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﹇
要
約
﹈ 

邦
楽
と
洋
楽
の
関
係
を
め
ぐ
る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
周
辺
の
言
説
が
、
戦
中
か

ら
戦
後
へ
と
、
ど
の
よ
う
な
変
化
を
み
せ
た
か
、
あ
る
い
は
み
せ
な
か
っ
た
か
。
吉

川
英
士
を
軸
に
、
当
時
の
言
説
の
布
置
関
係
を
追
究
し
、
戦
中
と
戦
後
の
連
続
お
よ

び
断
絶
の
諸
相
を
明
ら
か
に
し
た
。

は
じ
め
に

「
日
本
」
の
音
楽
に
つ
い
て
の
吉
川
英
士
の
語
り
口
に
は
、
た
め
ら
い
が
な
い）

1
（

。

「
日
本
」
を
語
る
こ
と
の
危
う
さ
へ
の
不
安
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
戦
中
、
い
く
つ
か

の
メ
デ
ィ
ア
に
文
章
・
論
文
を
発
表
し
、
さ
ら
に
は
文
部
省
教
学
局
主
催
の
学
会
に

お
い
て
帝
国
大
学
文
学
部
助
手
の
肩
書
き
で
発
表
も
こ
な
し
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と

が
、
と
く
に
戦
後
も
、
彼
の
「
日
本
」
音
楽
論
に
と
っ
て
の
「
棘
」
と
な
っ
て
い
な
い

よ
う
に
み
え
る
。
も
っ
と
も
、
そ
う
み
え
る
だ
け
で
、
問
題
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う

に
振
る
舞
い
続
け
た
だ
け
、
と
い
う
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

も
し
も
吉
川
が
、
み
ず
か
ら
の
戦
中
の
言
説
を
、
さ
ら
に
は
日
本
音
楽
に
つ
い
て

の
周
囲
の
言
説
を
俎
上
に
あ
げ
よ
う
と
す
れ
ば
、
師
匠
・
田
邊
尙
雄
の
言
説
と
の
対

峙
が
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
本
稿
で
も
触
れ
る
が
、
田
邊
は
、
そ
の
戦
中
の

邦
楽
／
洋
楽
を
め
ぐ
る
言
説
の
連
続
と
断
絶 

―
吉
川
英
士
の
戦
中
／
戦
後
―
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言
動
か
ら
し
て
、
戦
後
も
吉
川
の
よ
う
に
と
ら
わ
れ
な
く
「
日
本
」
音
楽
に
つ
い
て

語
っ
て
か
ま
わ
な
い
、
と
い
う
人
で
は
な
か
っ
た
。
あ
え
て
い
え
ば
、
脛
に
傷
を
持

つ
「
べ
き
」
人
だ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
田
邊
だ
け
で
な
く
、
吉
川
を
も
批
判
的
に
み
て
い
た
同
時
代
人
が

い
た
。
夏
目
漱
石
の
門
下
生
に
し
て
独
文
学
者
、
戦
後
、
東
京
音
楽
学
校
校
長
を
つ

と
め
た
小
宮
豐
隆
で
あ
る
。
戦
後
出
版
さ
れ
た
吉
川
の
著
書
に
つ
い
て
、
本
人
に
面

と
向
か
っ
て
、「
君
、
あ
れ
で
は
田
辺
く
ん
と
同
じ
で
は
な
い
か
」
と
、
苦
々
し
げ
に

語
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
後
、
小
宮
は
雑
誌
『
世
界
』
に
「
邦
樂
の
問
題
」
と
い
う
文
章

を
発
表
、「
是
ま
で
日
本
人
の
書
い
た
邦
樂
に
關
す
る
著
述
は
﹇
中
略
﹈
大
抵
昔
の
教

學
局
好
み
の
、
神
が
か
り
的
な
國
粹
主
義
に
立
脚
し
た
も
の
で
、
學
問
に
も
な
に

も
な
つ
て
い
な
い
」
と
記
し
た
（
小
宮1948:40

）。「
拙
著
『
日
本
音
樂
の
性
格
』
や
、

田
邊
尙
雄
先
生
の
著
述
の
あ
る
も
の
を
指
す
ら
し
い
」と
吉
川
が
受
け
と
め
た
の
は
、

当
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

小
宮
と
吉
川
の
因
縁
、
と
く
に
東
京
芸
術
大
学
に
お
け
る
邦
楽
の
扱
い
を
め
ぐ
る
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戦
後
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い）

2
（

。
そ
の
前
作
業
と
し
て
、
本

稿
で
は
、
吉
川
の
戦
中
か
ら
戦
後
へ
の
連
続
と
断
絶
、
そ
の
言
説
の
同
時
代
的
な
意

図
・
効
果
等
を
検
討
し
た
い
。
吉
川
の
言
説
の
戦
中
の
位
置
価
測
定
に
際
し
て
は
、

と
く
に
、
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
の
開
催
し
た
芸
術
学
会
の
諸
言
説
を
参
照
す
る
。

一
九
四
三
年
、日
本
諸
学
振
興
委
員
会
の
開
催
し
た
第
四
回
芸
術
学
会
に
お
い
て
、

小
宮
と
吉
川
は
初
め
て
会
っ
て
い
る
。
小
宮
は
戦
後
、
同
委
員
会
を
所
轄
し
て
い
た

「
教
學
局
」
の
傾
向
を
「
神
が
か
り
的
な
國
粹
主
義
」
と
断
じ
た
が
、
対
し
て
吉
川
は
、

「
教
学
局
が
「
神
が
か
り
的
国
粋
主
義
」
を
好
ん
だ
か
ど
う
か
明
言
で
き
な
い
」
と
記

し
て
い
る
（
吉
川1997: 248f

）。

吉
川
は
、「
教
学
局
」
の
性
格
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
田
邊
へ
の
配
慮

か
ら
、
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
い
た
の
か
。
他
方
、
小
宮
の
断
定
は
（
ど
の
よ
う
な

意
味
で
）
妥
当
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
を
念
頭
に
、
教
学
局
周
辺
の
言
説
、
田
邊

尙
雄
の
言
説
な
ど
と
の
関
係
で
、
吉
川
の
言
説
と
そ
の
位
置
を
検
討
し
て
い
き
た

い）
3
（

。
１
．『
日
本
音
樂
の
性
格
』（1948

）

 
 

―
テ
キ
ス
ト
に
み
る
連
続
と
断
絶
― 

吉
川
は
戦
中
す
で
に
い
く
つ
か
の
論
考
を
記
し
て
い
る
が
、
戦
後
と
の
連
続
／
断

絶
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
幸
便
な
の
は
、『
日
本
音
樂
の
性
格
』で
あ
る
。
こ
れ
は
、

吉
川
の
最
初
の
著
作
で
、
吉
川
の
養
父
と
前
述
の
田
邊
尙
雄
の
「
還
暦
記
念
」
と
し

て
企
画
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
昭
和
十
八
年
（1943

）
出
版
予
定
だ
っ
た
が
、
戦
時

体
制
下
の
企
業
整
備
の
余
波
で
実
現
せ
ず
、
結
果
的
に
戦
後
の
刊
行
と
な
っ
た
。
そ

の
た
め
、
歌
舞
伎
研
究
者
の
河
竹
繁
俊
が
寄
せ
た
「
は
し
が
き
」
の
日
付
は
「
昭
和

十
九
年
六
月
一
日
」、
田
邊
尙
雄
の
「
序
」
は
「
昭
和
廿
一
年
四
月
」、
そ
し
て
「
著
者

の
言
葉
」
は
「
昭
和
二
十
二
年
七
月
」
と
な
っ
て
い
る
。

河
竹
・
田
邊
の
文
章
は
の
ち
に
検
討
す
る
と
し
て
、
吉
川
の
戦
中
／
戦
後
の
断
絶

と
連
続
を
見
極
め
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
重
要
な
の
は
、
戦
時
中
の
一
九
四
三
年
に

出
版
予
定
だ
っ
た
本
論
と
、
戦
後
の
本
論
の
関
係
、
つ
ま
り
テ
キ
ス
ト
上
の
異
同
で

あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
吉
川
自
身
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

「
幸
い
に
も
罹
災
を
免
れ
た
原
稿
に
よ
り
、
四
年
後
の
今
、
世
に
出
る
こ
と
に

な
つ
た
。
原
稿
を
讀
み
返
し
て
ゐ
る
と
、
も
つ
と
詳
し
く
書
き
度
く
も
な
り
、

改
め
度
い
部
分
も
多
い
が
、
手
を
附
け
れ
ば
切
り
が
な
く
、
い
づ
れ
又
次
の
機

會
に
別
な
形
の
本
も
早
く
出
す
積
り
で
、
今
は
全
然
初
め
の
形
の
ま
ゝ
で
出
す

こ
と
に
し
た
」（
吉
川1948:8

）

吉
川
の
言
に
し
た
が
え
ば
、
一
九
四
三
年
の
本
論
と
戦
後
の
本
論
の
記
述
は
同
じ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

１
ー
１
．
戦
中
の
論
考
と
の
対
応
関
係

「
罹
災
を
免
れ
た
原
稿
」
と
の
照
合
が
で
き
れ
ば
ベ
ス
ト
だ
が
、
次
善
の
策
と
し

て
、
こ
こ
で
は
戦
中
の
論
考
と
比
較
照
合
し
て
み
る
。
戦
中
の
吉
川
の
論
考
の
い
く

つ
か
が
、
戦
後
の
『
日
本
音
樂
の
性
格
』
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
戦

中
の
諸
論
考
の
対
応
関
係
は
、
ま
と
め
れ
ば
、
下
記
の
よ
う
に
な
る
。

ｐ 
一
九
四
二
年
『
音
樂
研
究
』
創
刊
号
（
十
二
月
）「
日
本
音
樂
の
性
格
と
そ
の
背

景
」：
第
二
章　

↓　

第
六
章

一
九
四
三
年
『
音
樂
公
論
』
四
月
〜
十
月
ま
で
、「
日
本
音
樂
觀
序
說
」
と
い
う
表
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戦
後
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い）

2
（

。
そ
の
前
作
業
と
し
て
、
本

稿
で
は
、
吉
川
の
戦
中
か
ら
戦
後
へ
の
連
続
と
断
絶
、
そ
の
言
説
の
同
時
代
的
な
意

図
・
効
果
等
を
検
討
し
た
い
。
吉
川
の
言
説
の
戦
中
の
位
置
価
測
定
に
際
し
て
は
、

と
く
に
、
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
の
開
催
し
た
芸
術
学
会
の
諸
言
説
を
参
照
す
る
。

一
九
四
三
年
、日
本
諸
学
振
興
委
員
会
の
開
催
し
た
第
四
回
芸
術
学
会
に
お
い
て
、

小
宮
と
吉
川
は
初
め
て
会
っ
て
い
る
。
小
宮
は
戦
後
、
同
委
員
会
を
所
轄
し
て
い
た

「
教
學
局
」
の
傾
向
を
「
神
が
か
り
的
な
國
粹
主
義
」
と
断
じ
た
が
、
対
し
て
吉
川
は
、

「
教
学
局
が
「
神
が
か
り
的
国
粋
主
義
」
を
好
ん
だ
か
ど
う
か
明
言
で
き
な
い
」
と
記

し
て
い
る
（
吉
川1997: 248f

）。

吉
川
は
、「
教
学
局
」
の
性
格
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
田
邊
へ
の
配
慮

か
ら
、
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
い
た
の
か
。
他
方
、
小
宮
の
断
定
は
（
ど
の
よ
う
な

意
味
で
）
妥
当
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
を
念
頭
に
、
教
学
局
周
辺
の
言
説
、
田
邊

尙
雄
の
言
説
な
ど
と
の
関
係
で
、
吉
川
の
言
説
と
そ
の
位
置
を
検
討
し
て
い
き
た

い）
3
（

。
１
．『
日
本
音
樂
の
性
格
』（1948

）

 
 

―
テ
キ
ス
ト
に
み
る
連
続
と
断
絶
― 

吉
川
は
戦
中
す
で
に
い
く
つ
か
の
論
考
を
記
し
て
い
る
が
、
戦
後
と
の
連
続
／
断

絶
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
幸
便
な
の
は
、『
日
本
音
樂
の
性
格
』で
あ
る
。
こ
れ
は
、

吉
川
の
最
初
の
著
作
で
、
吉
川
の
養
父
と
前
述
の
田
邊
尙
雄
の
「
還
暦
記
念
」
と
し

て
企
画
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
昭
和
十
八
年
（1943

）
出
版
予
定
だ
っ
た
が
、
戦
時

体
制
下
の
企
業
整
備
の
余
波
で
実
現
せ
ず
、
結
果
的
に
戦
後
の
刊
行
と
な
っ
た
。
そ

の
た
め
、
歌
舞
伎
研
究
者
の
河
竹
繁
俊
が
寄
せ
た
「
は
し
が
き
」
の
日
付
は
「
昭
和

十
九
年
六
月
一
日
」、
田
邊
尙
雄
の
「
序
」
は
「
昭
和
廿
一
年
四
月
」、
そ
し
て
「
著
者

の
言
葉
」
は
「
昭
和
二
十
二
年
七
月
」
と
な
っ
て
い
る
。

河
竹
・
田
邊
の
文
章
は
の
ち
に
検
討
す
る
と
し
て
、
吉
川
の
戦
中
／
戦
後
の
断
絶

と
連
続
を
見
極
め
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
重
要
な
の
は
、
戦
時
中
の
一
九
四
三
年
に

出
版
予
定
だ
っ
た
本
論
と
、
戦
後
の
本
論
の
関
係
、
つ
ま
り
テ
キ
ス
ト
上
の
異
同
で

あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
吉
川
自
身
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

「
幸
い
に
も
罹
災
を
免
れ
た
原
稿
に
よ
り
、
四
年
後
の
今
、
世
に
出
る
こ
と
に

な
つ
た
。
原
稿
を
讀
み
返
し
て
ゐ
る
と
、
も
つ
と
詳
し
く
書
き
度
く
も
な
り
、

改
め
度
い
部
分
も
多
い
が
、
手
を
附
け
れ
ば
切
り
が
な
く
、
い
づ
れ
又
次
の
機

會
に
別
な
形
の
本
も
早
く
出
す
積
り
で
、
今
は
全
然
初
め
の
形
の
ま
ゝ
で
出
す

こ
と
に
し
た
」（
吉
川1948:8

）

吉
川
の
言
に
し
た
が
え
ば
、
一
九
四
三
年
の
本
論
と
戦
後
の
本
論
の
記
述
は
同
じ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

１
ー
１
．
戦
中
の
論
考
と
の
対
応
関
係

「
罹
災
を
免
れ
た
原
稿
」
と
の
照
合
が
で
き
れ
ば
ベ
ス
ト
だ
が
、
次
善
の
策
と
し

て
、
こ
こ
で
は
戦
中
の
論
考
と
比
較
照
合
し
て
み
る
。
戦
中
の
吉
川
の
論
考
の
い
く

つ
か
が
、
戦
後
の
『
日
本
音
樂
の
性
格
』
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
戦

中
の
諸
論
考
の
対
応
関
係
は
、
ま
と
め
れ
ば
、
下
記
の
よ
う
に
な
る
。

ｐ 

一
九
四
二
年
『
音
樂
研
究
』
創
刊
号
（
十
二
月
）「
日
本
音
樂
の
性
格
と
そ
の
背

景
」：
第
二
章　

↓　

第
六
章

一
九
四
三
年
『
音
樂
公
論
』
四
月
〜
十
月
ま
で
、「
日
本
音
樂
觀
序
說
」
と
い
う
表

（3）

邦楽／洋楽をめぐる言説の連続と断絶 ―吉川英士の戦中／戦後―

題
の
下
に
連
載
さ
れ
た
下
記
の
論
考
：　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ａ
「
用
語
に
表
れ
た
る
音
樂
觀
」『
音
樂
公
論
』
四
月
号 

↓ 
192- 203

ｂ
「
日
本
音
樂
の
神
秘
觀
」『
音
樂
公
論
』
五
月
号 

↓ 
58- 71

ｃ
「
藝
道
と
し
て
の
日
本
音
樂
」『
音
樂
公
論
』
六
月
号 

↓ 
118- 127

ｄ
「
日
本
樂
道
に
於
け
る
鍊
成
の
精
神
」『
音
樂
公
論
』
七
月
号 

↓ 
127- 134

ｅ
「
日
本
音
樂
と
寒
稽
古
」『
音
樂
公
論
』
八
月
号 

↓ 
134- 143

ｆ
「
日
本
音
樂
に
於
け
る
秘
傳
」『
音
樂
公
論
』
九
月
号 

↓ 
144- 151

ｇ
「
日
本
音
樂
に
於
け
る
許
し
制
度
免
状
の
意
義
」『
音
樂
公
論
』
十
月
号

 

↓ 
151- 161

戦
後
も
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ａ
、
ｄ
、
ｆ
、
ｇ
で
あ
る
。
ｅ

も
、
前
後
の
入
れ
替
え
は
あ
る
が
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ｃ
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
が
、
細
か
く
み
て
み
る
と
、
文
楽
の
修
業
に

関
す
る
引
用
中
、「
心
の
配
り
方
が
足
ら
ぬ
と
云
つ
て
は
拳
固
」
と
い
う
箇
所
が
さ
り

げ
な
く
割
愛
さ
れ
て
い
る
（
吉
川1943.6:28

↓1948:124

）。
紙
幅
の
都
合
か
、pat

かbeat

か
が
問
題
に
な
っ
た
Ｂ
Ｃ
級
裁
判
を
経
た
戦
後
な
り
の
配
慮
だ
ろ
う
か
。

戦
中
か
ら
戦
後
へ
と
受
け
継
が
れ
た
際
に
、
重
要
な
変
更
・
修
正
が
加
え
ら
れ
た

の
は
、
ｐ
と
ｂ
で
あ
る
。

１
ー
２
．「
日
本
音
樂
の
神
秘
觀
」
の
修
正

こ
の
論
文
は
、『
日
本
音
樂
の
性
格
』
の
第
2
章
の
な
か
の
、「
日
本
音
樂
に
お
け

る
「
敬
」
の
精
神
」
と
い
う
節
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
が
、
導
入
部
分
に
相
当
す

る
文
章
は
、
以
下
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

　
「「
大
日
本
は
神
國
な
り
」
と
は
神
皇
正
統
記
の
冒
頭
の
文
で
あ
る
。
然
し
そ

れ
は
著
者
北
畠
親
房
一
個
人
の
言
葉
で
は
な
く
、
我
等
の
祖
先
全
體
の
信
念
な

の
で
あ
る
」（
吉
川1943.5:32

）

←
　
「
こ
の
敬
は
、
敬
虔
の
敬
で
あ
つ
て
先
ず
神
を
敬
す
る
こ
と
か
ら
出
發
し
て

ゐ
る
。
神
を
敬
す
る
精
神
が
基
底
を
な
し
て
ゐ
る
か
ら
こ
そ
、
日
本
人
の
敬
の

精
神
は
徹
底
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
但
し
茲
に
云
ふ
日
本
人
の
神
と
は
神
道
や

ク
リ
ス
ト
教
で
云
ふ
神
で
は
な
く
、
天
地
自
然
や
英
雄
ま
で
も
包
含
さ
せ
た
廣

い
意
味
の
神
で
あ
る
」（
吉
川1948:58

）

「
神
國
」
日
本
へ
の
「
祖
先
全
體
の
信
念
」
は
、
戦
後
の
『
日
本
音
樂
の
性
格
』
に

お
い
て
は
、
日
本
に
顕
著
な
「
敬
」
の
精
神
へ
と
抽
象
化
さ
れ
た
う
え
で
、
ア
ニ
ミ

ズ
ム
的
な
「
神
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
神
道
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
国
家
神
道
」
の
類
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

対
し
て
、「
天
地
自
然
や
英
雄
ま
で
も
」
神
と
す
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
古
神
道
だ
ろ
う

か
。『

神
皇
正
統
記
』
の
引
用
か
ら
始
ま
る
部
分
を
削
除
し
、「
神
」
を
か
な
り
抽
象
化

し
て
論
じ
る
の
は
、
戦
後
ら
し
い
配
慮
と
み
え
る
が
、「
日
本
人
の
神
」
に
つ
い
て
の

書
き
方
は
な
お
曖
昧
さ
を
含
む
。
日
本
国
民
と
は
別
に
、「
日
本
人
」
な
る
も
の
を
、

そ
の
よ
う
な
神
の
敬
い
の
有
無
で
定
義
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
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ｊ
「
日
本
音
樂
を
西
洋
音
樂
の
上
に
置
く
」

ｋ
「
西
洋
音
樂
を
日
本
音
樂
よ
り
勝
れ
り
と
云
ふ
」

こ
の
二
つ
の
「
狭
隘
な
る
偏
見
」
の
う
ち
、
ど
ち
ら
を
抑
え
る
こ
と
が
、
そ
の
つ

ど
吉
川
の
意
図
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
第
三
の
可
能
性
、
つ
ま
り
吉
川
は
両
方
の
偏
見
を
と
も
に
等
し
く
批

判
し
て
い
る
と
い
う
、「
字
義
通
り
」
の
解
釈
は
い
つ
ま
で
も
あ
り
え
る）

6
（

。
が
、
吉
川

は
た
だ
相
対
主
義
を
説
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
つ
ど
、
相
対
的
に
、
ど
ち
ら

か
の
「
偏
見
」
へ
の
よ
り
強
い
牽
制
・
批
判
だ
っ
た
、
と
読
む
の
が
妥
当
で
は
な
か

ろ
う
か
。

戦
中
・
戦
後
、そ
れ
ぞ
れ
ｊ
、ｋ
ど
ち
ら
か
が
主
た
る
タ
ー
ゲ
ッ
ト
だ
っ
た
と
し
て
、

論
理
的
な
可
能
性
は
、
ｊ
・
ｊ
、
ｋ
・
ｋ
、
ｊ
・
ｋ
、
ｋ
・
ｊ
の
四
つ
。
吉
川
の
意

図
は
、
ど
れ
だ
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
吉
川
の
言
説
の
同
時
代
的
な
意
味
・
効
果

は
、
ど
れ
だ
っ
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

２
．
邦
楽
／
洋
楽
に
つ
い
て
の
歴
史
認
識
の
一
貫

戦
中
の
文
章
を
「
全
然
初
め
の
形
の
ま
ゝ
」『
日
本
音
樂
の
性
格
』
と
し
て
出
版
し

た
と
の
吉
川
の
説
明
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
削
除
・
修
正
の
事
実
か
ら
し
て
、
額
面

通
り
う
け
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

戦
後
、
は
っ
き
り
切
り
捨
て
て
い
る
の
は
、「
神
が
か
り
的
」
な
皇
国
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
（
の
レ
ト
リ
ッ
ク
）
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、「
大
日
本
は
神
國
な
り
」

の
『
神
皇
正
統
記
』
の
引
用
は
割
愛
さ
れ
る
し
、「
八
紘
一
宇
」
の
題
目
も
避
け
ら
れ

る
。が

、
し
か
し
、
吉
川
の
自
己
認
識
と
し
て
、
あ
る
い
は
客
観
的
に
み
て
も
、
そ
の

音
楽
論
、
あ
る
い
は
思
想
が
、
戦
中
か
ら
戦
後
へ
と
本
質
的
に
は
同
一
の
ま
ま
、
と

１
ー
３
．「
日
本
音
樂
の
性
格
と
そ
の
背
景
」
の
修
正

「
日
本
音
樂
の
性
格
と
そ
の
背
景
」
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
も
、
そ
の
質

量
か
ら
し
て
も
、『
日
本
音
樂
の
性
格
』
の
前
触
れ
と
み
な
せ
る
論
考
で
あ
る
。
そ
の

第
二
章
は
、譜
例
等
、や
や
専
門
的
な
部
分
を
割
愛
し
た
形
で
、『
日
本
音
樂
の
性
格
』

の
第
六
章
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
決
定
的
な
「
変
更
」
が
一
箇
所
あ
る
。

　
「
日
本
音
樂
を
西
洋
音
樂
の
上
に
置
か
う
と
す
る
こ
と
も
、
西
洋
音
樂
を
日

本
音
樂
よ
り
勝
れ
り
と
云
ふ
こ
と
も
、
共
に
狭
隘
な
る
偏
見
に
し
て
吾
人
の
取

ら
ざ
る
所
で
あ
る
。
全
く
異
種
の
音
樂
の
夫
々
の
美
點
を
認
め
、
そ
の
長
所
を

發
揮
せ
し
め
る
こ
と
こ
そ
音
樂
に
お
け
る
「
八
紘
一
宇
」
の
精
神
で
あ
る
。
所

詮
、
柳
は
綠
、
花
は
紅
な
り
を
善
し
と
す
る
。
柳
を
も
紅
に
せ
ん
と
し
た
り
、

花
を
も
綠
に
せ
ん
と
す
る
様
な
こ
と
は
斷
じ
て
排
す
べ
き
思
想
で
あ
る
。
音
樂

政
策
の
重
大
な
る
時
局
柄
、敢
て
脱
線
し
た
こ
と
を
寛
恕
し
て
頂
き
度
い
」（
吉

川1942a :40f

）

こ
の
文
中
の
「
八
紘
一
宇
」
の
語
句
が
、
戦
後
の
『
日
本
音
樂
の
性
格
』
で
は
、
括

弧
は
そ
の
ま
ま
で
、「
自
由
主
義
」
へ
と
差
し
替
え
ら
れ
、「
音
樂
政
策
」
以
下
の
最
後

の
一
文
は
削
除
さ
れ
て
い
る
（
吉
川1948:239

）
4
（

）。

こ
の
訂
正
を
ど
う
受
け
取
る
べ
き
か
。「
八
紘
一
宇
」
を
、
戦
後
に
な
っ
て
「
自
由

主
義
」
に
差
し
替
え
る
と
は
、
無
節
操
に
も
ほ
ど
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
か
？

ポ
イ
ン
ト
は
、
二
つ
の
「
狭
隘
な
る
偏
見
」
に
対
し
て
、
そ
の
つ
ど
吉
川
の
牽
制
・

批
判
が
ど
ち
ら
に
向
か
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
の
解
釈
に
あ
る）

5
（

。
つ
ま
り
、
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ｊ
「
日
本
音
樂
を
西
洋
音
樂
の
上
に
置
く
」

ｋ
「
西
洋
音
樂
を
日
本
音
樂
よ
り
勝
れ
り
と
云
ふ
」

こ
の
二
つ
の
「
狭
隘
な
る
偏
見
」
の
う
ち
、
ど
ち
ら
を
抑
え
る
こ
と
が
、
そ
の
つ

ど
吉
川
の
意
図
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
第
三
の
可
能
性
、
つ
ま
り
吉
川
は
両
方
の
偏
見
を
と
も
に
等
し
く
批

判
し
て
い
る
と
い
う
、「
字
義
通
り
」
の
解
釈
は
い
つ
ま
で
も
あ
り
え
る）

6
（

。
が
、
吉
川

は
た
だ
相
対
主
義
を
説
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
つ
ど
、
相
対
的
に
、
ど
ち
ら

か
の
「
偏
見
」
へ
の
よ
り
強
い
牽
制
・
批
判
だ
っ
た
、
と
読
む
の
が
妥
当
で
は
な
か

ろ
う
か
。

戦
中
・
戦
後
、そ
れ
ぞ
れ
ｊ
、ｋ
ど
ち
ら
か
が
主
た
る
タ
ー
ゲ
ッ
ト
だ
っ
た
と
し
て
、

論
理
的
な
可
能
性
は
、
ｊ
・
ｊ
、
ｋ
・
ｋ
、
ｊ
・
ｋ
、
ｋ
・
ｊ
の
四
つ
。
吉
川
の
意

図
は
、
ど
れ
だ
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
吉
川
の
言
説
の
同
時
代
的
な
意
味
・
効
果

は
、
ど
れ
だ
っ
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

２
．
邦
楽
／
洋
楽
に
つ
い
て
の
歴
史
認
識
の
一
貫

戦
中
の
文
章
を
「
全
然
初
め
の
形
の
ま
ゝ
」『
日
本
音
樂
の
性
格
』
と
し
て
出
版
し

た
と
の
吉
川
の
説
明
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
削
除
・
修
正
の
事
実
か
ら
し
て
、
額
面

通
り
う
け
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

戦
後
、
は
っ
き
り
切
り
捨
て
て
い
る
の
は
、「
神
が
か
り
的
」
な
皇
国
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
（
の
レ
ト
リ
ッ
ク
）
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、「
大
日
本
は
神
國
な
り
」

の
『
神
皇
正
統
記
』
の
引
用
は
割
愛
さ
れ
る
し
、「
八
紘
一
宇
」
の
題
目
も
避
け
ら
れ

る
。が

、
し
か
し
、
吉
川
の
自
己
認
識
と
し
て
、
あ
る
い
は
客
観
的
に
み
て
も
、
そ
の

音
楽
論
、
あ
る
い
は
思
想
が
、
戦
中
か
ら
戦
後
へ
と
本
質
的
に
は
同
一
の
ま
ま
、
と

１
ー
３
．「
日
本
音
樂
の
性
格
と
そ
の
背
景
」
の
修
正

「
日
本
音
樂
の
性
格
と
そ
の
背
景
」
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
も
、
そ
の
質

量
か
ら
し
て
も
、『
日
本
音
樂
の
性
格
』
の
前
触
れ
と
み
な
せ
る
論
考
で
あ
る
。
そ
の

第
二
章
は
、譜
例
等
、や
や
専
門
的
な
部
分
を
割
愛
し
た
形
で
、『
日
本
音
樂
の
性
格
』

の
第
六
章
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
決
定
的
な
「
変
更
」
が
一
箇
所
あ
る
。

　
「
日
本
音
樂
を
西
洋
音
樂
の
上
に
置
か
う
と
す
る
こ
と
も
、
西
洋
音
樂
を
日

本
音
樂
よ
り
勝
れ
り
と
云
ふ
こ
と
も
、
共
に
狭
隘
な
る
偏
見
に
し
て
吾
人
の
取

ら
ざ
る
所
で
あ
る
。
全
く
異
種
の
音
樂
の
夫
々
の
美
點
を
認
め
、
そ
の
長
所
を

發
揮
せ
し
め
る
こ
と
こ
そ
音
樂
に
お
け
る
「
八
紘
一
宇
」
の
精
神
で
あ
る
。
所

詮
、
柳
は
綠
、
花
は
紅
な
り
を
善
し
と
す
る
。
柳
を
も
紅
に
せ
ん
と
し
た
り
、

花
を
も
綠
に
せ
ん
と
す
る
様
な
こ
と
は
斷
じ
て
排
す
べ
き
思
想
で
あ
る
。
音
樂

政
策
の
重
大
な
る
時
局
柄
、敢
て
脱
線
し
た
こ
と
を
寛
恕
し
て
頂
き
度
い
」（
吉

川1942a :40f

）

こ
の
文
中
の
「
八
紘
一
宇
」
の
語
句
が
、
戦
後
の
『
日
本
音
樂
の
性
格
』
で
は
、
括

弧
は
そ
の
ま
ま
で
、「
自
由
主
義
」
へ
と
差
し
替
え
ら
れ
、「
音
樂
政
策
」
以
下
の
最
後

の
一
文
は
削
除
さ
れ
て
い
る
（
吉
川1948:239

）
4
（

）。

こ
の
訂
正
を
ど
う
受
け
取
る
べ
き
か
。「
八
紘
一
宇
」
を
、
戦
後
に
な
っ
て
「
自
由

主
義
」
に
差
し
替
え
る
と
は
、
無
節
操
に
も
ほ
ど
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
か
？

ポ
イ
ン
ト
は
、
二
つ
の
「
狭
隘
な
る
偏
見
」
に
対
し
て
、
そ
の
つ
ど
吉
川
の
牽
制
・

批
判
が
ど
ち
ら
に
向
か
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
の
解
釈
に
あ
る）

5
（

。
つ
ま
り
、

（5）

邦楽／洋楽をめぐる言説の連続と断絶 ―吉川英士の戦中／戦後―

い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
。「
八
紘
一
宇
」
↓
「
自
由
主
義
」
の
転
換
は
、
一
見
本
質
的

に
み
え
て
、
じ
つ
は
表
層
的
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
可
能
性
。
実
際
、
上
に
指
摘
し

た
文
面
上
の
削
除
・
変
更
は
、
相
対
的
な
分
量
で
み
れ
ば
、
む
し
ろ
わ
ず
か
で
あ
っ

て
、
戦
中
の
論
考
の
ほ
と
ん
ど
の
部
分
は
、
そ
の
ま
ま
戦
後
の
『
日
本
音
樂
の
性
格
』

に
再
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
章
で
は
、
戦
中
か
ら
戦
後
へ
の
連
続
性
を
、
洋
楽
に
つ
い
て
の
吉
川
の

見
方
に
即
し
て
、
探
っ
て
み
た
い
。

２
ー
１
．「
用
語
に
表
れ
た
る
音
樂
觀
」
の
な
か
の
歴
史
認
識

「
用
語
に
表
れ
た
る
音
樂
觀
」
は
、
戦
後
、『
日
本
音
樂
の
性
格
』
第
五
章
「
音
樂

用
語
に
現
れ
た
る
日
本
人
の
音
樂
觀
」
に
、
ほ
ぼ
変
更
な
く
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

戦
中
・
戦
後
と
変
わ
り
の
な
い
、
洋
楽
に
つ
い
て
の
吉
川
の
歴
史
認
識
が
そ
こ
に
確

認
で
き
る
。

吉
川
に
よ
れ
ば
、
外
国
音
楽
に
対
す
る
日
本
の
関
係
は
、
積
極
的
に
言
え
ば
、
外

国
音
楽
の
積
極
的
摂
取
・
同
化
で
あ
り
、
否
定
的
に
言
え
ば
、「
外
來
音
樂
崇
拝
」
で

あ
る
。
こ
れ
が
、
た
び
た
び
繰
返
さ
れ
て
き
て
、
明
治
に
お
け
る
洋
楽
輸
入
が
、
最

近
の
例
で
あ
る
、
と
吉
川
は
理
解
し
て
い
る）

7
（

。

「
日
本
人
は
常
に
外
國
音
樂
の
輸
入
の
當
時
は
、
徹
底
的
に
其
に
深
入
り
し
、

そ
の
粹
を
吸
收
し
、
異
質
的
な
も
の
を
勇
敢
に
攝
取
し
同
化
す
る
態
度
が
茲
に

觀
取
さ
れ
る
。
／
こ
の
事
情
は
明
治
大
正
時
代
の
日
本
人
の
洋
樂
に
對
す
る
態

度
と
全
く
同
一
で
あ
る
」（
吉
川1943.4:20

）

 

こ
こ
に
い
う
「
當
時
」
と
は
飛
鳥
時
代
末
期
か
ら
平
安
時
代
中
期
の
こ
ろ
で
、
唐

楽
な
ど
が
輸
入
・
愛
好
さ
れ
た
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
、

吉
川
は
価
値
評
価
を
下
さ
な
い
が
、
唐
楽
が
「
雅
正
の
音
樂
」、
日
本
の
伝
統
音
楽

が
「
俗
樂
」「
雜
藝
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
に
、
否
定
的
な
意
味
で
の
「
外
國
崇
拝
」

を
読
み
取
っ
て
い
る
。

江
戸
時
代
に
、一
定
の
「
冷
静
な
態
度
」
を
取
り
戻
し
は
し
た
も
の
の
、明
治
以
後
、

今
度
は
「
洋
樂
」
に
心
酔
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
声
高
で
は
な

い
が
、「
西
洋
音
樂
を
日
本
音
樂
よ
り
勝
れ
り
と
云
ふ
」
か
の
よ
う
な
傾
向
に
対
し
て

吉
川
は
渋
顔
を
見
せ
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。

２
ー
２
．『
日
本
音
樂
の
性
格
』
序
論
の
歴
史
認
識

次
に
『
日
本
音
樂
の
性
格
』
の
序
論
を
見
て
い
こ
う
。
洋
楽
惑
溺
を
戒
め
る
姿
勢

は
、
こ
の
戦
後
の
序
論
に
お
い
て
、
穏
健
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
一
層
強
ま
っ

て
い
る
。

『
日
本
音
樂
の
性
格
』
序
論
に
お
け
る
吉
川
の
ト
ー
ン
は
、
い
つ
に
な
く
強
い
。

明
治
以
後
の
日
本
は
、「
伝
統
的
日
本
音
樂
の
撤
廃
！　

西
洋
音
樂
の
全
面
的
進

駐
！
」
で
、「
樂
壇
は
洋
樂
の
捕
虜
と
な
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
」
と
（
吉
川1948:1

）。

吉
川
は
、
明
治
以
後
の
日
本
を
こ
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、「
進
駐
」

「
捕
虜
」
と
い
っ
た
軍
事
的
比
喩
は
む
し
ろ
、
こ
の
序
論
の
書
か
れ
た
戦
後
日
本
を

こ
そ
強
く
意
識
・
表
示
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
戦
前
・
戦
中
よ
り
も
、
日
本
史

上
未
曾
有
の
外
国
軍
隊
に
よ
る
占
領
と
い
う
こ
の
時
期
に
こ
そ
、「
日
本
音
樂
」
の
危

機
意
識
は
高
ま
っ
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
日
本
が
迷
路
か
ら
正
道
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、「
過
去
の
歷
史
が

明
ら
か
に
之
を
證
明
し
て
ゐ
る
」、
と
吉
川
は
続
け
る
。
こ
こ
に
い
う
「
過
去
の
歷
史
」

と
は
、
か
つ
て
唐
楽
や
雅
楽
に
対
し
て
日
本
固
有
の
音
楽
を
同
時
に
育
成
・
保
護
し
て

き
た
歴
史
も
含
む
か
も
し
れ
な
い
が
、
吉
川
が
実
際
に
挙
げ
て
い
る
の
は
、
も
っ
と
直

近
の
こ
と
、
つ
ま
り
満
州
事
変
以
後
の
国
民
的
自
覚
の
高
揚
の
こ
と
で
あ
る
。
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「
實
に
滿
洲
事
變
以
來
の
國
民
意
識
の
昂
揚
は
、
そ
れ
が
餘
り
に
排
他
的
、

自
己
陶
酔
的
な
嫌
い
が
な
い
で
は
な
か
つ
た
が
日
本
の
樂
壇
に
取
つ
て
も
ま
さ

に
一
つ
の
エ
ポ
ツ
ク
を
な
す
も
の
で
あ
つ
た
。
日
華
事
變
、
太
平
洋
戰
爭
と
進

展
し
た
こ
の
戰
爭
は
、
終
戰
後
の
今
日
誤
れ
る
侵
略
戰
爭
で
あ
つ
た
こ
と
を
知

ら
せ
つ
ゝ
あ
る
の
で
あ
る
が
、
一
面
に
於
て
は
、
日
本
人
が
日
本
自
身
に
つ
い

て
反
省
す
る
機
會
を
與
へ
ら
れ
た
と
云
ふ
意
味
で
は
、
滿
更
ナ
ン
セ
ン
ス
で
も

な
か
つ
た
と
云
ひ
得
よ
う
」（
同
上:1f

）

ま
ず
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
満
州
事
変
以
後
の
、
日
本
国
民
と
し
て
の
意
識

の
高
揚
に
つ
い
て
、
マ
イ
ナ
ス
面
だ
け
で
な
く
、
プ
ラ
ス
面
も
あ
っ
た
と
認
め
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
外
国
崇
拝
の
迷
妄
か
ら
、
日
本
固
有
の
音
楽
へ
の
、
あ
る
い
は
西

洋
音
楽
を
手
段
と
し
て
な
さ
れ
る
「
新
国
楽
創
生
」
の
正
道
へ
の
、
立
ち
帰
り
を
促

す
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

対
し
て
、
解
釈
し
づ
ら
い
の
は
、
敗
戦
後
の
「
反
省
」
が
促
す
で
あ
ろ
う
方
向
と
、

満
州
事
変
の
「
國
民
意
識
の
昂
揚
」
が
も
た
ら
し
た
プ
ラ
ス
面
と
が
、
同
じ
こ
と
を

指
す
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
別
の
こ
と
を
指
す
な
ら
、
両
者
は
ど
う
つ
な

が
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
、あ
の
「
戰
爭
」を
「
満
更
ナ
ン
セ
ン
ス
で
も
な
か
つ
た
」

と
い
え
る
ほ
ど
に
貴
重
な
リ
タ
ー
ン
な
の
か
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

戦
争
の
意
義
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、そ
れ
以
外
の
点
で
の
吉
川
の
歴
史
認
識
は
、

格
段
、
物
珍
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
音
楽
に
か
ぎ
ら
ず
、
芸
術
・
文
化
面
に
お
い
て
、

明
治
以
後
、
欧
米
が
優
勢
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
満
州
事
変
以
後
、
カ
ウ
ン
タ
ー
の

動
き
が
起
き
て
い
る
と
解
し
て
い
る
人
は
多
々
い
た
し
、
正
当
な
カ
ウ
ン
タ
ー
、
当

然
の
よ
り
戻
し
で
あ
る
、
と
思
っ
て
い
る
人
も
か
な
り
い
た
よ
う
に
み
え
る
。

珍
し
い
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
当
時
の
歴
史
認
識
を
、
あ
の
敗
戦
後
も
な
お
、
ほ

ぼ
無
傷
で
維
持
し
て
い
る
こ
と
、あ
る
い
は
被
占
領
期
に
お
い
て
危
機
意
識
を
深
め
、

一
層
力
説
し
て
い
る
こ
と
、
こ
こ
か
も
し
れ
な
い
。「
八
紘
一
宇
」
や
「
拳
固
」（
に
よ

る
稽
古
の
記
述
）
を
は
ば
か
る
こ
と
の
で
き
る
セ
ン
ス
と
、
明
治
以
来
じ
わ
じ
わ
と

撤
退
戦
を
強
い
ら
れ
て
き
た
邦
楽
の
存
在
理
由
を
主
張
し
つ
づ
け
る
こ
と
は
、
吉
川

の
な
か
で
は
、
両
立
し
て
い
た）

8
（

。

『
日
本
音
樂
の
性
格
』
第
七
章
「
日
本
音
樂
の
過
去
と
將
來
（
結
論
）」
の
執
筆
時

期
が
、
戦
中
な
の
か
戦
後
な
の
か
は
、
判
断
が
つ
か
な
い
の
だ
が
、
そ
こ
に
あ
る
次

の
文
章
は
、
戦
中
戦
後
を
貫
く
吉
川
の
基
本
姿
勢
の
表
明
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
「
日
本
音
樂
の
性
格
が
、
過
去
に
於
て
あ
つ
た
通
り
に
そ
の
ま
ゝ
保
持
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
、と
私
は
主
張
し
て
ゐ
る
の
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
﹇
中
略
﹈

精
神
さ
へ
日
本
を
忘
れ
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
技
巧
は
大
い
に
西
洋
の
長
を
取
入

れ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
こ
に
日
本
音
樂
の
發
展
も
あ
る
の
で
あ
る
。
然

し
そ
の
發
展
は
飽
く
迄
も
和
魂
あ
つ
て
の
上
で
の
こ
と
で
、
洋
魂
洋
才
は
最
早

や
日
本
人
で
は
な
い
。
日
本
藝
術
で
は
な
い
」（
同
上:246

）

「
日
本
音
樂
の
性
格
」
を
そ
の
ま
ま
凍
結
保
存
す
べ
し
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と

し
て
も
、「
日
本
人
」「
日
本
藝
術
」
が
守
護
す
べ
き
対
象
で
あ
る
こ
と
は
、
自
明
な

の
だ
ろ
う
か
？　
「
精
神
」
や
「
和
魂
」
を
尺
度
と
し
て
な
さ
れ
る
「
日
本
」
の
定
義

と
も
ど
も
、
相
当
に
厄
介
な
課
題
あ
る
い
は
問
題
を
、
戦
後
世
界
に
そ
の
ま
ま
持
ち

越
し
て
い
る
こ
と
が
、
読
み
取
れ
る）

9
（

。
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滿
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に
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に
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。
日
華
事
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、
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平
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戰
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と
進

展
し
た
こ
の
戰
爭
は
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終
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後
の
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日
誤
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る
侵
略
戰
爭
で
あ
つ
た
こ
と
を
知

ら
せ
つ
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あ
る
の
で
あ
る
が
、
一
面
に
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は
、
日
本
人
が
日
本
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身
に
つ
い

て
反
省
す
る
機
會
を
與
へ
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た
と
云
ふ
意
味
で
は
、
滿
更
ナ
ン
セ
ン
ス
で
も

な
か
つ
た
と
云
ひ
得
よ
う
」（
同
上:1f

）

ま
ず
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
満
州
事
変
以
後
の
、
日
本
国
民
と
し
て
の
意
識

の
高
揚
に
つ
い
て
、
マ
イ
ナ
ス
面
だ
け
で
な
く
、
プ
ラ
ス
面
も
あ
っ
た
と
認
め
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
外
国
崇
拝
の
迷
妄
か
ら
、
日
本
固
有
の
音
楽
へ
の
、
あ
る
い
は
西

洋
音
楽
を
手
段
と
し
て
な
さ
れ
る
「
新
国
楽
創
生
」
の
正
道
へ
の
、
立
ち
帰
り
を
促

す
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

対
し
て
、
解
釈
し
づ
ら
い
の
は
、
敗
戦
後
の
「
反
省
」
が
促
す
で
あ
ろ
う
方
向
と
、

満
州
事
変
の
「
國
民
意
識
の
昂
揚
」
が
も
た
ら
し
た
プ
ラ
ス
面
と
が
、
同
じ
こ
と
を

指
す
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
別
の
こ
と
を
指
す
な
ら
、
両
者
は
ど
う
つ
な

が
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
、あ
の
「
戰
爭
」を
「
満
更
ナ
ン
セ
ン
ス
で
も
な
か
つ
た
」

と
い
え
る
ほ
ど
に
貴
重
な
リ
タ
ー
ン
な
の
か
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

戦
争
の
意
義
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、そ
れ
以
外
の
点
で
の
吉
川
の
歴
史
認
識
は
、

格
段
、
物
珍
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
音
楽
に
か
ぎ
ら
ず
、
芸
術
・
文
化
面
に
お
い
て
、

明
治
以
後
、
欧
米
が
優
勢
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
満
州
事
変
以
後
、
カ
ウ
ン
タ
ー
の

動
き
が
起
き
て
い
る
と
解
し
て
い
る
人
は
多
々
い
た
し
、
正
当
な
カ
ウ
ン
タ
ー
、
当

然
の
よ
り
戻
し
で
あ
る
、
と
思
っ
て
い
る
人
も
か
な
り
い
た
よ
う
に
み
え
る
。

珍
し
い
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
当
時
の
歴
史
認
識
を
、
あ
の
敗
戦
後
も
な
お
、
ほ

ぼ
無
傷
で
維
持
し
て
い
る
こ
と
、あ
る
い
は
被
占
領
期
に
お
い
て
危
機
意
識
を
深
め
、

一
層
力
説
し
て
い
る
こ
と
、
こ
こ
か
も
し
れ
な
い
。「
八
紘
一
宇
」
や
「
拳
固
」（
に
よ

る
稽
古
の
記
述
）
を
は
ば
か
る
こ
と
の
で
き
る
セ
ン
ス
と
、
明
治
以
来
じ
わ
じ
わ
と

撤
退
戦
を
強
い
ら
れ
て
き
た
邦
楽
の
存
在
理
由
を
主
張
し
つ
づ
け
る
こ
と
は
、
吉
川

の
な
か
で
は
、
両
立
し
て
い
た）
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日
本
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の
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章
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日
本
音
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の
過
去
と
將
來
（
結
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の
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時

期
が
、
戦
中
な
の
か
戦
後
な
の
か
は
、
判
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が
つ
か
な
い
の
だ
が
、
そ
こ
に
あ
る
次

の
文
章
は
、
戦
中
戦
後
を
貫
く
吉
川
の
基
本
姿
勢
の
表
明
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
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日
本
音
樂
の
性
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が
、
過
去
に
於
て
あ
つ
た
通
り
に
そ
の
ま
ゝ
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持
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
、と
私
は
主
張
し
て
ゐ
る
の
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
﹇
中
略
﹈

精
神
さ
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日
本
を
忘
れ
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
技
巧
は
大
い
に
西
洋
の
長
を
取
入

れ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
こ
に
日
本
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樂
の
發
展
も
あ
る
の
で
あ
る
。
然

し
そ
の
發
展
は
飽
く
迄
も
和
魂
あ
つ
て
の
上
で
の
こ
と
で
、
洋
魂
洋
才
は
最
早

や
日
本
人
で
は
な
い
。
日
本
藝
術
で
は
な
い
」（
同
上:246

）

「
日
本
音
樂
の
性
格
」
を
そ
の
ま
ま
凍
結
保
存
す
べ
し
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と

し
て
も
、「
日
本
人
」「
日
本
藝
術
」
が
守
護
す
べ
き
対
象
で
あ
る
こ
と
は
、
自
明
な

の
だ
ろ
う
か
？　
「
精
神
」
や
「
和
魂
」
を
尺
度
と
し
て
な
さ
れ
る
「
日
本
」
の
定
義

と
も
ど
も
、
相
当
に
厄
介
な
課
題
あ
る
い
は
問
題
を
、
戦
後
世
界
に
そ
の
ま
ま
持
ち

越
し
て
い
る
こ
と
が
、
読
み
取
れ
る）

9
（

。

（7）

邦楽／洋楽をめぐる言説の連続と断絶 ―吉川英士の戦中／戦後―

３
．
戦
中
の
言
説
の
位
置
価

　
 

―
日
本
諸
学
振
興
会
芸
術
学
会
の
言
説
分
析
― 

吉
川
の
よ
う
な
歴
史
認
識
、
あ
る
い
は
日
本
音
楽
・
西
洋
音
楽
に
対
す
る
姿
勢
は
、

同
時
代
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
こ
こ

で
は
、
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
開
催
の
芸
術
学
会
の
分
析
を
通
し
て
、
検
討
し
て
み

た
い
。

教
学
刷
新
を
め
ぐ
る
当
時
の
議
論
を
広
く
み
れ
ば
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て

も
、「
皇
祖
天
照
大
神
様
ノ
信
仰
」
を
教
学
刷
新
の
中
核
と
し
、
帝
大
そ
の
他
の
学
校

に
「
大
神
宮
様
ノ
遥
拝
所
ヲ
設
ケ
ル
、
此
処
デ
大
神
宮
様
ヲ
御
拝
ミ
ス
ル
」
べ
き
と

す
る
主
張
（
筧
克
彦
）、
東
洋
に
西
洋
的
理
論
や
方
法
は
馴
染
ま
な
い
と
す
る
意
見

（
紀
平
正
美
）
な
ど
が
、
み
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
決
し
て
無
条
件
に
通
用

し
た
わ
け
で
は
な
く
、
つ
ね
に
一
定
の
ブ
レ
ー
キ
も
働
い
て
い
た
（
駒
込2011:153, 

141

）。
概
し
て
、「
国
体
観
念
へ
の
疑
義
を
表
明
せ
ず
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
関
係

を
断
つ
限
り
で
、
学
問
の
自
由
ら
し
き
も
の
を
保
つ
事
が
で
き
て
い
た
」（
同
上:12

）

の
で
あ
る
。

日
本
諸
学
振
興
委
員
会
の
設
立
趣
旨
は
、
同
会
規
定
第
一
条
に
、
次
の
よ
う
に
定

め
ら
れ
て
い
る
。

　
「
國
體
・
日
本
精
神
ノ
本
義
ニ
基
キ
各
種
ノ
學
問
ノ
内
容
及
方
法
ヲ
研
究
、

批
判
シ
我
ガ
國
獨
自
ノ
學
問
、
文
化
ノ
創
造
、
發
展
ニ
貢
獻
シ
延
テ
教
育
ノ
刷

新
ニ
資
ス
ル
爲
日
本
諸
學
振
興
委
員
会
ヲ
設
ク
」（
文
部
省1940:2

）

国
粋
の
志
向
は
明
白
だ
が
、
同
委
員
会
の
開
催
し
た
学
会
に
お
い
て
も
、
た
ん
に

神
が
か
り
的
な
言
説
だ
け
が
横
行
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
同
委
員
会
の
設
立
ま
も
な

い
一
九
三
六
年
十
一
月
の
教
育
学
を
皮
切
り
に
、
哲
学
、
国
語
国
文
学
、
歴
史
学
、

経
済
学
、
芸
術
学
、
法
学
、
自
然
科
学
、
地
理
学
と
、
各
分
野
の
学
会
が
開
催
さ
れ

て
い
っ
た
。
芸
術
学
会
は
、
一
九
三
九
年
か
ら
四
四
年
ま
で
、
一
九
四
〇
年
を
除
い

て
、
毎
年
開
催
さ
れ
た
が
、
最
終
年
度
、
つ
ま
り
五
回
目
の
報
告
書
は
な
い
。

ま
ず
は
、
文
部
大
臣
・
教
学
局
長
官
の
挨
拶
に
即
し
て
、
行
政
サ
イ
ド
に
お
け
る
、

西
欧
的
な
も
の
へ
の
姿
勢
か
ら
確
認
し
て
い
こ
う
。

３
ー
１
．
文
部
大
臣
・
教
学
局
長
官
の
挨
拶

初
回
か
ら
第
四
回
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
書
に
は
、
文
部
大
臣
な
い
し
教
学
局

長
官
の
挨
拶
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、内
容
は
ほ
ぼ
一
定
の
ラ
イ
ン
を
守
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
西
洋
的
な
も
の
の
た
ん
な
る
排
撃
の
主
張
は
な
く
、
方
法
と
し
て
で
は

あ
れ
、
西
洋
か
ら
と
る
べ
き
は
と
る
、
と
い
う
一
線
が
守
ら
れ
て
い
る
。

第
一
回
の
芸
術
学
会
で
の
挨
拶
冒
頭
、
文
部
大
臣
・
河
原
田
稼
吉
は
、「
東
亞
新

秩
序
建
設
」
と
い
う
時
局
の
課
題
に
こ
た
え
る
必
要
を
う
っ
た
え
、「
皇
國
臣
民
の
大

義
を
體
し
て
、
皇
道
精
神
を
透
徹
具
現
せ
し
め
、
皇
運
を
世
界
に
宣
揚
し
て
我
が
國

本
來
の
使
命
の
達
成
に
寄
與
」
す
る
こ
と
こ
そ
教
学
の
本
義
で
あ
る
、と
述
べ
る
（
文

部
省1940:1

）。

次
い
で
、
芸
術
学
会
に
関
連
す
る
問
題
状
況
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。「
明
治

以
降
歐
米
文
物
の
輸
入
」
と
と
も
に
、「
我
が
國
本
來
の
美
術
文
化
の
価
値
」
が
「
忘

却
」
さ
れ
、「
不
純
な
る
文
化
」「
詭
激
な
る
思
想
」「
頽
廢
せ
る
感
情
」
が
広
ま
る
傾

向
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
対
し
て
、
満
州
事
変
以
後
、「
東
亞
新
秩
序
建

設
に
對
す
る
我
が
國
の
指
導
的
な
地
位
と
使
命
と
が
明
確
に
な
り
﹇
中
略
﹈
眞
に
我

が
民
族
精
神
に
即
し
た
新
日
本
文
化
の
創
造
發
展
を
期
せ
ん
と
す
る
覚
醒
の
機
運
が

大
い
に
動
い
て
」
き
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
同
上:2

）。

明
治
以
後
の
欧
化
、
対
す
る
満
州
事
変
以
後
の
国
民
的
自
覚
の
高
揚
と
い
う
時
代

認
識
は
、
す
で
に
吉
川
に
お
い
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
当
時
か
な
り
共
有
さ
れ
て
い
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た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
東
亜
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、「
來
る
べ
き
世
界
の
文
化
的
指
導
の
大
任
」
さ
え

口
に
さ
れ
る
が
、「
歐
米
文
物
」
の
排
除
・
排
斥
ま
で
は
主
張
さ
れ
な
い
。

　
「
藝
術
文
化
は
、
最
も
具
體
的
な
國
民
精
神
の
具
現
で
あ
り
、
民
族
精
神
作

興
に
影
響
す
る
處
極
め
て
大
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
之
が
創
造
に
携
は

る
人
は
能
く
我
が
民
族
本
來
の
精
神
を
體
し
て
、
そ
の
健
全
な
る
發
展
に
努
む

る
と
共
に
又
克
く
歐
米
の
文
化
を
攝
取
醇
化
し
て
、
世
界
を
指
導
し
得
る
高
度

の
日
本
藝
術
の
創
造
發
展
に
努
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」（
同
上:3

）

排
除
で
は
な
く
摂
取
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
と
る
べ
き
は
と
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
満
州
事
変
以
後
の
国
民
的
覚
醒
に
棹
差
す
と
い
う
大
前
提
か
ら

し
て
、「
歐
米
文
物
」
と
そ
れ
に
由
来
す
る
も
の
に
対
す
る
民
族
的
な
も
の
の
比
重
が

相
対
的
に
増
す
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
容
認
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
欧
米
文
物
の
た
ん
な
る
排
出
で
は
な
く
、
摂
取
の
必
要
が
、

た
と
え
建
前
で
あ
ろ
う
と
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
重
要
で
あ
る）
10
（

。

第
二
回
以
降
の
芸
術
学
会
に
お
け
る
文
部
大
臣
あ
る
い
は
教
学
局
局
長
の
挨
拶
を

み
て
も
、
基
本
姿
勢
は
貫
か
れ
て
い
る
。
例
外
は
、
第
三
回
芸
術
大
会
で
挨
拶
し
た

文
部
大
臣
・
橋
田
邦
彦
で
あ
る
。

　
「
今
次
の
大
東
亞
戰
爭
は
﹇
中
略
﹈
悠
遠
な
る
肇
國
の
古
よ
り
揺
ぎ
な
き
、

八
紘
を
掩
ひ
て
宇
と
爲
す
と
の
皇
謨
を
顯
現
せ
ん
と
す
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
の

で
あ
り
ま
す
﹇
中
略
﹈
久
し
く
東
亞
の
地
に
跳
梁
を
極
め
ま
し
た
る
歐
米
の
思

想
文
化
を
排
除
し
て
、
東
洋
本
來
の
醇
美
な
る
文
化
を
打
立
て
る
こ
と
が
其
の

根
本
要
件
で
あ
り
ま
し
て
、
現
に
我
が
國
は
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
力
を
動
員
し
て

大
東
亞
建
設
の
業
に
参
ぜ
し
め
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
」（
文
部
省1943:2

）。

八
紘
一
宇
の
レ
ト
リ
ッ
ク
等
に
つ
い
て
は
、
他
の
文
部
大
臣
・
教
学
局
長
官
挨
拶

と
大
同
小
異
で
あ
る
。
決
定
的
な
違
い
は
、
欧
米
か
ら
も
と
る
べ
き
は
と
る
、
と
の

く
だ
り
が
欠
落
し
、
た
だ
「
歐
米
の
思
想
文
化
を
排
除
」
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
東
亞
の
地
」、
た
と
え
ば
フ
ィ
リ
ピ
ン
等
に
広

ま
っ
て
い
る
ジ
ャ
ズ
を
駆
逐
し
、
適
切
な
音
樂
を
入
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
具
体
的

課
題
が
念
頭
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。「
東
亞
の
地
」
に
は
む
ろ
ん
日
本
自
身
も
含
ま
れ

る
の
だ
ろ
う）
11
（

。

3
ー
2
．
芸
術
学
会
の
発
表
・
講
演
内
容

学
会
の
発
表
・
講
演
内
容
に
も
、
八
紘
一
宇
等
、
時
局
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
で
て
く

る
が
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
全
四
回
の
発
表
・
講
演
の
総
数
は
91
。
そ
の
う
ち

時
局
反
映
を
含
む
も
の
は
、
多
く
み
つ
も
っ
て
、
13
ほ
ど
。
レ
ト
リ
ッ
ク
は
と
も
か

く
、
実
質
は
時
局
に
距
離
を
と
っ
て
い
る
と
み
な
せ
る
タ
イ
プ
が
7
ほ
ど
、
そ
の
他
、

つ
ま
り
70
ほ
ど
は
、
専
門
的
な
解
説
に
終
始
す
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。

以
下
、
事
象
追
求
型
、
時
局
反
映
・
国
粋
型
、
バ
ラ
ン
ス
・
洋
楽
防
衛
型
の
順
に

検
討
す
る）
12
（

。

3
ー
2
ー
1
．
事
象
探
求
型

事
象
探
求
型
の
い
く
つ
か
を
、
古
い
方
か
ら
見
て
い
く
。

「
慶
應
義
塾
大
學
教
授
・
國
學
院
大
學
教
授
・
文
學
博
士
」
折
口
信
夫
は
、「
音
樂

の
技
術
が
進
ま
ぬ
間
に
、
あ
ま
り
進
み
す
ぎ
た
外
來
音
樂
に
逢
着
し
て
し
ま
つ
た
。

其
の
爲
、
固
有
の
音
樂
は
急
速
に
變
化
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
」
と
、
唐
楽
伝
来
以
後

の
外
来
音
楽
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
外
来
音
楽
以
前
の
「
固
有
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た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
東
亜
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、「
來
る
べ
き
世
界
の
文
化
的
指
導
の
大
任
」
さ
え

口
に
さ
れ
る
が
、「
歐
米
文
物
」
の
排
除
・
排
斥
ま
で
は
主
張
さ
れ
な
い
。

　
「
藝
術
文
化
は
、
最
も
具
體
的
な
國
民
精
神
の
具
現
で
あ
り
、
民
族
精
神
作

興
に
影
響
す
る
處
極
め
て
大
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
之
が
創
造
に
携
は

る
人
は
能
く
我
が
民
族
本
來
の
精
神
を
體
し
て
、
そ
の
健
全
な
る
發
展
に
努
む

る
と
共
に
又
克
く
歐
米
の
文
化
を
攝
取
醇
化
し
て
、
世
界
を
指
導
し
得
る
高
度

の
日
本
藝
術
の
創
造
發
展
に
努
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」（
同
上:3

）

排
除
で
は
な
く
摂
取
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
と
る
べ
き
は
と
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
満
州
事
変
以
後
の
国
民
的
覚
醒
に
棹
差
す
と
い
う
大
前
提
か
ら

し
て
、「
歐
米
文
物
」
と
そ
れ
に
由
来
す
る
も
の
に
対
す
る
民
族
的
な
も
の
の
比
重
が

相
対
的
に
増
す
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
容
認
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
欧
米
文
物
の
た
ん
な
る
排
出
で
は
な
く
、
摂
取
の
必
要
が
、

た
と
え
建
前
で
あ
ろ
う
と
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
重
要
で
あ
る）
10
（

。

第
二
回
以
降
の
芸
術
学
会
に
お
け
る
文
部
大
臣
あ
る
い
は
教
学
局
局
長
の
挨
拶
を

み
て
も
、
基
本
姿
勢
は
貫
か
れ
て
い
る
。
例
外
は
、
第
三
回
芸
術
大
会
で
挨
拶
し
た

文
部
大
臣
・
橋
田
邦
彦
で
あ
る
。

　
「
今
次
の
大
東
亞
戰
爭
は
﹇
中
略
﹈
悠
遠
な
る
肇
國
の
古
よ
り
揺
ぎ
な
き
、

八
紘
を
掩
ひ
て
宇
と
爲
す
と
の
皇
謨
を
顯
現
せ
ん
と
す
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
の

で
あ
り
ま
す
﹇
中
略
﹈
久
し
く
東
亞
の
地
に
跳
梁
を
極
め
ま
し
た
る
歐
米
の
思

想
文
化
を
排
除
し
て
、
東
洋
本
來
の
醇
美
な
る
文
化
を
打
立
て
る
こ
と
が
其
の

根
本
要
件
で
あ
り
ま
し
て
、
現
に
我
が
國
は
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
力
を
動
員
し
て

大
東
亞
建
設
の
業
に
参
ぜ
し
め
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
」（
文
部
省1943:2

）。

八
紘
一
宇
の
レ
ト
リ
ッ
ク
等
に
つ
い
て
は
、
他
の
文
部
大
臣
・
教
学
局
長
官
挨
拶

と
大
同
小
異
で
あ
る
。
決
定
的
な
違
い
は
、
欧
米
か
ら
も
と
る
べ
き
は
と
る
、
と
の

く
だ
り
が
欠
落
し
、
た
だ
「
歐
米
の
思
想
文
化
を
排
除
」
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
東
亞
の
地
」、
た
と
え
ば
フ
ィ
リ
ピ
ン
等
に
広

ま
っ
て
い
る
ジ
ャ
ズ
を
駆
逐
し
、
適
切
な
音
樂
を
入
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
具
体
的

課
題
が
念
頭
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。「
東
亞
の
地
」
に
は
む
ろ
ん
日
本
自
身
も
含
ま
れ

る
の
だ
ろ
う）
11
（

。

3
ー
2
．
芸
術
学
会
の
発
表
・
講
演
内
容

学
会
の
発
表
・
講
演
内
容
に
も
、
八
紘
一
宇
等
、
時
局
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
で
て
く

る
が
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
全
四
回
の
発
表
・
講
演
の
総
数
は
91
。
そ
の
う
ち

時
局
反
映
を
含
む
も
の
は
、
多
く
み
つ
も
っ
て
、
13
ほ
ど
。
レ
ト
リ
ッ
ク
は
と
も
か

く
、
実
質
は
時
局
に
距
離
を
と
っ
て
い
る
と
み
な
せ
る
タ
イ
プ
が
7
ほ
ど
、
そ
の
他
、

つ
ま
り
70
ほ
ど
は
、
専
門
的
な
解
説
に
終
始
す
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。

以
下
、
事
象
追
求
型
、
時
局
反
映
・
国
粋
型
、
バ
ラ
ン
ス
・
洋
楽
防
衛
型
の
順
に

検
討
す
る）
12
（

。

3
ー
2
ー
1
．
事
象
探
求
型

事
象
探
求
型
の
い
く
つ
か
を
、
古
い
方
か
ら
見
て
い
く
。

「
慶
應
義
塾
大
學
教
授
・
國
學
院
大
學
教
授
・
文
學
博
士
」
折
口
信
夫
は
、「
音
樂

の
技
術
が
進
ま
ぬ
間
に
、
あ
ま
り
進
み
す
ぎ
た
外
來
音
樂
に
逢
着
し
て
し
ま
つ
た
。

其
の
爲
、
固
有
の
音
樂
は
急
速
に
變
化
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
」
と
、
唐
楽
伝
来
以
後

の
外
来
音
楽
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
外
来
音
楽
以
前
の
「
固
有

（9）

邦楽／洋楽をめぐる言説の連続と断絶 ―吉川英士の戦中／戦後―

の
音
樂
」
を
（
ど
う
）
措
定
し
う
る
か
と
い
う
問
題
は
気
に
な
る
が
、
概
し
て
、
日

本
芸
能
の
特
殊
性
に
つ
い
て
の
冷
静
な
仮
説
提
示
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
文
部
省

1940:12
）。

「
東
洋
大
學
教
授
・
駒
澤
大
學
教
授
・
文
學
博
士
」
笹
川
種
郎
は
、「
近
世
の
謡
ひ

物
と
語
り
物
」
の
歴
史
を
概
観
し
つ
つ
、
長
唄
だ
け
で
な
く
、
浄
瑠
璃
・
清
元
・
常

磐
津
も
東
京
音
楽
学
校
で
扱
う
こ
と
、あ
る
い
は
保
存
す
る
こ
と
を
要
望
し
て
い
る
。

邦
楽
内
部
の
序
列
へ
の
異
議
な
の
か
、
東
京
音
楽
学
校
に
お
け
る
洋
楽
に
対
す
る
邦

楽
の
さ
ら
な
る
権
益
拡
大
要
求
な
の
か
、
そ
の
真
意
は
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
し
、

堅
苦
し
い
音
楽 

― 

ド
イ
ツ
で
い
え
ばE-M

usik

だ
ろ
う
か 

― 

の
推
奨
や
、
道
行
・

駆
落
の
歌
詞
の
「
改
良
」
と
い
っ
た
昨
今
の
風
潮
を
、「
實
に
く
だ
ら
ぬ
こ
と
で
す
」

と
切
り
捨
て
る
な
ど
、
た
ん
に
迎
合
・
便
乗
で
は
な
い
（
同
上:226

）。

民
謡
研
究
者
の
町
田
嘉
章
は
、
歌
詞
や
旋
法
の
面
か
ら
、
民
謡
の
特
色
と
、
郷
土

ご
と
の
差
異
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
音
楽
面
に
つ
い
て
は
、
上
原
六
四
郎
の
理

論
を
参
照
し
つ
つ
、
民
謡
の
実
地
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
郷
土
差
は
文
学
や
音
楽

よ
り
、
む
し
ろ
「
發
聲
技
巧
」
か
ら
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

「
将
來
の
民
謡
」
に
つ
い
て
は
、「
精
神
だ
け
は
我
々
祖
先
の
魂
を
生
か
し
て
」
と
も

述
べ
て
い
る
が
、
概
し
て
冷
静
な
民
謡
分
析
に
終
始
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
文
部

省1942:111

）
13
（

）。

「
元
京
都
府
師
範
學
校
教
諭
」
吉
田
恒
三
は
、「
聲
明
の
旋
法
」
を
解
説
し
、
た
ん

に
声
明
だ
け
で
な
く
、
民
謡
、
雅
楽
、
能
楽
に
も
、「
律
旋
」
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
、

と
結
論
づ
け
て
い
る
。
概
し
て
日
本
に
お
け
る
音
の
旋
り
は
、「
自
然
に
本
來
的
に

唱
へ
れ
ば
律
に
な
り
易
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
（
同
上:154

）。

「
早
稲
田
大
學
演
劇
博
物
館
囑
託
」
小
林
靜
雄
は
、
三
大
楽
劇
の
一
つ
と
し
て
の

能
楽
の
音
曲
の
面
、
つ
ま
り
「
謡
曲
」
の
音
階
や
拍
子
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
「
音
樂

的
特
殊
性
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
同
上:178

）。

3
ー
2
ー
2
．
時
局
の
レ
ト
リ
ッ
ク
、
あ
る
い
は
国
粋
主
義

時
局
論
や
国
粋
主
義
の
あ
か
ら
さ
ま
な
主
張
は
、
芸
術
学
会
の
全
体
か
ら
見
て
も

じ
つ
は
少
な
い
た
め
、こ
こ
で
は
音
楽
以
外
の
分
野
か
ら
も
、該
当
す
る
言
説
を
ピ
ッ

ク
ア
ッ
プ
し
て
、
そ
の
主
張
傾
向
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

「
帝
國
美
術
學
校
教
授
」
金
原
省
吾
は
、「
日
本
美
術
の
特
質
に
就
い
て
」
の
発
表

の
な
か
で
、「
日
本
の
美
術
と
云
ふ
も
の
を
飽
く
ま
で
支
那
の
影
響
を
受
け
て
生
育

し
た
と
云
ふ
風
に
考
へ
る
の
は
私
に
は
疑
問
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
、
支
那
の
影
響

を
受
け
て
い
な
い
日
本
美
術
の
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
（
文
部
省1940:27

）。

「
宮
内
省
式
部
職
樂
部
樂
長
」
多
忠
朝
は
、
実
用
音
楽
と
し
て
の
雅
楽
、
神
社

音
楽
を
批
判
し
、
神
聖
な
、
神
代
に
起
こ
っ
た
「
純
然
た
る
國
粹
歌
舞
音
樂
」
の
尊

重
を
訴
え
る）
14
（

。
対
し
て
、「
雅
樂
」
と
し
て
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
「
唐
樂
」
に

つ
い
て
は
、「
別
に
神
聖
な
ど
と
申
す
様
な
音
樂
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
（
同

上:253ff 

）。
た
し
か
に
、
日
本
に
入
っ
た
の
は
燕
楽
（
宴
饗
の
音
楽
）
で
、
本
来
の

式
楽
で
は
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
こ
と
を
多
は
「
神
聖
」
で
な
い
と
い
う
言
い

方
で
、
指
摘
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

「
大
正
大
學
教
授
・
東
京
美
術
研
究
所
長
」
脇
本
十
九
郎
は
、
水
墨
画
に
関
し
て
、

支
那
、
朝
鮮
、
日
本
を
比
較
し
、「
粗
慢
の
氣
が
あ
る
」「
な
ん
と
な
く
締
り
が
つ
か

な
い
」
と
い
う
朝
鮮
の
水
墨
画
の
「
短
所
」
を
、
そ
の
国
民
性
と
関
連
づ
け
、「
日
本

人
の
や
う
な
き
ち
ん
と
し
た
氣
性
を
持
つ
て
居
り
ま
す
國
民
か
ら
見
ま
す
と
、
ピ
ン

と
こ
な
い
所
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
同
上:269f

）。

「
東
京
帝
國
大
學
名
誉
教
授
・
工
學
博
士
」
伊
東
忠
太
は
、
昨
今
の
直
写
的
な
欧

米
式
建
築
も
、「
何
れ
は
日
本
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
運
命
に
あ
る
」
と
し
、
日

本
建
築
の
美
を
「
日
本
の
光
輝
あ
る
國
土
と
國
民
性
、
更
に
詮
じ
詰
め
れ
ば
尊
厳
な

る
國
體
」
に
基
づ
く
も
の
、
と
し
て
い
る
（
同
上:283,287

）。

「
文
學
博
士
」
藤
懸
靜
也
は
、「
日
本
藝
術
の
特
質
」
を
論
じ
て
い
る
が
、
大
東
亜
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共
栄
圏
あ
る
い
は
将
来
の
戦
後
世
界
に
お
け
る
日
本
文
化
の
地
位
に
つ
い
て
、
多
分

に
時
局
的
な
抱
負
を
語
っ
て
い
る
。「
日
本
の
文
化
を
以
て
我
が
共
栄
圏
を
指
導
し
、

広
い
共
栄
圏
に
立
派
な
日
本
文
化
を
打
ち
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す

﹇
中
略
﹈
平
和
回
復
の
上
は
、
敵
性
國
も
亦
我
が
文
化
藝
術
に
大
な
る
関
心
を
も
つ

こ
と
に
な
り
、
茲
に
日
本
文
化
が
世
界
リ
ー
ド
の
上
に
優
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
ら

う
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
」（
文
部
省1942:256f

）。

「
日
本
大
學
教
授
兼
學
監
」
飯
塚
友
一
郎
は
、
芸
術
の
価
値
が
文
化
全
体
の
な

か
の
位
置
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
の
一
般
論
、
演
劇
の
統
計
的
把
握
の
限
界
な
ど
に

ふ
れ
た
う
え
で
、
日
本
文
化
の
特
性
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
わ

が
國
の
ご
と
く
国
體
觀
念
が
明
確
で
あ
り
、
す
べ
て
の
文
化
が
唯
一
絶
對
の
皇
道

文
化
に
結
合
し
歸
一
す
べ
き
こ
と
が
歷
史
的
に
會
得
さ
れ
て
ゐ
る
國
柄
に
お
き
ま

し
て
、
は
じ
め
て
正
々
堂
々
た
る
演
劇
政
策
が
可
能
な
の
で
あ
り
ま
す）
15
（

」（
文
部
省

1943:132

）。

「
東
洋
大
學
教
授
」
若
月
保
治
は
、「
江
戸
初
期
の
淨
瑠
璃
」
を
論
じ
て
い
る
が
、

公
平
浄
瑠
璃
に
つ
い
て
、「
皇
室
の
神
聖
を
高
唱
し
た
り
、
神
國
の
意
義
を
明
ら
か

に
し
、
国
體
の
明
徴
を
叫
ん
だ
り
、
或
ひ
は
三
種
の
神
器
の
威
力
を
絶
唱
し
た
り

﹇
中
略
﹈
日
本
精
神
の
昂
揚
に
つ
と
め
た
も
の
が
、
半
数
に
も
及
ん
で
ゐ
る
の
で
あ

り
ま
す
」
と
、
日
本
精
神
昂
揚
に
果
し
た
浄
瑠
璃
の
役
割
を
強
調
し
て
い
る
（
文
部

省1944:79

）。

「
國
民
精
神
文
化
研
究
所
囑
託
・
東
京
高
等
學
校
教
授
」
岸
邊
成
雄
は
、
唐
代
・

東
洋
音
楽
の
研
究
者
で
、「
東
西
音
樂
の
交
流
」
に
つ
い
て
発
表
し
て
い
る
。「
日
本

を
中
心
と
し
て
世
界
的
な
東
亞
音
樂
を
作
り
、
こ
れ
を
東
亞
に
光
被
せ
し
め
る
﹇
中

略
﹈
こ
れ
こ
そ
歷
史
的
な
必
然
に
副
つ
た
行
き
方
で
あ
る
こ
と
を
歷
史
の
立
場
か

ら
斷
言
出
來
る
と
思
ひ
ま
す
」
と
、
肩
書
き
に
ふ
さ
わ
し
い
発
言
を
し
て
い
る
（
同

上:31

）。

岸
邊
が
「
國
民
精
神
文
化
研
究
所
囑
託
」
と
な
っ
た
経
緯
は
不
明
だ
が
、
と
に
か

く
、
こ
れ
ほ
ど
あ
か
ら
さ
ま
な
時
局
迎
合
の
発
言
は
、
神
社
音
楽
（
邦
楽
）
以
外
の

音
楽
の
研
究
者
と
し
て
は
、
む
し
ろ
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
多
く
は
専
門
的
議
論
、

つ
い
で
目
立
つ
の
は
、
続
い
て
み
る
よ
う
に
、
和
洋
バ
ラ
ン
ス
型
、
あ
る
い
は
洋
楽

防
衛
型
で
あ
る
。

3
ー
2
ー
3
．
バ
ラ
ン
ス
型
あ
る
い
は
洋
楽
防
衛
型

「
東
京
美
術
學
校
教
授
」
多
賀
谷
健
吉
は
、
絵
画
教
育
の
方
法
に
つ
い
て
論
じ
、

次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
「
日
本
精
神
に
則
る
圖
畫
教
育
と
し
て
は
宜
し
く
西
洋
畫
の
技
法
を
斥
け
て
、

日
本
畫
の
技
法
を
採
用
し
ろ
、
斯
う
云
ふ
意
見
を
折
々
耳
に
致
す
の
で
あ
り
ま

す
が
﹇
中
略
﹈
仮
令
外
來
の
技
法
、
外
來
の
教
授
法
と
雖
も
苟
も
我
が
國
情
に

適
す
る
も
の
は
廣
く
之
を
採
用
し
咀
嚼
し
消
化
し
て
我
が
血
と
し
肉
と
す
べ
き

で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
」（
文
部
省1940:51

）

多
賀
谷
は
、
西
洋
の
方
法
の
さ
ら
な
る
積
極
的
採
用
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
日
本
画
の
技
法
に
挿
げ
替
え
ろ
と
の
主
張
に
対
し
て
、
洋
画
の
技
法
を
防
衛
し

よ
う
と
し
て
い
る
。「
國
體
・
日
本
精
神
ノ
本
義
ニ
基
」
く
教
学
刷
新
を
趣
旨
と
す
る

日
本
諸
学
振
興
委
員
会
の
周
辺
は
も
ち
ろ
ん
、
世
間
一
般
に
も
み
ら
れ
た
「
西
洋
畫

の
技
法
を
斥
け
」
よ
、
と
い
う
よ
う
な
論
調
を
、
多
賀
谷
は
牽
制
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。

「
東
京
帝
國
大
學
名
誉
教
授
・
文
學
博
士
」
瀧
精
一
は
、
日
本
美
術
の
特
性
に
つ

い
て
の
発
表
だ
が
、
日
本
美
術
以
外
、
と
く
に
西
洋
美
術
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。
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共
栄
圏
あ
る
い
は
将
来
の
戦
後
世
界
に
お
け
る
日
本
文
化
の
地
位
に
つ
い
て
、
多
分

に
時
局
的
な
抱
負
を
語
っ
て
い
る
。「
日
本
の
文
化
を
以
て
我
が
共
栄
圏
を
指
導
し
、

広
い
共
栄
圏
に
立
派
な
日
本
文
化
を
打
ち
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す

﹇
中
略
﹈
平
和
回
復
の
上
は
、
敵
性
國
も
亦
我
が
文
化
藝
術
に
大
な
る
関
心
を
も
つ

こ
と
に
な
り
、
茲
に
日
本
文
化
が
世
界
リ
ー
ド
の
上
に
優
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
ら

う
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
」（
文
部
省1942:256f

）。

「
日
本
大
學
教
授
兼
學
監
」
飯
塚
友
一
郎
は
、
芸
術
の
価
値
が
文
化
全
体
の
な

か
の
位
置
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
の
一
般
論
、
演
劇
の
統
計
的
把
握
の
限
界
な
ど
に

ふ
れ
た
う
え
で
、
日
本
文
化
の
特
性
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
わ

が
國
の
ご
と
く
国
體
觀
念
が
明
確
で
あ
り
、
す
べ
て
の
文
化
が
唯
一
絶
對
の
皇
道

文
化
に
結
合
し
歸
一
す
べ
き
こ
と
が
歷
史
的
に
會
得
さ
れ
て
ゐ
る
國
柄
に
お
き
ま

し
て
、
は
じ
め
て
正
々
堂
々
た
る
演
劇
政
策
が
可
能
な
の
で
あ
り
ま
す）
15
（

」（
文
部
省

1943:132

）。

「
東
洋
大
學
教
授
」
若
月
保
治
は
、「
江
戸
初
期
の
淨
瑠
璃
」
を
論
じ
て
い
る
が
、

公
平
浄
瑠
璃
に
つ
い
て
、「
皇
室
の
神
聖
を
高
唱
し
た
り
、
神
國
の
意
義
を
明
ら
か

に
し
、
国
體
の
明
徴
を
叫
ん
だ
り
、
或
ひ
は
三
種
の
神
器
の
威
力
を
絶
唱
し
た
り

﹇
中
略
﹈
日
本
精
神
の
昂
揚
に
つ
と
め
た
も
の
が
、
半
数
に
も
及
ん
で
ゐ
る
の
で
あ

り
ま
す
」
と
、
日
本
精
神
昂
揚
に
果
し
た
浄
瑠
璃
の
役
割
を
強
調
し
て
い
る
（
文
部

省1944:79

）。

「
國
民
精
神
文
化
研
究
所
囑
託
・
東
京
高
等
學
校
教
授
」
岸
邊
成
雄
は
、
唐
代
・

東
洋
音
楽
の
研
究
者
で
、「
東
西
音
樂
の
交
流
」
に
つ
い
て
発
表
し
て
い
る
。「
日
本

を
中
心
と
し
て
世
界
的
な
東
亞
音
樂
を
作
り
、
こ
れ
を
東
亞
に
光
被
せ
し
め
る
﹇
中

略
﹈
こ
れ
こ
そ
歷
史
的
な
必
然
に
副
つ
た
行
き
方
で
あ
る
こ
と
を
歷
史
の
立
場
か

ら
斷
言
出
來
る
と
思
ひ
ま
す
」
と
、
肩
書
き
に
ふ
さ
わ
し
い
発
言
を
し
て
い
る
（
同

上:31

）。

岸
邊
が
「
國
民
精
神
文
化
研
究
所
囑
託
」
と
な
っ
た
経
緯
は
不
明
だ
が
、
と
に
か

く
、
こ
れ
ほ
ど
あ
か
ら
さ
ま
な
時
局
迎
合
の
発
言
は
、
神
社
音
楽
（
邦
楽
）
以
外
の

音
楽
の
研
究
者
と
し
て
は
、
む
し
ろ
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
多
く
は
専
門
的
議
論
、

つ
い
で
目
立
つ
の
は
、
続
い
て
み
る
よ
う
に
、
和
洋
バ
ラ
ン
ス
型
、
あ
る
い
は
洋
楽

防
衛
型
で
あ
る
。

3
ー
2
ー
3
．
バ
ラ
ン
ス
型
あ
る
い
は
洋
楽
防
衛
型

「
東
京
美
術
學
校
教
授
」
多
賀
谷
健
吉
は
、
絵
画
教
育
の
方
法
に
つ
い
て
論
じ
、

次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
「
日
本
精
神
に
則
る
圖
畫
教
育
と
し
て
は
宜
し
く
西
洋
畫
の
技
法
を
斥
け
て
、

日
本
畫
の
技
法
を
採
用
し
ろ
、
斯
う
云
ふ
意
見
を
折
々
耳
に
致
す
の
で
あ
り
ま

す
が
﹇
中
略
﹈
仮
令
外
來
の
技
法
、
外
來
の
教
授
法
と
雖
も
苟
も
我
が
國
情
に

適
す
る
も
の
は
廣
く
之
を
採
用
し
咀
嚼
し
消
化
し
て
我
が
血
と
し
肉
と
す
べ
き

で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
」（
文
部
省1940:51

）

多
賀
谷
は
、
西
洋
の
方
法
の
さ
ら
な
る
積
極
的
採
用
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
日
本
画
の
技
法
に
挿
げ
替
え
ろ
と
の
主
張
に
対
し
て
、
洋
画
の
技
法
を
防
衛
し

よ
う
と
し
て
い
る
。「
國
體
・
日
本
精
神
ノ
本
義
ニ
基
」
く
教
学
刷
新
を
趣
旨
と
す
る

日
本
諸
学
振
興
委
員
会
の
周
辺
は
も
ち
ろ
ん
、
世
間
一
般
に
も
み
ら
れ
た
「
西
洋
畫

の
技
法
を
斥
け
」
よ
、
と
い
う
よ
う
な
論
調
を
、
多
賀
谷
は
牽
制
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。

「
東
京
帝
國
大
學
名
誉
教
授
・
文
學
博
士
」
瀧
精
一
は
、
日
本
美
術
の
特
性
に
つ

い
て
の
発
表
だ
が
、
日
本
美
術
以
外
、
と
く
に
西
洋
美
術
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

（11）

邦楽／洋楽をめぐる言説の連続と断絶 ―吉川英士の戦中／戦後―

　
「
他
の
國
の
美
術
殊
に
西
洋
の
美
術
の
如
き
に
於
き
ま
し
て
も
、
精
神
的
の

も
の
が
な
い
譯
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
」（
同
上:289

）

　
「
微
細
な
も
の
、
佗
し
い
渋
い
趣
味
の
も
の
は
、
一
方
の
雄
大
壮
麗
な
る
も

の
ゝ
の
半
面
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
つ
て
、
雄
大
な
る
も
の
と
微
妙
な
る
も

の
と
の
両
方
面
の
存
在
す
る
こ
と
が
、
日
本
美
術
の
本
質
」（
同
上:299

）

「
西
洋
の
美
術
」
に
は
「
精
神
的
の
も
の
」
が
な
い
・
乏
し
い
、
と
い
う
よ
う
な

偏
見
を
意
識
し
、
そ
れ
を
批
判
し
つ
つ
、
他
国
や
西
洋
の
美
術
の
な
か
に
も
、
精
神

的
と
は
い
え
な
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
精
神
的
の
も
の
も
あ
る
の
と
同
様
に
、
日
本
の

美
術
も
、
決
し
て
単
純
化
し
え
ぬ
多
面
性
が
あ
る
こ
と
を
瀧
は
指
摘
し
て
い
る
。
西

洋
に
精
神
は
な
く
物
質
的
で
あ
る
と
い
う
俗
論
や
、
後
で
見
る
田
邊
の
安
直
な
主
張 

― 

日
本
に
愉
快
な
踊
り
は
な
い
等 

― 

と
は
対
照
的
な
、
冷
静
な
筆
運
び
で
あ
る）
16
（

。

「
東
京
帝
國
大
學
助
教
授
・
東
京
音
樂
學
校
講
師
・
醫
學
博
士
」
颯
田
琴
次
は
、「
音

聲
學
よ
り
見
た
る
邦
樂
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
日
本
と
西
洋
の
発
声
法
の
違
い
等
を

説
明
し
て
い
る
。
基
本
的
に
は
、
専
門
テ
ー
マ
追
求
型
だ
が
、
結
論
近
く
の
次
の
一

節
が
注
目
に
値
す
る
。

　
「
唯
槪
念
的
に
ど
ち
ら
を
貶
し
、
ど
ち
ら
を
褒
め
る
と
云
ふ
こ
と
は
科
學
者

の
立
場
か
ら
は
一
槪
に
は
云
へ
な
い
問
題
で
あ
り
ま
す
」（
同
上:62

）

科
学
の
没
価
値
性
、
あ
る
い
は
価
値
評
価
に
対
す
る
科
学
者
の
禁
欲
、
と
い
う
一

般
論
（
原
則
）
を
た
だ
確
認
し
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
か
ろ
う
。
す

で
に
み
た
多
賀
谷
の
場
合
と
同
様
、
西
洋
を
貶
し
、
日
本
を
褒
め
る
と
い
う
周
囲
の

期
待
・
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
意
識
し
、
そ
れ
に
対
し
て
牽
制
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
東
京
音
樂
學
校
教
授
」
下
總
覺
は
冒
頭
、「
他
の
い
か
な
る
外
國
語
よ
り
も
最
も

美
し
い
言
葉
で
あ
る
と
信
じ
て
居
り
ま
す
」
と
、
日
本
語
へ
の
愛
情
・
信
仰
告
白
を

し
て
い
る
が
、実
質
的
に
は
、日
本
語
と
音
楽
・
旋
律
等
の
相
関
を
冷
静
に
論
じ
、「
日

本
の
言
葉
と
共
に
存
す
る
と
こ
ろ
の
日
本
の
音
樂
だ
け
を
そ
の
ま
ま
續
け
、
そ
し
て

外
來
の
音
樂
は
全
部
排
撃
す
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
考
え
て
ゐ
る
も
の
で
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
」
と
付
言
し
て
い
る
（
文
部
省1943:39,48

）。

「
排
撃
」
を
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
こ
と
さ
ら
言
う
こ
と
は
、
排
撃
を
主

張
す
る
声
が
当
時
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
下
總
の
ス
タ
ン
ス
が
、
そ
う
し

た
極
論
に
対
し
て
一
線
を
引
く
こ
と
に
あ
っ
た
の
か
、「
外
來
の
音
樂
」
の
た
め
の
よ

り
積
極
的
な
弁
明
な
の
か
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。

さ
て
、
颯
多
と
下
總
は
、
そ
れ
ぞ
れ
講
師
お
よ
び
教
授
と
し
て
東
京
音
楽
学
校
の

関
係
者
だ
が
、
旗
幟
鮮
明
に
東
京
音
楽
学
校
の
理
念
を
代
表
し
つ
つ
、
洋
楽
防
衛
を

試
み
た
発
表
も
あ
っ
た
。
節
を
か
え
、
ま
と
め
て
検
討
し
て
み
る
。

3
ー
2
ー
4
． 

東
京
音
楽
学
校
の
弁
明

「
東
京
音
樂
學
校
教
授
・
東
京
帝
國
大
學
文
學
部
講
師
」
遠
藤
宏
は
、
ま
さ
に
そ

の
肩
書
き
に
忠
実
に
、
洋
楽
の
弁
明
を
試
み
て
い
る
。
一
九
三
六
年
、
邦
楽
が
、
東

京
音
楽
学
校
の
本
科
相
当
の
扱
い
と
な
る
な
ど
、満
州
事
変
以
後
の
国
民
的
覚
醒
は
、

音
楽
学
校
内
部
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
変
え
つ
つ
あ
っ
た
が
、
す
で
に
み
た
笹
川
の

よ
う
に
、
さ
ら
な
る
邦
楽
拡
充
の
要
求
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
（3- 2- 1

）。
た

ん
に
洋
楽
／
邦
楽
の
比
重
変
更
の
要
求
で
は
な
く
、
洋
楽
排
除
の
声
さ
え
あ
っ
た
ら

し
い）
17
（

。
　
「
最
近
方
々
で
西
洋
音
樂
が
全
く
い
け
な
い
や
う
な
こ
と
が
言
は
れ
る
こ
と
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を
度
々
き
ゝ
ま
す
﹇
中
略
﹈
小
學
校
で
唱
歌
が
歌
は
れ
る
や
う
に
な
り
ま
し
て

か
ら
約
六
十
年
、
そ
れ
が
す
で
に
西
洋
の
音
樂
で
も
な
く
、
日
本
在
來
の
歌
で

も
な
く
、全
く
日
本
人
の
唱
歌
と
な
り
切
つ
て
し
ま
つ
て
居
る
に
か
ゝ
は
ら
ず
、

あ
れ
は
西
洋
臭
い
か
ら
止
め
て
詩
吟
を
吟
は
し
た
ら
宜
か
ら
う
と
云
ふ
話
が
出

た
り
、
或
は
謡
曲
を
謡
は
し
た
ら
宜
か
ら
う
と
云
ふ
や
う
な
案
も
あ
る
と
聞
い

て
居
り
ま
す
」（
文
部
省1940:64

）

唱
歌
は
「
西
洋
音
樂
で
も
な
く
、
日
本
在
來
の
歌
で
も
な
く
、
全
く
日
本
人
の
唱

歌
と
な
り
切
つ
て
」
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、「
和
洋
折
衷
」
を
通
し
て
の
国

楽
創
成
と
い
う
音
楽
取
締
掛
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
ひ
い
て
は
そ
の
衣
鉢
を
継
ぐ
東

京
音
楽
学
校
の
試
み
が
、
成
果
を
あ
げ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
、
と
遠
藤

は
言
う
。

　
「
洋
樂
が
我
が
國
に
移
入
さ
れ
て
七
十
年
も
た
ゝ
な
い
今
日
、
既
に
日
本
化

さ
れ
、同
化
さ
れ
、新
し
い
國
樂
が
起
こ
り
つ
ゝ
あ
る
と
思
ひ
ま
す
」（
同
上:73

）

唱
歌
を
、
た
と
え
ば
《
愛
國
行
進
曲
》《
愛
馬
行
進
曲
》《
海
行
か
ば
》
な
ど
を
、
た

ん
に
洋
楽
で
も
邦
楽
で
も
な
い
「
新
し
い
國
樂
」
あ
る
い
は
そ
の
先
ぶ
れ
と
み
な
せ

る
の
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
か
。
そ
も
そ
も
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き

た
か
に
つ
い
て
は
、
時
間
の
都
合
を
名
目
に
、
詳
細
な
説
明
は
与
え
ら
れ
な
い
が
、

と
に
か
く
、
す
で
に
西
洋
音
楽
を
摂
取
し
、
日
本
ら
し
い
国
楽
を
創
出
す
る
と
い
う

「
立
派
な
成
績
」
を
収
め
て
き
て
い
る
、
と
の
実
績
に
よ
っ
て
、
洋
楽
排
撃
の
極
論

を
牽
制
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る）
18
（

。

「
東
京
音
樂
學
校
教
授
」
澤
崎
定
之
の
「
唱
歌
教
育
に
就
い
て
」
は
、
遠
藤
の
場

合
と
同
様
、
伊
澤
修
二
の
確
立
し
た
原
則
・
伝
統
を
ま
ず
確
認
し
た
う
え
で
、「
我

が
教
育
音
樂
に
確
固
た
る
礎
石
を
打
樹
て
た
」
と
、
そ
の
成
果
を
強
調
し
、
理
論
・

実
践
の
具
体
的
な
取
り
組
み
を
紹
介
し
て
い
る
（
文
部
省1942:133

）。
ま
た
、
唱

歌
に
付
さ
れ
た
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
う
ち
、
外
来
の
も
の
に
つ
い
て
は
、「
何
れ
も
そ
の

曲
調
が
我
が
國
民
性
に
合
致
し
且
つ
高
尙
優
雅
な
も
の
ば
か
り
で
あ
つ
た
」
と
い
う

（
同
上:140

）。
伊
澤
修
二
、
信
時
潔
ら
、
邦
人
の
作
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
は
、
西

洋
音
楽
の
長
音
階
・
短
音
階
に
よ
る
面
を
も
ち
つ
つ
も
、同
時
に
「
日
本
的
」
で
あ
る
、

と
指
摘
し
て
い
る
（
同
上:141

）。

「
皇
國
民
鍊
成
」
の
た
め
の
音
楽
・
唱
歌
教
育
と
い
う
要
請
に
対
し
て
、
遠
藤
よ

り
は
、
か
な
り
す
り
よ
っ
た
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
基
本
は
遠
藤
の
路
線

の
踏
襲
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

「
東
京
音
樂
學
校
教
授
」
城
多
又
兵
衛
の
「
日
本
語
唱
歌
の
發
聲
・
發
音
に
つ
い

て
」
は
、
す
で
に
み
た
颯
多
と
同
様
、
日
本
人
の
発
声
法
・
発
音
の
探
求
で
あ
る
。

た
だ
し
、
最
後
に
唐
突
に
ふ
れ
ら
れ
る
、
東
亜
の
声
の
親
近
性
に
つ
い
て
の
指
摘
は
、

颯
多
に
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
、
大
東
亜
共
栄
圏
思
想
の
反
響
だ
ろ
う
か
（
文
部
省

1944:42

）
19
（

）。

と
は
い
え
、
西
洋
に
対
し
て
日
本
の
、
さ
ら
に
東
亜
の
発
声
法
を
た
ん
に
褒
め
る
、

と
い
う
構
図
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
明
治
以
來
我
が
國
に
於
い
て
は
、
西

洋
の
音
樂
を
盛
ん
に
採
り
入
れ
て
そ
の
長
所
を
十
分
に
咀
嚼
し
つ
ゝ
あ
る
」
と
、
一

定
の
成
果
を
確
認
し
て
い
る
し
、「
我
が
國
の
聲
樂
と
い
ふ
も
の
は
西
洋
の
長
も
採

り
、
又
祖
先
の
作
つ
て
呉
れ
た
い
ろ
ゝ
な
流
派
の
特
長
も
採
り
、
或
ひ
は
我
々
の
感

覚
に
愬
へ
て
、
立
派
な
發
聲
法
を
作
つ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る

（
同
上:41f

）。
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を
度
々
き
ゝ
ま
す
﹇
中
略
﹈
小
學
校
で
唱
歌
が
歌
は
れ
る
や
う
に
な
り
ま
し
て

か
ら
約
六
十
年
、
そ
れ
が
す
で
に
西
洋
の
音
樂
で
も
な
く
、
日
本
在
來
の
歌
で

も
な
く
、全
く
日
本
人
の
唱
歌
と
な
り
切
つ
て
し
ま
つ
て
居
る
に
か
ゝ
は
ら
ず
、

あ
れ
は
西
洋
臭
い
か
ら
止
め
て
詩
吟
を
吟
は
し
た
ら
宜
か
ら
う
と
云
ふ
話
が
出

た
り
、
或
は
謡
曲
を
謡
は
し
た
ら
宜
か
ら
う
と
云
ふ
や
う
な
案
も
あ
る
と
聞
い

て
居
り
ま
す
」（
文
部
省1940:64

）

唱
歌
は
「
西
洋
音
樂
で
も
な
く
、
日
本
在
來
の
歌
で
も
な
く
、
全
く
日
本
人
の
唱

歌
と
な
り
切
つ
て
」
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、「
和
洋
折
衷
」
を
通
し
て
の
国

楽
創
成
と
い
う
音
楽
取
締
掛
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
ひ
い
て
は
そ
の
衣
鉢
を
継
ぐ
東

京
音
楽
学
校
の
試
み
が
、
成
果
を
あ
げ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
、
と
遠
藤

は
言
う
。

　
「
洋
樂
が
我
が
國
に
移
入
さ
れ
て
七
十
年
も
た
ゝ
な
い
今
日
、
既
に
日
本
化

さ
れ
、同
化
さ
れ
、新
し
い
國
樂
が
起
こ
り
つ
ゝ
あ
る
と
思
ひ
ま
す
」（
同
上:73

）

唱
歌
を
、
た
と
え
ば
《
愛
國
行
進
曲
》《
愛
馬
行
進
曲
》《
海
行
か
ば
》
な
ど
を
、
た

ん
に
洋
楽
で
も
邦
楽
で
も
な
い
「
新
し
い
國
樂
」
あ
る
い
は
そ
の
先
ぶ
れ
と
み
な
せ

る
の
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
か
。
そ
も
そ
も
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き

た
か
に
つ
い
て
は
、
時
間
の
都
合
を
名
目
に
、
詳
細
な
説
明
は
与
え
ら
れ
な
い
が
、

と
に
か
く
、
す
で
に
西
洋
音
楽
を
摂
取
し
、
日
本
ら
し
い
国
楽
を
創
出
す
る
と
い
う

「
立
派
な
成
績
」
を
収
め
て
き
て
い
る
、
と
の
実
績
に
よ
っ
て
、
洋
楽
排
撃
の
極
論

を
牽
制
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る）
18
（

。

「
東
京
音
樂
學
校
教
授
」
澤
崎
定
之
の
「
唱
歌
教
育
に
就
い
て
」
は
、
遠
藤
の
場

合
と
同
様
、
伊
澤
修
二
の
確
立
し
た
原
則
・
伝
統
を
ま
ず
確
認
し
た
う
え
で
、「
我

が
教
育
音
樂
に
確
固
た
る
礎
石
を
打
樹
て
た
」
と
、
そ
の
成
果
を
強
調
し
、
理
論
・

実
践
の
具
体
的
な
取
り
組
み
を
紹
介
し
て
い
る
（
文
部
省1942:133

）。
ま
た
、
唱

歌
に
付
さ
れ
た
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
う
ち
、
外
来
の
も
の
に
つ
い
て
は
、「
何
れ
も
そ
の

曲
調
が
我
が
國
民
性
に
合
致
し
且
つ
高
尙
優
雅
な
も
の
ば
か
り
で
あ
つ
た
」
と
い
う

（
同
上:140

）。
伊
澤
修
二
、
信
時
潔
ら
、
邦
人
の
作
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
は
、
西

洋
音
楽
の
長
音
階
・
短
音
階
に
よ
る
面
を
も
ち
つ
つ
も
、同
時
に
「
日
本
的
」
で
あ
る
、

と
指
摘
し
て
い
る
（
同
上:141

）。

「
皇
國
民
鍊
成
」
の
た
め
の
音
楽
・
唱
歌
教
育
と
い
う
要
請
に
対
し
て
、
遠
藤
よ

り
は
、
か
な
り
す
り
よ
っ
た
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
基
本
は
遠
藤
の
路
線

の
踏
襲
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

「
東
京
音
樂
學
校
教
授
」
城
多
又
兵
衛
の
「
日
本
語
唱
歌
の
發
聲
・
發
音
に
つ
い

て
」
は
、
す
で
に
み
た
颯
多
と
同
様
、
日
本
人
の
発
声
法
・
発
音
の
探
求
で
あ
る
。

た
だ
し
、
最
後
に
唐
突
に
ふ
れ
ら
れ
る
、
東
亜
の
声
の
親
近
性
に
つ
い
て
の
指
摘
は
、

颯
多
に
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
、
大
東
亜
共
栄
圏
思
想
の
反
響
だ
ろ
う
か
（
文
部
省

1944:42

）
19
（

）。

と
は
い
え
、
西
洋
に
対
し
て
日
本
の
、
さ
ら
に
東
亜
の
発
声
法
を
た
ん
に
褒
め
る
、

と
い
う
構
図
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
明
治
以
來
我
が
國
に
於
い
て
は
、
西

洋
の
音
樂
を
盛
ん
に
採
り
入
れ
て
そ
の
長
所
を
十
分
に
咀
嚼
し
つ
ゝ
あ
る
」
と
、
一

定
の
成
果
を
確
認
し
て
い
る
し
、「
我
が
國
の
聲
樂
と
い
ふ
も
の
は
西
洋
の
長
も
採

り
、
又
祖
先
の
作
つ
て
呉
れ
た
い
ろ
ゝ
な
流
派
の
特
長
も
採
り
、
或
ひ
は
我
々
の
感

覚
に
愬
へ
て
、
立
派
な
發
聲
法
を
作
つ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る

（
同
上:41f

）。

（13）

邦楽／洋楽をめぐる言説の連続と断絶 ―吉川英士の戦中／戦後―

４
．『
日
本
音
樂
の
性
格
』
の
周
縁
あ
る
い
は
先
達

以
上
、
芸
術
学
会
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
で
あ
る
美
学
・
美
術
史
の
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
は
、「
國
體
・
日
本
精
神
ノ
本
義
ニ
基
」
く
と
の
題
目
を
た
だ
復
唱
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
音
楽
学
校
に
お
い
て
す
で
に
長
い
教
授
の
実
績
を
も

つ
洋
楽
担
当
教
員
た
ち
も
同
様
だ
っ
た
。

対
し
て
、
演
劇
、
な
か
で
も
歴
史
が
浅
く
、
卑
俗
と
み
ら
れ
が
ち
で
、
よ
う
や
く

古
典
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
歌
舞
伎
と
、
東
京
音
楽
学
校
で
の
邦
楽
科
設
置

な
ど
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
内
の
地
歩
を
築
き
は
じ
め
た
邦
楽 

― 

こ
の
二
つ
の
分
野
に
、

迎
合
的
・
便
乗
的
な
発
言
が
出
や
す
い
条
件
が
あ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

吉
川
の
著
作
『
日
本
音
樂
の
性
格
』
に
言
葉
を
寄
せ
た
河
竹
と
田
邊
と
は
、
奇
し

く
も
、
ま
さ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
利
益
代
表
者
と
し
て
、「
積
極
的
に
日
本
諸
学

振
興
委
員
会
芸
術
学
会
に
寄
与
し
て
、
そ
の
地
位
を
得
よ
う
と
す
る
動
き
」
の
最
前

線
に
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
駒
込2011:585
）。

４
ー
１
． 

河
竹
繁
俊
「
歌
舞
伎
劇
に
關
す
る
一
考
察
」

吉
川
の
『
日
本
音
樂
の
性
格
』
に
、「
昭
和
十
九
年
」
付
け
の
「
は
し
が
き
」
を
寄
せ

た
河
竹
は
、
第
一
回
芸
術
学
会
で
は
発
表
、
第
四
回
学
会
で
は
講
演
を
行
い
、
吉
川

の
発
表
も
聴
い
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
縁
が
、「
は
し
が
き
」
に
む
す
び
つ
い
た
の
か

も
し
れ
な
い）
20
（

。

第
一
回
芸
術
学
会
で
の
「
歌
舞
伎
劇
に
關
す
る
一
考
察
」
に
お
い
て
は
、
日
本
の

演
劇
を
、
国
体
と
同
様
の
、「
連
綿
と
し
て
絶
え
ざ
る
一
系
統
」
と
し
、「
世
界
無
比
」

と
す
る
。
外
国
と
の
交
渉
も
保
ち
、
摂
取
し
て
い
る
が
、「
大
部
分
は
我
が
國
民
性
、

其
の
時
代
の
文
化
」
に
即
し
て
「
翻
案
」「
改
造
」「
適
用
」「
日
本
精
神
化
」
さ
れ
て
き

た
と
い
う
の
で
あ
る
（
文
部
省1940:165f

）。

日
本
演
劇
史
と
し
て
概
観
さ
れ
る
の
は
、
舞
楽
、
能
楽
、
人
形
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎

へ
の
発
展
で
、
歌
舞
伎
が
「
是
等
の
演
劇
藝
術
の
最
後
の
集
大
成
」
と
さ
れ
る
。
か

つ
、
歌
舞
伎
と
人
形
浄
瑠
璃
は 

― 

す
で
に
若
月
保
治
の
主
張
と
し
て
も
み
た
が
（3-

2- 2

） 

― 

日
本
精
神
の
樹
立
に
も
寄
与
し
た
と
い
う
（
同
上:171

）。

　
「
江
戸
時
代
を
思
想
的
に
發
達
の
極
致
と
す
る
の
は
無
論
危
険
で
ご
ざ
い
ま

せ
う
け
れ
ど
も
、
兎
に
角
日
本
精
神
な
る
も
の
を
打
立
て
る
の
に
淨
瑠
璃
や
歌

舞
伎
が
興
つ
て
力
が
あ
つ
た
」（
同
上:172

）

第
四
回
芸
術
学
会
の
講
演
は
、「
所
謂
大
東
亞
共
栄
圏
の
新
文
化
建
設
の
爲
に
何

等
か
の
御
参
考
に
な
り
ま
す
な
ら
ば
」
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
は

淡
々
と
し
た
学
術
的
解
説
で
あ
る
（
河
竹1943:49

）。

『
日
本
音
樂
の
性
格
』
に
よ
せ
た
「
は
し
が
き
」
に
お
い
て
も
、
吉
川
の
著
書
内

容
や
芸
術
学
会
で
の
発
表
の
紹
介
・
評
価
だ
け
で
、
時
局
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
は
な
い
。

４
ー
２
． 

田
邊
尙
雄
「
日
本
音
樂
の
本
質
」

「
國
學
院
大
學
教
授
・
東
京
帝
國
大
學
文
學
部
講
師
・
東
京
音
樂
學
校
講
師
」
田

邊
尙
雄
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
吉
川
の
日
本
音
楽
研
究
上
の
師
匠
に
あ
た
る
。

田
邊
は
、
日
本
音
楽
の
特
長
を
三
つ
あ
げ
る
。

第
一
に
、「
日
本
は
世
界
各
國
の
文
化
を
悉
く
取
入
れ
て
居
り
ま
す
」
と
し
、尺
八
、

笙
、
そ
し
て
三
味
線
等
の
例
を
説
明
し
て
い
る
。

　
「
日
本
の
三
味
線
は
そ
う
云
ふ
外
國
の
も
の
を
取
入
れ
て
、
し
か
も
其
の
本

國
よ
り
も
遥
か
に
發
達
し
た
所
謂
精
神
的
扱
ひ
方
に
な
つ
て
居
り
ま
す
」（
同

上:303
）。
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楽
器
そ
の
他
、
外
国
か
ら
到
来
し
た
も
の
が
、
そ
の
ふ
き
だ
ま
り
、
最
終
地
点
に

お
い
て
、
優
れ
た
洗
練
・
完
成
を
み
る
、
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
る）
21
（

。
し
か
も
、
瀧

が
牽
制
し
て
い
た
よ
う
な
、
日
本
＝
精
神
的
と
い
う
ク
リ
シ
ェ
に
、
丸
乗
り
し
て
し

ま
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　
「
日
本
の
雅
樂
は
支
那
か
ら
來
た
と
云
ふ
風
に
考
へ
ら
れ
ま
す
が
、
日
本
の

雅
樂
の
中
に
は
支
那
の
唐
代
の
作
曲
そ
の
ま
ゝ
の
も
の
は
一
つ
も
ご
ざ
い
ま
せ

ぬ
。
全
部
日
本
化
し
て
居
り
ま
す
。
太
平
樂
、
萬
歳
樂
な
ど
、
全
部
日
本
化
し

て
居
り
ま
す
。
そ
れ
程
に
日
本
の
音
樂
は
發
達
し
て
居
る
」（
同
上:305

）

雅
楽
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
日
本
化
す
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
日

本
化
さ
れ
た
音
楽
の
特
徴
と
し
て
、
田
邊
は
、
導
音
の
使
用
を
あ
げ
て
い
る
。「
世

界
で
立
派
な
導
音
を
持
つ
て
居
る
の
は
、
西
で
は
西
洋
、
東
で
は
日
本
」
で
あ
る
。

他
方
、
支
那
の
音
楽
に
は
導
音
は
な
い
し
、
イ
ン
ド
の
音
楽
に
も
正
確
な
導
音
は
な

い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

田
邊
は
、
西
洋
と
同
等
で
も
満
足
で
き
な
い
よ
う
で
、
導
音
の
事
例
か
ら
さ
ら
に

増
長
す
る
。

　
「
恐
ら
く
世
界
に
於
て
一
番
古
く
確
立
し
た
音
を
持
つ
て
居
た
の
は
、
日
本

の
平
安
朝
時
代
で
あ
り
ま
せ
う
。
そ
れ
は
催
馬
樂
に
立
派
に
現
は
れ
て
居
り
ま

す
。
斯
う
云
ふ
譯
で
日
本
は
世
界
各
國
の
文
化
を
取
入
れ
て
、
而
も
日
本
が
従

來
一
番
最
高
に
進
歩
し
て
居
つ
た
」（
同
上:306

）

移
入
し
た
「
支
那
の
音
樂
」を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
、導
音
を
含
む
「
日
本
の
音
階
」

を
い
ち
早
く
確
立
さ
せ
た
よ
う
に
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
も
日
本
は
最
高
の
進
歩

を
さ
せ
て
き
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

第
二
の
特
色
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
日
本
の
音
楽
が
、「
全
く
精
神
的
で
、

魂
の
表
現
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
た
ん
に
授
業
料
で
教
え
ら
れ
る
技
術
で
は
な
く
、

家
元
制
度
や
「
内
弟
子
」
の
よ
う
な
仕
方
で
教
授
・
継
承
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
魂

の
藝
術
、人
格
の
藝
術
」
は
、日
本
人
が
、ミ
ズ
モ
の
よ
う
な
個
人
主
義
で
な
く
、「
高

等
な
動
物
」
と
し
て
、
一
つ
の
社
会
、
国
家
を
作
っ
て
い
る
こ
と
と
か
か
わ
る
。
芸

術
の
形
態
も
、
細
分
化
で
は
な
く
、
長
唄
や
歌
舞
伎
の
よ
う
に
、
つ
と
に
そ
の
先
の

総
合
芸
術
の
域
に
達
し
て
い
る
。「
西
洋
で
も
ワ
グ
ネ
ル
の
﹇
中
略
﹈
曲
が
出
來
て
、

初
め
て
綜
合
藝
術
の
貴
さ
を
知
る
や
う
に
な
つ
て
居
り
ま
す
。
日
本
で
は
そ
れ
を
数

百
年
の
昔
か
ら
や
つ
て
居
り
ま
す
」
と
い
う
の
で
あ
る
（
同
上:308

）。

第
三
の
特
色
は
、
そ
の
楽
想
が
、
イ
ン
ド
の
厭
世
的
思
想
で
も
な
く
、
支
那
儒
教

の
現
世
志
向
で
も
な
く
、「
そ
れ
等
全
部
綜
合
さ
れ
て
居
る
」
よ
う
な
、
総
括
的
な
性

格
を
も
つ
こ
と
で
、
こ
れ
は
具
体
的
に
は
「
近
代
の
武
士
道
」
で
あ
る
、
と
い
う
。

　
「
日
本
の
武
士
道
と
云
ふ
も
の
は
日
本
最
高
の
思
想
だ
と
私
は
考
へ
ま
す
」

（
同
上:308

）

盧
溝
橋
事
件
以
後
の
動
向
に
つ
い
て
、
武
士
道
の
謙
譲
の
徳
が
仇
と
な
っ
て
、
支

那
の
傲
慢
や
ア
メ
リ
カ
の
誤
解
を
ま
ね
い
た
、
と
い
う
よ
う
な
田
邊
の
説
明
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、興
味
深
い
の
は
、「
精
神
を
鎮
め
て
落
ち
着
か
せ
る
や
う
な
も
の
」
が
、

武
士
道
の
謙
譲
の
徳
に
基
づ
く
日
本
の
「
樂
想
」
で
あ
る
、
と
の
主
張
で
あ
る
。
対

し
て
、
聴
い
て
い
る
だ
け
で
踊
り
だ
し
た
く
な
る
よ
う
な
「
か
っ
ぽ
れ
」
が
反
証
の

よ
う
に
み
え
る
が
、「
か
っ
ぽ
れ
」
は
そ
も
そ
も
イ
タ
リ
ア
由
来
で
、「
音
階
か
ら
し

て
も
作
曲
か
ら
し
て
も
日
本
の
も
の
で
な
い
」
と
断
定
さ
れ
る
（
同
上:311

）。

語
源
に
つ
い
て
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
と
す
る
説
も
あ
る
よ
う
だ
が
、「
音
階
」「
作
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楽
器
そ
の
他
、
外
国
か
ら
到
来
し
た
も
の
が
、
そ
の
ふ
き
だ
ま
り
、
最
終
地
点
に

お
い
て
、
優
れ
た
洗
練
・
完
成
を
み
る
、
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
る）
21
（

。
し
か
も
、
瀧

が
牽
制
し
て
い
た
よ
う
な
、
日
本
＝
精
神
的
と
い
う
ク
リ
シ
ェ
に
、
丸
乗
り
し
て
し

ま
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　
「
日
本
の
雅
樂
は
支
那
か
ら
來
た
と
云
ふ
風
に
考
へ
ら
れ
ま
す
が
、
日
本
の

雅
樂
の
中
に
は
支
那
の
唐
代
の
作
曲
そ
の
ま
ゝ
の
も
の
は
一
つ
も
ご
ざ
い
ま
せ

ぬ
。
全
部
日
本
化
し
て
居
り
ま
す
。
太
平
樂
、
萬
歳
樂
な
ど
、
全
部
日
本
化
し

て
居
り
ま
す
。
そ
れ
程
に
日
本
の
音
樂
は
發
達
し
て
居
る
」（
同
上:305

）

雅
楽
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
日
本
化
す
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
日

本
化
さ
れ
た
音
楽
の
特
徴
と
し
て
、
田
邊
は
、
導
音
の
使
用
を
あ
げ
て
い
る
。「
世

界
で
立
派
な
導
音
を
持
つ
て
居
る
の
は
、
西
で
は
西
洋
、
東
で
は
日
本
」
で
あ
る
。

他
方
、
支
那
の
音
楽
に
は
導
音
は
な
い
し
、
イ
ン
ド
の
音
楽
に
も
正
確
な
導
音
は
な

い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

田
邊
は
、
西
洋
と
同
等
で
も
満
足
で
き
な
い
よ
う
で
、
導
音
の
事
例
か
ら
さ
ら
に

増
長
す
る
。

　
「
恐
ら
く
世
界
に
於
て
一
番
古
く
確
立
し
た
音
を
持
つ
て
居
た
の
は
、
日
本

の
平
安
朝
時
代
で
あ
り
ま
せ
う
。
そ
れ
は
催
馬
樂
に
立
派
に
現
は
れ
て
居
り
ま

す
。
斯
う
云
ふ
譯
で
日
本
は
世
界
各
國
の
文
化
を
取
入
れ
て
、
而
も
日
本
が
従

來
一
番
最
高
に
進
歩
し
て
居
つ
た
」（
同
上:306

）

移
入
し
た
「
支
那
の
音
樂
」を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
、導
音
を
含
む
「
日
本
の
音
階
」

を
い
ち
早
く
確
立
さ
せ
た
よ
う
に
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
も
日
本
は
最
高
の
進
歩

を
さ
せ
て
き
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

第
二
の
特
色
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
日
本
の
音
楽
が
、「
全
く
精
神
的
で
、

魂
の
表
現
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
た
ん
に
授
業
料
で
教
え
ら
れ
る
技
術
で
は
な
く
、

家
元
制
度
や
「
内
弟
子
」
の
よ
う
な
仕
方
で
教
授
・
継
承
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
魂

の
藝
術
、人
格
の
藝
術
」
は
、日
本
人
が
、ミ
ズ
モ
の
よ
う
な
個
人
主
義
で
な
く
、「
高

等
な
動
物
」
と
し
て
、
一
つ
の
社
会
、
国
家
を
作
っ
て
い
る
こ
と
と
か
か
わ
る
。
芸

術
の
形
態
も
、
細
分
化
で
は
な
く
、
長
唄
や
歌
舞
伎
の
よ
う
に
、
つ
と
に
そ
の
先
の

総
合
芸
術
の
域
に
達
し
て
い
る
。「
西
洋
で
も
ワ
グ
ネ
ル
の
﹇
中
略
﹈
曲
が
出
來
て
、

初
め
て
綜
合
藝
術
の
貴
さ
を
知
る
や
う
に
な
つ
て
居
り
ま
す
。
日
本
で
は
そ
れ
を
数

百
年
の
昔
か
ら
や
つ
て
居
り
ま
す
」
と
い
う
の
で
あ
る
（
同
上:308

）。

第
三
の
特
色
は
、
そ
の
楽
想
が
、
イ
ン
ド
の
厭
世
的
思
想
で
も
な
く
、
支
那
儒
教

の
現
世
志
向
で
も
な
く
、「
そ
れ
等
全
部
綜
合
さ
れ
て
居
る
」
よ
う
な
、
総
括
的
な
性

格
を
も
つ
こ
と
で
、
こ
れ
は
具
体
的
に
は
「
近
代
の
武
士
道
」
で
あ
る
、
と
い
う
。

　
「
日
本
の
武
士
道
と
云
ふ
も
の
は
日
本
最
高
の
思
想
だ
と
私
は
考
へ
ま
す
」

（
同
上:308

）

盧
溝
橋
事
件
以
後
の
動
向
に
つ
い
て
、
武
士
道
の
謙
譲
の
徳
が
仇
と
な
っ
て
、
支

那
の
傲
慢
や
ア
メ
リ
カ
の
誤
解
を
ま
ね
い
た
、
と
い
う
よ
う
な
田
邊
の
説
明
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、興
味
深
い
の
は
、「
精
神
を
鎮
め
て
落
ち
着
か
せ
る
や
う
な
も
の
」
が
、

武
士
道
の
謙
譲
の
徳
に
基
づ
く
日
本
の
「
樂
想
」
で
あ
る
、
と
の
主
張
で
あ
る
。
対

し
て
、
聴
い
て
い
る
だ
け
で
踊
り
だ
し
た
く
な
る
よ
う
な
「
か
っ
ぽ
れ
」
が
反
証
の

よ
う
に
み
え
る
が
、「
か
っ
ぽ
れ
」
は
そ
も
そ
も
イ
タ
リ
ア
由
来
で
、「
音
階
か
ら
し

て
も
作
曲
か
ら
し
て
も
日
本
の
も
の
で
な
い
」
と
断
定
さ
れ
る
（
同
上:311

）。

語
源
に
つ
い
て
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
と
す
る
説
も
あ
る
よ
う
だ
が
、「
音
階
」「
作

（15）

邦楽／洋楽をめぐる言説の連続と断絶 ―吉川英士の戦中／戦後―

曲
」
と
も
に
日
本
の
も
の
で
は
な
い
と
の
説
は
珍
し
い）
22
（

。「
魂
」
や
「
精
神
」
か
ら
の

説
明
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
り
う
る
か
、
よ
く
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
か
。

西
洋
の
音
楽
・
思
想
・
宗
教
に
も
、
一
定
の
評
価
は
与
え
つ
つ
も
、
最
後
は
日
本

万
歳
と
な
る
。

　
「
昔
の
西
洋
は
中
々
良
い
時
代
も
あ
り
ま
し
た
。
併
し
今
日
の
有
様
で
は
到

底
駄
目
で
す
。
今
度
の
歐
羅
巴
戰
爭
の
や
り
方
な
ど
を
見
て
も
、
あ
れ
で
は
善

を
盡
す
音
樂
が
出
よ
う
筈
が
な
い
。
将
來
本
當
に
立
派
な
音
樂
を
作
り
出
す
も

の
は
結
局
日
本
で
あ
り
ま
す
」（
同
上:318

）

さ
て
、
田
邊
が
吉
川
の
『
日
本
音
樂
の
性
格
』
に
よ
せ
た
「
昭
和
廿
一
年
四
月
」
付

け
の
「
序
」、
つ
ま
り
敗
戦
ま
も
な
い
こ
ろ
の
文
章
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
長

い
が
、
田
邊
に
と
っ
て
の
戦
中
か
ら
戦
後
へ
の
連
続
と
断
絶
を
語
る
内
容
と
し
て
重

要
で
あ
る
。

　
「
此
度
の
太
平
洋
戰
爭
は
不
幸
に
し
て
我
國
の
敗
北
に
終
り
、
斯
く
し
て
我

國
は
永
く
完
全
に
其
武
力
を
失
つ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
爲
に
我
國
が
永
く
世
界

の
最
劣
等
國
の
位
置
に
沈
淪
す
べ
き
で
な
く
、
却
つ
て
我
國
民
の
力
を
其
の
文

化
的
方
面
に
集
中
す
る
こ
と
が
出
來
、
斯
く
て
其
の
文
化
的
方
面
に
於
て
將
來

世
界
に
大
な
る
貢
獻
を
な
し
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
﹇
中
略
﹈
そ
こ
で
此

の
使
命
を
果
た
す
に
は
如
何
に
す
べ
き
か
と
い
ふ
に
、
我
々
日
本
國
民
は
そ
の

永
き
歷
史
が
築
き
上
げ
た
と
こ
ろ
の
日
本
文
化
を
、
従
來
の
封
建
的
、
鎖
國
的

性
質
か
ら
解
放
し
て
世
界
的
、
國
際
的
の
も
の
に
進
歩
發
展
せ
し
め
、
同
時
に

之
を
琢
磨
向
上
せ
し
め
て
、
世
界
的
に
其
光
輝
を
放
た
し
め
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
」（
吉
川1948:3

）

日
本
文
化
を
琢
磨
向
上
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
日
本
文
化
を
知
っ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
日
本
音
楽
に
つ
い
て
日
本
青
年
の
多
く
が
知
ら
な
い
。「
之

を
正
し
く
教
へ
な
か
つ
た
教
育
制
度
の
罪
」
と
は
い
え
、
と
に
か
く
「
正
し
い
國
民

文
化
」
で
は
な
い
、「
變
態
状
態
」
で
あ
る
か
ら
、
吉
川
の
著
作
を
通
し
て
、
日
本
音

楽
の
「
眞
精
神
を
理
解
さ
れ
る
に
至
ら
ん
こ
と
」を
望
む
、と
結
ば
れ
る
（
同
上:4f

）。

さ
て
、
田
邊
か
ら
す
れ
ば
、
満
州
事
変
以
後
の
國
民
的
覚
醒
の
時
期
に
は
か
ろ
う

じ
て
、
日
本
音
楽
を
正
し
く
教
え
る
教
育
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

か
。
田
邊
自
身
の
芸
術
学
会
で
の
講
演
が
、正
し
く
教
え
る
教
育
の
一
例
だ
ろ
う
か
。

日
本
が
一
番
進
歩
さ
せ
て
き
た
式
の
言
い
方
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｏ
に
合
わ
せ
た
リ
ッ
プ

サ
ー
ヴ
ィ
ス
、
邦
楽
の
権
益
拡
大
の
た
め
の
方
便
に
す
ぎ
ぬ
の
か
も
し
れ
な
い
し
、

敗
戦
後
の
題
目
が
、文
化
を
通
し
て
の
平
和
的
国
際
貢
献
に
シ
フ
ト
し
た
と
し
て
も
、

臨
機
応
変
、
大
人
の
対
応
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
、
戦
中
か
ら
戦
後
へ
と
一
貫
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
も
、
見
逃
せ
な

い
。
日
本
の
文
化
、
な
か
で
も
日
本
の
音
楽
文
化
の
精
神
が
、
明
治
こ
の
か
た
、
あ

ま
り
に
も
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
誤
解
さ
れ
て
き
た
、
と
の
意
識
で
あ
る
。
田

邊
は
「
之
を
憂
ひ
て
十
年
一
日
の
如
く
に
そ
の
誤
解
を
叫
ん
で
來
た
」
の
で
あ
っ
て
、

戦
後
も
さ
け
び
続
け
る
（
同
上:4

）。

む
ろ
ん
、
た
ん
に
一
個
人
の
被
害
妄
想
で
は
な
く
、
一
定
の
事
実
に
も
と
づ
く

認
識
と
い
っ
て
よ
い
。
後
年
の
吉
川
の
言
葉
を
引
け
ば
、「
も
と
も
と
日
本
に
は
邦

楽
が
先
に
存
在
し
た
と
こ
ろ
へ
、
あ
と
か
ら
洋
楽
が
入
っ
た
の
で
あ
る
」（
吉
川

1997:288f

）。
し
か
も
、
そ
れ
自
身
の
価
値
や
魅
力
に
よ
っ
て
自
然
に
入
っ
た
と
い

う
よ
り
は
、「
軍
艦
と
鉄
砲
玉
」の
威
力
に
よ
っ
て
入
っ
た
面
が
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、

そ
れ
ら
の
威
力
を
認
め
た
お
上
に
よ
っ
て
、
相
当
政
策
的
な
理
由
で
入
れ
ら
れ
た
こ

と
は
否
定
し
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る）
23
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
い
っ
た
い
な
ぜ
、
日
本
文
化
・
日
本
音
楽
の
精
神
が
顧
み
ら
れ
、
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生
き
延
び
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
課
題
・
問
題
が
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、

弟
子
の
吉
川
に
も
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
、
と
も
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。

４
ー
３
． 

吉
川
英
士
「
三
絃
の
日
本
的
完
成
」

吉
川
自
身
は
、
第
四
回
芸
術
学
会
に
お
い
て
、「
東
京
帝
國
大
學
文
學
部
助
手
」
の

肩
書
き
で
、「
三
絃
の
日
本
的
完
成
」
に
つ
い
て
発
表
し
て
い
る）
24
（

。

す
で
に
み
た
田
邊
の
発
表
で
は
、
日
本
の
三
味
線
の
「
精
神
的
扱
い
方
」
が
指
摘

さ
れ
て
い
た
が
、
吉
川
の
発
表
は
、
或
る
意
味
で
は
、
そ
の
師
説
を
サ
ハ
リ
の
工
夫

に
即
し
て
確
証
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
藝
術
の
な
か
に
も
自
然
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
精
神
が
强
い
爲
に
、
音

樂
に
も
人
爲
的
な
樂
音
だ
け
で
満
足
し
な
い
で
、
自
然
的
な
噪
音
を
取
り
入
れ

た
も
の
で
あ
る
と
私
は
解
釋
し
て
居
り
ま
す
。
さ
う
し
て
こ
の
サ
ハ
リ
の
音
に

よ
つ
て
音
樂
と
い
ふ
聽
覚
の
藝
術
に
も
さ
び
（
寂
び
）
と
い
ふ
日
本
的
美
的
範

疇
が
加
は
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
」（
文
部
省1944:66

）

田
邊
の
い
う
「
精
神
的
扱
い
方
」
を
、
吉
川
は
、
サ
ハ
リ
の
「
自
然
的
な
噪
音
」
に

よ
る
「
さ
び
（
寂
び
）」
の
表
出
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
る
、
と
い
え
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

　
「
一
部
の
徳
川
時
代
の
儒
者
の
口
車
に
乘
る
こ
と
な
く
、
代
表
的
な
日
本
の

樂
器
と
し
て
こ
の
三
味
線
を
世
界
に
誇
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
」（
同
上:64

）

江
戸
時
代
、
箏
と
の
対
比
で
低
俗
・
卑
俗
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
三

味
線
は
世
界
に
誇
れ
る
楽
器
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

吉
川
の
発
表
は
基
本
的
に
は
、
三
味
線
の
歴
史
、
サ
ハ
リ
の
構
造
等
に
つ
い
て
の

専
門
的
な
解
説
に
終
始
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
三
味
線
の
歴
史
は
、「
樂
器
の
上
で

も
日
本
人
は
單
な
る
模
倣
的
な
國
民
で
な
か
つ
た
と
い
ふ
こ
と
を
實
證
」し
て
い
る
、

と
も
い
う
。「
世
界
に
誇
る
べ
き
」
と
い
う
言
い
方
と
も
ど
も
、
時
局
に
応
じ
た
物
言

い
で
は
あ
る
（
同
上:64

）。
こ
の
よ
う
に
、
師
匠
の
田
邊
ほ
ど
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

時
局
へ
の
配
慮
が
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
し
、
サ
ハ
リ
に
つ
い
て
は
、
田
邊
の
説
の
継

承
・
発
展
と
い
う
面
が
あ
る
。

た
だ
し
、
た
ん
に
忠
実
な
弟
子
だ
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ）
25
（

。

　
「
日
本
の
音
階
へ
半
音
を
導
き
入
れ
た
最
大
な
る
原
因
は
、
こ
の
三
味
線
と

い
う
樂
器
に
あ
る
と
私
は
考
え
へ
て
居
り
ま
す
」(

同
上:64)

信
長
の
時
代
に
琉
球
か
ら
大
阪
・
堺
を
通
し
て
入
っ
た
と
さ
れ
る
、
そ
の
意
味
で

は
比
較
的
新
し
い
三
味
線
と
い
う
楽
器
が
、
江
戸
時
代
の
音
楽
シ
ー
ン
を
席
巻
し
、

よ
り
古
い
楽
器
、
つ
ま
り
箏
・
琵
琶
・
尺
八
に
も
影
響
を
与
え
た
、
と
い
う
の
が
吉

川
の
仮
説
で
あ
る
。
信
憑
性
は
と
も
か
く
、
日
本
音
楽
に
お
け
る
「
半
音
」
使
用
に

と
っ
て
三
味
線
が
決
定
的
と
の
仮
説
は
、
平
安
時
代
に
す
で
に
「
嬰
羽
」
が
使
わ
れ
、

「
確
立
し
た
音
を
持
つ
て
居
た
」
と
す
る
田
邊
の
説
と
、
齟
齬
を
き
た
し
う
る
。
師

説
の
さ
り
げ
な
い
修
正
・
訂
正
の
試
み
だ
ろ
う
か）
26
（

。

お
わ
り
に

以
上
、
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
に
お
け
る
芸
術
学
会
の
発
表
・
講
演
を
、
と
く
に

日
本
／
西
洋
の
捉
え
方
に
着
目
し
て
、
概
観
し
て
き
た
。

吉
川
の
戦
中
の
論
文
は
、
西
欧
排
撃
で
は
な
く
、「
柳
は
綠
、
花
は
紅
」
の
相
対
主

義
だ
っ
た
。
芸
術
学
会
で
の
発
表
は
、
ご
く
一
部
、
時
局
に
寄
っ
た
言
い
方
が
あ
る
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生
き
延
び
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
課
題
・
問
題
が
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、

弟
子
の
吉
川
に
も
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
、
と
も
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。

４
ー
３
． 

吉
川
英
士
「
三
絃
の
日
本
的
完
成
」

吉
川
自
身
は
、
第
四
回
芸
術
学
会
に
お
い
て
、「
東
京
帝
國
大
學
文
學
部
助
手
」
の

肩
書
き
で
、「
三
絃
の
日
本
的
完
成
」
に
つ
い
て
発
表
し
て
い
る）
24
（

。

す
で
に
み
た
田
邊
の
発
表
で
は
、
日
本
の
三
味
線
の
「
精
神
的
扱
い
方
」
が
指
摘

さ
れ
て
い
た
が
、
吉
川
の
発
表
は
、
或
る
意
味
で
は
、
そ
の
師
説
を
サ
ハ
リ
の
工
夫

に
即
し
て
確
証
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
藝
術
の
な
か
に
も
自
然
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
精
神
が
强
い
爲
に
、
音

樂
に
も
人
爲
的
な
樂
音
だ
け
で
満
足
し
な
い
で
、
自
然
的
な
噪
音
を
取
り
入
れ

た
も
の
で
あ
る
と
私
は
解
釋
し
て
居
り
ま
す
。
さ
う
し
て
こ
の
サ
ハ
リ
の
音
に

よ
つ
て
音
樂
と
い
ふ
聽
覚
の
藝
術
に
も
さ
び
（
寂
び
）
と
い
ふ
日
本
的
美
的
範

疇
が
加
は
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
」（
文
部
省1944:66

）

田
邊
の
い
う
「
精
神
的
扱
い
方
」
を
、
吉
川
は
、
サ
ハ
リ
の
「
自
然
的
な
噪
音
」
に

よ
る
「
さ
び
（
寂
び
）」
の
表
出
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
る
、
と
い
え
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

　
「
一
部
の
徳
川
時
代
の
儒
者
の
口
車
に
乘
る
こ
と
な
く
、
代
表
的
な
日
本
の

樂
器
と
し
て
こ
の
三
味
線
を
世
界
に
誇
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
」（
同
上:64

）

江
戸
時
代
、
箏
と
の
対
比
で
低
俗
・
卑
俗
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
三

味
線
は
世
界
に
誇
れ
る
楽
器
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

吉
川
の
発
表
は
基
本
的
に
は
、
三
味
線
の
歴
史
、
サ
ハ
リ
の
構
造
等
に
つ
い
て
の

専
門
的
な
解
説
に
終
始
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
三
味
線
の
歴
史
は
、「
樂
器
の
上
で

も
日
本
人
は
單
な
る
模
倣
的
な
國
民
で
な
か
つ
た
と
い
ふ
こ
と
を
實
證
」し
て
い
る
、

と
も
い
う
。「
世
界
に
誇
る
べ
き
」
と
い
う
言
い
方
と
も
ど
も
、
時
局
に
応
じ
た
物
言

い
で
は
あ
る
（
同
上:64

）。
こ
の
よ
う
に
、
師
匠
の
田
邊
ほ
ど
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

時
局
へ
の
配
慮
が
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
し
、
サ
ハ
リ
に
つ
い
て
は
、
田
邊
の
説
の
継

承
・
発
展
と
い
う
面
が
あ
る
。

た
だ
し
、
た
ん
に
忠
実
な
弟
子
だ
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ）
25
（

。

　
「
日
本
の
音
階
へ
半
音
を
導
き
入
れ
た
最
大
な
る
原
因
は
、
こ
の
三
味
線
と

い
う
樂
器
に
あ
る
と
私
は
考
え
へ
て
居
り
ま
す
」(

同
上:64)

信
長
の
時
代
に
琉
球
か
ら
大
阪
・
堺
を
通
し
て
入
っ
た
と
さ
れ
る
、
そ
の
意
味
で

は
比
較
的
新
し
い
三
味
線
と
い
う
楽
器
が
、
江
戸
時
代
の
音
楽
シ
ー
ン
を
席
巻
し
、

よ
り
古
い
楽
器
、
つ
ま
り
箏
・
琵
琶
・
尺
八
に
も
影
響
を
与
え
た
、
と
い
う
の
が
吉

川
の
仮
説
で
あ
る
。
信
憑
性
は
と
も
か
く
、
日
本
音
楽
に
お
け
る
「
半
音
」
使
用
に

と
っ
て
三
味
線
が
決
定
的
と
の
仮
説
は
、
平
安
時
代
に
す
で
に
「
嬰
羽
」
が
使
わ
れ
、

「
確
立
し
た
音
を
持
つ
て
居
た
」
と
す
る
田
邊
の
説
と
、
齟
齬
を
き
た
し
う
る
。
師

説
の
さ
り
げ
な
い
修
正
・
訂
正
の
試
み
だ
ろ
う
か）
26
（

。

お
わ
り
に

以
上
、
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
に
お
け
る
芸
術
学
会
の
発
表
・
講
演
を
、
と
く
に

日
本
／
西
洋
の
捉
え
方
に
着
目
し
て
、
概
観
し
て
き
た
。

吉
川
の
戦
中
の
論
文
は
、
西
欧
排
撃
で
は
な
く
、「
柳
は
綠
、
花
は
紅
」
の
相
対
主

義
だ
っ
た
。
芸
術
学
会
で
の
発
表
は
、
ご
く
一
部
、
時
局
に
寄
っ
た
言
い
方
が
あ
る

（17）

邦楽／洋楽をめぐる言説の連続と断絶 ―吉川英士の戦中／戦後―

が
、
基
本
は
学
術
的
な
内
容
で
あ
っ
た
。「
神
が
か
り
的
」
を
ど
う
定
義
す
る
か
、
教

学
局
の
本
体
を
ど
こ
に
見
る
か
に
も
よ
る
わ
け
だ
が
、
少
な
く
と
も
芸
術
学
会
に
関

し
て
い
え
ば
、
吉
川
の
よ
う
な
発
表
・
講
演
が
多
数
派
で
あ
っ
て
、
攻
撃
的
な
皇
国

レ
ト
リ
ッ
ク
の
ほ
う
が
む
し
ろ
例
外
的
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

対
照
的
な
の
は
、
吉
川
の
著
書
に
文
章
を
寄
せ
た
二
人
、
と
く
に
師
匠
の
田
邊
だ

ろ
う
。
攻
撃
性
は
感
じ
な
い
が
、か
な
り
気
楽
な
日
本
自
画
自
賛
で
、そ
の
オ
ポ
チ
ュ

ニ
ズ
ム
は
否
め
な
い
。
対
し
て
吉
川
は
、
三
味
線
の
サ
ハ
リ
と
い
う
細
部
に
自
己
限

定
し
、
田
邊
の
誇
張
の
或
る
面
を
、
事
実
上
、
修
正
す
る
よ
う
な
指
摘
さ
え
、
さ
り

げ
な
く
、
も
り
こ
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
た
。

満
州
事
変
以
後
の
国
民
的
覚
醒
の
文
脈
に
お
け
る
、
吉
川
の
「
柳
は
綠
」
は
、
相

変
わ
ら
ず
見
ら
れ
た
西
洋
か
ぶ
れ
へ
の
批
判
の
面
も
、
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ

ろ
う
が
、「
八
紘
一
宇
」
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
以
っ
て
牽
制
し
て
い
る
の
は
や
は
り
、
行

き
す
ぎ
た
国
粋
主
義
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
思
え
る
。

対
し
て
戦
後
、
被
占
領
期
に
お
け
る
「
柳
は
綠
」
は
、
そ
の
序
論
の
調
子
な
ど
か

ら
し
て
も
、
あ
き
ら
か
に
、
邦
楽
守
護
の
趣
旨
で
あ
っ
た
ろ
う
。
第
二
の
開
国
に
も

匹
敵
す
る
敗
戦
と
そ
の
後
の
占
領
期
、
邦
楽
が
解
体
・
追
放
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
の
危
機
感
を
抱
い
た
と
し
て
も
、
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

さ
て
、「
教
学
局
が
「
神
が
か
り
的
国
粋
主
義
」
を
好
ん
だ
か
ど
う
か
明
言
で
き
な

い
」
と
吉
川
は
戦
後
、
記
し
て
い
た
。
教
学
局
の
方
針
・
趣
旨
の
如
何
を
知
ら
な
い
、

と
い
う
趣
旨
だ
ろ
う
か
。
芸
術
学
会
の
個
々
の
発
表
を
知
ら
な
い
、
あ
る
い
は
全
体

の
傾
向
に
つ
い
て
即
断
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

当
時
も
そ
の
後
も
、
た
と
え
ば
田
邊
の
芸
術
学
会
で
の
講
演
内
容
を
知
る
こ
と
は

で
き
た
は
ず
だ
が
、
知
ら
な
か
っ
た
か
。
知
っ
て
い
た
が
、「
神
が
か
り
」
と
い
う
ほ

ど
の
こ
と
は
な
い
と
み
な
し
て
い
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
た
の

か
。「
神
が
か
り
」
の
相
場
も
含
め
、
い
ず
れ
検
討
し
て
み
た
い）
27
（

。

注（
1
）
吉
川
は
、
著
作
で
は
、
お
そ
く
と
も
一
九
六
二
年
か
ら
、「
英
士
」
で
は
な
く
「
英
史
」
を
使
っ

て
い
る
よ
う
だ
が
、本
稿
で
は
「
英
士
」
で
統
一
す
る
。「
吉
川
」
の
読
み
は
「kikkaw

a

」
で
あ
る
（
駒

込2011

の
人
名
索
引
18
）。

（
2
）
そ
の
他
、
た
と
え
ば
《
君
が
代
》
に
つ
い
て
の
、
か
な
り
問
題
含
み
の
一
文
を
、
吉
川
は
『
音

樂
文
化
新
聞
』（1942.4.1.

）
に
寄
せ
て
い
る
が
、媒
体
の
問
題
も
ふ
く
め
て
、こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
。

（
3
）
大
日
本
帝
國 

― 

文
部
省 

― 

教
学
局 

― 

日
本
諸
学
振
興
委
員
会 

― 

芸
術
学
会
と
、
大
雑
把
に

以
上
の
よ
う
な
組
織
・
運
営
上
の
関
係
が
描
け
る
。
小
宮
や
吉
川
が
「
教
学
局
」
と
い
う
と
き
、

そ
れ
は
、
彼
ら
自
身
、
発
表
者
や
理
事
と
し
て
関
与
し
た
「
芸
術
学
会
」
を
主
に
念
頭
に
お
い
て

い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
く
に
小
宮
の
場
合
、
さ
ら
に
上
層
の
内
情
・
意
向
を
知
っ
て
い

た
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、「
芸
術
学
会
」
の
諸
発
表
・
講
演
に
即

し
て
、
吉
川
の
位
置
を
探
る
。
な
お
、
一
九
三
五
年
の
天
皇
機
関
説
事
件
以
後
、
日
本
諸
学
振
興

委
員
会
設
置
（1936

）、
思
想
局
の
「
教
学
局
」
と
し
て
の
外
局
化
（1937

）
な
ど
、「
芸
術
学
会
」

の
同
時
代
的
文
脈
・
組
織
上
の
厳
密
な
関
係
等
に
つ
い
て
は
、
駒
込
武
（
他
）『
戦
時
下
学
問
の
統

制
と
動
員
　
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
の
研
究
』（2011

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
）「
八
紘
一
宇
」
も
「
自
由
主
義
」
も
、
括
弧
で
括
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
と
き
ど
き
の
時
勢

そ
の
も
の
へ
の
吉
川
の
距
離
だ
ろ
う
か
、
た
ん
な
る
強
調
だ
ろ
う
か
？

（
5
）
概
し
て
コ
ン
テ
ク
ス
ト
な
し
の
理
解
な
ど
あ
り
え
な
い
わ
け
だ
が
、
と
く
に
戦
時
中
の
よ
う
な

場
合
、
細
心
の
注
意
が
い
る
だ
ろ
う
。
ナ
チ
期
に
お
け
る
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
の
言
動
評
価
の

ケ
ー
ス
と
似
た
難
し
さ
が
あ
る
（
拙
著
『
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
』
筑
摩
書
房2011

参
照
）。

（
6
）「
西
洋
音
樂
と
日
本
音
樂
と
を
共
に
愛
好
し
得
る
恵
ま
れ
た
立
場
に
あ
り
、
比
較
的
偏
見
な
く

公
平
に
兩
者
を
比
較
し
得
る
」（
吉
川1942:8

）
と
の
自
負
は
、「
字
義
通
り
」
の
解
釈
可
能
性
を

支
持
す
る
も
の
、
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
7
）
柴
田
南
雄
は
、吉
川
同
様
、飛
鳥
時
代
末
期
の
雅
楽
寮
と
明
治
の
音
楽
取
調
掛
の
体
現
す
る
「
移

入
」
を
特
筆
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
縄
文
と
弥
生
に
お
け
る
「
移
入
」
に
も
遡
っ
て
、「
移
入
」
の

サ
イ
ク
ル
史
を
素
描
し
て
い
る
（
柴
田2014:22

）。

（
8
）『
日
本
音
樂
の
性
格
』
に
つ
い
て
後
年
、「
ド
イ
ツ
の
ケ
ル
ン
大
学
で
ド
イ
ツ
語
訳
の
本
を
出
版

し
て
く
れ
た
」
こ
と
が
、
同
書
の
学
術
的
な
価
値
の
傍
証
と
な
っ
て
い
る
、
と
吉
川
は
示
唆
し
て
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い
る
（
吉
川1997:249

）。
軍
事
的
な
比
喩
と
も
ど
も
、
序
論
の
歴
史
認
識
も
そ
の
ま
ま
ド
イ
ツ
語

訳
さ
れ
て
い
る
の
が
、
興
味
深
い
（
吉
川1984:6

）。

（
9
）「
日
本
の
音
楽
」
の
条
件
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
酒
井
健
太
郎
「「
邦
楽
」
と

「
洋
楽
」 
― 
１
９
４
０
年
代
前
半
の
日
本
の
音
楽
専
門
誌
紙
に
お
け
る
「
国
民
音
楽
」
論
」（『
研
究

紀
要
』
昭
和
音
楽
大
学
30
号2011

）
を
参
照
。

（
10
）
西
洋
文
化
・
学
問
の
単
純
否
定
で
は
な
く
、「
東
西
文
化
の
融
合
」
が
、
一
九
三
五
年
文
部
省

内
部
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
考
え
方
で
、
以
後
、
基
本
的
に
は
一
貫
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
（
駒
込2011:36

）。

（
11
）
少
な
く
と
も
芸
術
学
会
に
関
し
て
は
、
回
を
追
う
ご
と
に
極
論
が
増
す
と
い
う
単
純
な
傾
向
は

感
じ
と
れ
な
い
。
音
楽
分
野
に
関
し
て
言
え
ば
、
む
し
ろ
４
‐
２
で
検
討
す
る
と
お
り
、
第
一
回

の
田
邊
の
講
演
が
滑
稽
な
ほ
ど
時
局
迎
合
な
の
と
、
３
‐
２
‐
２
で
み
る
岸
邊
成
雄
が
や
や
攻
撃

性
を
感
じ
さ
せ
る
程
度
で
、他
は
む
し
ろ
冷
静
と
み
え
る
。
た
だ
し
、第
三
回
芸
術
学
会
に
つ
い
て
、

「
今
回
も
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
や
芸
術
の
独
自
性
を
堅
持
す
る
流
れ
、
個
別
の
芸
術
分
野
に
と
ど
ま
る

発
表
が
大
勢
を
占
め
る
一
方
、
時
局
論
の
迎
合
を
強
調
す
る
も
の
が
目
立
ち
始
め
た
」
と
す
る
高

橋
洋
一
の
指
摘
は
、
す
で
に
み
た
大
臣
挨
拶
の
変
質
か
ら
し
て
も
、
あ
た
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
（
駒
込2011:578

）。

（
12
）
分
類
に
あ
た
っ
て
は
、「
八
紘
一
宇
」
等
、
時
局
標
語
の
た
ん
な
る
使
用
の
有
無
・
頻
度
よ
り
は
、

そ
の
使
わ
れ
方
に
注
意
し
、
た
ん
に
表
面
的
と
み
え
る
も
の
は
事
象
追
求
型
、
日
本
の
優
越
主
張
、

他
国
・
他
民
族
の
軽
視
・
蔑
視
が
み
て
と
れ
る
も
の
は
時
局
反
映
・
国
粋
型
、
西
欧
排
撃
の
牽
制

が
み
ら
れ
る
も
の
を
、
バ
ラ
ン
ス
・
洋
楽
防
衛
型
に
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
。
も
っ
と
適
切
な
尺
度
、

あ
る
い
は
分
類
が
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
の
分
類
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
例
と
し
て
挙
げ
た
言
説
か
ら
判
断
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
13
）
上
原
、
そ
し
て
町
田
の
俗
謡
・
民
謡
研
究
の
手
法
を
、
の
ち
に
小
泉
は
、
批
判
的
に
継
承
・
発

展
さ
せ
て
、
四
種
の
テ
ト
ラ
コ
ル
ド
に
よ
る
分
析
を
提
唱
し
た
。
町
田
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

旋
法
分
析
の
限
界
に
意
識
的
な
の
に
対
し
て
、
小
泉
は
テ
ト
ラ
コ
ル
ド
分
析
に
積
極
的
可
能
性
を

認
め
て
い
る
。
ち
な
み
に
田
邊
は
、
４
‐
２
で
検
討
す
る
教
学
局
発
表
と
同
時
期
の
著
書
の
な
か

で
は
、
極
め
て
冷
静
か
つ
論
理
的
に
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
音
階
」
の
み
な
ら
ず
「
歌
詞
」「
楽

器
」
等
、特
定
要
素
か
ら
日
本
音
楽
を
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
、そ
れ
自
身
、理
に
な
か
っ

た
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
首
尾
一
貫
さ
せ
る
こ
と
で
、「
國
民
全
體
と
し
て
の

魂
の
表
現
」
と
い
う
、
あ
る
種
の
化
け
物
を
召
喚
す
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
（
田
邊

1940:10,191

）。
同
様
の
危
う
さ
が
、戦
後
の
平
和
主
義
の
文
脈
で
霧
消
し
た
か
に
み
え
る
条
件
下
、

小
泉
の
テ
ト
ラ
コ
ル
ド
分
析
は 

― 

そ
の
台
湾
少
数
民
族
の
音
楽
に
つ
い
て
の
分
析
と
同
様 

― 

あ

る
種
の
「
日
本
人
論
」
と
し
て
、
気
楽
に
消
費
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
（
植
村2003:307ff

）。

（
14
）
多
の
主
張
を
、「
日
本
音
楽
の
伝
統
を
否
定
す
る
改
革
論
」
と
高
橋
洋
一
は
み
な
し
て
い
る

が
、「
晴
朗
た
る
音
樂
」
と
い
う
理
念
あ
る
い
は
古
代
に
措
定
さ
れ
る
日
本
音
楽
の
伝
統
か
ら
、
現

状
を
批
判
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
伝
統
の
否
定
と
ま
で
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
（
駒
込

2011:573

）。

（
15
）
坪
内
逍
遥
の
娘
婿
で
あ
る
飯
塚
の
発
表
は
、
早
稲
田
人
脈
で
主
張
さ
れ
て
き
た
演
劇
の
地
位
上

昇
論
に
連
な
っ
て
い
る
と
い
う
（
駒
込2011:580

）。

（
16
）
常
任
委
員
の
京
都
帝
国
大
学
教
授
・
植
田
寿
蔵
も
、
日
本
美
術
の
特
殊
性
の
強
調
や
そ
の
手
法

に
つ
い
て
、
懸
念
を
表
明
し
て
い
た
（
駒
込2011:584f.

）。

（
17
）
一
九
三
六
年
六
月
、
本
科
・
師
範
科
と
並
行
す
る
か
た
ち
で
邦
樂
科
が
設
置
さ
れ
た
。
本
科
は
、

実
質
的
に
「
洋
楽
科
」
だ
が
、
ま
さ
に
無
標
性
に
準
じ
て
、「
本
科
」
と
呼
称
さ
れ
続
け
た
わ
け
だ
。

東
京
音
楽
学
校
に
お
け
る
「
洋
楽
」
の
地
位
は
、
相
対
的
に
弱
ま
っ
た
と
は
い
え
、
依
然
、
優
位

で
は
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
一
九
四
三
年
四
月
一
日
時
点
で
、
遠
藤
の
担
当
は
「
音
樂
史
・
美
學
」、

澤
崎
は
「
獨
唱
」、
城
多
は
「
聲
樂
」
で
あ
っ
た
（『
東
京
芸
術
大
学
百
年
史
　
東
京
音
楽
学
校
篇

第
2
巻
』
東
京
芸
術
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会2003

）。

（
18
）
遠
藤
の
理
論
・
定
義
は
わ
か
ら
な
い
が
、
た
と
え
ば
西
洋
を
全
音
階
、
日
本
を
ペ
ン
タ
ト
ニ
ッ

ク
の
音
階
、
あ
る
い
は
民
謡
そ
の
他
の
旋
法
で
定
義
す
れ
ば
、
そ
の
主
張
は
妥
当
と
な
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
小
泉
文
夫
は
、
唱
歌
や
童
謡
の
一
部
が
、
官
製
の
西
洋
風
ヨ
ナ
抜
き
音
階
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
本
来
日
本
的
な
の
は
「
民
謡
音
階
」
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
た
。
ヨ
ナ
抜
き
を
あ

る
種
の
「
和
洋
折
衷
」
と
み
て
よ
い
な
ら
ば
、
伊
澤
修
二
作
曲
の
《
紀
元
節
》、
さ
ら
に
は
《
君
が

代
》
さ
え
も
、
た
ん
に
伝
統
的
な
日
本
音
楽
、
あ
る
い
は
雅
楽
で
は
な
く
、「
和
洋
折
衷
」
で
あ
る
、

と
の
判
断
も
可
能
と
思
え
る
。
洋
楽
を
高
尚
と
前
提
し
、
日
本
に
と
っ
て
の
洋
楽
は
ジ
ャ
ズ
で
は

な
い
、
と
の
遠
藤
の
主
張
も
、
洋
楽
内
部
の
序
列
・
差
別
化
の
問
題
に
ふ
れ
て
お
り
興
味
深
い
が
、

ヨ
ナ
抜
き
音
階
の
問
題
と
も
ど
も
、
別
稿
に
譲
る
。

（
19
）
人
種
や
文
化
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
水
準
で
大
東
亜
の
「
類
縁
性
」
を
こ
と
さ
ら
見
出
し
、
指
摘

す
る
こ
と
が
、
大
東
亜
共
栄
圏
の
正
当
化
と
親
和
的
で
あ
り
え
た
、
と
い
う
当
時
の
文
脈
に
注
意
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い
る
（
吉
川1997:249

）。
軍
事
的
な
比
喩
と
も
ど
も
、
序
論
の
歴
史
認
識
も
そ
の
ま
ま
ド
イ
ツ
語

訳
さ
れ
て
い
る
の
が
、
興
味
深
い
（
吉
川1984:6

）。

（
9
）「
日
本
の
音
楽
」
の
条
件
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
酒
井
健
太
郎
「「
邦
楽
」
と

「
洋
楽
」 

― 

１
９
４
０
年
代
前
半
の
日
本
の
音
楽
専
門
誌
紙
に
お
け
る
「
国
民
音
楽
」
論
」（『
研
究

紀
要
』
昭
和
音
楽
大
学
30
号2011

）
を
参
照
。

（
10
）
西
洋
文
化
・
学
問
の
単
純
否
定
で
は
な
く
、「
東
西
文
化
の
融
合
」
が
、
一
九
三
五
年
文
部
省

内
部
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
考
え
方
で
、
以
後
、
基
本
的
に
は
一
貫
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
（
駒
込2011:36

）。

（
11
）
少
な
く
と
も
芸
術
学
会
に
関
し
て
は
、
回
を
追
う
ご
と
に
極
論
が
増
す
と
い
う
単
純
な
傾
向
は

感
じ
と
れ
な
い
。
音
楽
分
野
に
関
し
て
言
え
ば
、
む
し
ろ
４
‐
２
で
検
討
す
る
と
お
り
、
第
一
回

の
田
邊
の
講
演
が
滑
稽
な
ほ
ど
時
局
迎
合
な
の
と
、
３
‐
２
‐
２
で
み
る
岸
邊
成
雄
が
や
や
攻
撃

性
を
感
じ
さ
せ
る
程
度
で
、他
は
む
し
ろ
冷
静
と
み
え
る
。
た
だ
し
、第
三
回
芸
術
学
会
に
つ
い
て
、

「
今
回
も
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
や
芸
術
の
独
自
性
を
堅
持
す
る
流
れ
、
個
別
の
芸
術
分
野
に
と
ど
ま
る

発
表
が
大
勢
を
占
め
る
一
方
、
時
局
論
の
迎
合
を
強
調
す
る
も
の
が
目
立
ち
始
め
た
」
と
す
る
高

橋
洋
一
の
指
摘
は
、
す
で
に
み
た
大
臣
挨
拶
の
変
質
か
ら
し
て
も
、
あ
た
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
（
駒
込2011:578

）。

（
12
）
分
類
に
あ
た
っ
て
は
、「
八
紘
一
宇
」
等
、
時
局
標
語
の
た
ん
な
る
使
用
の
有
無
・
頻
度
よ
り
は
、

そ
の
使
わ
れ
方
に
注
意
し
、
た
ん
に
表
面
的
と
み
え
る
も
の
は
事
象
追
求
型
、
日
本
の
優
越
主
張
、

他
国
・
他
民
族
の
軽
視
・
蔑
視
が
み
て
と
れ
る
も
の
は
時
局
反
映
・
国
粋
型
、
西
欧
排
撃
の
牽
制

が
み
ら
れ
る
も
の
を
、
バ
ラ
ン
ス
・
洋
楽
防
衛
型
に
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
。
も
っ
と
適
切
な
尺
度
、

あ
る
い
は
分
類
が
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
の
分
類
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
例
と
し
て
挙
げ
た
言
説
か
ら
判
断
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
13
）
上
原
、
そ
し
て
町
田
の
俗
謡
・
民
謡
研
究
の
手
法
を
、
の
ち
に
小
泉
は
、
批
判
的
に
継
承
・
発

展
さ
せ
て
、
四
種
の
テ
ト
ラ
コ
ル
ド
に
よ
る
分
析
を
提
唱
し
た
。
町
田
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

旋
法
分
析
の
限
界
に
意
識
的
な
の
に
対
し
て
、
小
泉
は
テ
ト
ラ
コ
ル
ド
分
析
に
積
極
的
可
能
性
を

認
め
て
い
る
。
ち
な
み
に
田
邊
は
、
４
‐
２
で
検
討
す
る
教
学
局
発
表
と
同
時
期
の
著
書
の
な
か

で
は
、
極
め
て
冷
静
か
つ
論
理
的
に
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
音
階
」
の
み
な
ら
ず
「
歌
詞
」「
楽

器
」
等
、特
定
要
素
か
ら
日
本
音
楽
を
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
、そ
れ
自
身
、理
に
な
か
っ

た
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
首
尾
一
貫
さ
せ
る
こ
と
で
、「
國
民
全
體
と
し
て
の

魂
の
表
現
」
と
い
う
、
あ
る
種
の
化
け
物
を
召
喚
す
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
（
田
邊

1940:10,191

）。
同
様
の
危
う
さ
が
、戦
後
の
平
和
主
義
の
文
脈
で
霧
消
し
た
か
に
み
え
る
条
件
下
、

小
泉
の
テ
ト
ラ
コ
ル
ド
分
析
は 

― 

そ
の
台
湾
少
数
民
族
の
音
楽
に
つ
い
て
の
分
析
と
同
様 

― 

あ

る
種
の
「
日
本
人
論
」
と
し
て
、
気
楽
に
消
費
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
（
植
村2003:307ff

）。

（
14
）
多
の
主
張
を
、「
日
本
音
楽
の
伝
統
を
否
定
す
る
改
革
論
」
と
高
橋
洋
一
は
み
な
し
て
い
る

が
、「
晴
朗
た
る
音
樂
」
と
い
う
理
念
あ
る
い
は
古
代
に
措
定
さ
れ
る
日
本
音
楽
の
伝
統
か
ら
、
現

状
を
批
判
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
伝
統
の
否
定
と
ま
で
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
（
駒
込

2011:573

）。

（
15
）
坪
内
逍
遥
の
娘
婿
で
あ
る
飯
塚
の
発
表
は
、
早
稲
田
人
脈
で
主
張
さ
れ
て
き
た
演
劇
の
地
位
上

昇
論
に
連
な
っ
て
い
る
と
い
う
（
駒
込2011:580

）。

（
16
）
常
任
委
員
の
京
都
帝
国
大
学
教
授
・
植
田
寿
蔵
も
、
日
本
美
術
の
特
殊
性
の
強
調
や
そ
の
手
法

に
つ
い
て
、
懸
念
を
表
明
し
て
い
た
（
駒
込2011:584f.

）。

（
17
）
一
九
三
六
年
六
月
、
本
科
・
師
範
科
と
並
行
す
る
か
た
ち
で
邦
樂
科
が
設
置
さ
れ
た
。
本
科
は
、

実
質
的
に
「
洋
楽
科
」
だ
が
、
ま
さ
に
無
標
性
に
準
じ
て
、「
本
科
」
と
呼
称
さ
れ
続
け
た
わ
け
だ
。

東
京
音
楽
学
校
に
お
け
る
「
洋
楽
」
の
地
位
は
、
相
対
的
に
弱
ま
っ
た
と
は
い
え
、
依
然
、
優
位

で
は
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
一
九
四
三
年
四
月
一
日
時
点
で
、
遠
藤
の
担
当
は
「
音
樂
史
・
美
學
」、

澤
崎
は
「
獨
唱
」、
城
多
は
「
聲
樂
」
で
あ
っ
た
（『
東
京
芸
術
大
学
百
年
史
　
東
京
音
楽
学
校
篇

第
2
巻
』
東
京
芸
術
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会2003

）。

（
18
）
遠
藤
の
理
論
・
定
義
は
わ
か
ら
な
い
が
、
た
と
え
ば
西
洋
を
全
音
階
、
日
本
を
ペ
ン
タ
ト
ニ
ッ

ク
の
音
階
、
あ
る
い
は
民
謡
そ
の
他
の
旋
法
で
定
義
す
れ
ば
、
そ
の
主
張
は
妥
当
と
な
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
小
泉
文
夫
は
、
唱
歌
や
童
謡
の
一
部
が
、
官
製
の
西
洋
風
ヨ
ナ
抜
き
音
階
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
本
来
日
本
的
な
の
は
「
民
謡
音
階
」
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
た
。
ヨ
ナ
抜
き
を
あ

る
種
の
「
和
洋
折
衷
」
と
み
て
よ
い
な
ら
ば
、
伊
澤
修
二
作
曲
の
《
紀
元
節
》、
さ
ら
に
は
《
君
が

代
》
さ
え
も
、
た
ん
に
伝
統
的
な
日
本
音
楽
、
あ
る
い
は
雅
楽
で
は
な
く
、「
和
洋
折
衷
」
で
あ
る
、

と
の
判
断
も
可
能
と
思
え
る
。
洋
楽
を
高
尚
と
前
提
し
、
日
本
に
と
っ
て
の
洋
楽
は
ジ
ャ
ズ
で
は

な
い
、
と
の
遠
藤
の
主
張
も
、
洋
楽
内
部
の
序
列
・
差
別
化
の
問
題
に
ふ
れ
て
お
り
興
味
深
い
が
、

ヨ
ナ
抜
き
音
階
の
問
題
と
も
ど
も
、
別
稿
に
譲
る
。

（
19
）
人
種
や
文
化
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
水
準
で
大
東
亜
の
「
類
縁
性
」
を
こ
と
さ
ら
見
出
し
、
指
摘

す
る
こ
と
が
、
大
東
亜
共
栄
圏
の
正
当
化
と
親
和
的
で
あ
り
え
た
、
と
い
う
当
時
の
文
脈
に
注
意

（19）

邦楽／洋楽をめぐる言説の連続と断絶 ―吉川英士の戦中／戦後―

が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
注
21
も
参
照
の
こ
と
。

（
20
）
第
二
回
〜
四
回
、
芸
術
学
部
臨
時
委
員
、
第
五
回
、
同
専
門
委
員
と
い
う
経
歴
は
、
小
宮
豐
隆

と
ぴ
っ
た
り
重
な
る
。

（
21
）
田
邊
の
こ
の
論
理
を
渡
辺
裕
は
、「
大
東
亜
共
栄
圏
思
想
の
音
楽
版
」
と
し
、
そ
の
同
時
代
的

な
位
置
と
今
日
と
の
落
差
等
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
（
渡
辺2002:79

）。

（
22
）
か
っ
ぽ
れ
の
「
原
拠
」
と
現
在
に
い
た
る
「
百
態
」
に
つ
い
て
、
竹
内
有
一
が
ま
と
め
て
い
る

が
、「
カ
ポ
ー
レ
ン
↓
か
っ
ぽ
れ
」
説
、「
か
っ
ぽ
れ

≠

日
本
音
階
」
説
へ
の
言
及
は
な
い
（
竹
内

2012

）。
ち
な
み
に
、
同
年
の
田
邊
の
著
書
『
日
本
音
樂
概
説
』
に
お
い
て
も
、
万
世
一
系
の
文
化

的
優
位
は
絶
対
の
公
理
の
ま
ま
だ
が
、「
か
っ
ぽ
れ
」「
導
音
」
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
冷
静
な
論

じ
方
に
な
っ
て
い
る
（
田
邊1940:2,10
）。

（
23
）
伊
澤
修
二
そ
の
ひ
と
に
お
い
て
も
事
は
複
雑
で
、
洋
楽
移
入
は
、
た
ん
に
洋
楽
の
価
値
そ
の
も

の
に
惹
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
洋
楽
と
そ
の
背
後
の
「
暴
力
」
を
ま
ね
び
、
対
抗
し
、
超
え

よ
う
と
す
る
政
治
判
断
で
も
あ
っ
た
（
伊
澤1958:470
）。
伊
澤
の
時
代
の
こ
う
し
た
苦
衷
に
つ
い

て
、
吉
川
に
は
一
定
の
理
解
が
あ
っ
た
（
吉
川1965:366
）。
な
お
近
代
国
民
国
家
に
お
け
る
「
伝

統
の
発
明
」
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
洋
楽
移
入
以
前
に
「
邦
楽
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、

洋
楽
移
入
と
同
時
に
「
邦
楽
」
な
る
も
の
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
み
る
べ
き
だ
が
、
こ

の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
宣
長
の
国
学
と
呼
応
し
て
、
か
ら
ご
こ
ろ
＝
唐
楽
に
対
し
て
や
ま

と
の
音
楽
を
！
、
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
国
楽
の
議
論
が
、
江
戸
時
代
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
　

江
戸
時
代
、「
雅
楽
」
と
い
う
語
が
広
義
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
国
風
歌
舞
を
含
む
も
の
と
し
て

通
用
し
て
い
た
こ
と
は
、
唐
楽
に
対
抗
す
る
や
ま
と
の
音
楽
と
い
う
意
識
が
希
薄
だ
っ
た
こ
と
の

証
左
と
み
え
る
の
だ
が
。

（
24
）
こ
れ
を
も
と
に
し
た
論
文
が
、
戦
中
の
田
邊
記
念
論
集
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
が
、『
日
本
音

樂
の
性
格
』
に
は
も
り
こ
ま
れ
て
い
な
い
（
吉
川1943

）。

（
25
）
ち
な
み
に
小
泉
は
、「
サ
ワ
リ
こ
そ
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
ど
こ
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
る
東

洋
の
音
そ
の
も
の
」
と
す
る
こ
と
で
事
実
上
、
師
説
を
止
揚
し
て
い
る
、
師
匠
の
名
前
は
あ
げ
な

い
ま
ま
に
（
小
泉1994:23

）。

（
26
）
日
本
音
楽
史
研
究
の
簡
潔
な
サ
ー
ヴ
ェ
イ
に
お
い
て
吉
川
は
、
数
少
な
い
、
み
る
べ
き
研
究
と

し
て
、
田
邊
の
『
日
本
音
樂
概
説
』
を
挙
げ
て
い
る
が
、
サ
ー
ヴ
ェ
イ
の
前
置
き
的
な
箇
所
で
は
、

日
本
音
楽
史
研
究
の
未
開
状
態
を
示
す
も
の
と
し
て
、
未
決
の
問
題
を
い
く
つ
か
挙
げ
、「
日
本
音

樂
に
半
音
が
入
つ
た
正
確
な
時
期
と
そ
の
事
情
に
就
い
て
も
定
説
が
な
い
」
と
し
て
い
る
。
素
直

に
読
め
ば
、
田
邊
の
主
張
も
「
定
説
」
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
（1942b:19

）。

（
27
）
東
京
音
楽
学
校
に
お
け
る
邦
楽
の
プ
レ
ス
テ
ー
ジ
が
相
対
的
に
増
し
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、
満

州
事
変
以
後
、
と
く
に
戦
時
中
、
邦
楽
が
我
が
世
の
春
を
謳
歌
し
た
、
と
考
え
る
の
は
早
計
で
あ

ろ
う
。「
戦
時
中
三
味
線
や
箏
を
弾
く
者
を
非
国
民
呼
ば
わ
り
を
す
る
な
ど
の
社
会
情
勢
」
が
あ
っ

た
、
と
吉
川
が
指
摘
し
て
い
る
。
吉
川
だ
け
で
な
く
、
平
曲
家
・
館
山
漸
之
進
、
歌
舞
伎
・
邦
楽

評
論
家
・
渥
美
清
太
郎
な
ど
、
邦
楽
関
係
者
が
、「
神
が
か
り
」
と
（
い
か
に
）
一
線
を
画
し
て
い

た
か
、
丁
寧
に
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
（
吉
川1997:169,217,266

）。

文
献
リ
ス
ト
：

文
部
省
教
學
局
『
日
本
諸
學
（
振
興
委
員
會
）
研
究
報
告
』（
本
文
中
、「
文
部
省
」
と
表
記
）：

（
１
９
４
０
） 

第
六
篇
（
藝
術
學
）

（
１
９
４
２
） 

第
十
三
篇
（
藝
術
學
）

（
１
９
４
３
） 

特
輯
第
八
篇
（
藝
術
學
）

（
１
９
４
４
） 

第
二
十
一
篇
（
藝
術
學
）

吉
川
英
士
：

（
１
９
４
２
ａ
） 

「
日
本
音
樂
の
性
格
と
そ
の
背
景
」『
音
樂
研
究
』
日
本
音
樂
文
化
協
會

（
12
月
号
）

（
１
９
４
２
ｂ
） 

「
日
本
音
樂
史
の
研
究 

― 

主
と
し
て
文
献
に
よ
る
研
究
に
就
て
」『
音
樂
公

論
』（
12
月
号
）

（
１
９
４
３
） 

「
三
味
線
の
サ
ハ
リ
に
就
い
て
」『
田
邊
先
生
還
暦
記
念　

東
亞
音
樂
論
叢
』

山
一
書
房　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
１
９
４
３
・
４
） 

「
用
語
に
表
れ
た
る
音
樂
觀
」『
音
樂
公
論
』
音
樂
評
論
社
（
4
月
号
）

（
１
９
４
３
・
５
） 

「
日
本
音
樂
の
神
秘
觀
」『
音
樂
公
論
』
音
樂
評
論
社
（
5
月
号
）

（
１
９
４
３
・
６
） 

「
藝
道
と
し
て
の
日
本
音
樂
」『
音
樂
公
論
』（
音
樂
評
論
社
6
月
号
）

（
１
９
４
３
・
７
） 

「
日
本
樂
道
に
於
け
る
練
成
の
精
神
」『
音
樂
公
論
』
音
樂
評
論
社
（
7
月
号
）

（
１
９
４
３
・
８
） 
「
日
本
音
樂
と
寒
稽
古
」『
音
樂
公
論
』
音
樂
評
論
社
（
8
月
号
）
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（
１
９
４
３
・
９
） 

「
日
本
音
樂
に
於
け
る
秘
傳
」『
音
樂
公
論
』
音
樂
評
論
社
（
9
月
号
）

（
１
９
４
３
・
10
） 

「
日
本
音
樂
に
於
け
る
許
し
制
度
免
状
の
意
義
」『
音
樂
公
論
』
音
樂
評
論

社
（
10
月
号
）

（
１
９
４
８
） 

『
日
本
音
樂
の
性
格
』
わ
ん
や
書
店

（
１
９
６
５
） 

『
日
本
音
楽
の
歴
史
』
創
元
社

（
１
９
８
４
）  

V
om
 C
harakter der japanischen M

usik, B
ärenreiter V

erlag, 

K
assel.

（
１
９
９
７
） 

『
三
味
線
の
美
学
と
芸
大
邦
楽
科
誕
生
秘
話
』
出
版
芸
術
社

伊
澤
修
二
（
１
９
５
８
）『
伊
澤
修
二
選
集
』
信
濃
教
育
会

植
村
幸
生
（
２
０
０
３
）「
日
本
人
に
よ
る
台
湾
少
数
民
族
音
楽
の
研
究 

― 

田
辺
・
黒
澤
・
小
泉
の

業
績
を
中
心
に
」　

『
上
越
教
育
大
学
研
究
紀
要
』
22
巻
2
号

河
竹
繁
俊
（
１
９
４
３
）「
歌
舞
伎
音
樂
と
舞
踊
發
達
槪
說
」『
日
本
諸
學
講
演
集
』
文
部
省
教
學
局

編
纂

小
宮
豐
隆
（
１
９
４
８
）「
邦
樂
の
問
題 

― 

衆
議
院
文
化
委
員
會
の
諸
君
へ
」『
世
界
』
岩
波
書
店

10
月
号

小
泉
文
夫
（
１
９
９
４
）『
日
本
の
音
』
平
凡
社

駒
込
武
（
他
）（
２
０
１
１
）『
戦
時
下
学
問
の
統
制
と
動
員　

日
本
諸
学
振
興
委
員
会
の
研
究
』

東
京
大
学
出
版
会

柴
田
南
雄
（
２
０
１
４
）『
音
楽
史
と
音
楽
論
』
岩
波
書
店

竹
内
有
一
（
２
０
１
２
）「
か
っ
ぽ
れ
百
態
」、
細
川
周
平
（
編
著
）『
民
謡
か
ら
み
た
世
界
音
楽
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

田
邊
尙
雄
（
１
９
４
０
）『
日
本
音
樂
槪
說
』
河
出
書
房

渡
辺
裕
（
２
０
０
２
） 

『
日
本
文
化　

モ
ダ
ン
・
ラ
プ
ソ
デ
ィ
ー
』
春
秋
社
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