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は
じ
め
に

　
本
書
は
「
音
楽
美
学
」
な
い
し
「
音
楽
の
哲
学
」
の
著
作
で
あ
る
。「
美
学
」
は
「
哲
学
」
の
一
分
野
で
あ
り
、
美

的
な
も
の
に
関
す
る
問
題
を
扱
う
哲
学
だ
。
さ
ら
に
、
美
学
の
な
か
で
も
音
楽
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
も
の
が
「
音
楽
美

学
」
と
呼
ば
れ
る
。

　
最
初
に
注
意
し
て
お
く
が
、
本
書
が
扱
う
「
美
学
」
や
「
哲
学
」
は
、「
男
の
美
学
」
や
「
経
営
哲
学
」
と
言
わ
れ

る
と
き
の
美
学
や
哲
学
で
は
な
い
。「
男
の
美
学
」「
経
営
哲
学
」
は
、
生
き
方
や
経
営
に
関
し
て
、
著
者
が
信
奉
し
て

い
る
理
念
や
人
生
訓
を
述
べ
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
の
「
音
楽
美
学
」「
音
楽
の
哲
学
」
の
本

は
、
著
者
が
思
っ
て
い
る
「
良
い
曲
と
は
こ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
見
を
示
す
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
本
来
の
意
味
で
の
「
哲
学
」
や
「
美
学
」、
お
よ
び
本
書
の
目
的
は
、
そ
れ
と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
目
的
は
、
音
楽
に
関
し
て
、
そ
も
そ
も
良
い
／
美
し
い
／
正
し
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
、
さ
ま
ざ
ま

な
観
点
か
ら
吟
味
し
、
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
本
書
で
は
、
著
者
や
他
の
人
の
見
解
を
た
だ
述
べ
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
主
張
が
ど
う
い
う
考
察
を
踏
ま
え
て
出
て
き
た
の
か
、
他
の
見
解
よ
り
ど
こ
が
優
れ
て
い
る
の
か
、
予

想
さ
れ
る
反
論
に
ど
う
対
処
で
き
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
も
検
討
す
る
。
本
来
の
意
味
で
の
「
哲
学
」
は
、
こ
の
よ
う
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に
主
張
を
吟
味
す
る
活
動
で
あ
り
、
独
断
的
な
信
条
を
述
べ
る
こ
と
で
は
な
い
の
だ
。

　
哲
学
の
問
い
は
、
日
常
生
活
の
あ
り
き
た
り
な
問
題
か
ら
始
ま
る
。
素
晴
ら
し
い
音
楽
を
聴
い
た
り
、
雄
大
な
自
然

風
景
を
見
た
り
し
た
と
き
、
人
は
美
し
さ
を
感
じ
た
り
、
感
動
を
覚
え
た
り
す
る
。
ま
た
、
騒
音
を
耳
に
し
た
り
、
気

味
の
悪
い
虫
を
目
に
し
た
り
し
た
ら
、
醜
さ
や
嫌
悪
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
経
験
は
あ
り
ふ
れ
た
何
気
な
い
も

の
だ
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
る
と
、
色
々
な
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
他
人
が
素

晴
ら
し
い
と
言
う
曲
が
自
分
に
は
平
凡
で
つ
ま
ら
な
く
思
え
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
と
き
の
自
分
の
反
応
は
間
違
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
そ
の
曲
を
素
晴
ら
し
い
と
言
う
人
こ
そ
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
、

「
こ
う
い
う
も
の
を
見
た
り
聴
い
た
り
し
た
と
き
は
こ
う
感
じ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
基
準
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

と
も
、
す
べ
て
単
な
る
好
き
嫌
い
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
基
準
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
に
関
し

て
、
ど
う
考
え
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
に
対
し
、
最
も
理
に
か
な
っ
た
考
え
は
ど
う
い
う
も
の
か
を

考
察
す
る
の
が
哲
学
な
い
し
美
学
な
の
で
あ
る
。

　
哲
学
、
美
学
を
扱
っ
た
国
内
の
著
作
に
も
、
当
然
、
音
楽
を
主
題
と
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
だ
が
本
書
に
は
、
国

内
の
他
の
著
作
に
は
な
い
独
自
の
方
針
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
心
の
哲
学
」
を
利
用
し
て
美
学
の
問
題
に
取
り
組
む
と

い
う
も
の
だ
（
海
外
で
は
こ
う
し
た
著
作
が
増
え
つ
つ
あ
る
）。

　
心
の
哲
学
は
、
文
字
通
り
、
心
に
関
す
る
問
題
を
扱
う
哲
学
で
あ
る
。
代
表
的
な
と
こ
ろ
で
は
、
脳
の
物
理
現
象
が

ど
の
よ
う
に
し
て
意
識
を
生
み
出
す
の
か
、
人
間
と
同
じ
よ
う
に
行
動
す
る
ロ
ボ
ッ
ト
に
心
は
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た

問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
心
の
哲
学
は
、
心
に
関
す
る
科
学
の
発
展
に
影
響
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
近
年
さ
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ま
ざ
ま
な
概
念
や
議
論
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
。
本
書
で
重
要
に
な
る
の
は
、
知
覚
と
情
動
に
関
す
る
哲
学
・
認
知

科
学
の
研
究
だ
。
本
書
は
そ
れ
ら
を
利
用
し
て
音
楽
美
学
の
問
題
に
取
り
組
む
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
本
書
に
は
も
う
ひ
と
つ
特
色
が
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
通
り
本
書
の
主
題
は
音
楽
美
学
だ
が
、
本
書
で
提

示
さ
れ
る
議
論
は
、
絵
画
や
彫
刻
、
料
理
や
香
水
、
自
然
風
景
や
木
の
手
触
り
な
ど
、
人
が
美
的
判
断
を
下
す
お
お
よ

そ
の
場
面
に
拡
張
で
き
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
本
書
が
次
の
二
点
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
だ
。

　
第
一
に
本
書
は
、「
こ
れ
は
優
美
だ
」
と
か
「
こ
れ
は
グ
ロ
テ
ス
ク
だ
」
と
い
っ
た
美
的
判
断
に
は
、
情
動
（em

o-

tion

）
が
重
要
と
な
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
点
は
、
音
楽
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
芸
術
作
品
で
も
日
用
品
で
も
自
然

物
で
も
、
そ
れ
を
美
的
に
評
価
す
る
際
に
は
情
動
が
必
要
に
な
る
と
主
張
す
る
の
だ
。

　
第
二
に
本
書
は
、
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
知
覚
（
多
感
覚
知
覚
）
を
強
調
す
る
。
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
知
覚
と
は
、
視
覚
・

聴
覚
・
触
覚
・
味
覚
・
嗅
覚
と
い
っ
た
五
感
が
共
同
し
て
対
象
を
捉
え
る
働
き
で
あ
る
。
そ
の
点
を
強
調
し
て
音
楽
聴

取
を
扱
う
本
書
は
、
音
楽
鑑
賞
で
も
視
覚
や
触
覚
が
重
要
に
な
る
場
合
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
だ
が
、
五
感
が
共
同
し

て
対
象
を
捉
え
る
と
い
う
論
点
を
音
楽
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
。
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
知
覚
を
強
調
し
た
議
論
は
、
絵

画
鑑
賞
で
も
実
は
聴
覚
が
重
要
に
な
る
と
か
、
料
理
や
香
水
の
鑑
賞
で
も
視
覚
や
聴
覚
が
重
要
に
な
る
、
と
い
う
議
論

を
展
開
す
る
た
め
に
も
利
用
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
、
各
章
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
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各
章
概
要

　
第
１
章
で
は
、
ま
ず
、
音
楽
を
聴
く
経
験
、「
聴
取
経
験
」
を
特
徴
づ
け
、
次
に
、
心
の
哲
学
を
用
い
た
音
楽
美
学

の
考
察
方
針
を
説
明
す
る
。
現
在
の
心
の
哲
学
は
、
自
然
科
学
の
成
果
を
利
用
し
て
伝
統
的
な
哲
学
的
問
題
に
ア
プ
ロ

ー
チ
す
る
と
い
う
「
哲
学
的
自
然
主
義
」
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
心
の
哲
学
を
用
い
て
音
楽
美

学
を
考
察
す
る
本
書
も
、
哲
学
的
自
然
主
義
の
影
響
の
も
と
に
書
か
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
、
聴
取
経
験
や
自
然
主
義

に
対
し
て
向
け
ら
れ
そ
う
な
疑
問
や
反
論
に
答
え
、
本
書
の
考
察
の
意
義
を
説
明
し
よ
う
。

　
第
２
章
で
は
、
美
的
判
断
や
美
的
経
験
、
美
的
性
質
な
ど
、
美
的
な
も
の
に
関
す
る
基
本
的
な
概
念
を
特
徴
づ
け
、

そ
の
う
え
で
、
本
書
前
半
の
主
題
と
な
る
「
美
的
判
断
の
客
観
主
義
」
を
説
明
す
る
。
こ
の
立
場
は
、
美
的
判
断
に
は

正
し
い
も
の
と
誤
っ
た
も
の
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、「
美
的
判
断
は
人
そ
れ
ぞ
れ
だ
か
ら
、

正
し
く
も
間
違
っ
て
も
い
な
い
」
と
い
う
主
張
に
反
対
す
る
の
で
あ
る
。

　
第
３
章
で
は
、
美
的
判
断
の
客
観
主
義
を
め
ぐ
る
現
代
の
議
論
を
概
説
す
る
。
客
観
主
義
の
擁
護
を
目
指
し
た
議
論

で
は
、
美
的
経
験
の
知
覚
的
側
面
に
焦
点
が
合
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
こ
の
章
で
は
、
客
観
主
義
を
擁
護
す

る
た
め
に
は
、
美
的
経
験
が
も
つ
評
価
的
側
面
に
つ
い
て
の
考
察
も
必
要
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
知
覚
的
側
面
と
評

価
的
側
面
を
結
び
つ
け
る
考
察
も
必
要
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
第
４
章
は
、
美
的
経
験
の
評
価
的
側
面
を
特
徴
づ
け
る
。
本
書
で
は
、
美
的
経
験
の
評
価
的
側
面
と
し
て
情
動
を
重

視
す
る
。
美
的
経
験
に
と
っ
て
情
動
が
不
可
欠
だ
と
主
張
す
る
「
情
動
主
義
」
は
、
十
八
世
紀
あ
た
り
ま
で
遡
れ
る
伝
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統
的
な
考
え
方
だ
が
、
本
章
で
は
、
現
代
の
哲
学
や
認
知
科
学
の
観
点
を
用
い
て
、
美
的
経
験
に
お
け
る
情
動
を
特
徴

づ
け
る
。

　
第
５
章
で
は
、
第
３
章
で
紹
介
し
た
美
的
経
験
の
知
覚
的
側
面
と
、
第
４
章
で
考
察
し
た
評
価
的
側
面
と
し
て
の
情

動
を
結
び
つ
け
る
。
こ
こ
で
鍵
と
な
る
の
は
、
知
覚
以
外
の
状
態
の
影
響
で
知
覚
が
変
化
し
う
る
と
い
う
「
認
知
的
侵

入
可
能
性
」
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
、
認
知
的
侵
入
に
よ
っ
て
知
覚
と
情
動
が
結
び
つ
い
た
も
の
が
美
的
経
験
で
あ
り
、

そ
れ
が
美
的
判
断
の
客
観
性
を
判
定
す
る
基
準
に
な
る
と
主
張
す
る
。

　
第
６
章
以
降
は
、
よ
り
音
楽
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
議
論
を
行
な
う
。
ま
ず
取
り
上
げ
る
問
題
は
、「
そ
も
そ
も
音
と

は
何
か
？
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
対
し
多
く
の
人
は
「
音
は
音
波
だ
」
と
答
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
近
年

の
知
覚
の
哲
学
で
は
、
そ
れ
に
反
対
す
る
考
え
が
支
持
を
集
め
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
音
は
音
波
で
は
な
く
、

音
波
を
生
み
出
し
た
物
体
の
振
動
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
、
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
根
拠
と
し
て
、
音
の
聴
こ
え
方
や

マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
知
覚
を
挙
げ
る
。

第
７
章
で
は
、
単
な
る
音
と
音
楽
の
違
い
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
音
楽
は
作
曲
者
や
演
奏
者
に
よ
る
介
入
が
あ
る
点

で
、
環
境
音
と
は
鑑
賞
の
さ
れ
方
が
異
な
っ
て
い
る
。
前
章
の
音
に
関
す
る
議
論
は
環
境
音
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
だ

が
、
こ
の
章
で
は
、
人
に
よ
っ
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
音
で
あ
る
音
楽
の
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
な
知
覚
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
る
美
的
経
験
に
つ
い
て
考
察
し
、
音
楽
鑑
賞
で
も
視
覚
や
触
覚
が
美
的
に
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
と

主
張
す
る
。

　
第
８
章
以
降
は
、
聴
取
経
験
と
情
動
の
関
係
を
取
り
上
げ
る
。「
悲
し
い
曲
を
聴
い
て
悲
し
く
な
っ
た
」
と
い
っ
た

こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
音
楽
と
情
動
に
深
い
結
び
つ
き
が
あ
る
こ
と
は
日
常
的
な
体
験
か
ら
も
明
ら
か
だ
ろ
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う
。
だ
が
、
日
常
的
な
体
験
に
関
す
る
素
朴
な
考
え
に
は
、
正
し
い
部
分
も
あ
れ
ば
誤
っ
た
部
分
も
あ
り
、
ま
た
、
よ

く
考
え
る
と
両
立
し
な
い
複
数
の
主
張
が
と
も
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
章
で
は
、
音
楽
と
情
動
の
結
び

つ
き
に
つ
い
て
考
察
す
る
準
備
段
階
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
を
整
理
す
る
作
業
を
行
な
う
。

　
第
９
章
で
は
「
な
ぜ
悲
し
い
曲
を
聴
く
の
か
」
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
悲
し
い
曲
は
聴
く
と
悲
し
く
な
る
曲

の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
す
る
と
、「
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
悲
し
い
曲
を
聴
く
の
か
」
と
い
う
問
題

が
生
じ
る
。
と
い
う
の
も
、
悲
し
み
は
な
る
べ
く
避
け
た
い
情
動
で
あ
り
、
悲
し
み
を
も
た
ら
す
原
因
も
避
け
た
い
も

の
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。
こ
の
章
で
は
、
現
代
の
情
動
の
哲
学
の
観
点
か
ら
、
次
の
ピ
ー
タ
ー
・
キ
ヴ
ィ
ー
の
見
解

を
擁
護
す
る
。
そ
れ
は
、「
悲
し
い
曲
」
は
聴
く
と
悲
し
く
な
る
曲
の
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
だ
。

　
で
は
、「
悲
し
い
曲
」
と
は
一
体
ど
ん
な
も
の
な
の
か
。
第
10
章
で
は
、
そ
れ
を
説
明
し
よ
う
と
試
み
る
二
つ
の
見

解
を
取
り
上
げ
る
。
一
つ
め
の
類
似
説
に
よ
る
と
、「
悲
し
い
曲
」
は
悲
し
い
人
の
振
る
舞
い
と
い
く
ら
か
似
た
特
徴

を
も
つ
曲
の
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
説
に
よ
る
と
、「
悲
し
い
曲
」
は
悲
し
み
を
抱
い
た
人
を
想
像
さ

せ
る
曲
の
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。
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第
１
章　

音
楽
美
学
と
心
の
哲
学

　
本
書
は
、
心
の
哲
学
の
観
点
を
用
い
て
音
楽
美
学
の
問
題
に
取
り
組
む
。
音
楽
を
聴
く
経
験
（
以
下
、「
聴
取
経
験
」）

は
、
心
の
働
き
・
状
態
の
一
つ
で
あ
る
た
め
、
心
に
つ
い
て
の
哲
学
的
考
察
で
得
ら
れ
た
成
果
を
利
用
し
て
聴
取
経
験

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
方
針
に
、
何
も
お
か
し
い
と
こ
ろ
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
真
っ
当
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で

あ
る
は
ず
だ
。

　
と
は
い
え
、
音
楽
に
つ
い
て
は
色
々
な
考
察
方
法
が
あ
り
、
そ
の
た
め
人
に
よ
っ
て
は
、
自
分
が
知
っ
て
い
る
考
察

方
法
と
本
書
の
方
針
が
あ
ま
り
に
も
違
い
、
取
っ
付
き
に
く
く
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
心
の
哲

学
が
本
当
に
使
え
る
の
か
？
」
と
い
う
疑
問
を
抱
く
人
も
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
詳
し
く
は
後
で
説
明

す
る
が
、
現
在
の
心
の
哲
学
は
、
心
理
学
や
脳
神
経
科
学
と
い
っ
た
認
知
科
学
の
研
究
成
果
を
抜
き
に
し
て
は
議
論
で

き
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
本
書
で
も
、
認
知
科
学
の
成
果
が
た
び
た
び
登
場
す
る
。
だ
が
、

音
楽
美
学
と
認
知
科
学
は
正
反
対
の
分
野
で
は
な
い
か
、
そ
も
そ
も
美
学
は
科
学
で
は
解
け
な
い
問
題
を
扱
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
う
し
た
点
を
含
め
、
本
章
で
は
、
本
書
の
方
針
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
疑
問
や
反
論
が
出
て
き
そ
う
か
、
そ
れ
ら
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に
ど
う
応
答
で
き
る
の
か
を
説
明
し
よ
う
。
そ
れ
に
よ
り
、
本
書
の
方
向
性
と
意
義
が
み
え
て
く
る
は
ず
だ
。

１　

聴
取
経
験
の
分
析

問
題
と
な
る
聴
取
経
験

　
本
書
は
聴
取
経
験
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
本
書
の
目
的

は
聴
取
経
験
の
分
析
だ
。
だ
が
、
本
書
で
問
題
に
し
た
い
聴
取
経
験
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
は
な
い
も
の
も
あ
る
。
ま
ず

そ
こ
か
ら
説
明
し
て
こ
う
。

　
多
く
の
人
が
「
音
楽
を
聴
く
」
場
面
と
し
て
ま
っ
さ
き
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
歌
つ
き
の
音
楽
（
歌
曲
）
を
聴
く
場

面
だ
ろ
う
。
年
末
に
な
る
と
、
日
本
で
も
海
外
で
も
、
そ
の
年
に
売
れ
た
曲
の
ラ
ン
キ
ン
グ
が
発
表
さ
れ
る
が
、
そ
の

上
位
は
ほ
ぼ
歌
曲
で
占
め
ら
れ
、
歌
詞
が
な
い
イ
ン
ス
ト
ゥ
ル
メ
ン
タ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
が
上
位
に
く
る
こ
と
は
滅

多
に
な
い
。
多
く
の
人
が
普
段
接
す
る
音
楽
は
歌
曲
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
歌
曲
の
鑑
賞
で
は
も
ち
ろ
ん
歌
詞
の
内
容
も

重
視
さ
れ
る
。「
Ｒ
Ｃ
サ
ク
セ
シ
ョ
ン
の
《
雨
あ
が
り
の
夜
空
に
》
は
と
っ
て
も
良
い
よ
ね
」
と
い
う
人
に
そ
の
理
由

を
尋
ね
た
ら
、「
歌
詞
の
比
喩
が
面
白
い
」
と
言
っ
た
り
す
る
。
多
く
の
人
に
と
っ
て
音
楽
は
、「
歌
詞
の
内
容
を
踏
ま

え
て
鑑
賞
さ
れ
る
も
の
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
歌
詞
の
内
容
を
踏
ま
え
た
聴
取
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
は
、
言
語
の
理
解
や
言
葉
で
語
ら
れ
た
内
容
の
理
解
に

関
す
る
考
察
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
際
に
は
、
文
学
や
詩
に
関
す
る
理
論
も
参
照
す
る
必
要
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
だ

が
本
書
は
、
音
楽
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
特
色
に
よ
り
焦
点
を
合
わ
せ
た
聴
取
経
験
の
考
察
を
行
な
い
た
い
。
つ
ま
り
、
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歌
詞
の
理
解
を
踏
ま
え
た
鑑
賞
で
は
な
く
、
イ
ン
ス
ト
ゥ
ル
メ
ン
タ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
に
も
、
自
分
の
知
ら
な
い
言

語
で
歌
わ
れ
た
歌
曲
に
も
あ
て
は
ま
る
よ
う
な
、
音
の
配
列
と
し
て
の
音
楽
の
経
験
を
扱
う
の
だ
。
こ
こ
か
ら
先
、
考

察
の
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
曲
の
な
か
に
は
歌
曲
も
混
ざ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
そ
の
曲
は
、
歌
詞
の

内
容
を
無
視
し
て
も
議
論
の
題
材
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
。

　
こ
の
点
は
、
歌
詞
と
の
関
係
で
音
楽
を
考
察
し
た
い
人
に
と
っ
て
は
残
念
な
お
知
ら
せ
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ

う
し
た
人
に
も
本
書
を
読
む
価
値
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
歌
曲
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
は
、
歌
詞
を
抜
き
に
し

た
音
の
配
列
の
鑑
賞
に
つ
い
て
の
考
察
と
、
言
葉
や
内
容
の
理
解
に
関
す
る
考
察
を
行
な
い
、
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
本
書
は
、
前
者
の
考
察
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
る
は
ず
だ
。

　
次
に
注
意
し
て
も
ら
い
た
い
点
は
、
本
書
が
考
察
し
た
い
聴
取
経
験
は
、
一
般
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
本
書
は
、
曲
は
何
で
あ
れ
、
音
楽
を
聴
く
と
き
に
人
の
心
が
ど
う
い
う
状
態
に
あ
る
の
か
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
逆
を
言
え
ば
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
《
交
響
曲
第
九
番
》
を
聴
い
た
と
き
に
特
有
の

聴
取
経
験
な
ど
、
特
定
の
曲
を
聴
い
た
と
き
の
特
定
の
聴
取
経
験
は
扱
わ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

　
そ
の
た
め
、
本
書
を
読
め
ば
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
《
交
響
曲
第
九
番
》
が
よ
り
よ
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
と

い
っ
た
こ
と
は
な
い
。
特
定
の
曲
と
そ
れ
を
聴
い
た
と
き
の
特
定
の
経
験
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
曲
に
関
す
る

歴
史
的
事
実
に
つ
い
て
知
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
を
作
っ
た
人
が
ど
う
い
う
思
想
に
傾
倒
し
て
い

た
か
、
ど
う
い
う
世
情
の
影
響
の
下
で
作
ら
れ
た
の
か
、
そ
れ
が
評
判
に
な
っ
た
経
緯
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
、
作

曲
の
い
き
さ
つ
は
聴
き
手
に
ど
う
い
う
影
響
を
与
え
た
の
か
、
と
い
っ
た
点
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し

た
問
題
は
、
音
楽
史
や
音
楽
批
評
の
本
で
頻
繁
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
の
目
的
は
そ
う
い
っ
た
こ
と
で
は
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な
い
。（
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
的
事
実
に
つ
い
て
の
知
識
が
芸
術
鑑
賞
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
だ
が
、
知
識
が

鑑
賞
に
影
響
す
る
こ
と
は
す
べ
て
の
芸
術
作
品
に
当
て
は
ま
る
。
こ
の
話
題
は
第
３
章
で
取
り
上
げ
る
。）
本
書
の
議
論
の
な

か
で
具
体
的
な
曲
名
が
出
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
考
察
を
行
な
う
た
め
の
一
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。

　
こ
の
方
針
に
対
し
て
す
ぐ
さ
ま
次
の
疑
問
が
浮
か
ぶ
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、「
個
別
の
曲
の
分
析
を
抜
き
に
し

て
聴
取
経
験
を
分
析
で
き
る
の
か
」
と
い
う
も
の
だ
。
そ
の
疑
念
を
も
つ
人
は
こ
う
言
う
だ
ろ
う
。
時
代
や
文
化
が
違

え
ば
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
曲
が
作
ら
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
曲
を
聴
く
経
験
も
ま
っ
た
く
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
と
、
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ス
タ
ー
ニ
ー
古
典
音
楽
と
、
ジ

ャ
ワ
島
の
ガ
ム
ラ
ン
音
楽
と
、
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ズ
と
、
デ
ト
ロ
イ
ト
の
テ
ク
ノ
と
、
北
欧
の
メ
ロ
デ
ィ
ッ
ク
デ
ス
メ

タ
ル
と
で
は
、
ジ
ャ
ン
ル
が
成
立
し
た
歴
史
や
個
々
の
曲
に
反
映
さ
れ
て
い
る
価
値
体
系
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ジ
ャ
ン
ル
だ
け
で
な
く
、
個
々
の
曲
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
違
い
に
応
じ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
音
楽
の
聴
き
方
も
違
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
な
の
に
、
聴
取
経
験
を
一
般
的
に
分
析
す
る

こ
と
な
ど
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
ど
れ
か
の
ジ
ャ
ン
ル
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
必
要
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
確
か
に
、
こ
の
疑
問
も
一
定
の
説
得
力
を
も
っ
て
お
り
、
音
楽
美
学
の
な
か
に
は
音
楽
史
や
音
楽
批
評
に
寄
り
添
っ

た
も
の
も
あ
る
。
そ
う
し
た
考
察
を
取
り
入
れ
た
方
が
、
よ
り
詳
し
く
包
括
的
な
考
察
が
行
な
え
る
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
。

　
だ
が
、
個
別
の
曲
や
ジ
ャ
ン
ル
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
聴
覚
経
験
を
分
析
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
を
理
解

す
る
た
め
に
、
少
し
遠
回
り
に
な
る
が
、
ひ
と
ま
ず
情
動
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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情
動
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

　
こ
こ
で
怒
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
怒
り
は
、
自
分
が
大
事
に
し
て
い
る
も
の
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
に
生
じ
る
。

た
と
え
ば
、
食
事
や
飲
み
会
の
席
順
を
大
事
に
し
て
い
る
人
が
い
る
と
す
る
。
そ
の
人
は
、
一
番
偉
い
人
が
こ
こ
に
座

り
、
次
に
偉
い
人
が
こ
こ
に
座
り
、
下
っ
端
は
こ
こ
に
座
る
べ
き
だ
と
信
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
下
っ
端
が
一
番
偉

い
人
の
席
に
い
る
の
を
見
る
と
烈
火
の
ご
と
く
怒
り
出
す
。
そ
れ
を
見
て
い
た
別
の
人
は
「
席
順
く
ら
い
で
そ
ん
な
に

怒
ら
な
く
て
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
人
は
席
順
を
大
事
に
し
て
い
な
い
た
め
、
下
っ
端
が

ど
こ
に
座
ろ
う
と
構
わ
な
い
の
だ
。
し
か
し
、
席
順
で
怒
ら
な
い
人
も
、
別
の
こ
と
で
は
怒
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

後
で
食
べ
よ
う
と
思
っ
て
冷
凍
庫
に
入
れ
て
あ
っ
た
ア
イ
ス
を
無
断
で
家
族
に
食
べ
ら
れ
た
ら
、
す
ご
い
勢
い
で
怒
る

か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
人
は
、
席
順
を
大
事
に
し
て
は
い
な
い
が
ア
イ
ス
を
非
常
に
大
事
に
し
て
お
り
、
そ
れ
を
食
べ

る
機
会
を
奪
わ
れ
る
こ
と
が
強
烈
な
怒
り
に
つ
な
が
る
の
だ
。

　
こ
の
例
か
ら
わ
か
る
の
は
、
何
が
怒
り
を
引
き
起
こ
す
か
は
、
何
に
価
値
を
置
い
て
い
る
か
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
だ
。
も
と
も
と
怒
り
は
、
自
分
の
縄
張
り
や
食
料
、
配
偶
者
な
ど
を
略
奪
さ
れ
た
と
き
に
生
じ
、
そ
う
し
た
略
奪

者
へ
の
対
応
、
つ
ま
り
復
讐
を
動
機
づ
け
る
も
の
と
し
て
進
化
的
に
備
わ
っ
た
も
の
だ
と
言
え
そ
う
だ
。
だ
が
、
何
に

価
値
を
置
き
、
そ
の
た
め
何
が
価
値
の
侵
害
で
あ
る
か
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
環
境
、
時
代
、
地
域
、
そ
の
人
が
属
す
る

共
同
体
の
価
値
観
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
、
起
こ
っ
た
物
事
は
同
じ
で
も
、
そ
れ
に
対
し
て
怒
る
人
と

怒
ら
な
い
人
と
い
う
違
い
が
出
て
く
る
。
こ
こ
で
挙
げ
た
席
順
や
ア
イ
ス
は
か
な
り
個
人
的
な
例
か
も
し
れ
な
い
が
、

重
要
な
の
は
、
価
値
体
系
の
違
い
に
よ
っ
て
怒
り
を
も
つ
場
面
が
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
だ
。
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し
か
し
、
こ
う
し
た
違
い
の
背
後
に
、
共
通
要
素
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
ど
の
人
も
何
か
に
怒
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
席
順
に
怒
る
人
と
ア
イ
ス
の
盗
み
食
い
に
怒
る
人
で
は
怒
り
の
原
因
が
異
な
っ
て
は
い
る
が
、

二
人
と
も
怒
り
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
個
々
人
の
怒
り
の
原
因
は
さ
ま
ざ
ま
で
も
、
怒
り
を
も
つ
能
力
が
阻
害

さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
人
は
何
か
し
ら
に
つ
い
て
怒
る
の
で
あ
る
。
何
が
怒
り
を
引
き
起
こ
す
か
は
何
に
価
値
を
置
く

か
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
が
、
自
分
が
価
値
を
置
い
て
い
る
も
の
の
侵
害
に
よ
っ
て
怒
り
が
生
じ
る
と
い
う
点
は
、

す
べ
て
の
人
に
共
通
の
こ
と
な
の
だ
。

　
怒
り
と
は
何
な
の
か
を
考
え
る
う
え
で
は
、
個
々
人
で
違
っ
て
い
る
怒
り
の
原
因
を
一
旦
脇
に
置
い
て
み
る
必
要
が

あ
る
。
確
か
に
、
ア
イ
ス
を
食
べ
ら
れ
た
と
き
の
怒
り
と
、
席
順
を
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
た
と
き
の
怒
り
で
は
、
強
さ

や
感
じ
方
が
異
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
ど
ち
ら
も
「
怒
り
」
に
分
類
さ
れ
る
状
態
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

る
な
ら
、
怒
り
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
共
通
性
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
理
解
し
て
お

か
な
け
れ
ば
、
個
別
の
事
例
で
異
な
っ
た
怒
り
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
に
な
い
。
と
い
う
の
も
、
席

順
や
ア
イ
ス
そ
の
も
の
に
注
目
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
共
通
点
を
み
つ
け
る
の
は
難
し
い
か
ら
だ
。
席
順
は
人
が
座
る
空

間
的
配
置
と
人
同
士
の
社
会
的
関
係
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
だ
が
、
ア
イ
ス
は
牛
乳
や
卵
、
砂
糖
、
香
料
な
ど
か

ら
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
あ
い
だ
に
何
か
重
要
な
共
通
性
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
れ
を
み
つ
け
ら

れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
情
動
も
、
か
な
り
違
っ
た
も
の
と
し
て
分
類
さ
れ
か
ね
な
い
。
あ

る
人
が
席
順
を
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
た
と
き
の
心
の
状
態
と
、
別
の
人
が
ア
イ
ス
を
盗
み
食
い
さ
れ
た
と
き
の
心
の
状

態
は
、
全
然
違
う
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
だ
が
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
お
か
し
い
。
こ
う

し
た
間
違
い
を
防
ぐ
に
は
、
ま
ず
、
怒
り
と
い
う
も
の
が
一
般
的
に
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
理
解
し
、
そ
の
あ
と
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で
、
個
々
人
で
異
な
る
怒
り
の
原
因
や
感
じ
方
を
考
察
す
る
の
が
い
い
だ
ろ
う
。

　
ま
と
め
る
と
、
怒
り
を
理
解
す
る
う
え
で
は
次
の
二
つ
の
問
題
を
分
け
る
必
要
が
あ
る
。
一
つ
は
、
各
人
の
怒
り
の

原
因
を
決
め
る
価
値
や
信
念
は
何
か
と
い
う
問
題
と
、
そ
も
そ
も
怒
り
が
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題

だ
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
前
者
は
怒
り
の
個
別
性
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
問
い
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
怒
り
の

共
通
性
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
問
い
で
あ
る
。
怒
り
に
限
ら
ず
、
心
の
状
態
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
二
つ

を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
怒
り
と
同
じ
く
聴
取
経
験
も
心
の
状
態
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
怒
り
の
場
合
と
同
じ
こ
と
が
聴
取
経
験
に
も
あ
て
は

ま
る
。
聴
取
経
験
と
は
何
か
と
い
う
問
い
も
、
共
通
性
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
も
の
と
個
別
性
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
も
の

に
分
け
ら
れ
る
の
だ
。

　
共
通
性
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
問
い
は
、
た
と
え
ば
、「
曲
を
聴
い
て
感
動
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
い
っ
た
仕
組
み
が

人
間
に
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
問
い
を
考
え
る
場
合
、
感
動
さ
れ
る
曲

は
何
で
も
構
わ
な
い
。
時
代
や
地
域
が
違
え
ば
、
人
々
が
ど
の
曲
に
感
動
す
る
か
が
違
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
時
代
や

地
域
が
違
っ
て
も
、
何
ら
か
の
曲
に
感
動
す
る
と
い
う
点
は
人
間
に
共
通
の
こ
と
で
あ
る
。
ど
の
時
代
の
人
も
、
そ
れ

ぞ
れ
の
文
化
で
良
い
と
さ
れ
て
い
る
（
あ
る
い
は
個
人
的
に
良
い
と
思
っ
て
い
る
）
曲
を
聴
い
て
、
感
動
に
浸
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
う
し
た
共
通
の
聴
取
経
験
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
個
々
の
文
化
的
背
景
は
一
旦
脇
に
置
い
て
み
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
そ
う
し
た
共
通
性
の
問
い
が
理
解
で
き
た
ら
、
次
に
、
個
別
性
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
問
い
に
取
り
掛
か
る
こ
と
が
で
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き
る
。
そ
の
問
い
は
、
た
と
え
ば
、「
あ
る
人
が
特
定
の
曲
に
感
動
す
る
と
は
ど
う
い
う
状
態
な
の
か
」
と
い
う
も
の

だ
。
こ
れ
に
答
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
曲
が
成
立
し
た
時
代
や
地
域
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
聴
く
人
が
育
っ
た
時
代
や
地

域
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
音
楽
史
や
音
楽
批
評
の
研
究
を
参
照
す
る
必
要
が
出
て
く
る
。
別
の
時
代
の

別
の
地
域
の
人
が
同
じ
曲
を
聴
い
て
感
動
す
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
は
そ
こ
は
重
要
で
は

な
い
。
こ
の
問
い
は
、
そ
の
曲
を
聴
い
て
感
動
す
る
聴
き
手
が
属
す
る
時
代
・
地
域
・
文
化
に
焦
点
を
絞
っ
た
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
、
問
題
を
二
つ
に
分
け
た
が
、
本
書
が
焦
点
を
合
わ
せ
る
の
は
共
通
性
の
問
い
で
あ
る
。
確
か
に
、
聴
取
経
験

を
完
全
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
共
通
性
の
問
い
と
個
別
性
の
問
い
の
両
方
に
答
え
る
必
要
が
あ
る
。
人
に
よ
っ
て
は
、

個
別
性
の
問
い
か
ら
始
め
る
方
が
、
考
察
が
具
体
的
に
な
っ
て
い
い
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
個
別
性
の

問
い
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
場
合
で
も
、
い
ず
れ
共
通
性
の
問
い
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
共
通
性

の
問
い
を
扱
う
本
書
は
、
個
別
性
を
重
視
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
も
、
い
ず
れ
は
役
に
立
つ
は
ず
だ
。

概
念
分
析
と
心
の
分
析

　
次
に
、
聴
取
経
験
に
関
す
る
概
念
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
疑
問
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
そ
の
疑
問
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
聴
取
の
対
象
と
な
る
の
は
音
楽
だ
が
、
現
代
人
が
「
音
楽
」
な
い
し“m

usic”

と
い
う
語
で
理
解
し
て
い
る
も

の
は
、
西
洋
で
生
ま
れ
た
特
殊
な
概
念
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
概
念
は
特
定
の
時
代
・
地
域
で
培
わ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
そ
の
他
の
時
代
や
文
化
で
は
、
そ
れ
に
相
当
す
る
概
念
は
生
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
に
応
じ
て
、
日
本
語

の
「
聴
取
」
で
表
さ
れ
る
概
念
と
、
英
語
の “listening”

と
、
ド
イ
ツ
語
の “zuhören” 

と
い
う
概
念
も
、
そ
れ
ぞ
れ
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異
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
に
は
共
通
し
て
「
音
楽
」
の
「
聴
取
経
験
」
が
存
在
す

る
と
想
定
す
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
の
想
定
は
過
度
な
一
般
化
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
特
定
の
文
化
で
作
ら
れ
た
概
念
を
不
当
な
形
で
他
の
文
化
圏
に
押
し
付
け
る
、
と
き
に
「
西
洋
中
心
主
義
」

と
非
難
さ
れ
る
方
針
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か1

。

　
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
点
を
理
解
す
る
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ス
コ
ー
洞
窟
に
あ
る
壁
画
に
つ
い
て
考

え
て
み
よ
う
。
そ
の
洞
窟
の
壁
に
は
、
二
万
年
前
の
ク
ロ
マ
ニ
ョ
ン
人
が
描
い
た
と
さ
れ
る
牛
、
馬
、
山
羊
な
ど
の
絵

が
あ
る
。
す
で
に
「
絵
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
を
「
絵
」
や
「
図
像
」
と
い
う
概

念
を
使
わ
ず
に
理
解
す
る
こ
と
な
ど
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　
確
か
に
ク
ロ
マ
ニ
ョ
ン
人
は
、
現
代
人
が
も
つ
「
絵
」
概
念
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
現
代
人

の
「
絵
」
概
念
か
ら
す
る
と
、
絵
で
何
か
を
表
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
な
い
（
表
象
的
で
な
い
）
抽
象
画
も
絵
だ
が
、

ク
ロ
マ
ニ
ョ
ン
人
の
「
絵
」
概
念
に
抽
象
画
が
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ク
ロ
マ
ニ
ョ
ン
人

が
洞
窟
の
壁
に
作
り
出
し
た
も
の
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、「
音
楽
」「
彫
刻
」「
ダ
ン
ス
」
と
い
っ
た
概
念
を
用
い
る

の
は
明
ら
か
に
適
切
で
は
な
く
、「
絵
」
概
念
を
使
う
の
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
は
言
え
る
。
現
代
の
「
彫
刻
」
や

「
ダ
ン
ス
」
と
い
う
概
念
を
押
し
つ
け
て
も
、
ラ
ス
コ
ー
洞
窟
の
壁
に
あ
る
も
の
を
理
解
す
る
う
え
で
は
ほ
ぼ
役
に
立

た
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
ラ
ス
コ
ー
洞
窟
の
壁
に
は
、
現
代
の
「
絵
」
概
念
の
適
用
を
促
す
よ
う
な
要
素
（
色

や
形
の
配
列
で
何
か
を
視
覚
的
に
再
現
す
る
要
素
）
が
あ
り
、「
彫
刻
」
や
「
ダ
ン
ス
」
を
適
用
で
き
る
よ
う
な
要
素
は
さ

ほ
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
現
代
人
は
、
現
代
の
「
絵
」
概
念
を
利
用
し
て
ク
ロ
マ
ニ
ョ
ン
人
の
創
作
物
を

理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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壁
画
と
い
う
創
作
物
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
心
の
状
態
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
ク
ロ
マ
ニ
ョ
ン
人

が
壁
画
を
描
い
た
と
き
の
心
の
状
態
は
、
現
代
人
が
「
絵
を
描
く
」
と
き
の
心
の
状
態
と
し
て
理
解
し
て
い
る
も
の
と

は
完
全
に
は
一
致
し
な
い
だ
ろ
う
。「
絵
」
概
念
と
同
様
、
ク
ロ
マ
ニ
ョ
ン
人
が
生
き
て
い
た
頃
に
は
、
現
代
人
が
考

え
る
「
描
く
」
概
念
は
存
在
し
て
い
な
い
。
現
代
人
の
「
描
く
」
概
念
に
は
、
そ
れ
が
培
わ
れ
て
き
た
現
代
ま
で
の
歴

史
的
事
情
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
そ
う
し
た
「
描
く
」
概
念
を
適
用
す
る
こ
と
で
、
ク
ロ
マ

ニ
ョ
ン
人
の
心
の
状
態
を
あ
る
程
度
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
ほ
と
ん
ど
何
も
理
解
で

き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
代
人
も
ク
ロ
マ
ニ
ョ
ン
人
も
、
色
や
形
で
何
か
を
視
覚
的
に
再
現
し
よ
う
と
し
て

い
る
は
ず
だ
。

　
ま
と
め
よ
う
。
特
定
の
時
代
・
地
域
の
人
が
も
っ
て
い
た
心
の
状
態
お
よ
び
そ
の
所
産
を
指
す
言
葉
や
概
念
は
、
他

の
時
代
・
地
域
の
特
定
の
人
が
も
っ
て
い
た
心
の
状
態
お
よ
び
そ
の
所
産
を
指
す
言
葉
や
概
念
と
は
完
全
に
は
一
致
し

て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
前
者
の
心
の
状
態
と
後
者
の
心
の
状
態
に
は
、
二
つ
を
同
じ
種
類
の
活
動
・

所
産
と
し
て
概
念
的
に
分
類
す
る
共
通
の
要
素
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
現
代
の
特
定
の
地
域
の

人
が
も
つ
心
の
状
態
を
指
す
概
念
は
、
別
の
時
代
・
地
域
の
人
が
も
っ
て
い
た
心
の
状
態
を
理
解
す
る
う
え
で
利
用
で

き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
同
じ
こ
と
が
音
楽
と
聴
取
経
験
に
も
言
え
る
。
異
な
る
時
代
・
地
域
の
人
が
生
み
出
し
た
産
物
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、

そ
の
な
か
で
、
現
代
の
「
音
楽
」
概
念
を
使
う
こ
と
で
理
解
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
概
念
の
適
用
は
、
現
代
の
文

化
の
単
な
る
押
し
つ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
産
物
に
は
、「
絵
画
」
や
「
彫
刻
」
で
は
な
く
、「
音
楽
」
を

利
用
し
て
理
解
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
る
特
徴
が
あ
る
か
ら
だ
。
同
様
に
、
異
な
る
時
代
・
地
域
の
人
が
も
つ
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心
的
状
態
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
そ
の
な
か
に
「
聴
取
」
と
い
う
概
念
を
使
う
こ
と
で
理
解
で
き
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
方
針
の
も
と
、
本
書
で
は
、「
聴
取
」
と
い
う
言
葉
が
意
味
し
て
い
る
心
的
状
態
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
地

域
・
文
化
に
共
通
の
要
素
が
あ
る
と
想
定
し
、
そ
う
し
た
共
通
の
心
の
状
態
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
。

本
書
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、「
聴
取
」
と
い
う
概
念
自
体
の
分
析
で
は
な
く
、
そ
の
概
念
が
指
し
て
い
る
心
の
状
態

の
分
析
で
あ
る
。

　
本
節
の
最
後
に
、
音
楽
研
究
に
詳
し
い
人
が
気
に
し
そ
う
な
問
題
を
簡
単
に
二
つ
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ス
モ
ー
ル
の
「
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
キ
ン
グ
」
の
議
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
（Sm

all 1998

）。
そ
こ
で

は
、
従
来
の
音
楽
に
つ
い
て
の
考
察
で
は
、
作
品
と
し
て
出
来
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
音
楽
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば

「
モ
ノ
」
と
し
て
の
音
楽
ば
か
り
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
音
楽
に
参
入
す
る
行
為
や
、
音
楽
が
も
つ
出
来
事
と
し
て
の
側

面
が
無
視
さ
れ
て
い
る
と
よ
く
言
わ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
演
者
と
聴
き
手
と
い
う
区
別
は
実
は
不
適
切
で
あ
り
、
む
し

ろ
、
何
か
し
ら
音
楽
に
関
わ
る
行
為
を
す
べ
て
「
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
キ
ン
グ
」
と
し
て
扱
お
う
と
い
う
大
胆
な
主
張
が
な
さ

れ
て
い
る
。

　
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
音
楽
鑑
賞
の
身
体
性
に
関
す
る
も
の
だ
。
そ
の
議
論
で
は
、
従
来
の
音
楽
に
関
す
る
考
察
は

作
品
と
し
て
の
音
楽
を
過
度
に
強
調
し
て
お
り
、
聴
き
手
が
体
を
揺
ら
し
て
音
楽
に
反
応
す
る
こ
と
や
、
そ
も
そ
も
音

楽
は
踊
り
と
い
う
行
為
と
一
体
で
あ
っ
た
と
い
う
点
を
無
視
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
（
た
と
え
ば
、
山
田 2008; 2017

）。

　
本
書
で
は
こ
れ
ら
の
議
論
に
深
く
立
ち
入
ら
な
い
が
、
そ
れ
と
接
続
可
能
な
考
察
は
行
な
う
予
定
で
あ
る
。
第
６
章

で
は
近
年
の
知
覚
の
哲
学
で
注
目
さ
れ
て
い
る
音
の
存
在
論
と
聴
覚
知
覚
の
議
論
を
紹
介
す
る
が
、
そ
の
議
論
で
は
、
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音
を
出
来
事
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
音
に
つ
い
て
の
考
察
に
基
づ
き
、

第
７
章
で
は
音
楽
に
関
す
る
考
察
に
着
手
す
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
こ
で
も
、
音
か
ら
構
成
さ
れ
る
音
楽
は
出
来
事
と
み

な
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
演
奏
さ
れ
た
音
楽
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
の
側
面
も
取
り
上
げ
る
。
ま
た
第
６
章
で

は
、
音
は
聴
覚
の
み
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
触
覚
で
も
、
何
な
ら
視
覚
で
も
捉
え
ら
れ
る
多
感
覚
（
マ
ル
チ

モ
ー
ダ
ル
）
知
覚
の
対
象
で
あ
る
と
い
う
議
論
を
行
な
い
、
そ
こ
か
ら
第
７
章
で
は
、
聴
覚
以
外
の
感
覚
モ
ダ
リ
テ
ィ

も
音
楽
鑑
賞
に
関
わ
る
と
い
う
議
論
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
前
述
の
二
つ
の
疑
問
、
そ
れ
に
関
連
す
る
音
楽

研
究
に
興
味
が
あ
る
人
は
、
第
６
章
と
第
７
章
の
議
論
ま
で
待
っ
て
も
ら
い
た
い
。

　
聴
取
経
験
に
関
す
る
説
明
は
以
上
で
あ
る
。
次
に
、
本
書
が
採
用
す
る
哲
学
の
考
察
方
針
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。

２　

音
楽
美
学
の
自
然
化

哲
学
的
自
然
主
義

　
何
度
も
述
べ
て
い
る
通
り
、
本
書
は
音
楽
聴
取
を
考
察
す
る
が
、
古
代
か
ら
現
在
ま
で
多
く
の
哲
学
者
が
音
楽
に
つ

い
て
議
論
し
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
デ
カ
ル
ト
、
カ
ン
ト
、
ニ
ー
チ
ェ
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ア
ド
ル
ノ
…
…
挙
げ
て
い
け
ば
き
り
が
な
い
。
ま
た
、
こ
う
し
た
西
洋
哲
学
の
伝
統
だ
け

で
な
く
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
や
儒
教
な
ど
の
東
洋
哲
学
で
も
、
音
楽
に
関
す
る
考
察
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
哲
学
者
だ
け
で

な
く
、
作
曲
家
や
演
奏
家
、
指
揮
者
に
も
、
哲
学
的
見
解
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
（
場
合
に
よ
っ
て
は
専
門
の
哲
学
者
よ
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