
音

楽

美

学

の

課

題

張

源

羊ネ

一

音

楽

の

実

践

と

学

問

が
く

た
の

古
書

(
礼
記
i
楽

記
、
楽

化
篇

)

に

「
楽

は
楽

し

む
な
り

。

人
情

の
免

る
る
能

は
ざ
る
と

こ
ろ
な
り

。
」
と
あ

る
よ
う

に
、
音
楽

に
対

す
る
世

人

の
態
度

の
ほ
と
ん
ど
総

ヘ

ヘ

へ

べ
て
は
、
音
楽
を
実
践
す
る
こ
と
を
楽
し
む

の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
に

つ
い
て
知
的
反
省
を
加
え
学
問
的
に
認
識
す
る
と

い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

こ
こ
に
実

践
と

い
う

の
は
作
曲

・
演
奏

・
鑑
賞

・
批
評
等
、
音
楽
に
関
す
る
凡
ゆ
る
実
際
活
動
を
包
括
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
ド
イ
ッ
語
の

ζ
易
鼠
臼
窪

に
相
当
す
る
。

実
践
に
は
無
数

の
場
合
が
あ
る
。
人
類
は
有
史
以
前
か
ら
音
響
を
そ
の
生
活

の
必
要
の
た
め
に
利
用
す
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
を
興
味
あ

る
よ
う
に
用
い
て
楽
し
ん
で

き
た
の
で
あ

っ
て
、
音
楽
は
高
度
な
文
化
民
族
は
言
う
に
及
ば
ず
、
広
く
自
然
民
族

の
生
活

に
も
存
在
す
る
。
我

々
の
周
囲
に
あ
る
民
謡

・
狸
謡

・
童
謡

・
農
民

・
漁

民

・
労
働
者
の
仕
事
唄
、
祭
礼

の
音
楽
、
吉
凶
の
儀
式
音
楽
、
寺
院
教
会
の
宗
教
音
楽
、
学
校
教
育
の
音
楽
、
放
送
音
楽
な
ど
数
え
き
れ
な
い
程
で
あ

る
。
大
多
数

の
人
は

こ
れ
ら
を
聴
い
て
楽
し
む
か

(
鑑
賞
)
、
自
ら
歌
い
、
あ

る
い
は
楽
器
を
奏

で
て
楽
し
む
か

(演
奏
)
、
ま
た
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
意
見
を
述

べ
る
か

(批
評
)
、
あ

ぎ
よ
う

る

い
は
感

興

の
趣
く

ま
ま

に
、
心

に
浮

ん

だ
リ
ズ

ム
や

メ

ロ
デ

ィ
ー
を

ま
と

め

て
み

る

か

(
作
曲
)

を
行

じ
て

い
る

の
で
あ

る
。

こ
れ

が
、

い
わ
ゆ

る
実

践

と

い
う
も

の

で
あ

る
。

右

に
述

べ
た

よ
う

に
、
音
楽

は
先
ず

音
楽
実
践

か

ら
始

ま

る
。

そ
れ

は
直
接

の
生

と
し

て

の
音
楽
的
営

み

を
す

る

こ
と

で
あ

る
。
と

こ
ろ

が

こ
の
よ
う
な

行
為

を
繰

返

す
う
ち

に
、

一
定

の
仕
方

に
よ

っ
て
す

れ
ば

、
最
も

よ

い
実

践

が
で
き

る

こ
と
を
発

見
す

る
。

音
楽

と

い

う
時
間

的

な
作
り
物

に
お

い
て

は
、
時
間

を
ど

の
よ
う

に
分

割

す

れ
ば

お
も
し

ろ

い
か
、

い
ず
れ

の
部
分

を
強

調
す
れ
ば

よ

い
か
、
と

い
う

工
夫

の
仕
方

を
意

識
す

る

で
あ

ろ
う
。

こ
こ
に
リ
ズ

ム

(律

動
)
法

が
生

ま
れ

る
。

そ
し

て

リ
ズ

ム
に
関

す

る
規

則
が
立

て
ら
れ

、
か

か
る
規
則

が

一
旦

立

て
ら
れ

た
後

は
、

そ
れ

に
従

っ
て
リ
ズ

ム
上

の
実

践

が
行
わ
れ

る

よ
う

に
な

る
。

リ
ズ

ム
以
外

の
爵
楽

の

主

要
素

で
あ

る
メ

ロ
デ

ィ
ー

(旋

律
)

、

ハ
ー

モ

ニ
ー

(
和

声
)

に

つ
い
て
も
同
様

で
あ

っ
て
、
旋

律
法

、
和
声
法

と
呼
ば
れ

る
規

則
が
う

ち
立

て
ら
れ
、

そ
れ

ぞ
れ

歴

音
楽
美
学
の
課
題
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音
楽
美
学
の
課
題

史
的
に
発
展
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
諸
規
則
は
個

々
の
実
践
を
指
導
す
る
た
め
の
通
則
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け

一
般
化
さ
れ
、
理
論
化
さ
れ
た
も

の
で
あ

っ
て
、
そ
の
程
度

の
論

理
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
実
践
を
導
く
た
め
の
理
論
で
あ

っ
て
、
実
用
性
、
歴
史
性
の
制
約

の
下
に
あ
る
相
対
的
性
格

の
も
の
で
あ
る
。
音
楽
実
技
を

教
授
す
る
学
校
に
お
い
て
実
技
と
並
ん
で
課
せ
ら
れ
る
諸
学
科

(音
楽
通
論

・
和
声
法

・
対
位
法

・
楽
式
論

・
管
弦
楽
法
等
)
は
、
こ
の
部
類
に
属
す
る
も

の
で
あ
る
。

狭
義

の
音
楽
理
論
と
し
て
音
楽
に
関
す
る
学
問

の
体
系
中
、
実
践

に
最
も
近

い
位
置
に
あ
る
も

の
で
あ
る
。

二

音

楽

学

の

諸

分

野

音
楽

に
関
す
る
諸
学
を
包
括
し
て
音
楽
学

目
場
凶8
げ
題

罫

ω涛
惹
ω器
昌
8
冨
沖

と
称
す
る
な
ら
ば
、
前
段
に
述
べ
た
狭
義

の
音
楽
理
論

の
他
に
、
広
義

の
音
楽

理
論
が

そ
の
中

に
包
含
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
部
類

に
属
す
る
も
の
は
、
直
接

に
音
楽
実
践

へ
の
指
針
と
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
少
く
と
も
間
接
的
に
は
参
考
の
利
益
を

与
え
る
で
あ
ろ
う
。

広
義

の
音
楽
理
論

の
枠

に
編
入
さ
れ
る
も
の
に
は
種

々
の
科
目
が
あ
る
が
、
学
問

の
性
質
か
ら
み
て
、
自
然
科
学

.
歴
史
並
び
に
社
会
科
学

・
人
文
科
学

の
三
つ
に
類

別
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

8
、
自
然
科
学
の
系
統

に
属
す
る
も

の
に
は
、
音
響

(
物
理
)
学

・
音
響
生
理
学

・
音
響
心
理
学
が
あ
る
。
音
楽

は
音
響
と

い
う
自
然
現
象
を
素
材
と
し

て
用

い
る
も

の
で
あ

る
か
ら
、
音
響

の
属
性
に

つ
い
て
、
で
き
る
だ
け
詳
し

い
知
識
を
有
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
人
声

や
楽
器
音
に
関
す
る
高
さ

・
長
さ

・
強
さ

・
音
色
に
つ
い
て

詳
し
く
知

っ
て
い
る
こ
と
は
、
有
益
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
聴
覚

の
生
理

・
意
識

の
性
質
を
明
ら
か
に
す
べ
き
必
要
が
あ
る
。

口
、
音
楽
は
有
史
以
前

か
ら
始
ま

っ
て
、
歴
史
時
代
に
及
ん
で
い
る
。

そ
の
先
史
時
代

の
段
階
に
つ
い
て
は
、
考
古
学

の
力
を
借
り
て
、
発
掘
品
に
よ

っ
て
楽
器
や
演

奏
の
状
態
及
び
楽
律
が
明
ら
か
に
な

っ
て
き
て
い
る
が
、
有
史
時
代
に
入

っ
て
か
ら
は
遺
物

の
み
な
ら
ず
記
譜
法
が
漸
次
発
明
さ
れ
、
今
日
こ
れ
を
解
読
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
古

い
音
楽
状
態

の

一
斑
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
各
民
族

の
歴
史
に
は
占
く
よ
り
音
楽
に
関
す
る
記
録
が
散
見
す
る
の
み
な
ら
ず
、
西
洋
で
は
中

世
以
降

の
音
楽
史
が
編
纂
さ
れ

て
お
り
、
近
代
以
後
は
そ
れ
ぞ
れ
専
門

の
音
楽
史
が
世
に
出
て
い
る
し
、
東
洋
で
は
、
中
国
の
二
十
四
史

・
二
十
五
史

の
ご
と
き
、
い
わ

ゆ
る
正
史

の
中
に
音
楽
志
と
し
て
詳
細
な
記
録
が
見
え
る
。
古
今
東
西
に
わ
た
る
音
楽
史

の
領
域
は
実
に
彪
大
な
も
の
で
あ

っ
て
、
未
だ
研
究
の
鋤
を
入
れ
ら
れ
て
い
な

い
分
野
が
残
さ
れ
て
い
る
。
音
楽
史
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
は
音
楽
社
会
学

で
あ
る
。
音
楽

の
発
生
お
よ
び
発
展
は
、

人
間
存
在

の
社
会
関
係
に
強
く
条
件
づ
け
ら
れ
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て
い
る
。
中
世

の
宗
教
的
封
建
的
社
会
、
近
代

の
市
民
社
会

に
対
応
し

て
、
そ
れ

ぞ
れ
特
色
あ
る
音
楽
が
生
ま
れ
、
か

つ
育

っ
て
き
た
こ
と
は
確
か
な
雰
実

で
あ
る
。

こ

の
意
味
に
お
い
て
、
音
楽
社
会
学

の
研
究
が
今
後
ま
す
ま
す

そ
の
敵
要
度
を
増
す

で
あ
ろ
う
。

も
う

一
つ
、
文
化
民
族
と
自
然
民
族

の
音
楽

の
相

互
比
較
も
、
あ
る

い
は
相
異
る
文
化
民
族

の
砕
楽

の
相
互
比
較
も
重
要
な
科
目
を
形
成
す
る
。
比
較
音
楽
学
あ
る
い

は
音
楽
民
族
学
と
呼
ば
れ

て
い
る
の
は
、

こ
れ

で
あ

る
。

口
、
音
楽
は
人
間
が
作

っ
た
も

の
で
あ
る
と

い
う

こ
と
は
、
平
凡
な
立
言

で
は
あ
る
が
、

そ

の
意
味

は
深
い
も

の
が
あ
る
。

臼
然
界
に
は
音
響
は
あ
る
が
音
楽
は
無

い
。
鳥
類

の
噂
り
は
ど
ん
な
に
素
敵
な
も

の
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
は
自
然
の
法
則
に
よ

っ
て
発
せ
ら
れ
る
白
然
現
象

で
あ

っ
て
、
人
間
が
想
像
力
に
よ

っ
て
創
り
出
し
た

も
の
と
は
違
う
。
音
楽

は
あ
る
範
囲
ま
で
言
語
に
似

て
お
り
、
人
間
自
身
の
表
現
で
あ

る
。
た
だ
言
語
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
言
語
は
発
音
と

い
う
音
響
現
象
を
超
え

て

そ
の
背
後
に
指
示
さ
れ
る
意
味
が
あ

る
の
に
対
し
て
、
言
語
を
伴
わ
な
い
絶
粋
な
音
楽

の
場
合

に
は
、
齢
響
を
素
材
と
し
て
作
ら
れ
た
も

の
自
体

に
意
味
が
あ
る
と
い
う

点
で
あ
る
。

人
文
科
学

が
取
扱
う
研
究
対
象
は
、

一
般

的
に
言

っ
て
人
問
が
作
り
出
し
た
も

の
、
す
な
わ
ち
文
化
並
び
に
そ
の
よ
う
な
客
体
を
作
り
出
す
主
体
す
な
わ
ち

人
間
で
あ

る
。
と

こ
ろ
で
、
文
化
に
は
法
律
と
か
社
会

・
経
済
制
度
の
ご
と
き
現
実
的
文
化
が
あ
る
と
同
時

に
、
宗
教

・
道
徳

・
学
問

の
よ
う
な
精
神
文
化
が
あ
る
が
、

芸

術
は
精
神
文
化
の

一
種

で
あ
る
と
同
時

に
、

そ
れ
は
対
象
的
に
直
感
さ
れ
る
と
い
う
性
質
の
た
め
に
形
態
を
も

つ
必
要
が
あ
る
。

こ
の
点

に
お

い
て
、
自
然
あ
る
い
は

現
実

に
跨
が

っ
た
性
質
を
も

っ
て
い
る
。

こ
の
理
に
よ

っ
て
音
楽
は
、
先

に
述

べ
た
人
文
科
学

の
対
象
た
る
の
み
な
ら
ず
、
自
然

や
歴
史

・
社
会
科
学

に
お
い
て
も
扱
わ

れ
る
面
が
あ

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
と
し

て
は
人
間
の
作

っ
た
文
化
中
の
芸
術
の

一
種
で
あ
る
か
ら
、
人
文
科
学

の

一
部
門
で
あ
る
芸
術
学
に
お

い
て
こ
そ
、
正
当

な
取
扱

い
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず

で
あ
る
。

た
だ
し
芸
術
学
が
、

一
般
芸
術
学
と
特
殊
芸
術
学
に
分
か
た
れ
て
い
る
中

で
、
青
楽

は
空
間
芸
術
な
ら
ざ
る
時
聞
芸

術
と
し
て
、
ま
た
、
特
に
音
と
聴
覚
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
音
芸
術

・
聴
覚
芸
術
と
し
て
の
特
殊
性
を
充
分
に
究
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
音
楽
芸
術
学
と
し
て
専

凹
的
に
研
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

.

.
一

此
目

楽

美

¥¥f'

子

 

前

に
も
述

べ
た
よ
う

に
、
音

楽

は

人
間

の
作

っ
た
精

神

文

化

の

一
種

で
あ

る
芸

術
中

の
特
定

の
も

の
で
あ

る
。
と

こ
ろ

で
、
芸
術

(〉
冨

〉
昌

閑
巨

ω↓
わ

ざ

た
く

み
)

は

、
も

と
も
と
技

術
す

な
わ
ち
自

然

に
加

工
し

て
有

用
性

を
増
進

さ

せ
る
作
業
能

力

を
意
味

し

た

の
で
あ

る
が
、

こ
の
意
義

は
次

第

に
発
展
し

て
、
有

用
性

に
と
ど

ま
ら

音
楽
美
学
の
課
題
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音
楽
美
学
の
課
題

ず
、
人
間

の
感
性

趣
味
に
よ
り
多
く

の
満
足
を
与
え
、
楽
し
さ
、
ひ
い
て
は
美
し
さ
と
い
う
精
神
的
価
値
を
も
高
め
る
能
力
を
意
味
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
音
楽

の

底
辺
に
あ
る
音

の
世
界
に
つ
い
て
も
、
人
間
は
は
じ
め
こ
れ
を
、
敵
襲
の
探
知

・
威
嚇

・
求
愛

・
合
図

・
通
信

・
集
団
意
識
の
高
揚

や
社
会
生
活
の
た
め
の
有
用
性
に
着

眼
し
た
が
、
後
に
は
次
第
に
そ
の
楽
し
さ
、
お
も
し
ろ
さ
ゆ
え
に
、

こ
れ
を
愛
好
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
音
楽

に
宗
教
音
楽

や
各
般

の
社
会
生
活
に
即
し
た
諸

々
の
音
楽

が
あ

る
こ
と
を
み
て
も
、
元
来
音
楽
は
多

目
的
な
も

の
で
あ
り
、
決
し
て
、
も

っ
ぱ
ら
そ
の
美
的
価
値
に
着
眼
さ
れ
る
と

い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
か

っ
た

こ
と
が
よ
く

わ
か
る
。
音
楽

が
帯
有
す
る
価
値
に
は
実

用
的

・
宗
教
的

・
道
徳
的

・
政
治
的

・
社
会
的
と
種

々
な
る
も

の
が
あ
る
が
、
音
楽
の
美
的
価
値
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
の
は
、
こ
の
芸
術
が
近
世
に
な

っ
て
、
自
由
芸
術

諺
三
吻
い
凶げ
①
邑

冨

と
し

て
他

の
非
美
的

琴
昌
血
浮

$
°。魯

な
目
的
か
ら
開
放
さ
れ
て
以
来
の
こ
と
で
あ

る
。

こ
の
美

的
と
非
美
的
の
区
別
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
光
を
投
げ
か
け
る
知
識

・
学
問
が
、
す
な
わ
ち
音
楽
美
学

罫

ω岸
餅
吻汗
9
犀

で
あ

る
。

音
楽

に
関
す
る
思
考
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
諸

々
の
音
楽
観

に
は
、
古
来
種

々
な
る
も

の
が
あ
る
が
、
自
由
芸

術
と
し

て
の
音
楽
本
質
の
解
明

に
焦
点
を
結

ぶ

音
楽
美
学
が
樹
立
さ
れ
る
ま

で
に
は
、
長

い
紆
余
曲
折
を
経
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
人
間
が
先
ず
注
意
し
た
の
は
、
音
楽
が
そ
れ
自
体
と
し
て
何
で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
よ
り
も
、
音
楽

が
人
間
に
と

っ
て
ど
ん
な
役
に
立

つ
か
と

い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。

そ
の
有
用
性

の
内
容
は
時
代
に
よ
り
、
論
者
に
よ

っ
て
様

々
で
あ
る
が
、

一

般
的
に
言

っ
て
、
音
楽

が
人
生
に
と

っ
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
、
効
果
を
生
じ
る
か
と
い
う
角
度
か
ら
音
楽

を
受
け
と
め
て
、
こ
れ
を
言

い
表
わ
し
た
も

の
で
あ

る

か
ら
、
機
能
説
あ
る
い
は
作
用
説

≦
ぐ
貯
5
ぴq
ω穿
o。
『冨

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
合

理
的
思
考
以
前

の
段
階
に
お

い
て
は
、
音
楽

を

一
種

の
音

の
魔
術
と
観

じ
、
合
理
的

思
考
が
開
け
て
か
ら
も
、
音
楽

の
人
間
感
情
に
及
ぼ
す
効
果
を
重
視
し
た
結
果
、
音
楽

治
療

・
教
育

・
政
治
等

へ
の
応
用
に
重
点
が
お
か
れ
、
中
世
に
お
い
て
は
、
神
信

仰
、
教
会

の
典
礼
に
奉
仕
す
る
も
の
と
し
て
重
要
視
さ
れ
た
。
近
世
は
じ
め
以
来
は
、
知
的
な
角
度
に
見
解
が
移
行
し
、
音
楽

は
何

(
如
何
な
る
種
類

の
特
定

の
感
情
)

を
表
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
焦
点
が
合
さ
れ

て
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
真
が
主
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
美
は
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ま

で

不
問
に
付

せ
ら
れ
て
い
た
音
楽
芸
術
に
固
有

の
価
値
で
あ
る
美
が
、
ま
と
も
に
注
意
さ
れ
る
前
に
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
諸
々
の
探
求
方
向

へ
の
逸
脱
が
是
正
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。
音
楽
美
学

は

一
般
美
学
を
基
盤
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
音
楽
美
学
が
確
立
す
る
た
め
に
は

一
般
美
学
が
厳
密
な
学
問
と
な

っ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
同
時

に
、
音
楽
美
学
の
考
察

の
対
象
た
る
音
楽
事
実
が
成
長
し
て
、
音
芸
術
と
し
て
の
持
前
が
成
熟
し

て
い
る
こ
と
が

必

要

な

条
件

で
あ

る
。
歴
史
上
こ
の
よ
う
な
条
件
が
具
わ
る
に
至

っ
た
の
は
、
十
七

・
八
世
紀

の
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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四

音

楽

美

学

の

方

法

凡
て
学
問
は
、
あ
る
疑
問
が
あ

っ
て
、

こ
れ

に
対
す
る
答
を
求
め
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
問
題

の
設
定
が
妥
当
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
解
答

の
方
法

が
厳
密
か

つ
正

確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
音
楽
美
学
に
関
し
て
も
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
世
界
全
体
か
ら
言
え
ば
僅
少
な

一
部
に
す
ぎ
な
い
爵
楽
と

い
う
も

の
に
つ
い
て
、
音
楽
と
は

何
か
と

い
う
根
本
的
疑
問
を
提
出
し
、
納
得

の
い
く
解
答
を
引
出
す

の
が
音
楽
美
学

の
課
題
で
あ
る
が
、
そ
の
解
答

の
手
続
き
を
誤
ま
ら
な
い
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら

ヘ

へ

む

な
し
と
思
う

音
楽
美
学
が
研
究
対
象
と
す
る

の
は
、

音
楽

の
世
界
、

特
に
音
楽
美
で
あ

る
。

音
楽

の
世
界
に

つ
い
て
考
え
る
と
、

そ
れ
は
前

に
も
述
べ
た
よ
う
に
音

を
素
材
と
し

て
組
立

て
た
芸
術

の
世
界

で
あ
る
。

こ
の
点
を
徴
表

(
し
る
し
)
と
し
て
音
楽
的
な
る
も

の

量
吻
ζ
瘍
岸
聾
8
ゴ
¢
ω
と
音
楽
外
的
な
る
も

の

畠
窃

〉
霧
ωo『ヨ
仁
。。節
農
ω筈
Φ
ω

を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
音
楽

の
世
界
に
固
有
的
に
属
す
る
も
の
は
、
こ
の
音
楽
的
な
る
も

の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
音
楽
学
の
対
象
と
な
る
も

の
で
あ
る
が
、

そ
の
総

べ
て
が
音
楽
美
学

の
対
象
と
な
る
も

の
で
は
な
い
。
音
楽
美
学
が
研
究
対
象
と
す
る
も

の
は
、
そ
の
音
楽
的
な
る
も
の
の
中

の
特

に
美
的
な
る
も

の
で
あ
る
。
す

で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
音
楽

は
文
化
の

一
種
で
あ
り
、
文
化
は
人
間

の
作
り
出
し
た
第

二
の
自
然

と
も
言
え
る
。
音
楽
の
世
界
を
考
察
す

る
と
き
、

こ
の
視
点
が
重
要
で

あ
る
。
音
楽

を
作
り
出
し
た
人
間

は
音
楽
的
人
間
で
あ
り
、
こ
の
人
間
が
作
り
出
し
た
も
の
は
音
楽
と
い
う
も
の
、
す
な
わ
ち
音
楽
作
品
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
彩
し

い

作
品
と
な

っ
て
現
れ

て
い
る
も

の
を
分
析
す
る
と
、
ご
く
僅
か
し
か
美
的
要
素
が
含
ま
れ
て
い
な

い
場
合
が
は
な
は
だ
多

い
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
音
楽
作
品
を
作
り
出
し

た
音
楽
的
人
間

の
音
楽
活
動
を
分
析
す
る
と
、
美
的
な
要
素
は
ご
く
僅
か
で
あ
る
こ
と
も
見
出
さ
れ
る
。
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
音
楽

の
世
界
を
構
成
す
る
音
楽
作
品
と

音
楽
的

人
間
の
双
方

に
理
知

の
光

を
投
げ
か
け
て
、

「
美
的
」
と

「
非
美
的
」

の
両
者

の
差
異
を
く

っ
き
り
浮
び
上
ら
せ
る
も
の
が
音
楽
美
学
で
あ
る
。

音
楽
美
学
が
提
起
す
る
音
楽
美
と
は
何

か
と

い
う
問
題
に
対
す
る
正
し
い
解
答
を
得

る
た
め
に
は
、
そ
の
研
究
方
法
が
適
切
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
研
究
方
法

が
適

切
か
ど
う
か
は
、
そ
の
方
法
が
研
究
対
象

に
適
用
し
て
、
妥
当
で
あ

る
か
ど
う
か
に
係

っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
音
楽
美
学

の
研
究
対
象
た
る

「
音
楽
美
」

が
、
広
く
学
問

の
研
究
対
象
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
性
質

に

つ
い
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
性
質
に
適
し
た
研
究
方
法
を

用

い
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
正
し
い
解
答
が
得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

さ
て
、
音
楽
美
と
い
う

の
は
音
楽
と

い
う
具
体
的
な
芸
術

に
即
し
た
美
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
音
楽
芸
術
は
音

を
素
材
と
し
て
い
る

の
で
あ
る

音
楽
美
学
の
課
題
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音
楽
美
学
の
課
題

か
ら
、
素
材

た
る
音
と
い
う
自
然
現
象
、
そ
の

一
側
面
で
あ
る
葺
色

の
ご
と
き
も
の
を
、
感
覚

に
お

い
て
受
取

っ
て
、
こ
れ
を
味
わ
う
と
い
う
よ
う
な
趣
味
も
あ

る
。
し

か
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
音
響
を
物
理
学
的
に
認
識
す
る
の
と
は
異
り
、
美
学
的
に
音
楽
の
素
材
と
し
て
の
音
色
を
印
象
的
に
享
受
す
る
の
が
美
的
態
度
を
と
る
美
的
人

間

の
な
す
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
物
理
学
的
方
法
を
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
美
学
的
方
法

に
よ

っ
て
は
じ
め
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

美
学
的
方
法
と
い
う
も
の
は
、
価
値
と
無
関
係
な
自
然
現
象
を
対
象
と
す
る
自
然
科
学
的
方
法
と
同

一
で
は
あ
り
え
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
多
く

の
社
会
科
学

が
研
究
対
象
と
し
て
い
る
社
会
現
象
を
理
解
す
る
た
め
の
社
会
科
学
的
方
法
と
も
、
同

一
で
は
あ
り
え
な
い
。
多
く
の
社
会
科
学
は
あ
る
種
の
価
値
帯
有
的

≦
。
弓島
魯
9
鎚

な
対
象
を
取
扱
う
。

そ
の
価
値
は
現
実
的
な
価
値
-

例
え
ば
経
済
的
価
値
に
ー

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
社
会
科
学

の
方
法
も
音
楽
美
学

の
方
法
と
は

一
致
し
な

い
。

ま
た
、
学
問
研
究

の
対
象

の
中
に
は
、
数
理
、
幾
何
学
的
概
念

の
ご
と
き
も

の
も
あ
り
、
数
学
的
公

理
の
ご
と
き
は
直
観
的
な
も

の
で
あ

っ
て
、
こ
の
点
で
美
と
相
似

て
い
る
が
、
そ
の
直
観
は
知
的
直
観
で
あ

っ
て
美
的
直
観
と
は
違
う
。
し
た
が

っ
て
、

こ
の
よ
う
な
数
学
的
世
界
の
観
念
的
な
対
象

の
研
究
方
法
と
、
音
楽
美
学
の
方
法

は
必
ず
し
も
同

一
で
は
な
い
。
音
楽
美
学

の
方
法
は
、

一
種
の
美
学

の
方
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
美
学

の
方
法
は
多
く
の
自
然
科
学
や
社
会
科
学
が
用
い
る
よ
う
な

分
析
的
判
断
作
用
を
働
か
す
の
で
は
な
く
、
反
省
的
判
断
を
働
か
す

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
に
お
い
て
は
生
物

の
世
界
の
合
目
的
性

の
理
解
の
た
め

の
思
考

に
類
比
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
自
然
界

の
合
目
的
性
は
自
然
と

い
う
現
実

の
世
界

の
そ
れ
で
あ
る
の
に
対
し
、
文
化
な
か
ん
ず
く
芸
術

の
特
色
は
美
的
価
値
を
帯
有

す
る
も
の
で
、
美
が
合
目
的
性
を
有
す
る
と

い
う
の
は
、
主
観
的
合
目
的
性

を
言
う
の
で
あ

っ
て
、
音
楽

の
美
も
ま
た
反
省
的
判
断
に
よ

っ
て
、
音
に
よ

っ
て
組
立
て
ら

れ
た
芸
術

の
中
に
そ
の
よ
う
な
合
目
的
性
が
見
出
さ
れ
る
時
に
、
は
じ
め
て
音
楽

の
美
し
さ
と
し
て
直
観
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
音
楽
美
学
の
研
究
方
法
は
そ

の
対
象
の
性
質
に
鑑
み
て
、
価
値
哲
学
的
方
法
を
主
軸
と
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

一一一一38一

 

五

音

楽

美

学

の

課

題

音
楽
美
学

の
課
題
は
今
ま
で
述
べ
来
た

っ
た
よ
う
に
、
音
楽

の
世
界
に
つ
い
て
前
段
に
お

い
て
吟
味
を
加
え
た
よ
う
な
適
当
な
方
法
を
も

っ
て
認
識
を
推
進
す
る
こ
と

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
音
楽
美
学

の
研
究
領
域
は
大
き
く
二

つ
に
分
た
れ
る
。
そ
の

一
は
音
楽
を
聴
く
に
当

っ
て
人
間
す
な
わ
ち
我
が
何
を
な
す
か
の
主
観
的
側
面
、
い
い

か
え
れ
ば
音
楽
的
美
的
体
験
の
究
明

で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
音
楽
的
美
的
享
受

(
こ
れ
を
拡
大
す
れ
ば
音
楽
活
動
全
般

に
ま
で
及
ぼ
し
う
る
)
は
作
品
と

い
う
客
体
を
通



じ

て
実

現
さ
れ

る
も

の
で
あ

る

か
ら
、
音
楽

作
品

の
考
察

と

い
う
客
観

的
な

側

面

の
解
明

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

ω

音
楽

的
美

的
享

受

音
楽

を
も

含
め

て
す

べ
て
美
的

な
も

の
は

、
直
観

に
お

い
て
始

め

て
独

特

な
価
値
あ

る
も

の
と

な
る
。

と

こ
ろ

が
直
観

さ
れ

る
も

の

の
中

に
は
、
美

的

で
な

い
種

々
の

契

機

が
含
ま

れ
得

る

こ
と
は
前

に
も
指
摘

し

た
と

お
り

で
あ

る
。
自

然

に
関

し

て
も
、

人
は
必

ず
し

も
自

然
美

の
み
を
感

じ

る

の
で
は
な
く

、
美

以
外

の
自
然

観

(
例
え

ば
、
宇

宙
論

的
な
自
然

観

)
を
持

つ
こ
と

が
で
き

る
。
芸

術

に

つ
い
て
も

、

い
わ

ゆ
る

目
的
芸

術

N
≦
2
算

巨
珍

と
呼
ば

れ

る
よ
う

な
非

美
的

要
素

を
含

む
多

く

の
例

が

あ
る
。

こ
の
意
味

に
お

い
て
芸

術

は
美

の
純
粋
培

養

で
は

な

い
と

い
わ
れ

る
。

音
楽

の
享
受

に
関

し

て
も
、
特

に
美
的

享
受

に
限
定

し

な

い
で
、

こ
れ

を

一
般

的
享

受

の
系

列

に
入
れ

て
見
る

こ
と
も

で
き

る
。

実
際

、
世

問

に
行

わ
れ

て

い
る
音
楽

の
中

に

は
、
官

能
的
快

楽

に
訴

え
る

よ
う
な
要
素

の
優
勢

な

も

の
が
あ

る
。

そ

の
よ
う

な
も

の
を

一
般

的

態

度

に
お

い
て
享
受
す

る
時

は
、
美

的
享
受

と

は
ほ
ど
遠

い
も

の
で
あ

る
。

し
か

し
、

そ

の
よ
う
な
も

の
の
中

に
も

、
か

す

か
な

が
ら

一
種

の
秩

序

が
感
得
さ

れ

、
凌

的

享

受

に
連

っ
て

い
る
も

の
も
あ

る
。

こ
の
意

味

に
お

い
て
、
快

も
ま

た
美

へ
の
入

口
で
あ

る
と

い
う

よ
う
な

こ
と
も

い
え

る
で
あ

ろ
う
。

と

に
か
く
直

観

の
対

象
と

な

る
も

の
の
中

に
並
存

す

る
諸

々
の
契
機

の
中

か
ら
美
的

な
も

の
を

選
び
出

す

の
は
、
美
的

態

度
を
と

る

こ
と

に
よ
る

も

の
で

あ

る
。
我

々
の
精

神
的

態
度

(
心
構

え
)

が
美

的

な
方
向

に
向

け

ら
れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
美

的

な
も

の
と

そ

う

で
な

い
も

の
と

が
判

然

と
分
れ

て
く

る
。

一
般

的
享
受

に
お

い
て
は
見
境

の

つ
か
な

か

っ
た
も

の
が

、

こ
こ
で

は
分

離
さ

れ
る

の
で
あ

る
。

膏
楽
美

学

が
究
明

し

よ
う
と
す

る
世

界

に
お
け

る
人
間

は
美

的

人
間

で
あ

る
。

か
か
る

人
聞

の
美

的
享

受

が
今

問
題
と

な

っ
て

い
る

の
で
あ

る

が
、

そ
れ
と
し
ば

し
ば

混
同
さ

れ
が

ち
な
態

度

に
対

し

て
峻
別
す

る

こ
と

が
必
要

で
あ

る
。

そ

の

{
つ
に
知
的

態
度

が
あ

る
。

そ
れ

は
合

理
主
義

の
方
向

か

ら
く

る
も

の
で
、
例

え
ば
あ

る
対
象

の
存

在

に

つ
い
て
喜

ぶ
と
か

、
満

足

で
あ

る
と
か
感

ず

る

こ
と
と
、

美
的

享
受

が
取

り
違

え
ら
れ

る

こ

と
が
あ

る
。
例

え
ば

、
我

々
が
待

ち

佗
び

た
友

の
到
着

に
関

し

て

宮

ぶ
と

い
う

こ
と

は
、

そ

の
よ
う

な
現
実

の
出

来
募

に
対

し

て
喜

ぶ
こ
と

で
あ

っ
て
、
知
的

な
意
味

が
寓

さ
れ

て

い
る
か
ら

、
美

的

な
享

受

で
は

な
く

一
般

的
享
受

で
あ

る
。

と

こ
ろ

が

そ

の
よ

う
な
喜

び
を
詩

に

詠
み
、

ま
た

そ
れ

に
作
曲

し

た
場

合

に
、
そ

の
文
芸

的
音

楽
的

表

現

そ

の
も

の
を
対

象
と

し
、

そ

の
中

に
沈
潜

し

て
満

足
す

る

・時

は
、

そ
れ

は
美
的
享

受

で
あ

る
。
同
様

に
、
あ

る
風
景

を
享
受
す

る
と

い
う

時

に
は

、

一
切

の
関

心

、
例
え
ば

、

そ

の
土
地

が
誰

の
所
有

で
あ

る
と

か

い
う

よ
う
な

こ

と
か

ら
離
れ

て
享
受

す

る
。

つ
ま
り
美

的
享
受

は

現
実

の
享

受
と

は
関

係
が

な

い
。

美

的
享

受

は
美

的
対

象

へ
の
直

接
的

な
献
身

で
あ

る
。

例

え
ば

、

一
つ
の
楽

曲
を
聴

く

人
が
美
的

享
受

に
没
頭

し

た
と
す

る
。

そ

の
時

に
は
、
享
受

す

る
彼
と

そ

の
他

音
楽
美
学

の
課
題
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音
楽
美
学
の
課
題

に
も
う

一
人
の
彼
が
い
る
の
で
は
な

い
。

美
的
に
享
受
す
る
彼
以
外

に
理
論
的
に
思
考
す
る
も
う

一
人
の
彼
や
、

実
践
的
に
意
欲
す
る

第

三
の
彼

が
有
り
う
る
の
で
は

な
く
、

こ
れ
ら
第
二
、
第
三
の
も

の
が
す

べ
て
排
除
さ
れ

て
い
る
場
合
に
の
み
美
的
享
受
が
成
立
す
る
。

美
的
享
受
を
す
る
彼
は
孤
立
化

ぎ
冨
弓9

さ
れ
、

孤
島
化

く
巴
蕊
の庁

さ
れ
て
い
る
。
美
的
享
受
は

一
切

の
動
機
か
ら
も
離
れ
、
無
動
機
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お

い
て
無
関
心

h暮
臼
2
°。匹
o°。貫

な
も

の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
そ
れ
は
目
的
を
自
分
自
身

の
内
に
も
ち

(
即
自
的
)
実
践
的

・
理
論
的
等
の
超
美
的

(対
自
的
)

目
的
か
ら
は
自
由
で
あ
る
。

ま
た
美
的
享
受
は
享
受
者
自
身

の
気
分

ω
凱
日
日
暮
σq

の
享
受
と
も
違
う
。

情
感
的
な
人
は
自
分
が
如
何
に
感
情

の
豊
か
な
人
間
で
あ
る
か
、

自
ら
の
内
的
体
験

に
如

何
に
富
ん
で
い
る
か
を
喜
ん
で
享
受
す

る
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
美
的
享
受

で
は
な

い
。
音
楽
を
聴
き
な
が
ら
自
ら

の
気
分
を
享
受
す
る
よ
う
な
態
度
は
、

い
わ

ゆ
る
デ
ィ
レ

ッ
タ

ン
ト
の
内
方
集
中

Hヨ
9

閑
。蔚
9
胃
巴
8

と

い
う

べ
き
も

の
で
あ

っ
て
、

こ
の
意
味
に
お

い
て
は
、
音
楽
に
精
通
す
る
者
は
、
最
も
少
く
感
じ
る
と

い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
に
ま
た
美
的
享
受
は
音
楽
的

「
内
容
」

謬
冨
犀

の
理
解
と
同

一
で
は
な

い
。

「
内
容
」

の
理
解
な
ど
と

い
う
も

の
は
、
美
的
自
我
か
ら
は
、
は
る
か
に
縁
遠

い
も

の
で
あ
る
の
に
対
し
、
美
的
享
受
は
ず

っ
と
身
近
か
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
か
く
は
い
う
も

の
の
、
享
受
者
と
対
象
と
の
間
に
は
美
的
な
距
離

舘
汗
の琢
。
冨

U
馨
嘗

が
あ

っ
て
こ
そ
、
美
的
態
度
を
乱
さ
れ
る
こ
と
な
く
排
列
秩
序
が
可
能
と
な
り
、
精
神
性
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
か
ら

で
あ
る
。

こ
の
美
的
な
距
離
を
も

っ
て

一
つ
の
音

楽
作
品
が
享
受
さ
れ

る
場
合
、
其

の
作
品

の
形
態

Ω
。
°・琶

酔
が
我

々
の
前

に
存
続
し
、
我

々
の
内
的
高
揚
は
作
品

の
内
包

Ω
卑
巴
け
と
し
て
受
取
ら
れ
る
。

な
お
作
品

の

も

つ
機
能
と
い
う
よ
う
な
も

の
は
、
内
包
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す

で
に
指
摘
し
た
通
り

で
あ
る
。
我

々
が
美
的
態
度
を
と
る
限
り
、
機
能
か
ら
は
全
く
自
由

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
自
然
や
音
楽
外

の
他
の
種
類
の
芸
術
と
異
り
、
音
楽
作
品

の
美
的
体
験
に
は
特
別
な
困
難
が
伴
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
視
覚
的
形
象
あ
る
い
は
詩

の
言
葉
を

観
照
し
な
が
ら
体
験
す
る
場
合
に
は
、
容
易
に
正
当
な
観
照
が
出
来
る
が
、
音
楽

に
つ
い
て
正
当
な
観
照
の
態
度
を
と
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
自
明
的
で
は
な
く
、
往

々

に
し
て
た
だ
気
分
的

に
の
み
体
験
し
、
気
分
に
適
合
す
る
も
の
の
み
が
享
受
の
対
象
で
あ
り
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
勝
ち
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
我

々
が
音
楽
か
ら
取
出
す

こ

う
し
た
気
分
を
対
象

の
内
包
と
見
な
す
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
気
分

へ
の
耽
溺
は
、
前
に
も
言

っ
た
よ
う
に
音
楽

の
美
的
享
受
と
は
程
遠
い
も

の

で
あ
り
、
当
の
音
楽

の
内
部
に
躍
入
し
な

い
も
の
で
あ
る
。
音
楽
の
美
的
享
受
は
、
美
的
客
体
た
る
形
態
化
さ
れ
た
音

の
統
体
す
な
わ
ち
作
品
に
係
わ
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
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で
は
形
態
化

O
①
・゚乾
ε
ロ
σq

は
何
を
素
材
と
し

て
い
る
か
と
い
え
ば
、
其
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
音

↓
8

で
あ
る
。
素
材
た
る
音
は
継
起
的
な

つ
ら
な
り
に
、
ま
た
同

時
的
な
共
在

に
形
成
さ
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
形
成

の
そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
に
応

じ
て
、
わ
れ
わ
れ

の
体
験

の
そ
れ

ぞ
れ
の
部
分
も
結
了
す
る
の
で
あ
る
。
我

々
の
前

に
は
、

直
接
に
鳴
り
ひ
び
く
そ
れ
ら
の
諸
部
分
が
あ
り
、
諸
部
分

は
更

に
大
き
く
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し

て
音
楽
作
品
の
形
態
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
こ
れ
ら

の
音

や
そ
の
形
成
体
に
意
味
的
契
機
が
見
出
さ
れ
る
。

さ
て
音
楽

の
も

つ
意
味
と
い
う
も
の
は
、
他

の
も
の
の
も

つ
意
味
と
比
較
し
て
ど
の
よ
う
に
違

っ
て

い
る
か
を
検
し
よ
う
。
例
え
ば
学
術
書
は
理
論
的
内
容
を
意
味
し

読
者
を
理
論
的
な
世
界

へ
導
く
。
文
字
と
い
う
知
覚
的
対
象
を
超
え

て
、
そ
れ
と
は
異
質

の
因
果
関
係
と
か
目
的
関
係

の
如
き
も
の
を
指
示
す
る
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が

音
楽
の
音

の
知
覚
内
包

に
は
、
そ
れ
自
体
の
も

の
で
あ
る
よ
う
な

一
種
の
有
意
味
性
が
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
音
楽

の
享
受

に
お

い
て
求
め
る
有
意
味
性
は
か
か
る
有
意
味

性
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

一
般

に
美
的
知
覚

の
特
色
は
、
こ
の
よ
う
な
独
特
な
自
己
意
味
性
を
も

つ
こ
と
で
あ
る
。
美
的
知
覚
は
外
を
指
向
す
る
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
内

部
を
し
か
も

一
定
の
関
係
に
お
い
て
指
示
し
、
こ
の
関
係
が
知
覚
内
包

の
構
成
を
、
わ
れ
わ
れ

の
心
的
体
験
の
構
成
と
結
合
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
知
覚

の
自
己
意
味
性

は
、

純
粋
な
音
楽
に
あ

っ
て
は
特
に
判
然
と
し
て
い
る

の
で
あ

っ
て
、

フ
ー
ガ

の
音

の
綾
織
り
は
、

現
実
界
の
何
も

の
に
も
対
応
し
な
い
。

普
通
絵
画

の
形
象
は
、
例

え
ば
家
を
表
象
さ
せ
、
文
章
は
或
る
思
想
を
意
味
す
る
か
ら
自
己
意
味
性

の
追
求
が
困
難

で
あ
る
が
、
音
楽
の
場
合
は
そ
れ
が
容
易

で
あ
る
。
こ
の
音
楽

の
自
己
意
味
性

は
、
音
楽
享
受

の
た
め
に
正
し
い
目
標
を
示
す
も

の
と

い
え
よ
う
。

そ
こ
で
も
う

一
度
享
受
そ
の
も
の
に
立
ち
帰

っ
て
考
え
て
見
る
と
、
更

に

一
つ
の
重
要
な
契
機
に
考
え
い
た
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
全
体
性
の
傾
向
で
あ
る
。
す

べ
て

の
享
受
は
対
象
を
完
全
に
く
み
尽
そ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
自
我
が
対
象

に
お
い
て
完
全
に
解
体
さ
れ

る
傾
向

を
も

っ
て
い
る
。
対
象

の
享
受
に
は
、
特

に
知
覚
内
容
が

も

つ
豊
富
さ
が
基
礎
と
な

っ
て
い
る
。
豊
富
さ
と
多
様
性
の
あ
る
把
捉
、
理
念
と
現
象
形
式

の
把
捉
は
、
美
的
な
立
場

で
は
分
離
さ
れ
得
な

い
。

こ
れ
と
異
り
、
実
際
的

態
度
は
美
的
態
度
と
違
う
し
、
理
論
的
態
度
も
美
的
態
度
と
は
違
う
。
両
者
と
も
美
的
態
度
の
よ
う
な
直
接
的
観
点
を
も
た
ず
、
知
覚
的
内
包
を
超
え
て
間
接
的
に
推
理

す
る
の
に
対
し
、
美
的
態
度
に
お
い
て
は
、
直
接
的
な
観
点

を
も

つ
こ
と
が
そ
の
特
色
で
あ
る
。

故
に
音
楽
的
美
的
享
受
は
、
聴
か
れ
た
音
の
具
体
的
内
容

に
自
ら
を
限
定
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
理
論
的
態
度
や
実
際
態
度

の
如
く
、
知
覚
的
基
盤
を
超
え

て
、
彼

方

へ
赴
く

の
で
も
な
く
、
知
覚

の
中

へ
導
き
入
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
直
接
的
観
照
対
象

の
自
己
意
味
性

に
お
い
て
知
覚
す
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
活
物
論

〉
艮
R
肝

ωヨ
島

の
方
向
を
と
る
も
の
と

い
え
よ
う
。
享
受

は
内
部
関
係
の
基
礎
と
し
て
現
象

の
知
覚
的
素
材

を
有
心
化
し
生
命
化
す
る
。

こ
の
内
部
関
係
は
、
自
然
的
生
起
と

音
楽
美
学
の
課
題
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音
楽
美
学
の
課
題

心
的
契
機
の
間
に
成
立
す
る
も

の
で
あ
り
、

こ
の
関
係
を
発
見
す
る

こ
と
が
美
学
の

一
つ
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
享
受

の
算
実
を
考
察
し
て
く
る
間
に
、
享
受
す
る
主
体
、
す
な
わ
ち
享
受
者
に
は
類
型
が
あ
り
、
そ
の
類
型
に
従

っ
て
享
受

の
仕
方
が
分
れ
て
く
る
と

い
う

こ
と
に
も
気
付
く

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
美
的
感
受
力

の
類
型
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は

一
般

に
芸
術
作
品

の
感
受
力
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
音
楽
に

つ
い

て
も
、
ω
形
式
的
側
面
に
対
す
る
感
受
性

の
鋭
い
享
受
者
と
、
②
表
出
的
側
面
に
対
し
、
す
ぐ
れ
た
感
受
性
を
有
す
る
も
の
と
の
二
つ
の
類
型
の
あ
る

こ
と
が
考
え
ら
れ

る
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
二

つ
の
側
面
の
い
ず
れ
が
、
本
来

の
音
楽
的
享
受
を
制
約
す
る
か
と
い
う
朋
題
が
浮

び
上

っ
て
く
る
。

そ
れ
は
と
に
か
く
、
わ
れ
わ
れ
を
取
り
囲
む
自
然
は
、
そ
の
多
様
性
を
も

っ
て
わ
れ
わ
れ
の
享
受
に
対
し
て
様

々
な
機
会
を
与
え
る
が
、
臼
然
が
享
受
さ
れ
る
と

い
う

こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
美
的
態
度
に
よ
る
も

の
で
あ

っ
て
、
自
然

は
享
受
さ
れ
る
た
め
に
の
み
造
ら
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
諸

々
の
芸
術
は
、
ま
さ
し
く
享
受

の

た
め
に
創
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
勿
論
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
建
築
物

は
実
際
的
目
的
に
役
立
た
し
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
装
飾
芸
術
は
装
飾

の
た
め
の
も
の
で
あ
り
・

総
じ
て
い
え
ば
、
こ
れ
ら
は
美
的
享
受
以
外

の
目
的
に
奉
仕
さ
せ
、
利
用
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
芸
術
作
品
の
も

つ
こ
れ
ら
の
副
次
的
契
機
は
、
美
的
享
受

に
お
い
て
は
、
た
だ
美
的
契
機
と
い
う
主
要
契
機

の
下

に
、
ま
た
こ
れ
を
通
じ
て
の
み
追
求
さ
れ
る
で
あ
る
。

②

音

楽

作

品

以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
音
楽
作
品
と
呼

ぶ
音

の
統
体
は
、
何
を
措
い
て
も
先
ず
第

一
に
音
楽
的
美
的
享
受

の
た
め
に
創
作
さ
れ
る
も

の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
音
楽
家
は
そ
の
タ
イ
プ

に
よ

っ
て
創
作
態
度
に
多
少

の
相
異
が
あ
る
と
し
て
も
、
究
極
的

に
は
美
的
享
受
を
意
識
し
て
創
作
す
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
個
々
の
作
口
叩
は
、
単
に
作
者

の
臼
己
啓
示
で
あ
る
に
止
ら
ず
、
同
時
に
作
品
と

い
う
美
的
享
受

の
媒
体
を
通
じ
て
の
美
的
理
念

の
伝
達

で
あ
る
。
そ
し
て
音

楽

の
聴
者
は
、
音
楽
作
品
の
享
受
に
お
い
て
、
談
論
の
よ
う
に
概
念
を
通
じ
て
で
は
な
く
、
直
観
的

に
、
感
情
適
合
的

に
、
音
に
よ
る
直
観
に
お

い
て
そ
れ
ら

の
理
念
を

捉
え
る
の
で
あ
る
。

点回
楽
作
品
を
純
粋
な
姿
に
お
い
て
見
れ
ば
以
上

の
よ
う
で
あ

る
が
、
常
に
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
美
的
以
外

の
契
機
を
作
品
の
中
に
内
含
さ
せ
る
こ
と

が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら

の
美
的
以
外

の
も
の
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
決
し
て
美
的

に
享
受
さ
れ
得
な
い
。
そ
れ
ら
は
或
は
外
部
か
ら
の
刺
激
と
し
て
美
的
享
受
を
促
進
す

る

こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
必
ず
や
そ
れ
ら
の
深
底
に
お
い
て
美
的
契
機

が
こ
れ
を
包
越
す

る
場
合

に
お
い
て
始
め
て
美
的

に
享
受
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
美
的

以
外
の
も
の
を
、
美
的
な
も
の
を
も

っ
て
包
越
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
美
化
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
ど
う

い
う

こ
と

で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
学
枚
の
時
計
台
か
ら
聞
え
て
く
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る

チ

ャ
イ

ム
の
音

は
・
時

を
知

ら

せ
る
た

め

の
も

の

で
あ

り
、
仏
誘

梵
鐘

の
音

は
、
諸

行
無

常

と

い
う

よ
う

な
仏
教

思

想
を
伝
え

る
た

め

の
も

の
で
あ

ろ
う
。

だ

が
同

時

に

チ

ャ
イ

ム
の
音

の
ふ
く
ら

み

の
あ

る

、
あ

ま
り

明

る

く
も
な

く
、

そ
れ

か
と

い

っ
て
あ

ま

り
暗

く

も

な

い
明

度

に
思

わ
ず
耳

を
傾
け

な
が
・り
、
時

間

の
こ
と
は
す

っ

か

り
忘
れ

て

い
た

と

い
う

よ
う
な
場
合

が
あ

る
。

梵

鐘

の

ほ

の
暗

い
蕩

と

し
た
、

う

な
り
を
伴

う
沈
痛

な
音

に
聴

き
と
れ

て
、

.〆、
れ
と
結

A
口
す

る
と
さ

れ

る
宗
教

的
諦

念

と

い
う

よ
う
な

も

の
を
逸

し

て

い
る
自
分

に
気

づ
く

こ

と
も
あ

る

で
あ

ろ
う
。
美

的
態
度

に
お

い
て
は

、
た

だ
直

勧
的

な
も

の

の
み
が
意
識

さ
れ

る
。

上

の
例

に
お

い

て
・
意
識
さ
れ
る

の
は
チ
ャ
イ
ム
や
梵
鐘

の
音

の
み

で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら

害

は
そ
の
背
後
に
あ
る
時
闇

や
宗
教
的
諦
念
か
・り
切
り
讐

れ
孤
立
化
さ
れ
る
。
通
常

の
意

識

に
お

い

て
結

び

っ
い
て

い
た
美

的
以
外

の
契
機

と
美
的

契
機

が
、
美
的

態
度
を

と
る

人

の
意

識

に
お

い

て
は
、
両
者

の
問

の
関
係

が
切

断
さ
れ

る

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
こ
の
よ
う

な
体
験

を

分
析

す
る
と

、
そ

の

一
面

と
し

て
上
述

の
よ
う

な
孤

立
化

が
注
意

さ
れ

る
反
面
、
美
的

享
受
者

の
意
識

は
専

ら
血
口
に
集

中

す
る

の
を

見

出

す
・
非

美
的

な
契
機

か
ら

解
放

さ
れ

た
美
的
享
受

者

は

、
今
度

は
美
的
対

象

の
中

に
あ
る
美

的
契
機

の
諸
条
件

に
よ

っ
て
そ

の
集

中

の

強

度

を

左
右

さ
れ

る

の

で
あ

る
・
例

え
ば

モ
ー

ツ
ア

ル
ト

の
ピ

ア
ノ

・
ソ
ナ
タ
や
協

奏

曲

の
諸
作
品

に
見

る
よ
う

な
音
階

に
沿

っ
て
な

だ
ら
か

に
進

む
旋
律

、
明

澄
な
和
声

、
規
則

正

し

い
リ

ズ

ム
、

淡
彩

の
管

弦
楽
法

、
と

い
う

よ
う
な
、
概

し

て
古
典

L
義

的
と
呼
ば
れ

る

よ
う
な
特
徴

を
も

つ
作
口
m
は
、

土
日
楽

的
美
的

以
外

の
も

の
を
暗

示
す

る

こ
と

な

く
、
専
ら
立
日
楽

作
品

内
部

へ
わ
れ

わ
れ

の
享
受
を

集
中

さ

せ
る
。

モ
ー

ッ

ア

ル
ト

の
器
楽

作

品

の
如

き

は
、
非

美

的
契
機

か
ら
自
由

に
、
美
的

享
受

が
集

中

さ
れ

る
よ

い
例

で
あ

る
。

一
方

形
式
上

の
諸

々
の
工
夫

ユ
。乱
8

意
匠

α
。
ω凶碧

も

享
受
者

に
対
し

心
的
な
意

義
を
も

つ
も

の
で
あ

る
。
立
H
楽

作
口
m
の
も

つ
形
式
が
意

味
深

い
も

の

で
な

け
れ

ば
、

享
受

者

の
享
受

を
長

く
集
中

さ
せ

る
こ
と

は

で
き

な

い
。

チ

ェ
ル

ニ
ー

の

ソ
ナ
タ
の
如
き

は
教
則
本

と

し

て
ピ

ア

ノ
学

習

用
に

は
適

し

て

い
る
が
、

そ
の
形
式
が
表

面
的

で
空

虚

で
あ
る

の
に
対

し
、

べ
～

ト
ヴ

ェ
ン
の
ソ
ナ

タ
の

形
式

は
意

味
深

く
、

こ
れ
を

聴
く

者

の
心

の
深

み

に
達
す

る
。
後

者

の
作
品

の
多

く

は
、

そ
の
形
式
構

成

の
各

部
分

に
お

い
て
概

し

て
有
意
義

で
あ

る

の
み
な
ら
ず

、

一
つ
の
部
分

か
ら
他

の
部
分

へ
と
有

意
義

に
展
開

さ
れ

、
究
極

に
お

い
て
常

に
目
標

と

な
る
全
体

的
意
味

の
把
握

に
導

く
が

、

こ

の
よ
う

な
形
式

は
最
も

す

ぐ
れ

た
形
式
享

受
を

呵
能

な
ら

し
め

る
も

の

で
あ

り
、

そ
れ

だ

け
享

受
を
集

中
さ
せ

る
カ
を
も

っ
て

い
る
。

こ
の
小
論

の
最
後

に
表
出

内
包

〉
⊆
°・穿
9
す
σq
魯
巴
件
に

つ
い
て
述

べ
て
お

こ
う
。

こ
れ

は

恐
ら
く
音

楽

作
品

の
最
も
興

味
あ

る
部
分

で
あ
る
。

巳
述

の
よ

う

に
、
音
楽

は
そ

の
本

来

の
姿

に
お
い

て
は
、
自

己
意

味
的

な
も

の

で
あ
り

、

そ
れ

だ
け

に
現
実

と

の
係
わ

り
合

い
が

少

い
の
で
、

そ
れ
が

気
分
的
内

包

や
感

情
的
内

包
を
も

つ
と
し

て
も

、
非

常

に
抽
象
的

で
あ

っ
て
、
実

際
生
活

や
ま

た
演

劇

の
如

き
、
よ
り

リ

ア

ル
な
芸

術

ジ

ャ

ン
ル
に

比
す

れ
ば
遥

か

に
淡

く
弱

い
印
象
し

か
与

え
な

い
こ
と

は
凋
知

の
と

お
り

で
あ
る
。
音
楽

作
品

の
感
情

内
包
と

い
わ

れ
る

も

の
は

、
聴

者

の
自

我

に
結

び

つ
い
て
強
く

こ
れ
を

揺
す

ぶ

る
と

い
う

よ
う
な
も

の
で
は
な
く

、
そ
れ

は
あ
た
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音
楽
美
学
の
課
題

か
も
何
か
他
の
も

の
か
ら
流
出
し
た
も

の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、

そ
れ
は
演
奏
者
の
心
情
の
流
露
と
も

い
う

べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
し
、

究
極
的
に
は
作
曲
家

の
心
情

の
流
露
と
で
も

い
う

べ
き
も

の
で
あ
る
。

で
は
作
品
に
お
い
て
体
験
さ
れ
る
感
情
内
包

の
原
因
と
し
て
、
そ
の
作
品
を
作

っ
た
芸
術
家
の
人

間
性
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点

に
関
す
る
回
答
も
、
音
楽
の
場
合
、
非
常

に
控
え
目
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
音
楽
作
品
は
固
よ
り
音
楽
家
の

創
作
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
作
者
そ
の
人
が
作
品
に
顕
現
す
る
こ
と
は
勿
論

で
あ
る
が
、
そ
の
顕
現
の
仕
方
は
現
実
的

で
な
く
、
作
品
は
い
わ
ば
記
号

N
ρ言
ぴ
9

と

し

て
作
者
を
指
示
す
る
と
い
う
よ
う
な
関
係
に
立

っ
て
い
る
。
作
者
を
知
ら
さ
れ
な

い
で
、
純
粋
に
作
品
そ
の
も
の
を
聴
く
場
合
、
そ
の
作
者
の
こ
と
は
問
題
の
外

に
置

か
れ
て
よ
い
の
で
あ
る
し
、
作
品
自
体
が
作
者
を
語
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
作
者
と
作
品
の
間
に
因
果
関
係
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
音
楽

に
お

い
て
は
無

意
味
で
あ

る
。
因
果
関
係
と

い
う
よ
う
な
も
の
は
遮
断
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
但
し
因
果
関
係
を
求
め
得
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
直
ち
に
作
品
と
作
者

の
無
縁
を
意

味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
音
楽
作
品

の
享
受
が
表
面
的
な
も
の
で
は
な
く
、
作
品
の
本
質

の
深
み
に
立
入
り
、
本
来
の
心
的
内
包
の
把
捉
に
到
達
す
る
よ
う
な
場
合
、
そ

こ
に
作
者

の
人
格
が
直
観
的
に
受
け
取
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
確
か
に
作
品
と
そ
の
作
者
の
関
係
が
見
出
さ
れ
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
関
係
は
因
果
関
係
と

い
う
よ
う
な
明

確
な
も
の
で
は
な
く
て
象
徴
関
係
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
隠
微
な
も
の
で
あ
る
。

以
上
に
述

べ
た
美
的
享
受
に
お
い
て
我

々
が
音
楽
に
接
す
る
こ
と
が
正
し
い
態
度
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
を
教
え
る
も

の
は
音
楽
美
学
で
あ
る
。
音
楽
美
学
が
研
究
対

象

と
す
る
音
楽
の
世
界
は
、

一
見
雑
然
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
美
的
な
も

の
を
本
質
と
し
て
そ
の
他

の
も
の
は
現
象
と
し
て
そ
の
周
囲
に
付
加
さ
れ

て
い
る
と
い

う
認
識
に
整
序
す
る
こ
と
を
指
示
す
る

の
は
、
音
楽
美
学

で
あ
る
。
音
楽
美
学
自
体
は
あ
く
ま
で
学

で
あ
る
か
ら
、
前

に
述

べ
た
よ
う
な
音
楽

の
世
界
を
対
象
と
し
て
厳

密
な
方
法
に
よ

っ
て
認
識
を
推
進
す
る
こ
と
を
、
そ
の
使
命
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
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