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K
a
z
u
t
o
m
o
 T
A
N
O
G
A
S
H
I
R
A
 

中
世
初
期
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
（
言
icius
M
a
n
l
i
u
s
 S
g
e
r
i
n
u
s
 Boethius, c. 
4
8
0
-
5
2
4
)

は
、
そ
の
著
書
『
哲
学
の
慰
め
D
e

c
o
n
s
o
lき
[
8
n
e
p
b
i
l
o
s
o
苓
封
』
（
五
二
四
年
）
で
知
ら
れ
る
。
彼
が
生
き
た
時
代
の
イ
タ
リ
ア
は
、
四
七
六
年
の
西
ロ
ー
マ
帝
国
滅
亡
後
、
東

ゴ
ー
ト
王
国
の
統
治
下
に
あ
っ
た
が
、
貴
族
の
家
柄
に
生
ま
れ
た
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
ア
テ
ナ
イ
に
遊
学
し
た
と
も
言
わ
れ
、
研
究
生
活

を
送
る
と
と
も
に
、
政
治
の
世
界
に
身
を
投
じ
執
政
官
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
反
逆
罪
に
問
わ
れ
て
投
獄
さ
れ
、
処
刑
さ
れ
て
し
ま
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
そ
の
獄
中
で
執
筆
さ
れ
た
の
が
、
『
哲
学
の
慰
め
』
で
あ
る

[
2
。
こ
の
著
作
は
全
五
巻
か
ら
な
り
、
各
巻
は
韻
文
に
よ

る
詩
と
散
文
に
よ
る
部
分
を
交
互
に
繰
り
返
す
い
く
つ
か
の
章
で
構
成
さ
れ
[
?
]
、
哲
学
の
擬
人
化
で
あ
る
女
性
と
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
が
対

話
す
る
こ
と
で
議
論
を
展
開
し
て
ゆ
く
と
い
う
か
た
ち
を
採
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
摂
理
、
運
命
、
自
由
意
志
、
人
間
の
本
性
な
ど
と

い
っ
た
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
教
父
哲
学
と
、
ト
マ
ス
・

C
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
 B
o
e
t
h
i
u
s
'
V
i
e
w
s
 o
n
 M
u
s
i
c
 i
n
 D
e
 in
s
t
i
t
u
t
i
o
n
e
 m
u
s
i
c
a
:
 

A
n
 Es
s
a
y
 o
n
 t
h
e
 T
h
r
e
e
f
o
l
d
 Classification o
f
 M
u
s
i
c
 a
n
d
 t
h
e
 D
e
苦
ition
o
f
 M
u
s
i
c
i
a
n
 

B
o
e
t
h
i
u
s
,
 a
n
 early m
e
d
i
e
v
a
l
 p
h
i
l
o
s
o
p
h
e
r
,
 is 
k
n
o
w
n
 for his 
work•De 

consolatzone 

思
ilosop
言
e,
a
n
d
 r
e
g
a
r
d
e
d
 as 
a
 pe
r
s
o
n
 w

h
o
 c
o
n
n
e
c
t
s
 a
n
c
i
e
n
t
 G
r
e
e
k
 p
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 

旦
t
h
m
e
d
i
e
v
a
l
 C
h
r
i
s
t
i
a
n
 theology. H
e
 also writes a
 treatise o
n
 m
u
s
i
c
,
 D
e
 institu, 

ぎミ
e
m
u
s
5
g
,
w
h
i
c
h
 w
a
s
g
昔
i
s
h
e
d
b
u
t
 h
a
d
 b
e
e
n
 r
e
a
d
 t
h
r
o
u
g
h
 t
h
e
 M
i
d
d
l
e
 A
g
e
s
.
 

It is 
w
e
l
l
 k
n
o
w
n
 that in t
h
e
 treatise h
e
 classifies m
u
s
i
c
 into three types, that is, 
cos, 

m
i
c
 m
u
s
i
c
 (
m
u
s
i
c
a
 m
u
n
d
a
n
a
)
,
 h
u
m
a
n
 m
u
s
i
c
 (ǹ
usica h
u
m
a
n
a
)
,
 a
n
d
 i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
a
V
 

序

vocal m
u
s
i
c
 (
m
u
s
t
c
a
 
znstrumentalis)•These 

three types h
a
v
e
 in c
o
m
m
o
n
 t
h
e
 princi, 

pie o
f
 h
a
r
m
o
n
y
 a
c
c
o
r
d
i
n
g
 to w
h
i
c
h
 a
 certain n
u
m
e
r
i
c
a
l
 o
r
d
e
r
 is 
c
o
m
p
o
s
e
d
:
 in oth, 

er w
o
r
d
s
,
 m
u
s
i
c
 is 
n
o
t
h
i
n
g
 b
u
t
 t
h
e
 m
a
n
i
f
e
s
t
a
t
i
o
n
 o
f
 t
h
e
 p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
 p
r
i
n
c
i
p
l
e
.
C
n
 

t
h
e
 o
t
h
e
r
 h
a
n
d
,
 for B
o
e
t
h
i
u
s
,
 m
u
s
i
c
i
a
n
 (musicus) is 
a
 pe
r
s
o
n
 w

h
o
 acquires, b
y
 t
h
e
 

activity o
f
 reason, a
n
 intellectual u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
 o
f
 t
h
e
 h
a
r
m
o
n
y
 that is 
t
h
e
 prin, 

ciple o
f
 m
u
s
i
c
 a
n
d
 a
 kn
o
w
l
e
d
g
e
 o
f
 singing o
r
 p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
 that leads to t
h
e
 practice 

o
f
 m
u
s
i
c
.
 T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
 it 
m
a
y
 b

e
 said that r
e
a
s
o
n
 is 
a
n
 ability to g
r
a
s
p
 t

h
e
 m
u
s
i
c
a
l
 

principle a
n
d
 realize it, 
a
n
d
 that his u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
 o
f
 m
u
s
i
c
 i
n
c
l
u
d
e
s
 a
 po
i
n
t
 o
f
 

g
e
w
 f
r
o
m
 w
h
i
c
h
 t
h
e
 relationship b
e
t
w
e
e
n
 t
h
e
 u
n
i
v
e
r
s
e
 a
n
d
 h
u
m
a
n
 b
g
n
g
 c
a
n
 b
e
 

c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
 "
m
a
c
r
o
,
m
i
c
r
o
.
"
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ア
ク
イ
ナ
ス
の
神
学
を
つ
な
ぐ
も
の
と
み
な
さ
れ
、
或
る
意
味
で
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

他
方
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
音
楽
に
関
す
る
著
作
も
遺
し
て
お
り
、
そ
れ
が
五

0
0年
頃
に
執
筆
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
『
音
楽
教
程

D
e
 inst
尽
忌
n
e
m
u
s苔

t
d
』
で

3
、
彼
の
最
初
期
の
も
の
に
属
す
る
（
も
っ
と
も
、
こ
の
著
作
は
五
巻
か
ら
な
る
が
、
未
完
成
と
言
っ
て
よ
い
）
。
こ

の
時
期
に
は
、
ほ
か
に
『
算
術
教
程
D
e
i
n
s
t
i
t
u
t
8
n
e
d
ミ芍
m
e
i
t怠
』
な
ど
も
執
筆
さ
れ
て
お
り
、
彼
は
そ
の
頃
、
幾
何
学
や
天
文
学
に

関
す
る
著
作
に
取
り
組
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
彼
は
当
時
、
い
わ
ゆ
る
自
由
学
藝
七
科
artes

liberales
の
う
ち
の
数
学
的
四
科
q
u
a
d
r
i
v
i
u
m
['1']

に
属
す
る
学
問
領
域
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
、
そ
れ
を
著
作
の
か
た
ち
で
ま
と
め
よ
う

と
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
別
の
角
度
か
ら
言
え
ば
、
彼
が
研
究
対
象
と
し
て
い
た
学
問
分
野
は
、
哲
学
を
学
び
研
究
す
る
た

め
に
必
要
な
基
本
的
な
領
域
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
て
ば
、
彼
の
最
後
の
著
作
で
あ
り
、
哲
学
が
ま
さ
し
く
中
心
と
な
っ

て
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
『
哲
学
の
慰
め
』
に
、
『
音
楽
教
程
』
の
エ
コ
ー
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
哲
学
と
音
楽
の
双
方
の
領
域
に
お
い
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
思
想
と
中
世
キ
リ
ス
ト
教
世
界
を
つ
な

ぐ
存
在
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
本
論
文
で
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
、
『
音
楽
教
程
』
に
お
け
る
音
楽
の
捉
え

方
、
と
り
わ
け
音
楽
の
三
分
類
と
音
楽
家
の
規
定
を
取
り
上
げ
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
『
音
楽
教
程
』
の
第
一
巻
第
二
章
の
冒
頭
で
、
音
楽
研
究
に
と
っ
て
は
、
ま
ず
も
っ
て
音
楽
の
種
類
が
い
く
つ
あ
る

の
か
を
調
べ
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
〔
屯
〕
。

さ
て
、
音
楽
の
種
類
は
三
つ
あ
る
。
ま
ず
第
一
は
、
宇
宙
の
音
楽
で
あ
り
、
第
二
は
人
間
の
音
楽
、
第
三
は
、
キ
タ
ラ
や
テ
ィ
ビ

ア
〔
II
双
管
の
笛
〕
な
ど
の
よ
う
な
、
旋
律
（
c
目
tilena)

に
仕
え
る
何
ら
か
の
楽
器
に
お
い
て
組
織
さ
れ
る
音
楽
で
あ
る
。

(
p
.
1
8
7
,

2
0
-
2
3
,
〔

．
 

〕
内
引
用
者

i

以
下
同
）
〔
巴

．
 

音
楽
の
一
二
分
類 ．

 ．
 ．
 ．
 ．
 
．
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ま
ず
宇
宙
の
音
楽
musica
m
u
n
d
a
n
a
で
あ
る
が

(
p
.
1
8
7
,
 2
3
-
p
.
 1
8
8
,
 2
6
)

、
こ
れ
は
天
体
あ
る
い
は
諸
元
素
1

具
体
的
に
は
四
冗
素
す

な
わ
ち
土
・
水
・
火
・
空
気
、
お
よ
び
季
節
の
変
化
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
天
体
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
音
楽
と
は
、
ま
さ
し
く
星
々
の
運
行
に
よ
っ
て
奏
で
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
に
端
を
発
す
る
音
楽
の
捉
え
方
が

ェ
コ
ー
を
響
か
せ
て
い
る
。
実
際
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
あ
っ
て
も
、
諸
天
体
は
速
や
か
に
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
私
た
ち

の
耳
に
届
か
な
い
と
し
て
も
、
音
を
発
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
星
々
の
運
行
以
外
に
、
こ
れ
ほ

ど
見
事
に
結
び
合
わ
さ
れ
て
お
互
い
が
緊
密
な
関
係
を
築
き
上
げ
て
い
る
も
の
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
天
体
の
動
き
は
調
和
あ
る
も

の
と
な
っ
て
い
る
、
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
天
体
の
軌
道
は
天
球
上
の
高
い
と
こ
ろ
を
通
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
低
い
と
こ
ろ

を
通
る
も
の
も
あ
る
が
、
し
か
し
そ
う
い
っ
た
軌
道
を
通
る
星
々
の
運
行
も
、
等
し
い
活
動
力

aequalis
incitatio
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
秩
序
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
天
球
の
旋
回
か
ら
「
拍
付
け
〔
に
よ
る
分
節
化
〕
の
或
る
定

ま
っ
た
秩
序

ratus
o
r
d
o
 modulationis
」
(
p
.
1
8
8
,
7
)

が
抜
け
落
ち
る
こ
と
は
な
い
阿
。

さ
ら
に
、
こ
の
世
界
に
お
け
る
諸
々
の
物
体
は
、
根
本
的
に
は
い
わ
ゆ
る
四
元
素
す
な
わ
ち
土
・
水
・
火
・
空
気
の
混
合
か
ら
な

る
円
。
そ
の
際
、
そ
れ
ら
四
元
素
の
相
反
す
る
潜
在
力

potentia
の
結
合
の
仕
方
に
よ
っ
て
諸
物
体
が
構
成
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
ら
の
間
に
は
或
る
調
和
q
u
a
e
d
a
m
armonia
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
四
元
素
の
い
わ
ば
配
合
の
仕
方
が
万
物
を
構
成
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
の
構
成
内
容
が
変
化
す
れ
ば
事
物
も
ま
た
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
調
和
の
あ
り
方
の
変
化
に
よ
っ
て
、

ま
さ
し
く
一
年
と
い
う
時
の
長
さ
に
節
目
が
形
作
ら
れ
て
季
節
（
四
季
）
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
時
間
の
推

移
が
自
然
現
象
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
に
よ
っ
て
、
そ
れ
も
周
期
性
を
持
つ
現
象
の
変
容
に
よ
っ
て
節
目
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
、
た

と
え
ば
、
豊
か
な
実
り
と
い
っ
た
出
来
事
が
、
自
然
の
移
り
ゆ
き
に
刻
印
を
押
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
冬
が
氷
結
さ
せ
た
も
の
を
春

が
緩
め
、
夏
が
熱
し
、
秋
が
熟
さ
せ
る
」

(
p
.
1
8
8
,
2
3
,
2
4
)

の
で
あ
り
、
季
節
は
交
互
に
巡
る
こ
と
で
互
い
に
密
接
な
関
係
を
取
り
結
ん
で

い
る
[
T
]

。

第
二
の
人
間
の
音
楽
musica
h
u
m
a
n
a
は
(
p
.
1
8
8
,
2
6
-
p
.
 1
8
9
,
5
)

、
私
た
ち
が
自
分
自
身
の
中
に
深
く
入
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
さ

れ
る
。
そ
れ
は
人
間
に
お
け
る
肉
体
や
魂
の
結
び
つ
き
と
い
っ
た
諸
関
係
に
関
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
の
魂
を
肉
体
と
混
ぜ
合
わ
せ
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て
い
る
そ
の
関
係
、
ま
た
、
魂
そ
の
も
の
に
お
け
る
理
性
的
部
分
と
非
理
性
的
部
分
の
結
合
の
関
係
、
お
よ
び
、
私

た
ち
の
肉
体
そ
の
も
の
の
諸
部
分
の
開
係
、
そ
う
い
っ
た
関
係
の
あ
り
方
で
あ
る
。
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
そ
れ
ら
の
諸

関
係
つ
ま
り
人
間
の
音
楽
の
あ
り
方
を
、
高
い
声
（
音
）
と
低
い
声
（
音
）
の
適
切
な
調
律
が
生
み
出
す
よ
う
な
一

つ
の
協
和

u
n
a
consonantia
と
類
比
的
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
色
。

第
三
の
音
楽
は
道
具
つ
ま
り
は
楽
器
が
奏
で
る
音
楽

musica
instrumentalis [f
l

で
あ
り

(p.
1
8
9
,
5
,
1
3
)

、
今
日
の

私
た
ち
が
理
解
し
て
い
る
よ
う
な
音
楽
を
指
す
。
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
弦
を
張
る
こ
と
に
よ
る
緊
張

か
ら
生
じ
る
も
の
、
テ
イ
ビ
ア
な
ど
の
笛
の
よ
う
に
息
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
[
巾
ぺ
そ
し
て
中
空
に
な
つ
た
銅
製

の
道
具
を
叩
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
な
ど
で
あ
り
、
今

H
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
弦
楽
器
、
管
楽

器
、
打
楽
器
に
よ
る
音
楽
、
つ
ま
り
器
楽
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
こ
に
は
声
楽
が
含
ま
れ
な
い
こ

と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
こ
の

musica
instrumentalis
は
、
文
字
通
り
に
楽
器
を
用
い
た
音
楽
を
意
味
し
て
い
る

と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
ま
さ
し
く
音
と
な
っ
て
嗚
り
響
く
音
楽
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
実

際
、
宇
宙
の
音
楽
と
人
間
の
音
楽
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
私
た
ち
が
聞
く
こ
と
の
で
き
な
い
音
楽
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
道
具
な
い
し
楽
器
の
音
楽
は
音
と
な
っ
て
実
際
に
奏
で
ら
れ
る
音
楽
で
あ
り
、
私
た
ち
が
聞
く
こ
と
の
で
き

る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
私
た
ち
の
肉
体
は
ま
さ
し

V
”
も
の
（
物
体
）
“
な
の
で
あ
る
か
ら
、
声

を
出
す
器
官
た
る
声
帯
も
、
道
具
と
し
て
の
楽
器
と
言
っ
て
よ
い
位
置
づ
け
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ

な
ら
ば
、
実
際
に
歌
わ
れ
る
歌
も
ま
た

musica
instrumentalis
に
含
ま
れ
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
阿
゜

た
だ
し
、
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
降
、
肉
体
と
魂
な
い
し
精
神
の
関
係

は
、
後
者
が
前
者
よ
り
も
優
れ
て
お
り
、
肉
体
は
卑
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
魂
や
精
神
は
高
貴
な
も
の
で
あ
る
と
捉

え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
屯
]
°
そ
れ
ゆ
え
、
手
仕
事
よ
り
も
精
神
的
な
仕
事
の
ほ
う
が
高
貴
な
も
の
と
し

て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
肉
体
と
精
神
の
間
の
序
列
づ
け
が
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
お
け
る
「
音
楽
家

musicus
」
の
理
解
に
も
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
、
次
節
で
こ
の
点
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

．
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音
楽
家
の
規
定

ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
第
一
巻
最
後
の
第
三
四
章
で
、
音
楽
家
と
は
ど
の
よ
う
な
者
の
こ
と
を
言
う
の
か
に
つ
い
て
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に

考
え
て
い
る

(
p
.
2
2
3
,
2
8
-
p
.
2
2
4
,
2
5
)
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
技
術
ars
、
ま
た
さ
ら
に
ど
ん
な
学
問
分
野
disciplina
も
、
職
人
の
手
仕

事
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
技
能
artificium
よ
り
、
本
来
的
に
脊
れ
高
い
理
性
ratio
を
持
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
の
も
、
知
を
実
践
的
行
為
な
い
し
肉
体
的
活
動
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
よ
り
も
、
制
作
物
に
つ
い
て
の
知
の
所
有
つ
ま
り
理
論
的
な

い
し
精
神
的
活
動
に
従
事
す
る
ほ
う
が
、
は
る
か
に
高
貴
で
尊
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
肉
体
的
技
能
は
奴
隷
と
し
て
奉
仕
す
る

が
、
理
性
は
主
人
の
よ
う
に
支
配
し
、
正
し
い
方
向
へ
と
導
く
。
し
た
が
っ
て
、
音
楽
に
開
す
る
知
scientia
m
u
s
i
c
a
e
は
、
制
作
活
動
や

演
奏
actus
に
基
づ
く
も
の
よ
り
も
、
理
性
に
よ
る
認
識
cognitio
rationis
に
基
づ
く
も
の
の
ほ
う
が
、
は
る
か
に
高
貴
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
理
性
に
よ
る
思
索
は
制
作
行
為
に
依
存
し
な
い
が
、
手
の
仕
事
は
理
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
な
い
な
ら
ば
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
て

し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
理
性
の
素
睛
ら
し
さ
や
価
値
は
、
肉
体
的
技
能
を
発
揮
す
る
人
々
が
ど
う
呼
ば
れ
て
い
る
の
か
を
見
れ
ば
分
か

る
。
そ
う
い
う
人
々
は
、
自
分
が
用
い
る
楽
器
か
ら
そ
の
名
を
取
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
キ
タ
ラ
奏
者
は
、
キ
タ
ラ
に
ち
な
ん
で
そ
う
呼

ば
れ
、
ア
ウ
ロ
ス
奏
者
も
自
分
が
使
う
ア
ウ
ロ
ス
笛
か
ら
そ
の
名
を
取
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
音
楽
家
は
自
分
が
使
う
楽
器
か
ら

で
は
な
く
、
自
身
が
関
係
し
て
い
る
知
的
分
野
、
理
性
的
領
域
に
よ
っ
て
そ
う
呼
ば
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
音
楽
家
と
は
、
理
性
を
童
要

視
し
て
、
仕
事
〔
肉
体
的
作
業
〕
の
隷
属
状
態
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
思
索
の
支
配
に
よ
っ
て
、
歌
う
〔
奏
で
る
〕
こ
と
に
関
す
る
知

c
目
encli
scientia
を
手
に
入
れ
た
人
物
の
こ
と
を
言
う
」

(p.224,18,20)
ff] 0
 

こ
の
よ
う
に
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
音
楽
家
な
る
も
の
の
特
質
を
、
理
性
に
よ
る
音
楽
の
思
索
、
よ
り
詳
細
に
言
え
ば
、
音
楽
を
支
え
て

い
る
基
本
原
理
の
理
性
に
よ
る
考
究
に
認
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
理
性
の
働
き
に
よ
っ
て
「
歌
う
〔
奏
で
る
〕
こ
と
に
関
す
る

知
」
の
獲
得
が
目
指
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
求
め
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
音
楽
に
関
す
る
知
を
、
歌
唱
（
な
い
し

演
奏
）
と
関
連
づ
け
て
記
述
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
音
楽
の
探
究
は
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
よ
う
に
音
響
現
象
の
根
底
に
横
た
わ

る
数
的
比
例
原
理
の
把
握
・
解
明
を
目
指
す
だ
け
で
は
な
く
こ
れ
が
ま
さ
し
く
合
sciplina
と
し
て
の
音
楽
と
い
う
側
而
で
あ
ろ
う
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そ
の
よ
う
な
原
理
の
把
握
に
基
づ
い
た
「
歌
い
演
奏
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
の
理
解
の
深
化
を
目
標
と
す
る
と
言
っ
て
よ
い
。
た

し
か
に
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
お
け
る
音
楽
理
解
の
あ
り
方
は
、
理
論
に
よ
る
知
、
理
性
に
よ
る
思
索
へ
と
大
き
く
傾
斜
し
て
お
り
、
最
終

的
に
宇
宙
の
調
和
の
よ
う
な
秩
序
原
理
の
把
握
を
目
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
が
音
楽
活
動
に
関
わ
る
知

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
実
践
的
音
楽
活
動
を
射
程
に
含
め
て
い
る
理
論

的
知
識
の
獲
得
が
、
音
楽
研
究
に
よ
っ
て
目
指
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
三
種
類
の
音
楽
は
、
鳴
り
響
く
音
と
な
る
可
能
性
を
ど
こ
ま

で
も
有
し
た
音
楽
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
真
の
意
味
で
の
音
楽
家
と
は
、
音
楽
に
関
す
る
知

的
探
究
の
成
果
を
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
音
楽
活
動
に
活
か
す
能
力
を
持
つ
人
物
の
こ
と
で
あ
る
と
解
さ
れ
よ
う
[
旧
]
o

こ
の
よ
う
な
音

楽
家
は
そ
の
理
想
の
姿
を
、
今

H
の
言
葉
で
言
え
ば
、
理
論
と
実
践
の
双
方
に
通
じ
、
音
楽
の
現
場
に
適
用
可
能
な
視
座
を
備
え
た
理
論

を
構
築
で
き
る
人
物
に
見
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
考
え
る
音
楽
家
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
音
楽
活
動
に
従
事
す
る
者
は
、
理
論
と
実
践
、
つ
ま
り
、
理

性
と
技
能
の
ど
ち
ら
に
重
点
を
置
く
か
で
い
く
つ
か
タ
イ
プ
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
音
楽
と
い
う
技
術

ars m
u
s
i
c
a
に
従
事
す
る
人
々
に
は
三
つ
の
タ
イ
プ

g
e
n
e
r
a

(
種
族
）
が
あ
る
と
す
る
(
p
.
2
2
4
,
2
5
-
p
.
2
2
5
,
1
5
)

。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
タ
イ

プ
は
、
楽
器
を
奏
す
る
人
々
で
構
成
さ
れ
、
第
二
の
タ
イ
プ
は
、
歌
c
a
r
m
i
n
a
を
作
る
人
々
、
第
三
の
タ
イ
プ
は
、
楽
器
演
奏
と
歌
に
判

定
を
下
す
人
々
で
構
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
第
一
の
タ
イ
プ
、
つ
ま
り
、
楽
器
に
依
存
し
自
分
の
努
力
の
す
べ
て
を
そ
の
楽
器
に
注
ぐ
人

た
ち
た
と
え
ば
キ
タ
ラ
奏
者
や
、
オ
ル
ガ
ン
そ
の
他
の
楽
器
で
自
分
の
技
能
を
示
す
人
た
ち
は
、
音
楽
に
関
す
る
知
に
つ
い
て

そ
の
理
解
か
ら
閉
め
出
さ
れ
て
い
る
、
と
主
張
す
る
。
そ
う
い
う
人
た
ち
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
理
性
を
等
閑
に
付
し
、
奴
隷
の

よ
う
に
振
舞
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
誰
一
人
、
理
性
を
働
か
せ
よ
う
と
せ
ず
、
思
索
を
完
全
に
欠
い
て
い
る
。

第
二
の
タ
イ
プ
を
構
成
す
る
の
は
実
際
に
は
詩
人
た
ち
で
あ
る
。
た
だ
し
彼
ら
詩
人
た
ち
は
、
思
索
と
理
性
に
よ
っ
て
詩
に
到
達
す
る

と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
或
る
自
然
な
衡
動
に
よ
っ
て
詩
に
到
達
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
人
た
ち
も
ま
た
、
音
楽

に
関
す
る
知
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
三
の
タ
イ
プ
は
、
リ
ズ
ム
と
旋
律
お
よ
び
歌
c
a
r
m
e
n

(
調
べ
）
の
全
体
を
、
注
意
深
く
考
量
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
判
定
能
力

を
獲
得
し
て
い
る
人
た
ち
か
ら
な
る
。
こ
の
種
の
人
た
ち
は
、
理
性
と
思
索
に
完
全
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ま
さ
に
彼
ら
こ
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こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
『
音
楽
教
程
』
に
お
い
て
、
音

楽
を
宇
宙
の
音
楽
m
u
s
i
c
a
m
u
n
d
a
n
a
、
人
間
の
音
楽
m
u
s
i
c
a
h
u
m
a
n
a
、
お
よ
び
、
実
際
に
鳴
り
響
く
音
楽
m
u
s
i
c
a

instrumentalis
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
の
彼
の
言
う
音
楽
は
、
根
底
に
何
ら
か
の
秩
序
に
基
づ
い
た
調
和
を
持
つ

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
天
体
運
行
の
、
ま
た
、
人
間
の
魂
の
、
あ
る
い
は
魂
と
肉
体
の
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
鳴
り

響
く
音
の
調
和
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
音
楽
と
は
秩
序
原
理
の
現
わ
れ
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
調

和
と
し
て
の
音
楽
と
い
う
考
え
方
に
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
に
端
を
発
す
る
音

結
び
に
代
え
て
1

理
性
の
役
割

そ
が
音
楽
的
な
人
た
ち
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
正
当
で
あ
る
。
旋
法
m
o
d
u
s
や
リ
ズ
ム
、
歌
の
種
類
g
e
n
u
s
と
協

和
に
つ
い
て
、
ま
た
、
詩
人
た
ち
の
歌
c
a
r
m
e
n
な
ど
に
つ
い
て
、
音
楽
に
相
関
的
で
あ
る
適
切
な
思
索
や
理
性
に

従
っ
て
判
定
を
下
す
能
力
を
示
す
人
こ
そ
、
真
に
音
楽
家
な
の
で
あ
る
。

ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
音
楽
家
の
捉
え
方
で
重
要
な
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
音
楽
の
実

践
を
視
野
に
入
れ
た
う
え
で
音
楽
家
の
規
定
を
行
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
た
し
か
に
彼
は
、
技
術

ars
と
学
問
分
野
氏
sciplina
を
と
も
に
職
人
的
技
能
artificicum
の
対
極
に
位
置
す
る
も
の
と
捉
え
て
お
り
、
ま
た

実
際
、
音
楽
が
数
学
的
四
科
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
音
楽
の
理
論
的
研
究
と
実
践
活
動
は
、
最
終
的
に
は

切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
も
解
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
音
楽
が
ど
こ
ま
で
も
技
術
ars
の
中
に
含
ま

れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
手
の
技
（
楽
器
等
を
十
二
分
に
活
用
で
き
る
肉
体
的
技
能
）
と
知
の
技
（
理
性
の
働
き
に
よ
る
音

楽
そ
の
も
の
の
原
理
的
考
察
）
の
双
方
が
必
要
不
可
欠
の
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
先
に
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
実

践
に
通
じ
得
る
理
論
構
築
が
理
想
的
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
点
で
彼
の
音
楽
の
三
分
類

は
幅
広
い
射
程
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
後
に
そ
の
見
通
し
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
み
た
い
。
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楽
観
が
流
れ
込
ん
で
い
る
。
言
菓
を
換
え
れ
ば
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
中
世
に
お
い
て
中
心
で
あ
っ
た
思
弁
的
音
楽
観
、
つ
ま
り
、
鳴
り

響
く
音
の
考
察
で
は
な
く
、
そ
の
鳴
り
響
き
の
根
底
に
あ
る
原
理
と
し
て
の
調
和
（
数
的
比
例
原
理
）
に
着
目
し
、
そ
の
調
和
の
原
理
の
解

明
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
虚
子
問
と
し
て
の
音
楽
“
の
大
き
な
源
泉
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
彼
の
音
楽
観
が
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ

ス
派
の
よ
う
な
音
楽
観
の
焼
き
直
し
で
も
、
ま
た
、
単
な
る
思
弁
的
音
楽
論
に
と
ど
ま
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
、
実
際
に
鳴
り
響
く
音

楽
を
そ
の
視
野
の
中
に
収
め
て
い
る
点
に
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
も
、
鳴
り
響
く
音
の
何
か
し
ら
の

連
な
り
を
音
楽
と
捉
え
て
い
る
が
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
大
き
な
特
色
は
、
今
日
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
声
楽
お
よ
び
器
楽
と
い
う
実
際
に

奏
で
ら
れ
る
音
楽
を
、
宇
宙
論
の
枠
組
み
の
中
に
取
り
込
み
得
る
よ
う
な
視
点
を
持
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
現
に
鳴

り
響
く
音
響
秩
序
体
と
し
て
の
音
楽
を
導
き
の
糸
と
し
て
、
宇
宙
や
人
間
に
お
け
る
調
和
と
し
て
の
音
楽
の
考
察
が
目
論
ま
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
者
の
音
楽
を
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
耳
に
聞
こ
え
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
鳴
り

響
く
も
の
と
し
て
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
人
間
と
宇
宙
の
間
に
、
い
わ
ば

鳴
り
響
く
音
楽
の
類
比
と
で
も
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
を
見
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
音
楽
家
の
捉
え
方
に

も
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
音
楽
家
理
解
の
要
諦
は
ま
ず
も
っ
て
、
宇
宙
の
音
楽
も
人
間
の
音
楽
も
、
そ
し
て
鳴

り
響
く
具
体
的
な
音
楽
も
、
秩
序
原
理
の
現
わ
れ
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
原
理
を
理
性
の
働
き
に
よ
っ
て
思
索
し
、
把
握
し
よ

う
と
努
め
る
と
こ
ろ
に
音
楽
家
の
音
楽
家
た
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
音
楽
家
の
資
格
と
し
て

は
不
十
分
な
の
で
あ
っ
て
、
音
楽
に
つ
い
て
の
知
的
理
解
を
何
ら
か
の
仕
方
で
実
践
と
関
連
づ
け
る
能
力
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
本
当

の
意
味
で
の
音
楽
家
と
は
呼
べ
な
い
、
と
彼
は
考
え
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
そ
の
点
で
、
彼
の
音
楽
論
に
お
け
る
理
性

ratio

は
、
単
な
る
思
考
能
力
で
は
な
く
、
も
の
を
作
る
力
も
持
ち
合
わ
せ
た
理
性
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
お
け
る
音
楽
は
ま
さ
し
く
技
術
a
r
s

な
の
で
あ
っ
て
、
学
問
領
域
d
i
s
c
i
p
l
i
n
a

と

は
微
妙
な
差
異
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

そ
の
技
術
で
あ
る
が
、
技
術
の
捉
え
方
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
る
[
F
]

。
彼
の
技
術

蕊
V

二
の
定
義
は
、
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
六
巻
第
四
章
で
語
ら
れ
る
「
真
な
る
理
り
を
と
も
な
っ
た
制
作
に
開
わ
る
性
向
[
円
(
序
l
6

百
d

ざ
y
o
u
I

全
0
0
尻
T
I
O
号
旦
）
」
（
1
1
4
0
a
1
0
)

と
い
う
も
の
で
、
制
作
に
関
す
る
卓
越
性
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
技

．
 ．
 ．
 ．
 ．
 ．
 ．
 
．
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術
論
を
詳
述
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
が
、
こ
の
定
義
を
私
た
ち
な
り
に
解
き
ほ
ぐ
せ
ば
、
「
真
な
る
理
り
を
と
も
な
っ
た
」
と
い
う
部

分
と
、
「
制
作
に
関
わ
る
性
向
」
と
い
う
部
分
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
、
こ
れ
か
ら
作
ろ
う
と
す
る
対
象
、
制
作
対

象
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
生
じ
る
の
か
を
理
論
的
に
考
究
す
る
働
き
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
制
作

対
象
の
本
質
把
握
と
そ
の
本
質
の
実
現
の
仕
方
を
工
夫
す
る
知
的
活
動
が
語
ら
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
次
に
後
者

は
、
素
材
や
材
料
に
働
き
か
け
て
そ
れ
を
加
工
変
形
し
、
制
作
対
象
の
本
質
を
実
現
す
る
身
体
的
活
動
に
関
わ
る
事
柄
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
技
術
は
本
質
把
握
に
関
わ
る
知
的
活
動
が
基
礎
に
横
た
わ
る
が
、
し
か
し
、
単
に
知
的
な
作

業
だ
け
で
は
、
つ
ま
り
、
知
っ
て
い
る
だ
け
で
は
制
作
活
動
に
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
人
は
現
に
家
を
建
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
建
築
家

に
な
り
、
キ
タ
ラ
を
実
際
に
弾
く
こ
と
に
よ
っ
て
キ
タ
ラ
奏
者
と
な
る
。
も
の
を
作
る
に
は
、
当
の
技
術
が
実
際
に
発
揮
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
身
体
的
活
動
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
し
つ
か
り
し
た
技
術
の
持
ち
主
は
、
材
料
と

道
具
さ
え
あ
れ
ば
、
質
の
高
い
も
の
を
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
技
術
の
発
揮
の
仕
方
が
ま
さ
し
く
体
に
染
み

こ
ん
で
お
り
、
身
体
的
記
憶
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
技
術
は
本
質
洞
察
に
関
わ
る
理
論
的
考
究
と
、
本

質
実
現
に
関
わ
る
身
体
的
記
憶
と
い
う
両
輪
に
よ
る
制
作
活
動
で
あ
り
、
そ
の
ど
ち
ら
か
一
方
が
欠
け
て
し
ま
う
と
、
技
術
で
は
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
対
象
の
本
質
把
握
に
関
わ
る
知
的
活
動
が
、
素
材
や
材
料
お
よ
び
形
態
な
ど
の
刷
新
を
も
た
ら

し
、
し
た
が
っ
て
、
身
体
的
記
憶
の
塗
り
替
え
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
技
術
に
あ
っ
て
は
知
的
活
動
が
主

導
権
を
握
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
理
論
的
考
究
の
重
要
性
が
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
な
ど
の
中
世
に
お
け
る
a
r
s

の
捉
え
方
に
引
き
継
が
れ
、

そ
れ
が
或
る
意
味
で
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
の

楽
器
奏
者
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
音
楽
家
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
単
に
音
楽
に
関
わ
っ
て
い
る
者
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
点
で
音
楽
家
の
監

督
下
に
置
か
れ
る
必
要
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
奏
者
も
音
楽
活
動
に
従
事
し
て
い
る
以
上
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
音
楽
の
原
理
に
触
れ
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
楽
器
奏
者
と
は
、
音
楽
の
原
理
を
身
体
化
し
て
い
る
者
、
あ
る
い
は
、
身
体
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
身
体
化
さ
れ
た
音
楽
の
原
理
の
具
体
化
を
水
路
づ
け
る
の
が
、
音
楽
家
の
役
割
で
あ
る
と
言
え
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
音
楽
が
身
体
的
領
域
す
べ
て
を
無
に
し
て
成
り
立
つ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
奏
者
の
身
体
性
の
内
に
意
識
さ

れ
る
こ
と
な
く
溶
け
込
ん
で
い
る
音
楽
の
原
理
を
、
意
識
化
す
る
作
業
が
音
楽
家
の
担
う
べ
き
活
動
の
一
端
で
あ
ろ
う
。
別
の
言
葉
を
用
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い
れ
ば
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
が
m
u
s
i
c
a
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
a
l
i
s

を
音
楽
の
―
つ
の
種
類
と
し
て
認
め
た
と
き
、
音
と
な
っ
て
嗚
り
響
く
可
能
性
を

排
除
し
た
と
こ
ろ
で
は
音
楽
は
成
立
し
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
暗
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
音
楽
の
根

底
に
横
た
わ
る
秩
序
を
探
究
す
る
理
性
r
a
t
i
o
は
、
三
種
類
の
音
楽
を
包
括
し
得
る
働
き
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

三
種
の
音
楽
を
或
る
種
の
マ
ク
ロ
ー
ミ
ク
ロ
の
関
係
で
捉
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
宇
宙
の
音
楽
お
よ

び
人
間
の
音
楽
は
文
字
通
り
理
性
領
域
の
音
楽
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
理
性
は
秩
序
原
理
を
把
握
す
る
能
力
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
鳴
り

響
く
音
楽
は
、
理
性
が
把
握
し
た
秩
序
原
理
を
音
へ
と
い
わ
ば
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
も
ま
た
理
性
が
働
い
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
性
は
実
現
す
る
働
き
で
あ
り
、
作
り
出
す
能
力
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
理
性
が
調
和
の
原
理
を
思
考
す
る
と

き
は
、
鳴
り
響
く
音
楽
が
道
し
る
べ
と
な
り
、
理
性
が
具
体
的
な
音
楽
を
作
り
出
す
と
き
は
、
宇
宙
の
音
楽
や
人
間
の
音
楽
が
モ
デ
ル
と

な
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
見
解
に
は
理
論
と
実
践
に
ま
た
が
る
大
き
な
広
が
り
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。 ．

 ．
 

註

．
 ．
 

田
之
頭
一
知
（
た
の
が
し
ら
・
か
ず
と
も
）

大
阪
芸
術
大
学
芸
術
学
部
教
授
。
専
門
は
美
学
・
音
楽
哲
学
お
よ
び
哲
学
的
時
間
論
。

叶
ー
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
半
生
に
関
し
て
は
、

J
o
h
n
M
o
o
r
h
e
a
d
,
 "
B
o
e
t
h
i
u
s
'
L
i
f
e
 a
n
d
 t
h
e
 W
o
r
l
d
 o
f
 L
a
t
e
 A
n
t
i
q
u
e
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
,
"
 in: J
o
h
n
 

M
a
r
e
n
b
o
n
 (ed.),The C
a
m
b
r
i
d
g
e
 C
o
m
p
a
n
i
o
n
 to B
o
e
t
h
i
u
s
 (
C
a
m
b
r
i
d
g
e
:
 C
a
m
b
r
i
d
g
e
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 Press, 2
0
0
9
,
 p
p
.
 1
3—
3
3
)を
参

照
。
ち
な
み
に
ム
ー
ア
ヘ
ッ
ド
に
よ
る
と
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
が
ア
テ
ナ
イ
に
遊
学
し
た
か
ど
う
か
を
疑
問
視
す
る
研
究
者
も
い
る

(cf.
p. 

2
9
)

。
そ
の
他
に
、
竹
井
成
美
「
ア
ニ
キ
ウ
ス
・
ア
ン
リ
ウ
ス
・
セ
ベ
リ
ウ
ス
・
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
と
そ
の
〈
音
楽
論
〉
（
そ
の

1
)
」
（
「
研
究

紀
要
』
大
分
県
立
芸
術
短
期
大
学
、
第
一
八
巻
〔
一
九
八
〇
〕
~
一
三
ー
ニ
六
）
な
ど
も
参
照
さ
れ
た
い
。

な
お
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
全
体
像
を
視
野
に
収
め
た
著
作
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
な
ど
を
参
照
。

H
e
l
e
n
M
.
 Barrett, B
o
e
t
h
z
苔
S
o
m
e

．
 ．
 ．
 
．
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A
s
p
e
c
t
s
 o
f
 H
i
s
 T
i
m
g
g
d
w
o
r
k
)
1
s
t
 p
a
p
e
r
b
a
c
k
 ed. 
(
C
a
m
b
r
i
d
g
e
:
 C
a
m
b
r
i
d
g
e
 U
m
v
e
r
s
l
t
y
 Press, 2
0
1
4
,
 originally p
u
b
l
i
s
h
e
d
 

1940); H
e
n
r
y
 C
h
a
d
w
i
c
k
,
 Boethius: T
h
e
 Consolations o
f
 Mu
s
i
c
,
 Logic, 
Theolof!:Y、
ミ

n
d
P
h
i
l
o
s
o
p
h
ゞ
reprint
(
O
x
f
o
r
d
:
 O
x
f
o
r
d
 U
n
i
,
 

versity Press, 2
0
0
3
,
 originally p
u
b
l
i
s
h
e
d
 1981); J
o
h
n
 M
a
r
e
n
b
o
n
,
 Boethius, G
r
e
a
t
 M
e
d
i
e
v
a
l
 T
h
i
n
k
e
r
s
 (
O
x
f
o
r
d
:
0
x
f
o
r
d
 U
n
i
,
 

versity Press, 2
0
0
3
)
.
 

竺
レ
リ
ハ
ン
は
「
哲
学
の
慰
め
』
に
お
け
る
韻
文
と
散
文
の
混
交
体
に
着
目
し
、
そ
れ
を
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
テ
ク
ス
ト
と
捉
え
て
、
そ
こ

に
い
わ
ゆ
る
メ
ニ
ッ
ポ
ス
的
風
刺
の
要
素
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。

J
o
e
l
C. R
e
l
i
h
a
n
,
 T
h
e
 Prisoner's P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
•
L

苓
g
d
D
e
a
t
h
 in 

B
o
e
t
h
苔
)s
C
o
n
s
o
l
a
思
n
ン
vith
a
 co
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 o
n
 t
h
e
 m
e
d
i
e
v
a
l
 B
o
e
t
h
i
u
s
 b
y
 W
i
l
l
i
a
m
 E. H
e
i
s
e
 (
N
o
t
r
e
 D
a
m
e
 [IN]: U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 o
f
 

N
o
t
r
e
 D
a
m
e
 Press, 2
0
0
7
)
.
 

T
-

「
音
楽
教
程
』
の
執
筆
年
代
は
、
竹
井
「
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
と
そ
の
〈
音
楽
論
〉
（
そ
の

1
)
」
一
九
頁
、
お
よ
び
、
平
田
公
子
「
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス

の
音
楽
観
ー
「
哲
学
の
慰
め
』
を
中
心
に
し
て
ー
」
（
『
福
島
大
学
教
育
学
部
論
集
人
文
科
学
部
門
』
、
三
四
号
〔
一
九
八
二
〕
こ
ニ
―

ー
四
三
）
三
一
頁
に
よ
る
。

竺
”
四
つ
辻
“
を
意
味
す
る
q
u
a
d
r
i
v
i
u
m
と
い
う
語
で
、
幾
何
学
・
算
術
・
天
文
学
・
音
楽
か
ら
な
る
数
学
的
四
科
を
表
示
し
た
の
は
、
ボ

エ
テ
ィ
ウ
ス
が
最
初
で
あ
る
と
言
わ
れ
る

(cf.
M
a
r
g
b
o
n
,
 Boethius, p. 
14; M
o
o
r
h
e
a
d
,
 "
B
o
e
t
h
i
u
s
'
L
i
f
e
,
"
 p. 2
8
)
。
な
お
彼
の
「
音

楽
教
程
』
は
、
中
世
に
お
い
て
、
自
由
学
藝
七
科
の
基
本
テ
ク
ス
ト
（
数
学
的
四
科
に
お
け
る
）
と
し
て
読
み
継
が
れ
て
い
っ
た

(cf.
B
a
r
,
 

rett, Boethius, p
.
3
9
)
。

竺
使
用
し
た
テ
ク
ス
ト
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

G
o
t
t
f
r
i
e
d
F
r
i
e
d
l
e
i
n
 (ed.), A
n
i
c
i
i
 M
a
n
l
i
i
 T
o
r
q
u
a
n
t
i
 Severini B
o
e
t
h
i
i
 D
e
 institutione 

ミ
ti
苓
蕊
且
思
n
d
u
o、
D
e
instil
ミ
5
為

吾
s
尽
libri
q
苔
ぶ
ue)accedit
G
e
o
祠
tr
尽さ
u
d
e
f
e
r
iミ
r
B
o
e
t
竺
LeipNig:
T
e
u
b
n
e
r
,
 1867). 

訳
は
拙
訳
で
あ
る
が
、
英
訳
と
し
て
以
下
の
も
の
を
参
照
し
た
。

C
a
l
v
i
n
M
.
 B
o
w
e
r
 (trans.), F
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
s
 o
f
 Mu
s
i
c
:
 A
n
i
c
i
u
s
 M
a
n
＇ 

智
s
Severinus B
o
e
t
h
i
芦
w
i
t
h
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 a
n
d
 n
o
t
e
s
 b
y
 C
a
l
v
i
n
 M
.
 B
o
w
e
r
,
 e
d
i
t
e
d
 b
y
 C
l
a
u
d
e
 V. Palisca, M
u
s
i
c
 T
h
e
o
r
y
 Transla, 

tion Series (
N
e
w
 H
a
v
e
n
:
 Y
a
l
e
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 Press, 1989). 

ち
な
み
に
、
津
上
英
輔
「
ボ
エ
ー
テ
ィ
ウ
ス
「
音
楽
教
程
』
に
お
け
る
m
u
s
i
c
a
の
概
念
」
（
『
美
學
美
術
史
論
集
』
成
城
大
学
文
学
研
究
科
、

第
―
二
輯
〔
一
九
九
九
〕
~
一
六
ニ
ー
一
四
五
）
に
、
音
楽
の
三
分
類
を
扱
っ
た
第
一
巻
第
二
章
と
、
音
楽
家
の
定
義
を
述
べ
て
い
る
第
一

巻
第
三
四
章
の
全
訳
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
津
上
訳
に
は
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
竹
井
成
実
「
ア
ニ
キ
ウ
ス
・
マ
ン

リ
ウ
ス
・
セ
ベ
リ
ウ
ス
・
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
（
四
八
〇
こ
ろ
＼
五
二
四
）
と
そ
の
「
音
楽
論
」
（
そ
の

11)
ー
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
音
楽
の
三

つ
の
分
類
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
「
研
究
紀
要
』
大
分
県
立
芸
術
短
期
大
学
、
第
一
九
巻
〔
一
九
八
―
〕
こ
―
-
―
|
四
二
）
に
も
、
第
一
巻

第
二
章
の
和
訳
が
原
文
と
と
も
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

渭
一
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
お
よ
び
参
照
個
所
に
つ
い
て
は
、
本
文
中
に
（
）
内
で
、
フ
リ
ー
ト
ラ
イ
ン
版
の
該
当
頁
数
と
行
数
を
そ
の
順

に
記
す
。
な
お
、
こ
の
音
楽
の
三
分
類
が
彼
以
降
の
音
楽
理
論
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
竹
井
「
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
と
そ
の
「
音
楽
論
」
（
そ
の

11)
」
な
ど
を
参
照
の
こ
と
）
。

勺
ー
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
『
算
術
教
程
』
お
よ
び
『
音
楽
教
程
』
に
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
思
想
を
受
け
継
い
で
二
世
紀
初
頭
に
活
躍
し
た
と
思
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わ
れ
る
ニ
コ
マ
コ
ス
の
著
作
が
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
か
ら
の
影
響

が
大
き
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
音
楽
教
程
』
の
場
合
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
が
第
一
巻
第
一
章
で
、
プ
ラ
ト
ン
が
宇
宙
の

魂
は
音
楽
的
協
和
m
u
s
i
c
a
c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
i
a
に
よ
っ
て
―
つ
に
結
び
あ
わ
さ
れ
た
と
語
っ
て
い
る
、
と
記
し
た
と
き

(
D
e
institutione m
u
苔
d)

p. 
180, 4—
5
)、
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』3
5
Aー
3
7
C
に
お
け
る
宇
宙
の
魂
の
構
成
が
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
明
白
で
あ
ろ
う

(
c
f
.
B
o
w
e
r
,
 F
u
n
d
a
'
 

慈
ntals
a
/
M
u
s
i
c
,
 p. 2
 no
t
e
 5
)
。
ま
た
、
バ
ク
ー
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
『
音
楽
教
程
』
よ
り
も
「
算
術
教
程
』
の
ほ
う
に
、
よ
り
明
確
に
「
テ
ィ

マ
イ
オ
ス
』
の
当
該
個
所
の
影
響
が
現
わ
れ
て
い
る

(cf.
B
e
a
t
r
i
c
e
 B
a
呑
o
u
c
h
e
,

＾^Bo
e
c
e
et le T
i
m
e
e
 ≫,
 d

a
n
s
:
 A
l
a
i
n
 G
a
l
o
n
n
i
e
r
 (ed.), 

Boi!ce a
u
 l
a
c芍
ゞ
e
s
d
e
s
5念
0
3
:
actes d
u
 Calloさ
良

e
m
t
e
m
d
t
8
ミ
l
d
e
 la F
o
n
奇
思
n
Singer,Pol
蓉
ぎ
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
s
M
e
d
i
e
v
a
u
x
,
 T
o
m
e
 

XLIV, L
e
u
v
e
n
:
 Peeters, 2
0
0
3
,
 p
p
.
 5ー

2
2
)
。
な
お
、
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
影
響
に
つ
い
て
は
、

C
h
a
d
w
i
c
k
,
Boethius, p. 76, p. 8
1
も

参
照
。

渭
一
「
算
術
教
程
』
に
お
い
て
も
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
に
依
り
つ
つ
、
「
こ
の
世
界
の
諸
々
の
物
体
は
、
水
、
土
、
空
気
、
火
か

ら
生
み
出
さ
れ
る
」

(
D
e
institutione a
ミ
苓
笠
且
,
p. 
77, 13ー

1
4
)

と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

C
h
a
d
w
i
c
k
,
Boethius, p. 7
6
 

を
参
照
。

屯
ー
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
宇
宙
の
音
楽
に
つ
い
て
後
に
詳
述
す
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
彼
が
こ
の
問
題
に
立
ち
戻
る
こ
と
は
な
い
。

旧
一
人
間
の
音
楽
も
、
宇
宙
の
音
楽
と
同
じ
く
、
こ
れ
以
降
、
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

竺
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り
、
『
音
楽
教
程
』
で
は
、
第
三
の
種
類
の
音
楽
に
対
し
て
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
o
r
u
m
m
u
s
i
c
a
と
い
っ
た
言
い
方
が
用
い
ら
れ

て
い
る
が
、
こ
の
第
一
一
一
の
音
楽
は
、
一
般
に
m
u
s
i
c
a
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
a
l
i
s
と
呼
び
慣
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
本
論
で
も
こ
の
用
語
を

用
い
る
こ
と
に
す
る
。

巾
ー
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
テ
ィ
ビ
ア
の
ほ
か
に
水
で
動
か
さ
れ
る
楽
器
を
挙
げ
て
い
る
が
、
筆
者
に
は
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
竹
井

に
よ
れ
ば
、
「
水
に
よ
る
楽
器
と
は
、
水
オ
ル
ガ
ン
の
こ
と
」
で
あ
り
、
こ
の
楽
器
は
水
の
圧
力
に
よ
っ
て
空
気
を
楽
器
に
送
り
込
ん
で
音

を
出
す
（
竹
井
「
ポ
エ
テ
ィ
ウ
ス
と
そ
の
「
音
楽
論
」
（
そ
の

11)
」
四
二
頁
注
四
三
）
。

竺
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
も
「
歌
に
お
け
る
人
間
の
声
」
を
m
u
s
i
c
a
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
a
l
i
s
に
含
め
て
い
る

(
C
h
a
d
w
i
c
k
,
Boethius, p
.
8
1
)
。
ま
た
、

ド
ナ
ー
ト
は
、

m
u
s
i
c
a
i
n
s
t
r
u
m
g
t
a
l
i
s
を
人
間
の
手
に
な
る
音
楽
と
解
し
て
、
虻
'songs,
p
o
e
m
s
,
 m

u
s
i
c
 p
e
r
f
o
r
m
e
d
 w
i
t
h
 i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
,
 

etc"
を
挙
げ
て
い
る

(
A
n
t
o
n
i
o
D
o
n
a
t
o
,
 B
o
e
t
h
i
u
s
'
C
o
n
s
o
l
a
t
i
o
n
 o
f
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 as a
 Pr
o
d
u
c
t
0
,
f
 L
a
t
e
 A
n
t
i
q
u
苔
L
o
n
d
o
n
:
B
l
o
o
m
s
,
 

bury, 2
0
1
3
,
 p. 
1
1
7
)
。

"
―
こ
の
観
点
か
ら
見
た
と
き
、
”
声
＂
そ
の
も
の
は
、
楽
器
と
し
て
の
肉
体
（
声
帯
）
を
介
し
て
い
る
と
は
い
え
、
私
た
ち
の
内
面
と
深
く
結

び
つ
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
楽
器
に
よ
る
音
よ
り
も
優
れ
た
音
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
し
た
が
っ
て
、
器
楽
に
対
す
る

声
楽
の
優
位
が
生
じ
る
）
。
ち
な
み
に
、
魂
な
い
し
精
神
と
肉
体
の
こ
の
序
列
づ
け
に
関
し
て
、
た
と
え
ば
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
は
、
周

知
の
よ
う
に
、
肉
体
は
魂
の
牢
獄
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
（
『
パ
イ
ド
ン
』
）
、
哲
学
は
そ
の
牢
獄
か
ら
魂
を
解
き
放
つ
べ
く
イ
デ
ア
の
世

界
へ
と
上
昇
し
て
ゆ
く
営
み
で
あ
る
（
『
饗
宴
』
「
パ
イ
ド
ロ
ス
』
）
。

旧
一
ピ
ッ
ツ
ァ
ー
ニ
は
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
こ
の
よ
う
な
音
楽
家
の
捉
え
方
の
中
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
そ
の
『
音
楽
論
』
（
全
六
巻
）
に

．
 ．
 ．
 ．
 ．
 
．
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お
い
て
展
開
し
た
も
の
と
同
様
の
議
論
を
見
よ
う
と
し
、
と
も
に

science
(
知
）
が

art
(
技
）
に
勝
る
と
い
う
捉
え
方
に
立
っ
て
い
る
と

主
張
し
て
い
る

(cf.
U
b
a
l
d
o
 P
i
z
z
a
n
i
,
^

＾D
u
 ra
p
p
o
r
t
 entre le D
e
 mu
s
i
c
a
 d
e
 S. 
A
u
g
u
s
t
i
n
 et le D
e
 institutione m
u
s
i
c
a
 d
e
 B
o
e
c
e
v
>
,
 

d
a
n
s
 
:
 Ga
l
o
n
n
i
e
r
 (ed.), Boi!ceou la 
chafnes des saviors, p
p
.
 3
5
7—
3
7
7
)
。
こ
こ
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
音
楽
論
』
を
詳
述
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
「
音
楽
論
』
の
第
一
巻
第
二
章
で
提
示
し
て
い
る
音
楽
の
定
義
、
「
音
楽
と
は
、
正
し
く
調
節

す
る
こ
と
に
関
わ
る
知
で
あ
る
m
u
s
i
c
a
est scientia b
e
n
e
 m
o
d
u
l
a
n
d
i
」
1

原
正
幸
訳
で
は
、
「
音
楽
と
は
よ
く
拍
子
付
け
る
こ
と
の

知
識
で
あ
る
」
（
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集

3
初
期
哲
学
論
集
(
3
)
』
教
文
館
、
再
版
、
一
九
九
五
年
〔
初
版
一
九
八
九
年
〕
、
二
四
一
頁
）

ー
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
音
楽
に
関
し
て

scientia
を
重
要
視
し
て
い
る
の
は
間
違
い

な
く
、
そ
れ
は
音
楽
が
秩
序
あ
る
構
造
を
有
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
理
性
的
対
象
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
ピ
ッ

ツ
ァ
ー
ニ
の
言
う
よ
う
に
、
両
者
の
見
解
は
類
緑
性
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
音
楽
論
』
は
或
る
意
味
で
リ

ズ
ム
論
と
い
っ
た
面
を
多
分
に
持
っ
て
お
り
、
そ
の
点
で
音
楽
的
な
現
象
を
運
動
あ
る
い
は
時
間
の
観
点
か
ら
捉
え
る
と
い
う
姿
勢
が

透
け
て
見
え
る
。
事
実
、
「
告
白
』
に
お
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
時
間
論
を
展
開
す
る
際
に
音
や
響
き
つ
ま
り
は
音
楽
的
現
象
を

用
い
て
考
察
を
加
え
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
（
な
お
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
「
告
白
』
に
お
け
る
時
間
の
概
念
心
の
現
在
的
な
広
が
り
と
し
て
の
時
間
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
「
藝
術
』
大
阪
芸
術
大
学
、
第
三
九

号
〔
二

0
一
六
〕
ニ
ハ
一
―
―
ー
七
四
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
よ
り
も
時
代
的
に
は
前
の
人
物
で
あ
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、

音
楽
を
時
間
や
運
動
と
関
連
づ
け
て
考
察
す
る
と
い
う
現
代
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
は
、
音
楽
を
時
間
と
明
示
的
に
関
連
づ
け
て
捉
え
る
姿
勢
は
見
ら
れ
な
い
。
な
お
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
の
音
楽
論
全
体
の
紹
介
と
し
て
は
、
田
中
香
澄
「
内
な
る
音
楽
I

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
音
楽
論
』
に
つ
い
て
」
（
今
道
友
信
編
「
精

神
と
音
楽
の
交
響
1

西
洋
音
楽
美
学
の
流
れ
』
音
楽
之
友
社
、
一
九
九
七
年
、
七
七
ー
九
四
頁
）
を
参
照
の
こ
と
。

門
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
音
楽
家
理
解
に
関
し
て
は
、
津
上
「
ボ
エ
ー
テ
ィ
ウ
ス
『
音
楽
教
程
』
に
お
け
る
m
u
s
i
c
a
の
概
念
」
か
ら
大
き
な
示
唆

を
得
た
。

竺
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
の
翻
訳
お
よ
び
注
釈
も
行
な
っ
て
い
る
が
、
「
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
つ
い
て
は
翻
訳
も

注
釈
も
行
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
（
「
詩
学
』
も
同
様
で
あ
る
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

S
t
g
E
b
b
e
s
g
,
"
T
h
e
 Aristotelian c
o
m
,
 

m
e
n
t
a
t
o
r
,
"
 in: M
a
r
e
n
b
o
n
 (ed.),The C
a
恙
ミ
g
e
C
o
m
p
a
n
i
o
n
 to B
o
e
t
苓`
s
（p
p
.
3
4ー

5
5
)

お
よ
び
同
論
文
集
末
尾
の
J
o
h
n
M
a
g
e
e
 a
n
d
 

J
o
h
n
 M
a
r
e
n
b
o
n
,
 "
A
p
p
e
n
d
i
x
:
 B
o
e
t
h
i
u
s
'
w
o
r
k
s
"
 (pp. 3
0
3
,
3
1
0
)

な
ど
を
参
照
。

旧
一
神
崎
繁
訳
「
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
（
新
版
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集

15
』
岩
波
書
店
、
二

0
一
四
年
）
、
二
三
七
頁
。




