
る
｡
人
の
真
似
に
よ
る
声
だ
と
わ
か
っ
て
猫
が
安
心
し
た
よ
う
す
を

示
す
時
に
は
､
同
じ
音
が
他
の
猫
の
存
在
を
示
す
記
号
と
し
て
の
役
わ
り
を
持
た
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
猫
の
反
応
は



音
の
物
理
的
刺
激
に
対
す
る
直
接
的
な
反
応
で
は
な
い
｡
こ
の
反
応
は
音
の
精
神
的
な
効
果
の
結
果
に
よ
る
間
接
的
な
反
応
な
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
ル
ソ
ー
は
､
音
楽
の
与
え
る
効
果
の
地
域
的
な
差
を
挙
げ
て
い
る
｡
感
覚
的
な
刺
激
と
反
応
と
い
う
レ
ベ
ル
で
の
み
と
ら
え
る
な

ら
ば
､
音
菜
の
効
果
が
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
の
は
お
か
し
い
｡
物
理
的
な
法
則
が
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
違
い
は
､
音
楽
が
記
号
と
し
て
精
神
的
に
働
き
か
け
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
青
菜
に
よ
る
苦
痛
の
軽
減
と
い
う

事
実
も
､
音
の
感
覚
､
器
官
へ
の
直
接
的
な
働
き
か
け
の
例
と
し
て
解
す
る
の
は
お
か
し
い
｡
こ
の
事
実
は
､
音
渠
の
精
神
へ
の
働
き
か

け
が
あ
っ
て
､
そ
れ
が
苦
痛
を
忘
れ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
心
理
的
効
果
が
生
理
的
効
果
に
与
え
る
影
響
と
し
て
解
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
精
神
的
な
印
象
が
感
覚
に
対
し
て
優
位
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ル
ソ
ー
は
精
神
的
な
印
象
を
感
覚
的

な
印
象
と
混
同
す
る
こ
と
を
重
大
な
誤
り
と
し
､
そ
れ
に
対
し
て
反
論
を
し
て
い
る
｡
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一
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P
ム
2
｢
感
覚
の
持
つ
力
に
つ
い
て
哲
学

し
よ
う
と
す
る
人
は
､
我
々
が
感
覚
を
通
じ
て
受
け
と
る
が
､
し
か
し
そ
の
感
覚
は
偶
発
的
な
原
因
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
知
的
､
精
神
的

な
印
象
を
､
純
粋
に
感
覚
的
な
印
象
か
ら
引
き
離
す
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
｣
こ
こ
で
は
､
感
覚
の
持
つ
力
に
つ
い
て
哲

学
す
る
人
が
､
し
ば
し
ば
こ
の
二
つ
の
異
な
っ
た
印
象
を
混
同
し
､
一
緒
に
論
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
暗
に
批
判
さ
れ
て
い
る
｡
音

楽
に
お
け
る
音
の
印
象
は
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
〝
感
覚
を
通
じ
て
受
け
と
る
が
､
し
か
し
ぞ
の
感
覚
は
偶
発
的
な
原
因
に
す
ぎ
な
い
知
的

精
神
的
な
印
象
″
で
あ
る
｡
記
号
､
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
働
く
音
と
､
感
覚
で
と
ら
え
ら
れ
る
事
物
と
し
て
の
音
は
全
く
違
っ
た
あ
り
方

を
示
す
の
で
あ
る
0
し
た
が
っ
て
､
前
者
を
も
後
者
に
還
元
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
｡
こ
の
誤
り
を
､
ハ
ー
モ
ニ
ー

を
音
禁
の
本
質
と
考
え
る
人
々
は
お
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
記
号
と
し
て
の
音
と
感
覚
で
と
ら
え
ら
れ
る
事
物
と
し
て
の
音
と
を
切
り

離
し
て
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
､
ル
ソ
ー
が
模
倣
論
に
よ
っ
て
提
出
す
る
一
貫
し
た
主
張
な
の
で
あ
る
｡

八九



九〇

｢
ラ
モ
ー
氏
の
主
張
す
る
二
つ
の
原
理
の
吟
味
｣
に
お
い
て
も
､
こ
の
よ
う
な
主
張
が
見
い
出
さ
れ
る
｡
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｢
ハ
一
三
-
は
純
粋
に
物
理
的
な
原
因
で
あ
る
｡
そ
れ
が
作
り
出
す
印
象
は
同
じ
秩
序
の
内
に
留
ま
る
｡
和
音
は
神
経
に
一

時
的
で
不
毛
な
震
動
を
与
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
｣

t
.
官
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m
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P
･
冨
｢
言
で
言
え
ば
､
垂
術

の
感
覚
的
な
も
の
だ
け
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
こ
と
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
｡
そ
し
て
ハ
ー
モ
ニ
ー
は
そ
れ
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
｣
｢
ラ
モ
ー
氏
…
｣
は
､
音
楽
の
本
質
を
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
置
く
ラ
モ
ー
に
対
し
て
真
っ
向
か
ら
反
論
を
試
み
た
著
作
で
あ
る
｡

ハ
ー
モ
ニ
ー
を
音
禁
の
本
質
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
ル
ソ
ー
は
反
論
す
る
｡
ハ
ー
モ
ニ
ー
は
模
倣
を
行
な
わ
な
い
し
､
物
理
的
な

感
覚
で
と
ら
え
ら
れ
る
次
元
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
｡
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
音
巣
の
本
質
と
す
る
こ
と
は
､
音
楽
の
意
味
を
す
べ
て
音
の
物
理

的
な
次
元
に
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
｡
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
は
こ
の
還
元
が
許
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
還

元
を
青
菜
の
本
質
に
属
す
る
と
考
え
る
限
り
は
､
我
々
は
感
覚
の
次
元
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡

ル
ソ
ー
は
､
ラ
モ
ー
が
ハ
ー
モ
ニ
ー
は
音
響
体
を
示
す
と
い
う
こ
と
に
反
対
す
る
｡
音
響
体
を
持
ち
出
す
こ
と
は
､
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
は
､
音
柔
を

そ
の
本
質
と
は
反
対
の
方
向
に
還
元
し
て
し
事
フ
こ
と
を
普
還
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
音
楽
家
が
音
響
体
を
問
題
に
す
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
っ
て
､
音
数

家
は
音
響
体
の
作
用
を
問
題
に
す
る
は
ず
で
あ
る
｡
音
響
体
の
作
用
と
は
音
で
あ
り
､
ハ
ー
モ
ニ
ー
が
音
を
示
す
と
は
全
く
意
味
の
な
い
言
い
方
で
あ

る
｡
も
し
､
音
響
体
を
､
複
数
の
音
の
共
鳴
と
考
え
る
な
ら
ば
､
ハ
ー
モ
ニ
ー
と
は
協
和
音
を
示
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
し
か
し
.
､

実
際
に
は
不
協
和
音
を
考
慮
し
な
い
ハ
ー
モ
=
-
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
ル
ソ
ー
は
こ
の
よ
う
に
反
論
し
て
､
音
響
体
を
示
す
と
い
う
言
い

方
の
意
味
の
な
さ
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

ル
ソ
Ⅰ
は
､
音
菜
を
音
の
振
動
数
の
比
に
還
元
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
本
質
的
な
誤
り
と
み
な
し
て
い
る
｡
我
々
が
感
覚
的



に
う
け
と
る
音
の
印
象
を
そ
れ
を
裏
づ
け
る
振
動
数
の
比
に
還
元
し
た
と
こ
ろ
で
何
の
意
味
が
あ
ろ
う
か
｡
ル
ソ
ー
が
示
す
よ
う
に
､
そ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
感
覚
で
と
ら
え
ら
れ
る
事
物
と
い
う
同
じ
秩
序
内
に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
同
じ
秩
序
内
で
い
く
ら
動
き
ま
わ
っ

た
と
こ
ろ
で
､
決
し
て
音
渠
の
本
質
的
な
力
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
音
楽
の
本
質
的
な
力
は
別
の
次
元
に
あ
る
の
で
あ
る
｡
音
楽
は

感
覚
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
音
で
あ
り
な
が
ら
､
そ
の
こ
と
は
き
っ
か
け
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
､
音
が
感
覚
を
越
え
た
も
の
と
結
び
つ
く

と
こ
ろ
に
音
禁
の
本
質
が
あ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
異
な
っ
た
次
元
の
結
び
つ
き
を
示
す
の
が
模
倣
の
概
念
で
あ
る
｡
模
倣
を
行
な
わ
な
け

れ
ば
音
禁
は
感
覚
的
な
音
の
次
元
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
音
楽
を
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
還
元
す
る
こ
と
で
は
､
音
楽
に
音
を
越
え
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
ル
ソ
ー
は
あ
く
ま
で
模
倣
を
音
柔
の
本
質
と
し
､
記
号
､
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
音
が
音
禁

で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
考
察
す
る
た
め
に
､
ル
ソ
ー
の
青
菜
辞
典
の
模
倣
の
項
目
に
善
か
れ
て
い
る
こ
と
を
参
考
に
し
て
み
よ
う
｡
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▼
､
｢
す
べ
て
の
自
然
が
眠
っ
て
い
る
時
に
､
そ
の
自
然
を
凝

視
す
る
者
は
眠
っ
て
い
な
い
｡
そ
し
て
音
楽
家
の
垂
術
は
､
･
対
象
の
感
覚
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
イ
メ
ー
ジ
を
､
そ
の
存
在
が
凝
視
す
る

老
の
心
に
ひ
き
お
こ
す
動
き
の
イ
メ
ー
ジ
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
存
す
る
｣

D
i
c
t
i
O
コ
コ
a
i
r
e

d
e
芦
s
i
q
亡
e
.
P
.
N
ひ
ー
こ
れ
が
ル

ソ
ー
に
よ
る
音
条
に
お
け
る
模
倣
の
あ
り
方
の
説
明
で
あ
る
｡
我
々
は
こ
こ
で
､
置
き
換
え
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
｡
音
巣
に
お
け
る
模
倣
は
､
感
覚
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
イ
メ
ー
ジ
を
音
に
よ
っ
て
心
の
動
き
を
示
す
イ
メ
ー
ジ
に
置
き
換
え
る
の
で

あ
る
｡
〝
す
べ
て
の
自
然
が
眠
っ
て
い
る
時
″
と
ル
ソ
ー
は
言
う
｡
そ
の
よ
う
な
状
態
に
お
い
て
我
々
の
感
覚
的
な
認
識
は
遮
断
さ
れ
て

し
ま
う
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
我
々
が
そ
の
存
在
を
と
ら
え
る
対
象
が
あ
る
｡
そ
の
対
象
を
表
わ
す
た
め
に
､
そ
の
存
在
が
我
々
の

心
の
内
に
喚
起
す
る
動
き
を
音
に
よ
っ
て
模
倣
す
る
の
で
あ
る
｡
音
は
も
ち
ろ
ん
聴
か
れ
な
け
れ
ば
意
味
は
な
い
｡
し
か
し
｣
感
覚
に
よ

九
一



九二

っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
ん
の
き
っ
か
け
に
過
ぎ
ず
､
音
は
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
非
感
覚
的
な
も
の
と
結
び
つ
く
こ
と
に
本
来
の
目

的
が
あ
る
の
で
あ
る
｡

ル
ソ
ー
が
た
び
た
び
用
い
る
言
葉
に
C
兎
u
r
(
心
)
と
い
う
言
葉
が
あ
る
｡
青
菜
に
お
い
て
音
は

c
躍
u
r
に
ま
で
到
達
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
｡
音
菓
は

c
O
叩
亡
r

か
ら
発
し
て
c
O
m
亡
r

に
至
る
言
語
な
の
で
あ
る
｡
一
一
ヨ
a
i
s
-
e
s

a
c
c
e
コ
S

d
e
-
a
く
O
i
パ
p
a
S
･

s
e
n
ご
u
s
q
u
a
-
､
p
l
m
e
､
C
賢
〓
s

s
O
コ
ー
ー
.
e
苔
r
e
S
S
i
O
コ
コ
a
-
亡
r
e
〓
e

d
e
s

p
a
s
s
i
O
コ
S
-
e
t
･
e
コ
ー
e
s

p
e
-
習
a
コ
t
･

〓
s
-
e
舛
e
宍
i
t
e
コ
t
.
C
､
e
s
t

p
a
r

e
u
X

q
u
e

l
a
ヨ
u
S
i
q
u
e

d
e
く
i
e
コ
t

O
r
a
t
O
i
r
e
-
巴
O
q
u
e
コ
t
e
-
i
ヨ
i
t
a
t
i
く
e
"
〓
s

e
コ
f
O
r
ヨ
e
コ
t
-
e
-
a
コ
g
a
g
e
巾
C
e
S
t

p
a
r

e
u
X

q
亡
､
e
〓
e

p
e
i
コ
(
p

〓
ヨ
a
g
…
a
-
i
O
コ
ー
e
s

O
b
j
e
-
s
,
q
u
.
e
〓
e

p
O
r
t
e

au

C
O
m
亡
r
-
e
s

s
e
コ
t
i
ヨ
e
コ
S
､
､
E
x
a
ヨ
e
コ
…
P
.
∽
A
-
｢
し
か
し
､
声
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
魂
に
ま
で
到
達
す
る
｡
な
ぜ
な

ら
､
そ
れ
ら
は
情
念
の
自
然
な
表
現
で
あ
り
､
情
念
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
情
念
を
喚
起
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
音
楽
は
演

説
に
､
賂
弁
に
､
模
倣
的
に
な
る
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
ア
ク
セ
ン
ト
は
言
語
を
形
成
す
る
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
音
渠
は
想
像
力
に
対
し
て
対
象

を
描
き
､
心
に
感
情
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
｣
心
に
ま
で
､
魂
に
ま
で
到
る
こ
と
が
音
禁
の
本
質
的
な
力
で
あ
る
｡
感
覚
的
な
刺
激
は
､

音
柔
が
こ
の
本
質
的
な
力
を
持
つ
た
め
の
入
口
に
す
ぎ
な
い
｡
心
か
ら
心
へ
､
超
感
覚
的
な
も
の
か
ら
超
感
覚
的
な
も
の
に
至
る
た
め
に
､

ほ
ん
の
わ
ず
か
の
間
だ
け
音
は
感
覚
的
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
い
わ
ば
や
む
を
得
ず
通
り
す
ぎ
な
く
て
は
な
ら
な
い
音
の

感
覚
性
を
と
ら
え
､
そ
れ
の
み
を
音
条
の
本
質
と
考
え
る
こ
と
に
対
し
て
､
ル
ソ
ー
は
一
貫
し
て
反
対
の
立
場
を
と
る
の
で
あ
る
｡
音
条

辞
典
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
項
の
最
後
に
､
ハ
ー
モ
ニ
ー
は
事
実
に
お
い
て
も
､
推
論
に
よ
っ
て
も
音
柔
の
本
質
と
は
な
り
得
な
い
こ
と
を
述

べ
て
い
る
｡
な
ぜ
推
論
に
よ
っ
て
そ
う
な
る
の
か
を
見
て
み
よ
う
｡
.
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d
O
コ
コ
e
､
-
軒
㌻
竃
コ
t
琶
e
⊥
r
か
s
･
p
声
=
紆
p
2
く
0
山
r
s
弓
C
躍
弓

h
u
ヨ
a
i
コ
.
､
D
i
c
t
i
9
コ
a
i
r
e
紆
M
u
s
i
q
u
e
ロ
N
烏
｢
推
論
に
よ
っ
て
もハ

ー
モ
ニ
ー
は
模
倣
の
原
理
を
何
ら
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
模
倣
の
原
理
に
よ
っ
て
､
音
楽
は
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
､
あ

る
い
は
感
情
の
表
現
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
劇
的
な
､
あ
る
い
は
模
倣
の
ジ
ャ
ン
ル
ま
で
高
ま
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ

の
ジ
ャ
ン
ル
が
音
乗
蛮
術
に
終
い
て
最
も
高
貴
で
唯
一
の
力
強
い
部
分
で
あ
る
｡
音
の
物
理
的
(
感
覚
的
)
な
面
に
の
み
結
び
つ
い
て
い

る
こ
と
は
､
そ
れ
が
我
々
に
与
え
る
快
に
お
い
て
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
し
､
人
間
の
心
に
対
し
て
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
力
を
し
か
持
っ
て

い
な
い
の
だ
か
ら
｣
こ
の
引
用
文
に
お
い
て
､
我
々
が
今
ま
で
に
述
べ
て
き
た
こ
と
が
集
約
さ
れ
て
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡
ハ
ー

モ
ニ
ー
は
模
倣
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
模
倣
の
原
理
と
は
､
音
楽
が
そ
れ
を
通
じ
て
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
た
り
感
情

の
表
現
を
し
た
り
す
る
原
理
で
あ
る
｡
こ
の
模
倣
を
行
な
う
か
ら
こ
そ
音
禁
は
高
い
垂
術
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
模
倣
を
行
な

う
か
否
か
が
音
柔
の
価
値
を
決
め
る
こ
と
に
な
る
｡
音
の
感
覚
的
な
側
面
は
我
々
に
真
の
喜
び
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
感
覚
的
に

働
き
か
け
る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
は
､
青
菜
は
人
間
の
心
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
こ
で
は
直
接
的
に

は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
､
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
つ
い
て
の
記
述
を
裏
が
え
し
て
考
え
れ
ば
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
役
わ
り
が
明
ら
か
に
な
る
｡
メ
ロ

デ
ィ
ー
こ
そ
が
､
模
倣
を
行
な
い
､
音
菓
を
高
め
､
音
の
感
覚
的
な
次
元
を
越
え
て
人
間
の
心
に
到
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

鯖

び

以
上
の
考
察
を
通
じ
て
､
ル
ソ
ー
の
模
倣
論
は
､
音
の
感
覚
的
な
性
質
と
そ
れ
に
よ
る
我
々
へ
の
刺
激
の
レ
ベ
ル
で
音
楽
を
と
ら
え
よ

う
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
反
論
と
常
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
｡
音
の
意
味
は
､
音
自
体
の
持
つ
感
覚
的
な
属
性
を

い
く
ら
綿
密
に
調
べ
て
も
､
そ
こ
か
ら
は
引
き
出
し
得
な
い
｡
p
b
y
s
i
q
亡
e

の
レ
ベ
ル
で
い
く
ら
青
菜
を
語
っ
て
も
音
楽
の
本
質
に
は
到

達
し
得
な
い
の
で
あ
る
｡
p
h
y
s
i
q
亡
e

の
レ
ベ
ル
で
音
渠
を
語
る
代
表
が
ラ
モ
ー
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
第
一
主
義
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
ゆ
え
､
ル

ソ
ー
は
常
に
ラ
モ
ー
に
対
し
て
反
対
し
続
け
る
｡
こ
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
否
定
の
背
後
に
は
上
述
の
よ
う
な
ル
ソ
ー
の
確
信
､
つ
ま
り
音
は

九三
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超
感
覚
的
な
も
の
と
結
び
つ
い
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
り
､
心
か
ら
心
に
到
る
言
語
に
な
り
う
る
と
い
う
確
信
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ

の
よ
う
な
確
信
が
具
体
的
に
は
ハ
ー
モ
ニ
ー
否
定
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
ハ
ー
モ
ニ
ー
も
模
倣
の
原
理
に

組
み
こ
ま
れ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
直
さ
れ
る
な
ら
ば
､
音
楽
の
本
質
に
か
か
わ
り
を
持
つ
と
考
え
直
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
｡

そ
れ
ゆ
え
､
ル
ソ
ー
が
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
も
模
倣
の
可
能
性
を
認
め
る
に
つ
れ
て
､
ハ
ー
モ
ニ
ー
も
音
禁
の
本
質
に
参
与
す
る
可
能
性
を
し

だ
い
に
認
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
よ
う
な
考
え
の
変
化
を
見
せ
な
が
ら
も
､
ル
ソ
ー
に
お
い
て
毒
し
て
い
る
の
は
､
音
楽
は
超

感
覚
的
な
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
我
々
に
働
き
か
け
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
｡
感
覚
的
印
象
と
精
神
的
印
象
と
の
区
別
は
､
ル
ソ
ー
が

一
貫
し
て
持
ち
続
け
た
､
そ
し
て
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
貴
重
な
主
張
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡


