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は
じ
め
に

　
人
間
が
治
療
や
健
康
促
進
︑
維
持
の
手
段
と
し
て
音
楽
を
用
い
て
き
た
こ
と

の
歴
史
は
古
く
︑
東
西
で
古
代
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
︒
各
時
代
を
経
て
発

展
し
て
き
た
そ
れ
ら
の
歴
史
を
辿
り
︑
そ
の
背
景
に
あ
る
思
想
を
解
明
す
る
こ

と
は
︑
現
代
音
楽
療
法
の
思
想
形
成
の
過
程
を
辿
る
意
味
で
も
大
き
な
意
義
を

孕
ん
で
い
る
が
︑
そ
の
歴
史
研
究
は
︑
国
内
外
で
さ
か
ん
に
な
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
︒

　
こ
の
音
楽
と
治
療
や
健
康
促
進
・
維
持
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
と
か
く
西

洋
に
の
み
目
が
向
け
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
︑
牧
野
英
一
郎
に
よ
る
と
日
本
で

も
古
く
か
ら
「『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
巻
十
』
に
見
ら
れ
る
今
様
の
力
」︑「『
ホ
オ

ズ
キ
を
吹
く
と
咳
が
治
る
』
と
い
っ
た
習
俗
や
各
種
の
治
療
儀
礼
」︑「
祇
園
祭

や
春
日
若
宮
お
ん
ま
つ
り
の
よ
う
な
芸
能
に
見
ら
れ
る
病
気
治
し
」︑「
読
経
・

祝
詞
・
真
言
・
イ
タ
コ
の
経
文
と
い
っ
た
仏
教
・
神
道
・
修
験
道
・
民
俗
宗
教

の
病
気
治
し
儀
礼
の
音
響
」
な
ど
︑
伝
統
芸
能
や
儀
礼
の
中
で
自
国
の
文
化
的

な
土
壌
に
根
付
い
た
音
楽
と
治
療
と
の
関
連
性
に
言
及
し
た
記
述
は
散
見
さ
れ

る（
1
）

︒
　
そ
の
上
で
筆
者
が
︑
こ
の
よ
う
な
伝
統
芸
能
や
儀
礼
だ
け
で
な
く
︑
近
代
以

前
の
伝
統
医
学
に
お
い
て
書
か
れ
た
音
楽
的
記
述
の
有
無
に
つ
い
て
調
査
し
て

み
た
と
こ
ろ
︑
医
学
書
で
は
記
述
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
も
の
の
︑
近
世
に
刊

行
さ
れ
た
養
生
書
の
中
で
い
く
つ
か
の
言
及
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
︒
そ

の
中
で
も
︑
今
大
路
玄
朔
﹃
延
寿
撮
要
﹄（
一
五
九
九
年
）︑
名
古
屋
玄
医
﹃
養

生
主
論
﹄（
一
六
八
三
年
）
な
ど
で
は
音
楽
の
逆
効
果
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
た

の
に
対
し
て
︑
竹
中
通
庵
﹃
古
今
養
性
録
﹄（
一
六
九
二
年
）
で
は
︑
逆
効
果
の

可
能
性
を
提
示
し
な
が
ら
も
他
方
で
は
健
康
寄
与
の
可
能
性
を
も
示
唆
し
て
お

貝
原
益
軒
の
養
生
論
に
お
け
る
音
楽

光
平
有
希



34

り
︑
こ
の
内
容
が
そ
の
後
の
養
生
論
に
お
け
る
音
楽
の
役
割
を
考
え
る
上
で
の

萌
芽
と
な
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
そ
の
後
︑
養
生
論
に
お
け

る
音
楽
の
適
用
に
つ
い
て
は
︑
貝
原
益
軒
﹃
養
生
訓
﹄（
一
七
一
二
年
）
の
中
で

具
体
的
に
言
及
さ
れ
る
に
至
る
︒
こ
れ
を
受
け
︑
本
論
で
は
︑
益
軒
が
養
生
の

一
手
段
と
し
て
音
楽
を
用
い
た
背
景
を
探
る
と
と
も
に
︑
具
体
的
に
彼
の
想
定

し
て
い
た
音
楽
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
そ
の
音
楽
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
る
影
響
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
︑
益

軒
の
養
生
論
に
お
け
る
音
楽
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
︒

　
し
た
が
っ
て
本
論
で
は
︑
ま
ず
第
一
節
で
︑
主
と
し
て
﹃
音
楽
紀
聞
﹄

（
一
七
〇
二
年
）
を
用
い
て
益
軒
に
お
け
る
音
楽
思
想
の
基
盤
を
検
討
し
た
後
︑

第
二
節
で
は
︑﹃
頤
生
輯
要
﹄（
一
六
八
二
年
）
及
び
﹃
養
生
訓
﹄
を
中
心
と
し

て
益
軒
の
養
生
観
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
続
く
第
三
節
で
は
︑
音
楽
思
想
と
養

生
観
と
い
う
二
つ
の
土
壌
の
上
で
論
じ
ら
れ
る
︑
益
軒
の
養
生
論
で
の
音
楽
の

役
割
に
つ
い
て
﹃
養
生
訓
﹄
の
テ
キ
ス
ト
分
析
を
通
じ
て
考
察
す
る
︒
ま
た
︑

同
時
代
に
行
わ
れ
た
他
国
で
の
養
生
論
に
お
け
る
音
楽
の
効
果
と
比
較
す
る
こ

と
に
よ
り
益
軒
の
思
想
の
特
徴
が
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
︑
第
四
節
で

は
︑
同
時
代
イ
ギ
リ
ス
の
養
生
概
念
で
あ
る
「
非
自
然
的
事
物
」
を
基
に
論
じ

ら
れ
た
音
楽
療
法
と
の
比
較
を
試
み
る
︒

　

一
　
貝
原
益
軒
に
お
け
る
音
楽
思
想
の
基
盤

　
貝
原
益
軒
（
一
六
三
〇
年
～
一
七
一
四
年
）
は
黒
田
藩
に
仕
え
た
儒
者
で
あ
り
︑

特
に
教
育
思
想
家
と
し
て
多
く
の
教
訓
書
を
残
し
て
い
る
︒
ま
た
儒
医
と
し
て

も
活
躍
す
る
ほ
か
︑
音
楽
に
対
す
る
造
詣
も
深
く
︑
楽
書
で
あ
る
﹃
音
楽
紀

聞
﹄
の
著
作
も
あ
る
よ
う
に
︑
楽
理
的
知
識
も
豊
富
で
あ
っ
た
︒
そ
の
益
軒
の

音
楽
へ
の
関
心
に
つ
い
て
は
︑
三
十
五
歳
の
頃
よ
り
古
楽
の
指
導
を
受
け
始
め
︑

結
婚
後
は
︑
夫
人
の
東
軒
（
一
六
五
二
年
～
一
七
一
三
年
）
ら
と
琵
琶
や
胡
琴
な

ど
に
よ
る
合
奏
を
楽
し
ん
だ
よ
う
で
あ
る
︒
四
十
二
歳
の
時
よ
り
古
楽
へ
の
関

心
は
さ
ら
に
深
ま
り
︑
六
十
歳
の
賀
宴
を
催
し
た
際
に
は
︑
益
軒
自
ら
琵
琶
を

弾
き
︑
夫
人
が
箏
を
奏
し
た
と
い
う
︒
さ
ら
に
︑
六
十
一
歳
か
ら
箏
と
篳
篥
を

弾
き
始
め
︑
宮
中
の
楽
人
で
あ
る
山
井
近
江
守
（
生
没
未
詳
）
に
つ
い
て
古
楽

を
深
め
た
と
さ
れ
て
い
る（

2
）

︒

　
以
上
は
益
軒
の
音
楽
に
お
け
る
実
践
記
録
の
情
報
で
あ
る
が
︑
で
は
︑
彼
の

音
楽
思
想
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
七
十
二
歳
の
時
に

書
か
れ
た
﹃
音
楽
紀
聞
﹄
を
参
考
に
検
討
し
た
い
︒
益
軒
は
︑
自
身
の
音
楽
的

基
盤
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る（

3
）

︒

凡
音
楽
道
を
し
ら
ん
と
思
は
ば
︑
礼
記
の
楽
記
を
熟
読
す
べ
し
︒
又
尚
書

論
語
の
楽
を
説
け
る
所
と
其
本
註
と
︑
及
儀
礼
経
伝
通
解
曲
礼
全
経
等
︑
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併
︑
周
程
朱
子
の
楽
説
を
考
へ
見
る
べ
し
︒

　
益
軒
の
思
想
は
︑
古
代
中
国
儒
教
の
礼
楽
思
想
の
基
盤
で
あ
る
﹃
礼
記
﹄
の

中
の
「
楽
記
篇
」（
成
立
年
不
詳
）
や
︑﹃
論
語
﹄（
成
立
年
不
詳
）
な
ど
を
中
心

と
す
る
も
の
で
あ
り
︑
こ
こ
か
ら
益
軒
の
音
楽
思
想
の
根
底
に
は
︑
や
は
り
儒

教
的
な
音
楽
観
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
で
は
︑
益
軒
の
考
え
る
礼
楽
思
想
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
に
関
し
て
︑
益
軒
は
﹃
音
楽

紀
聞
﹄
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る（

4
）

︒

聖
人
礼
楽
を
作
り
て
︑
人
に
教
へ
た
ま
ふ
は
︑
本
な
き
事
を
作
り
出
し
た

ま
ふ
に
あ
ら
ず
︒
凡
礼
は
︑
天
地
の
序
な
り
︒
序
と
は
︑
次
第
あ
る
を
云
︒

陰
陽
の
気
︑
時
節
に
し
た
が
ひ
て
次
第
あ
る
は
︑
天
地
の
礼
な
り
︒
楽
は
︑

天
地
の
和
な
り
︒
和
と
は
︑
陰
陽
の
気
︑
時
に
し
た
が
ひ
て
和
同
す
る
を

云
︒
こ
れ
天
地
の
楽
な
り
︒
聖
人
︑
天
地
の
序
と
和
と
に
本
ず
き
て
︑
礼

楽
を
作
り
給
ふ
︒

　
こ
こ
か
ら
人
倫
上
の
礼
楽
は
︑
天
地
の
秩
序
と
調
和
の
理
に
倣
っ
た
も
の
で

あ
り
︑「
天
人
合
一
の
思
想
」︑
つ
ま
り
天
地
の
理
が
︑
人
倫
上
の
「
礼
」
と

「
楽
」
に
な
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る（

5
）

︒
そ
こ
で
天
地
の
理
に
つ
い
て
益

軒
は
「
楽
記
篇
」
を
基
盤
に
次
の
よ
う
に
説
く（

6
）

︒

楽
記
曰
く
︑
天
高
く
地
下
く
万
物
散
殊
し
て
︑
礼
制
行
は
る
︑
是
礼
の
本

な
り
︒
流
れ
て
息
ま
ず
︑
合
同
し
て
化
し
て
楽
興
る
︑
是
れ
楽
の
本
な
り
︒

ひ
そ
か
に
お
も
ふ
に
︑
此
数
句
は
即
是
礼
楽
の
よ
り
て
出
る
所
︑
本
源
を

と
け
り
︒
是
天
地
の
礼
楽
な
り
︒
至
言
と
云
ふ
べ
し
︒︹
中
略
︺
楽
者
天

地
の
和
也
︒
礼
は
天
地
の
序
也
︒
又
曰
く
︑
大
楽
は
天
地
の
和
を
同
じ
く

し
︑
大
礼
は
天
地
と
節
を
同
じ
く
す
︑
是
等
は
す
べ
て
礼
楽
の
本
を
と
い

け
り
︒
聖
人
天
地
に
礼
楽
の
道
理
あ
る
を
見
︑
こ
れ
に
の
っ
と
り
て
礼
楽

を
作
り
た
ま
ふ
︒
天
地
自
然
の
道
理
に
も
と
ず
き
し
た
が
へ
る
な
り
︒

　
こ
の
こ
と
か
ら
︑
天
地
自
然
の
世
界
に
は
︑
す
べ
て
の
も
の
が
散
在
し
て
い

る
が
︑
そ
れ
ら
を
秩
序
づ
け
る
の
が
「
礼
」︑
そ
し
て
そ
れ
ら
が
流
動
し
て
や

ま
な
い
も
の
を
調
和
す
る
の
が
「
楽
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
要
す
る
に
こ

の
思
想
は
天
地
自
然
の
理
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
︑「
礼
」
と
「
楽
」
の
形
而

上
の
源
泉
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
上
で
益
軒
は
︑現
実
に
お
い
て
「
礼
」

と
「
楽
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
触
れ
る（

7
）

︒

礼
は
︑
心
の
恭
敬
を
本
と
し
て
︑
万
事
身
の
行
の
上
に
節
文
あ
る
を
云
︒

楽
と
は
︑
心
の
和
楽
を
本
と
し
て
昔
聖
人
の
作
り
た
ま
へ
る
歌
舞
八
音
の

音
楽
の
文
あ
る
を
云
︒

　
こ
こ
で
は
︑「
楽
」
を
本
と
文
と
し
て
捉
え
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
︒
で
は
︑
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そ
の
相
関
性
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
益
軒
は

﹃
音
楽
記
聞
﹄
の
冒
頭
で
︑
次
の
よ
う
に
「
楽
記
篇
」
を
引
用
し
て
言
及
す
る（

8
）

︒

楽
記
に
楽
者
楽
也
︒
人
情
の
免
る
る
こ
と
能
は
ざ
る
所
也
と
い
へ
り
︒
春

の
鴬
︑
秋
の
蝉
︑
凡
も
ろ
も
ろ
の
鳥
さ
へ
ず
り
︑
虫
の
声
ま
で
も
自
然
に

吟
声
を
発
す
る
は
︑
是
和
気
よ
り
出
る
所
︑
即
楽
也
︒

　
こ
こ
で
益
軒
は
︑
楽
音
の
み
な
ら
ず
︑
自
然
界
の
音
ま
で
も
「
楽
」
と
捉
え

て
お
り
︑
音
楽
は
楽
し
む
も
の
で
あ
り
︑
楽
し
い
心
が
自
然
に
音
楽
と
な
っ
て

現
わ
れ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
楽
し
い
心
（
本
）
が
音
楽

（
文
）
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る（

9
）

︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
内
的
な
感
情
が
音

声
と
な
っ
て
外
に
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
︑
本
と
文
と
の
関
係
は
表
裏
一
体
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
益
軒
は
次
の
よ
う
に
も

語
る（

10
）

︒本
無
け
れ
ば
即
立
た
ず
︒
文
無
け
れ
ば
即
行
は
れ
ず
︒
故
礼
楽
は
本
と
文

と
を
兼
て
全
備
と
す
︒

　
右
の
よ
う
に
益
軒
は
記
述
し
︑
両
者
の
関
係
を
平
等
の
立
場
で
説
い
て
い
る

の
で
あ
る
が
︑
そ
の
中
心
に
な
る
の
は
本
で
あ
る
こ
と
を
︑
次
の
よ
う
に
主
張

す
る（

11
）

︒

文
有
者
は
其
末
也
︒
礼
楽
を
以
て
身
を
修
る
者
は
恭
敬
和
楽
平
行
し
て
相

悖
は
い
ら
ざ
る
也
︒
文
の
如
者
は
又
其
助
也
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
本
が
中
心
で
あ
り
︑
文
は
本
を
助
け
る
存
在
と
し
て
示
さ
れ

て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
音
楽
は
和
楽
に
従
い
︑
支
え
る
こ
と
が
重
要
な
役
割

に
な
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
音
楽
は
天
地
自
然
の
調
和
に
共
感

す
る
和
楽
の
心
の
表
現
に
専
念
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
で
は
︑

そ
れ
を
満
た
す
音
楽
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
に
つ
い
て

益
軒
が
出
し
て
い
る
一
つ
の
答
え
は
次
の
よ
う
に
な
る（

12
）

︒

心
の
和
を
み
ち
び
く
そ
な
へ
り
︑
後
代
の
淫
楽
の
心
を
と
ら
か
す
は
大
に

同
じ
か
ら
ず
︒

　
右
の
よ
う
に
︑
益
軒
は
当
時
の
一
般
の
俗
楽
は
拒
否
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
排

除
す
べ
き
俗
楽
に
つ
い
て
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る（

13
）

︒

小
歌
︑
浄
瑠
璃
︑
三
線
の
類
︑
淫
声
を
こ
の
め
ば
心
を
そ
こ
な
ふ
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
俗
楽
の
中
で
も
特
に
小
歌
・
浄
瑠
璃
・
三
味
線
の
類
は
避
け

る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
で
は
︑
益
軒
の
推
奨
し
た
音
楽
と
は
何
な
の

で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
益
軒
が
学
び
︑
そ
の
価
値
を
認
め
て
い
た
古
楽
（
雅
楽
）
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で
あ
っ
た
︒
し
か
し
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
当
時
︑
古
楽
は
身
近
な
存
在
で
は

な
く
︑
そ
の
代
替
案
と
し
て
益
軒
は
次
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る（

14
）

︒

只
︑
三
百
編
以
下
の
古
詩
を
吟
誦
し
︑
心
思
を
和
楽
す
る
の
み
楽
の
本
を

得
た
る
な
る
べ
し
︒
万
の
事
︑
本
あ
り
︑
文
あ
り
︒
楽
を
以
て
い
は
ば
︑

和
楽
の
心
は
楽
の
本
な
り
︒
歌
舞
は
︑
音
は
︑
楽
の
文
な
り
︒
只
心
を
和

楽
に
し
て
古
詩
を
熟
読
し
︑
時
に
吟
詠
せ
ば
︑
是
楽
の
本
を
つ
と
む
と
云

べ
し
︒

　
右
で
は
︑
古
楽
に
こ
だ
わ
ら
ず
︑
三
百
編
以
下
の
古
詩
︑
つ
ま
り
儒
学
の
教

育
内
容
に
含
ま
れ
て
い
る
﹃
詩
経
﹄（
前
十
世
紀
頃
～
前
八
世
紀
頃
）
を
吟
詠
し

て
心
を
和
楽
に
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
︒
同
様
の
内
容
は
﹃
楽
訓
﹄（
一
七
〇
九

年
）
の
中
で
「
い
に
し
へ
の
郢
曲
早
歌
の
類
声
を
か
し
く（

15
）

」︑
つ
ま
り
民
衆
も

日
常
的
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
朗
詠
の
「
郢
曲
」
や
︑
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町

時
代
に
流
行
し
た
中
世
歌
謡
の
一
種
で
あ
る
「
早
歌
」
を
歌
う
こ
と
を
勧
め
る

部
分
に
も
見
ら
れ
る
︒

　
こ
こ
ま
で
は
︑
益
軒
の
音
楽
思
想
の
基
盤
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
︑
益

軒
の
音
楽
思
想
は
特
に
﹃
礼
記
﹄「
楽
記
篇
」
の
影
響
を
受
け
て
お
り
︑
古
代

か
ら
伝
わ
る
伝
統
的
な
礼
楽
思
想
を
重
ん
じ
な
が
ら
も
︑
用
い
る
音
楽
と
し
て

は
︑
当
時
の
日
本
に
お
け
る
民
衆
で
も
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
を
も
考
案

す
る
独
自
の
姿
勢
が
垣
間
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

　
さ
て
︑
益
軒
が
養
生
論
の
中
で
音
楽
に
つ
い
て
言
及
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑

音
楽
思
想
と
並
び
︑
彼
の
持
つ
養
生
観
も
そ
の
基
盤
を
形
成
し
て
い
る
︒
で
は
︑

益
軒
の
養
生
観
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︑
次
節
で
考
察
し

て
み
た
い
︒

　

二
　
貝
原
益
軒
の
養
生
観

　
ま
ず
︑
益
軒
が
養
生
観
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
が
﹃
養
生
訓
﹄
で
あ
る
が
︑

そ
の
﹃
養
生
訓
﹄
の
冒
頭
で
︑
益
軒
は
養
生
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
る（

16
）

︒

人
の
身
は
父
母
を
本
と
し
天
地
を
初
め
と
す
︒
天
地
父
母
の
め
ぐ
み
を
う

け
て
生
ま
れ
︑
又
養
は
れ
た
る
わ
が
身
な
れ
ば
︑
わ
が
私
の
物
に
あ
ら
ず
︒

天
地
の
み
た
ま
も
の
︑
父
母
の
残
せ
る
身
な
れ
ば
︑
つ
つ
し
ん
で
よ
く
養

ひ
て
︑
そ
こ
な
ひ
や
ぶ
ら
ず
︑
天
年
を
長
く
た
も
つ
べ
し
︒
是
天
地
父
母

に
つ
か
へ
奉
る
孝
の
本
也
︒︹
中
略
︺
況
大
な
る
身
命
を
︑
わ
が
私
の
物

と
し
て
慎
ま
ず
︑
飲
食
色
慾
を
恣
に
し
︑
元
気
を
そ
こ
な
ひ
病
を
求
め
︑

生
付
た
る
天
年
を
短
く
し
て
︑
早
く
身
命
を
失
ふ
事
︑
天
地
父
母
へ
不
孝

の
い
た
り
︑
愚
な
る
哉
︒
人
と
な
り
て
此
世
に
生
き
て
は
︑
ひ
と
へ
に
父

母
天
地
に
孝
を
つ
く
し
︑
人
倫
の
道
を
行
ひ
︑
義
理
に
し
た
が
ひ
て
︑
な

る
べ
き
程
は
寿
福
を
う
け
︑
久
し
く
世
に
な
が
ら
へ
て
︑
喜
び
楽
み
を
な

さ
ん
事
︑
誠
に
人
の
各
願
ふ
處
な
ら
ず
や
︒
如
此
な
ら
む
事
を
ね
が
は
ば
︑
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先
古
の
道
を
か
う
が
へ
︑
養
生
の
術
を
ま
な
ん
で
︑
よ
く
わ
が
身
を
た
も

つ
べ
し
︒

　
こ
こ
で
は
︑
身
体
と
は
天
地
父
母
か
ら
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
天
地

父
母
の
生
成
の
本
意
に
従
っ
て
身
体
の
養
生
を
図
る
こ
と
は
︑
儒
教
の
求
め
る

「
孝
」
の
徳
の
実
践
に
あ
た
る
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
天
地
父
母
の
生
成
の
本
意

に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
︑
つ
ま
り
天
地
の
真
理
を
体
得
し
た
聖
人
の
教
え
を
学

び
︑
そ
れ
を
実
践
す
る
こ
と
こ
そ
が
︑
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
意
義
で
あ
る

と
い
う
益
軒
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
益
軒
の
養
生
観
の
根
底
に

は
︑
儒
学
思
想
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒
で
は
︑
そ
の
実
践
と
は
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
同
じ
く
﹃
養
生
訓
﹄
で
は
次
の
よ
う
に

言
及
す
る（

17
）

︒

養
生
の
術
は
︑
先
わ
が
身
を
そ
こ
な
ふ
物
を
去
べ
し
︒
身
を
そ
こ
な
ふ
物

は
︑
内
慾
と
外
邪
と
な
り
︒
内
慾
と
は
飲
食
の
慾
︑
好
色
の
慾
︑
睡
の
慾
︑

言
語
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
の
慾
と
︑
喜
怒
憂
思
悲
恐
驚
の
七
情
の
慾
を

云
︒
外
邪
と
は
天
の
四
気
な
り
︒
風
寒
暑
湿
を
云
︒
内
慾
を
こ
ら
へ
て
︑

す
く
な
く
し
︑
外
邪
を
お
そ
れ
て
ふ
せ
ぐ
︑
是
を
以
元
気
を
そ
こ
な
は
ず
︑

病
な
く
し
て
天
年
を
永
く
た
も
つ
べ
し
︒

　
こ
こ
で
益
軒
は
︑
飲
食
や
好
色
︑
そ
し
て
睡
眠
や
言
語
に
関
す
る
各
慾
と
︑

人
間
の
感
情
の
う
ち
「
喜
・
怒
・
憂
・
思
・
悲
・
恐
・
驚
」
と
い
っ
た
七
情
を

内
慾
に
分
類
し
て
︑
天
候
に
関
連
す
る
「
風
・
寒
・
暑
・
湿
」
と
い
っ
た
四
気

を
外
邪
と
し
て
い
る
︒
そ
し
て
こ
れ
ら
内
慾
を
制
し
︑
外
邪
を
防
ぐ
こ
と
で
健

康
の
根
幹
で
あ
る
「
元
気
」
を
保
ち
︑
こ
れ
が
養
生
に
繋
が
る
と
い
う
考
え
を

提
示
し
て
い
る
︒
こ
の
中
で
︑
内
慾
に
含
ま
れ
る
七
情
︑
及
び
外
邪
の
四
気
と

は
い
か
な
る
も
の
で
︑
ど
こ
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒

　
ま
ず
︑
七
情
に
関
し
て
は
︑
益
軒
が
音
楽
思
想
と
し
て
影
響
を
受
け
た
「
楽

記
篇
」
も
含
ま
れ
て
い
る
﹃
礼
記
﹄
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
︑﹃
礼
記
﹄
に
も
七

情
に
言
及
し
て
い
る
部
分
が
あ
っ
た
︒
し
か
し
﹃
礼
記
﹄
で
は
︑
七
情
を

「
喜
・
怒
・
哀
・
懼
・
愛
・
悪
・
欲
」
に
分
類
し
て
お
り
︑
益
軒
の
い
う
「
喜
・

怒
・
憂
・
思
・
悲
・
恐
・
驚
」
と
い
う
七
情
と
は
「
喜
」「
怒
」
以
外
は
異

な
っ
て
い
る
︒
益
軒
の
七
情
の
「
喜
・
怒
・
憂
・
思
・
悲
・
恐
・
驚
」
の
源
泉

は
︑
益
軒
が
医
学
の
底
本
と
し
て
熟
読
を
勧
め
た
前
漢
時
代
の
﹃
黄
帝
内
経
﹄

（
成
立
年
不
詳
）
な
ど
で
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
ほ
か
︑
四
気
に
つ
い
て
も
同
じ

く
﹃
黄
帝
内
経
﹄
な
ど
の
中
国
医
学
古
典
に
そ
の
拠
り
所
が
認
め
ら
れ（

18
）

︑
益
軒

の
考
え
る
養
生
の
実
践
に
お
い
て
は
﹃
礼
記
﹄
の
よ
う
な
儒
教
経
典
で
は
な
く
︑

中
国
医
学
古
典
か
ら
の
影
響
が
強
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
の
背
景
に
は
︑

益
軒
に
お
い
て
︑
受
容
の
度
合
い
に
関
し
て
儒
教
経
典
と
中
国
医
学
古
典
と
の

差
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
も
の
の
︑
儒
医
で
も
あ
っ
た
益
軒
の
中
国
医
学
古
典
に

関
す
る
豊
富
な
知
識
に
よ
る
選
別
か
ら
︑
養
生
の
実
践
に
お
い
て
は
中
国
医
学

古
典
か
ら
の
影
響
が
強
く
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
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さ
て
︑﹃
養
生
訓
﹄
は
︑
益
軒
が
﹃
養
生
訓
﹄
以
前
に
刊
行
し
た
﹃
頤
生
輯

要
﹄
と
い
う
著
作
を
底
本
と
し
て
お
り
︑﹃
頤
生
輯
要
﹄
に
は
多
く
の
中
国
医

学
古
典
か
ら
の
引
照
も
見
ら
れ
る（

19
）

︒
し
た
が
っ
て
以
下
︑﹃
養
生
訓
﹄
と
﹃
頤

生
輯
要
﹄
双
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
︒

　﹃
頤
生
輯
要
﹄
は
︑
益
軒
が
五
十
三
歳
の
頃
か
ら
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

の
に
対
し
︑﹃
養
生
訓
﹄
は
八
十
三
歳
の
著
作
で
あ
り
︑
両
者
の
間
に
は
長
期

の
時
間
的
隔
た
り
が
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
頤
生
輯
要
﹄
は
︑
益
軒
が
古
代
中
国
の

養
生
論
を
中
心
に
︑
古
今
の
養
生
論
に
関
す
る
漢
籍
の
記
事
を
原
文
の
ま
ま
抄

出
編
纂
し
た
資
料
集
で
あ
る
の
に
対
し
︑﹃
養
生
訓
﹄
は
和
文
で
書
か
れ
て
お

り
︑
一
般
の
知
識
層
か
ら
広
く
庶
民
ま
で
を
も
対
象
に
し
た
啓
蒙
書
と
い
う
︑

異
な
っ
た
性
格
を
有
す
る
︒

　﹃
頤
生
輯
要
﹄
の
冒
頭
に
附
さ
れ
た
益
軒
の
「
養
生
論
叙
」
や
巻
五
末
尾
に

附
さ
れ
た
弟
子
竹
田
定
直
（
？
～
一
七
四
五
年
）
の
「
後
序
」
に
よ
る
と
︑
生
来
︑

体
質
虚
弱
で
あ
っ
た
益
軒
は
︑
常
々
︑
読
書
の
際
に
折
に
触
れ
て
数
百
条
に
の

ぼ
る
養
生
関
係
の
記
事
の
抄
録
を
書
き
抜
い
て
お
い
た
︒
そ
れ
を
門
人
で
あ
っ

た
竹
田
定
直
の
手
を
借
り
て
整
理
し
︑
益
軒
が
最
終
的
に
校
閲
を
加
え
る
こ
と

に
よ
り
﹃
頤
生
輯
要
﹄
は
完
成
し
た
と
い
う（

20
）

︒
こ
こ
で
注
目
に
値
す
る
の
は
︑

「
楽
」
と
養
生
と
の
関
連
に
つ
い
て
言
及
す
る
「
楽
志
」
と
い
う
一
篇
を
益
軒

が
付
け
加
え
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
点
は
︑
養
生
に
お
い
て
も
益
軒
が
「
楽
」

を
重
ん
じ
て
い
た
こ
と
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
︒

　
さ
て
︑﹃
頤
生
輯
要
﹄
は
︑
そ
の
書
物
の
性
質
か
ら
し
て
益
軒
の
養
生
に
関

す
る
考
え
を
直
接
表
明
し
た
も
の
で
は
な
い
が
︑
全
体
の
構
成
は
「
総
論
」

「
養
心
気
」「
節
飲
食
」「
戒
色
欲
付
求
嗣

」「
慎
起
居
」「
四
時
調
摂
」「
導
引
調
気
」

「
用
薬
」「
灸
法
」「
養
老
」「
慈
幼
」「
楽
志
」
と
い
っ
た
十
二
篇
か
ら
な
る
︒

引
用
さ
れ
た
書
物
は
︑
四
書
五
経
諸
子
を
は
じ
め
と
し
て
専
門
の
医
書
・
養
生

書
に
至
る
ま
で
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
お
り
︑
引
用
部
分
の
取
捨
選
択
に
は
益
軒

の
養
生
観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
で
は
こ
の
中
で
︑
ど
の
よ
う

な
養
生
観
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

　
ま
ず
︑
中
国
に
お
け
る
養
生
の
伝
統
の
中
で
は
︑
道
教
的
養
生
術
の
要
素
が

重
要
な
部
分
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
益
軒
は
故
意
に
こ
の
部
分
を
排
除

し
て
い
る
︒
そ
し
て
こ
の
理
由
に
つ
い
て
︑﹃
頤
生
輯
要
﹄
の
冒
頭
に
附
さ
れ

た
「
養
生
論
叙
」
で
益
軒
は
︑
君
子
の
養
生
と
は
︑
方
外
術
士
が
肉
体
を
錬
成

し
気
を
盗
ん
で
︑
た
だ
長
生
を
求
め
︑
欲
望
を
逞
し
く
し
て
そ
の
私
的
な
存
在

と
し
て
の
人
生
の
充
足
を
求
め
る
も
の
と
は
異
な
る
と
し
た
上
で
︑
中
華
の
養

生
を
説
く
も
の
は
︑
そ
の
多
く
が
方
外
術
士
で
あ
り
︑
そ
れ
故
︑
養
生
の
書
に

は
多
く
根
拠
の
な
い
で
た
ら
め
の
説
が
述
べ
ら
れ
る
た
め
熟
考
が
必
要
と
の
毅

然
と
し
た
態
度
を
示
す（

21
）

︒
益
軒
は
こ
の
よ
う
な
基
本
的
認
識
に
従
い
︑﹃
頤
生

輯
要
﹄
に
は
︑
道
教
的
な
影
響
も
見
ら
れ
る
も
の
の
︑
古
代
中
国
養
生
論
で
重

ん
じ
ら
れ
る
︑
服
気
・
服
食
・
僻
穀
と
い
っ
た
一
般
的
な
道
術
を
は
じ
め
と
し

て
︑
錬
丹
・
胎
息
と
い
っ
た
よ
り
道
教
的
な
養
生
術
及
び
房
中
術
の
具
体
的
技

法
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
て
い
な
い
︒
そ
れ
に
対
し
同
時
代
の
中
国
で
は
︑
明

代
の
文
人
で
朱
子
学
に
精
通
し
て
い
た
髙
濂
（
一
五
七
三
年
～
一
六
二
〇
年
）
で
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さ
え
も
︑﹃
遵
生
八
牋
﹄（
十
六
～
十
七
世
紀
）
の
中
心
を
な
す
の
は
「
延
年
却

病
牋
」
で
あ
り
︑
そ
の
主
要
部
分
は
益
軒
が
排
除
し
た
気
功
に
関
す
る
も
の
で

あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
頤
生
輯
要
﹄
で
見
せ
る
道
教
的
養
生
術
に
対
す
る
益
軒
の

態
度
は
︑
同
時
代
の
中
国
医
学
書
と
も
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒

さ
ら
に
︑
捕
食
に
関
し
て
益
軒
は
﹃
頤
生
輯
要
﹄「
四
時
調
摂
」
で
中
国
と
日

本
と
の
思
想
の
違
い
を
日
本
風
土
に
合
わ
な
い
も
の
は
取
捨
選
択
し
︑
す
べ
て

享
受
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
姿
勢
を
顕
著
に
表
し
て
い
る（

22
）

︒

　﹃
頤
生
輯
要
﹄
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
記
述
は
︑
益
軒
に
お
け
る
古
代
中

国
養
生
論
の
受
容
の
仕
方
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
前
述
し
た
竹
中
通

庵
﹃
古
今
養
性
録
﹄
も
益
軒
の
﹃
頤
生
輯
要
﹄
と
同
じ
く
古
代
か
ら
続
く
中
国

養
生
論
を
基
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
従
来
の
中
国
の
養
生
書
の
伝
統

を
継
承
し
︑
そ
れ
に
即
し
て
自
著
を
構
成
し
た
通
庵
の
養
生
観
と
︑「
理
に
合

わ
ざ
る
」
も
の
を
認
め
ず
︑
取
捨
選
択
し
な
が
ら
自
流
の
養
生
観
も
示
す
と
い

う
益
軒
の
養
生
観
の
間
に
は
︑
古
代
中
国
養
生
論
の
受
容
の
仕
方
に
お
い
て
大

き
な
相
違
が
あ
る
︒

　
一
方
︑﹃
養
生
訓
﹄
に
お
け
る
養
生
観
は
︑﹃
頤
生
輯
要
﹄
の
養
生
観
か
ら
ど

の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹃
養
生
訓
﹄
は
︑「
総
論
上
」

「
総
論
下
」「
飲
食
上
」「
飲
食
下
」「
飲
酒
」「
飲
茶
附
煙
草

」「
慎
色
愁
」「
五
官
」

「
二
便
」「
洗
浴
」「
慎
病
」「
択
医
」「
用
薬
」「
養
老
」「
育
幼
」「
鍼
」「
灸
法
」

の
十
五
篇
か
ら
な
る
︒
こ
の
構
成
は
︑﹃
頤
生
輯
要
﹄
を
踏
ま
え
て
は
い
る
も

の
の
︑
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
︑﹃
頤
生
輯
要
﹄
が
あ
く
ま
で
も

中
国
の
養
生
論
を
集
成
︑
あ
る
い
は
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑

﹃
養
生
訓
﹄
は
︑
日
本
人
の
実
生
活
に
即
し
た
項
目
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
︑﹃
頤
生
輯
要
﹄
に
あ
っ
た
「
慎
起
居
」「
四
時
調
摂
」

「
導
引
調
気
」
な
ど
の
項
目
が
削
ら
れ
︑「
色
慾
」
に
関
す
る
記
事
が
減
ら
さ
れ

て
「
求
嗣
」
も
削
ら
れ
る
一
方
︑
飲
食
の
部
か
ら
︑「
飲
酒
」「
飲
茶
」
を
独
立

さ
せ
︑
さ
ら
に
煙
草
に
関
す
る
記
事
を
付
録
し
︑
日
常
生
活
に
お
け
る
衛
生
と

密
接
な
︑「
二
便
」「
洗
浴
」「
慎
病
」「
鍼
」
な
ど
の
項
目
が
新
た
に
立
て
ら
れ

て
い
る
︒

　
ま
た
︑
益
軒
は
﹃
養
生
訓
﹄
の
中
で
﹃
黄
帝
内
経
﹄
及
び
﹃
神
農
本
草
経
﹄

（
一
世
紀
頃
～
二
世
紀
頃
）︑﹃
千
金
方
﹄（
六
五
〇
年
頃
）
を
は
じ
め
と
す
る
医
学

書
を
熟
読
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
が（

23
）

︑
そ
の
一
方
︑
諸
書
に
は
偏
説
が
多
い

た
め
︑
多
く
の
医
学
書
を
集
め
︑
広
く
異
同
を
考
案
し
︑
そ
の
長
所
を
と
り
短

所
を
捨
て
て
医
療
を
推
進
す
べ
き
と
の
苦
言
を
呈
し
て
い
る（

24
）

︒
こ
の
益
軒
の
姿

勢
は
江
戸
前
期
よ
り
隆
盛
を
誇
っ
た
古
医
方
学
派
の
姿
勢
と
も
相
通
じ
る
も
の

で
あ
る（

25
）

︒

　
さ
ら
に
︑
益
軒
の
養
生
観
に
お
い
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
概
念
が

「
元
気
」
で
あ
る（

26
）

︒
益
軒
は
︑﹃
養
生
訓
﹄
が
出
版
さ
れ
る
前
年
の
一
七
一
四
年

に
著
し
た
﹃
自
娯
集
﹄「
陰
陽
論
」
の
中
で
︑「
元
気
」
に
つ
い
て
﹃
易
経
﹄

（
成
立
年
不
詳
）
を
典
拠
と
し
て
挙
げ
︑「
元
気
」
を
も
と
に
し
た
気
一
元
論
を

著
し
︑「
元
気
」
を
「
万
物
」
を
生
成
し
変
易
さ
せ
る
も
の
と
し
て
定
義
し
て

い
る（

27
）

︒
そ
し
て
︑﹃
養
生
訓
﹄
に
お
い
て
は
「
人
の
身
は
元
気
を
天
地
に
う
け
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て
生
ず
れ
共
︹
中
略
︺
生
命
は
元
気
の
本
也
」
と
説
き（

28
）

︑
や
は
り
こ
こ
で
も
生

命
を
「
元
気
」
と
関
連
付
け
た
︒
益
軒
は
︑
宇
宙
か
ら
人
倫
に
及
ぶ
広
範
囲
を

学
問
の
対
象
と
し
︑
論
理
的
思
索
を
進
め
よ
う
と
す
る
朱
子
学
の
思
想
を
認
識

し
な
が
ら
も
︑
思
考
の
基
底
に
あ
る
実
在
と
現
象
と
を
厳
し
く
区
別
す
る
二
元

論
的
な
見
方
︑
す
な
わ
ち
理
気
二
元
論
は
踏
襲
せ
ず
︑
理
気
合
一
論
︑
本
質
的

に
は
気
一
元
論
を
唱
え
た
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
益
軒
は
︑「
元
気
」
に
つ
い
て
︑

次
の
よ
う
な
考
え
も
示
し
て
い
る（

29
）

︒

人
の
元
気
は
︑
も
と
是
天
地
の
万
物
を
生
ず
る
気
な
り
︒
是
人
身
の
根
本

な
り
︒
人
此
気
に
あ
ら
ざ
れ
ば
生
ぜ
ず
︒

　
こ
の
よ
う
に
益
軒
は
︑
万
物
を
生
ず
る
「
気
」
と
人
の
「
元
気
」
が
同
様
の

も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
人
も
万
物
を
生
ず
る
「
気
」
か
ら
生
成

さ
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る（

30
）

︒
益
軒
は
︑
疾
病
の
根
拠
も
「
気
」
の
異
変
に
伴
う

も
の
と
し
︑
養
生
の
た
め
に
は
「
元
気
」
の
保
持
を
目
標
と
す
る
元
気
論
を
重

視
し
た
が
︑
こ
の
益
軒
が
重
視
し
た
元
気
論
に
関
し
て
は
中
国
古
典
医
学
か
ら

乖
離
し
た
概
念
で
は
な
い（

31
）

︒
ま
た
︑
こ
の
「
元
気
」
を
支
え
る
様
々
な
気
に

「
心
気
」
と
い
う
気
が
あ
り
︑
こ
の
「
心
気
」
を
音
楽
が
養
う
こ
と
に
よ
り
︑

養
生
の
根
源
と
な
る
「
元
気
」
に
も
働
き
か
け
る
と
い
う
理
論
を
益
軒
は
展
開

す
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
三
節
で
論
じ
る
︒

　
さ
て
︑
益
軒
は
﹃
養
生
訓
﹄
著
述
の
拠
り
所
を
﹃
頤
生
輯
要
﹄
に
仰
い
で
は

い
る
が
︑﹃
頤
生
輯
要
﹄
の
文
章
を
単
に
簡
略
に
和
文
に
直
し
た
だ
け
で
は
な

い
︒
例
え
ば
︑「
総
論
下
」
に
は
︑
孫
思
邈
（
五
四
一
年
頃
～
六
八
二
年
頃
）
の

「
十
二
少
」
に
基
づ
く
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る（

32
）

︒

養
生
の
要
訣
一
あ
り
︒︹
中
略
︺
其
要
訣
は
少
の
一
字
な
り
︒︹
中
略
︺
慾

を
す
く
な
く
す
れ
ば
︑
身
を
や
し
な
ひ
命
を
の
ぶ
︒
慾
を
す
く
な
く
す
る

の
︑
そ
の
目
録
十
二
あ
り
︒︹
中
略
︺
食
を
少
く
し
︑
飲
も
の
を
少
く
し
︑

五
味
の
偏
を
少
く
し
︑
色
慾
を
少
く
し
︑
言
語
を
少
く
し
︑
事
を
少
く
し
︑

怒
を
少
く
し
︑
憂
を
少
く
し
︑
悲
を
少
く
し
︑
思
を
少
く
し
︑
睡
眠
を
少

す
べ
し
︒︹
中
略
︺
孫
思
邈
が
千
金
方
に
も
︑
養
生
の
十
二
少
を
い
へ
り
︒

其
意
同
じ
︒
目
録
は
是
と
同
じ
か
ら
ず
︒
右
に
い
へ
る
十
二
少
は
︑
今
の

時
宜
に
か
な
へ
る
な
り
︒

　
右
の
記
述
で
は
︑
養
生
に
と
っ
て
避
け
る
べ
き
も
の
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
︒

こ
こ
に
益
軒
が
挙
げ
た
「
少
」
の
項
目
は
十
一
で
あ
り
︑
こ
れ
は
﹃
千
金
方
﹄

に
い
う
「
十
二
少
」
を
意
図
的
に
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
﹃
千
金

方
﹄
に
は
︑「
少
思
︑
少
念
︑
少
慾
︑
少
事
︑
少
語
︑
少
笑
︑
少
愁
︑
少
楽
︑

少
喜
︑
少
怒
︑
少
好
︑
少
悪
」
の
「
十
二
少
」
が
あ
る（

33
）

︒
そ
の
う
ち
︑﹃
頤
生

輯
要
﹄「
総
論
」
に
引
か
れ
る
﹃
千
金
方
﹄
の
「
十
二
少
」
は
︑
少
思
・
少
念
・

少
慾
・
少
事
・
少
語
・
少
笑
・
少
愁
・
少
楽
・
少
喜
・
少
怒
・
少
好
・
少
悪
と

同
一
で
あ
っ
た（

34
）

︒
こ
の
う
ち
︑﹃
養
生
訓
﹄
で
は
少
思
・
少
慾
・
少
事
・
少
語
・
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少
怒
の
五
項
目
は
そ
の
ま
ま
援
用
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
益
軒
は
飲
食
と
睡
眠

を
新
た
に
追
加
し
︑
愁
を
憂
と
悲
に
分
割
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
孫
思
邈
の
い
う

少
笑
・
少
楽
・
少
喜
・
少
好
・
少
悪
の
五
項
目
も
削
除
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
れ
に
関
し
て
︑
な
ぜ
少
好
と
少
悪
を
削
っ
た
の
か
に
関
し
て
は
は
っ
き
り
し

な
い
が
︑
笑
・
楽
・
喜
と
い
っ
た
精
神
的
な
快
楽
の
表
出
と
関
連
し
た
項
目
を

削
除
し
て
い
る
の
は
注
目
に
値
す
る
︒
特
に
「
楽
」
を
重
ん
じ
る
「
楽
志
」
は

益
軒
が
養
生
の
重
要
な
項
目
と
し
て
︑﹃
頤
生
輯
要
﹄
編
纂
に
際
し
て
追
加
し

た
も
の
で
あ
り
︑
益
軒
の
人
生
観
に
基
づ
く
意
図
的
な
変
更
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
︒
ま
た
︑
益
軒
は
古
代
中
国
の
思
想
を
受
容
し
つ
つ
も
︑「
楽
」
を
避
け

る
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
中
国
医
学
古
典
に
対
し
︑「
楽
」
を
養
生
に

役
立
つ
も
の
と
し
て
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
お
り
︑
こ
こ
に
相
違
点
が
見
出
さ

れ
る
︒

　
益
軒
に
と
っ
て
「
楽
」
は
︑
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
り
︑

﹃
楽
訓
﹄「
総
論
」
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る（

35
）

︒

こ
の
故
に
人
は
い
と
け
な
き
よ
り
︑
い
に
し
へ
の
ひ
じ
り
の
道
を
ま
な
び
︑

我
が
心
に
あ
め
つ
ち
よ
り
生
れ
得
た
る
仁
を
行
ひ
て
み
づ
か
ら
楽
し
み
︑

人
に
仁
を
ほ
ど
こ
し
て
楽
し
ま
し
む
べ
し
︒
仁
と
は
何
ぞ
や
︑
あ
は
れ
み

の
心
を
本
と
し
て
︑
行
ひ
出
せ
る
も
ろ
も
ろ
の
善
を
す
べ
て
仁
と
云
︒
仁

と
は
善
の
総
名
也
︒
仁
を
行
ふ
は
是
天
地
の
御
心
に
し
た
が
へ
る
也
︒
是

す
な
は
ち
い
に
し
へ
の
聖
人
の
を
し
へ
給
ふ
人
の
道
な
り
︒
此
道
に
し
た

が
ひ
て
み
づ
か
ら
楽
し
み
︑
人
を
楽
し
ま
し
め
て
︑
人
の
道
を
行
は
ん
こ

そ
︑
人
と
生
ま
れ
た
る
か
ひ
有
て
︑
顔
之
推
が
云
け
ん
空
し
く
過
す
の
う

ら
み
な
か
る
べ
け
れ
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
益
軒
は
天
地
と
人
体
と
の
関
連
を
論
じ
︑
正
し
い
道
を
歩
み

な
が
ら
︑
楽
し
む
こ
と
が
非
常
に
大
切
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑

聖
人
の
教
え
を
自
他
と
も
に
実
践
す
る
と
い
う
人
と
し
て
の
務
め
を
果
た
す
こ

と
の
中
に
「
楽
」
は
見
出
さ
れ
る
と
益
軒
は
述
べ
る
︒
こ
れ
に
対
応
し
て
︑

﹃
養
生
訓
﹄「
総
論
上
」
に
は
︑
人
生
の
三
楽
と
し
て
︑「
身
に
道
を
行
ひ
︑
ひ

が
事
な
く
し
て
善
を
楽
し
む
」「
身
に
病
な
く
し
て
︑
快
く
楽
し
む
」「
命
な
が

く
し
て
︑
久
し
く
楽
し
む
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る（

36
）

︒

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
益
軒
の
養
生
観
は
儒
学
的
な
養
生
観
を
呈
し

な
が
ら
も
︑﹃
養
生
訓
﹄
の
中
で
益
軒
は
︑
中
国
医
学
古
典
か
ら
の
引
照
に
終

始
せ
ず
︑
独
自
の
理
論
を
発
展
さ
せ
た
︒
そ
し
て
︑
益
軒
の
養
生
観
で
は
身
体

の
養
生
と
並
び
︑
精
神
の
養
生
に
も
目
が
向
け
ら
れ
︑
そ
れ
に
は
「
楽
」
を
重

視
す
る
と
い
う
益
軒
の
思
想
の
特
徴
が
顕
著
に
見
ら
れ
た
︒
こ
の
「
楽
」
は
︑

益
軒
の
音
楽
思
想
で
も
重
ん
じ
ら
れ
て
お
り
︑
養
生
論
に
お
け
る
音
楽
の
役
割

に
つ
い
て
考
え
る
上
で
も
大
き
な
着
目
点
に
な
り
得
る
︒
で
は
︑
益
軒
は
養
生

論
に
お
い
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
音
楽
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
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三
　
貝
原
益
軒
の
養
生
論
に
お
け
る
音
楽
の
役
割

　
ま
ず
︑
益
軒
は
人
間
に
対
す
る
音
楽
の
働
き
に
つ
い
て
い
か
な
る
思
想
を

持
っ
て
い
た
の
か
改
め
て
見
て
み
た
い
︒
こ
の
点
に
関
し
︑﹃
養
生
訓
﹄
よ
り

以
前
に
書
か
れ
た
教
育
書
﹃
和
俗
童
子
訓
﹄（
一
七
一
〇
年
）
で
は
︑
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る（

37
）

︒

小
児
の
時
よ
り
早
く
父
母
長
兄
に
つ
か
へ
︑
賓
客
に
対
し
て
礼
を
つ
と
め
︑

読
書
手
習
芸
能
を
つ
と
め
ま
な
び
て
︑
あ
し
き
方
に
う
つ
る
べ
き
い
と
ま

な
く
︑
苦
労
さ
す
べ
し
︒
は
か
な
き
あ
そ
び
に
ひ
ま
を
つ
い
や
さ
し
め
て
︑

な
ら
は
し
あ
し
く
す
べ
か
ら
ず
︒

　
こ
こ
に
は
︑「
礼
」
を
中
心
と
し
て
読
書
・
手
習
・
芸
能
を
も
っ
て
行
わ
れ

る
教
育
内
容
が
構
成
さ
れ
て
お
り
︑
芸
が
教
育
の
一
角
を
占
め
て
い
る
こ
と
が

目
に
付
く
︒
ま
た
︑
芸
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
益
軒
は
言
及
し
て
い
る（

38
）

︒

芸
は
さ
ま
ざ
ま
多
し
︒
其
内
に
て
人
の
日
々
に
用
る
わ
ざ
を
え
ら
び
て
学

ぶ
べ
し
︒
無
用
の
芸
は
︑
ま
な
ば
ず
と
も
有
な
ん
︒
芸
も
亦
道
理
あ
る
事

に
て
︑
学
問
の
助
と
な
る
︒
こ
れ
を
し
ら
で
は
︑
日
用
の
事
か
け
ぬ
芸
を

学
ば
ざ
れ
ば
︑
た
と
へ
ば
木
の
本
あ
れ
ど
も
枝
葉
な
き
が
如
し
︒

　
こ
こ
で
は
︑
日
用
に
必
要
な
芸
だ
け
学
ぶ
こ
と
を
推
奨
す
る
と
と
も
に
︑
学

問
と
並
び
芸
も
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
︑
芸
の
必
要
性
が
説
か
れ
て

い
る
︒
こ
こ
で
益
軒
は
芸
の
中
か
ら
特
に
音
楽
を
取
り
上
げ
︑
次
の
よ
う
に
述

べ
る（

39
）

︒又
音
楽
を
も
す
こ
ぶ
る
ま
な
び
︑
其
心
を
や
は
ら
げ
︑
楽
し
む
べ
し
︒
さ

れ
ど
︑
も
は
ら
こ
の
め
ば
︑
心
す
さ
む
︒
幼
少
よ
り
あ
そ
び
た
は
ふ
れ
の

事
に
︑
心
を
う
つ
さ
し
む
べ
か
ら
ず
︒
必
制
す
べ
し
︒
も
ろ
こ
し
の
音
楽

だ
に
も
︑
こ
の
み
過
せ
ば
︑
心
を
と
ら
か
す
︒
い
は
ん
や
日
本
の
俗
に
玩

ぶ
散
楽
は
︑
其
章
歌
い
や
し
く
︑
道
理
な
く
し
て
︑
人
の
を
し
え
と
な
ら

ざ
る
を
や
︒

　
右
の
記
述
で
は
︑
ま
ず
「
其
心
を
や
は
ら
げ
︑
楽
し
む
べ
し
」
と
し
︑
音
楽

を
学
び
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
心
を
和
ら
げ
︑
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
︒
こ
の
楽
し
む
こ
と
は
︑
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
「
楽
」
で
あ
り
︑

益
軒
に
と
っ
て
生
活
上
の
重
要
な
価
値
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
楽
し
み
を
も
た

ら
す
音
楽
は
︑
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
主
要
な
実
践
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
︒
そ
の
一
方
で
︑
こ
こ
で
は
音
楽
を
過
剰
に
嗜
好
す
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な

く
︑
抑
制
す
る
こ
と
の
必
要
性
や
︑
散
楽
に
よ
る
悪
影
響
な
ど
に
つ
い
て
も
言

及
し
て
い
る
︒
さ
て
︑
右
の
記
述
で
益
軒
が
書
い
て
い
る
「
其
心
を
や
は
ら

げ
」
と
は
︑
苛
立
っ
て
い
た
気
持
ち
を
宥
め
和
ら
げ
る
こ
と
で
あ
る
が
︑
こ
の
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音
楽
が
気
持
ち
を
宥
め
和
ら
げ
る
こ
と
に
関
し
て
は
﹃
音
楽
紀
聞
﹄
で
も
次
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る（

40
）

︒

楽
な
り
て
其
心
の
和
気
を
や
し
な
ひ
︑
心
中
の
湮
欝
を
ひ
ら
き
︒

　
こ
こ
で
は
︑
音
楽
は
気
持
ち
を
和
や
か
に
す
る
ほ
か
︑
心
の
陰
欝
な
状
態
を

発
散
さ
せ
る
効
果
も
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
音
楽
が
感
情

に
働
き
か
け
る
効
果
に
つ
い
て
︑
益
軒
は
﹃
養
生
訓
﹄
の
中
で
︑「
元
気
」
と

関
連
付
け
て
論
じ
る
︒
で
は
ま
ず
︑
そ
の
「
元
気
」
と
感
情
と
の
関
連
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
以
下
の
記
述
を
見
て
み
た
い（

41
）

︒

素
問
に
︑
怒
れ
ば
気
上
る
︒
喜
べ
ば
気
緩
ま
る
︒
悲
め
ば
気
消
ゆ
︒
恐
る

れ
ば
気
め
ぐ
ら
ず
︒
寒
け
れ
ば
気
と
づ
︒
暑
け
れ
ば
気
泄
る
︒
驚
け
ば
気

乱
る
︒
労
す
れ
ば
気
へ
る
︒
思
へ
ば
気
結
る
と
い
へ
り
︒
百
病
は
皆
気
よ

り
生
ず
︒
病
と
は
気
や
む
也
︒
故
に
養
生
の
道
は
気
を
調
る
に
あ
り
︒
調

ふ
る
は
気
を
和
ら
ぎ
︑
平
に
す
る
也
︒

　
こ
こ
で
益
軒
は
﹃
黄
帝
内
経
　
素
問
﹄
を
典
拠
と
し
て
挙
げ（

42
）

︑
気
候
と
並
び

感
情
が
「
気
」
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
言
及
す
る
︒
そ
し
て
︑
身
体
を
構
成
す

る
も
の
と
し
て
「
気
」
を
重
視
し
︑
病
気
は
す
べ
て
「
気
」
か
ら
生
じ
︑
養
生

は
「
気
」
を
整
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
こ

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
気
」
と
い
う
の
は
︑
正
し
く
は
「
元
気
」
の
こ
と
で
あ

る
︒
で
は
︑
そ
の
「
元
気
」
は
養
生
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
保
て
ば
よ
い
の
で

あ
ろ
う
か
︑
こ
れ
に
つ
い
て
益
軒
は
﹃
養
生
訓
﹄
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る（

43
）

︒生
を
養
ふ
道
は
︑
元
気
を
保
つ
を
本
と
す
︒
元
気
を
た
も
つ
道
二
あ
り
︒

ま
づ
元
気
を
害
す
る
物
を
去
り
︑
又
元
気
を
養
ふ
べ
し
︒
元
気
を
害
す
る

物
は
内
慾
と
外
邪
と
な
り
︒
す
で
に
元
気
を
害
す
る
も
の
を
さ
ら
ば
︑
飲

食
動
静
に
心
を
用
て
︑
元
気
を
養
ふ
べ
し
︒

　
こ
の
よ
う
に
益
軒
は
︑
養
生
の
道
は
「
元
気
」
を
保
つ
こ
と
が
根
本
で
あ
る

と
し
︑「
元
気
」
を
保
つ
方
法
に
は
︑「
元
気
」
を
害
す
る
物
を
取
り
除
く
こ
と

と
︑「
元
気
」
を
養
う
こ
と
の
二
つ
が
あ
る
と
い
う
︒
こ
の
「
元
気
」
を
養
う

こ
と
に
関
し
て
は
︑「
元
気
」
に
影
響
を
も
た
ら
す
様
々
な
「
気
」
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
論
じ
る（

44
）

︒

養
生
の
術
は
先
心
気
を
養
ふ
べ
し
︒
心
を
和
に
し
︑
気
を
平
ら
か
に
し
︑

い
か
り
と
慾
と
を
お
さ
へ
︑
う
れ
ひ
思
ひ
を
す
く
な
く
し
︑
心
を
く
る
し

め
ず
︑
気
を
そ
こ
な
は
ず
︑
是
心
気
を
養
ふ
要
道
な
り
︒
又
臥
す
事
を
こ

の
む
べ
か
ら
ず
︒
久
し
く
睡
り
臥
せ
ば
︑
気
滞
り
て
め
ぐ
ら
ず
︒
飲
食
い

ま
だ
消
化
せ
ざ
る
に
︑
早
く
臥
し
ね
ぶ
れ
ば
︑
食
気
ふ
さ
が
り
て
甚
元
気
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を
そ
こ
な
ふ
︒︹
中
略
︺
又
わ
か
き
時
よ
り
色
慾
を
つ
つ
し
み
︑
精
気
を

惜
む
べ
し
︒
精
気
を
多
く
つ
ひ
や
せ
ば
︑
下
部
の
気
よ
わ
く
な
り
︑
元
気

の
根
本
た
へ
て
必
命
短
か
し
︒
も
し
飲
食
色
慾
の
慎
み
な
く
ば
︑
日
々
補

薬
を
服
し
︑
朝
夕
食
補
を
な
す
と
も
︑
益
な
か
る
べ
し
︒
又
風
寒
暑
湿
の

外
邪
を
お
そ
れ
ふ
せ
ぎ
︑
起
居
動
静
を
節
に
し
︑
つ
つ
し
み
︑
食
後
に
は

歩
行
し
て
身
を
動
か
し
︑
時
々
導
引
し
て
腰
腹
を
な
で
す
り
︑
手
足
を
う

ご
か
し
︑
労
動
し
て
血
気
を
め
ぐ
ら
し
︑
飲
食
を
消
化
せ
し
む
べ
し
︒
一

所
に
久
し
く
安
坐
す
べ
か
ら
ず
︒
是
皆
養
生
の
要
な
り
︒
養
生
の
道
は
︑

病
な
き
時
つ
つ
し
む
に
あ
り
︒

　
益
軒
は
こ
こ
で
︑
養
生
を
推
進
す
る
︑
そ
し
て
「
元
気
」
を
保
つ
た
め
に

「
心
気
」「
食
気（

45
）

」「
精
気（

46
）

」「
血
気（

47
）

」
と
い
う
諸
々
の
気
を
養
う
必
要
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
︒
こ
の
中
の
「
心
気
」
と
は
︑
古
代
中
国

か
ら
存
在
し
て
お
り
︑
心
を
内
在
さ
せ
て
い
る
気
で
あ
り
︑
こ
の
「
心
気
」
の

巡
り
や
停
滞
︑
あ
る
い
は
バ
ラ
ン
ス
失
調
に
よ
り
︑
感
情
の
起
伏
の
原
因
も
求

め
ら
れ
る（

48
）

︒
そ
し
て
︑
心
を
和
や
か
に
し
︑
怒
り
や
欲
︑
憂
い
や
思
い
悩
む
こ

と
を
減
ら
し
︑
心
を
苦
し
め
な
い
こ
と
こ
そ
が
「
心
気
」
を
養
い
︑
そ
れ
が

「
元
気
」
に
繋
が
り
︑
健
康
を
維
持
す
る
秘
訣
と
な
り
得
る
と
い
う
︒

　
こ
の
養
生
に
お
け
る
心
あ
る
い
は
「
心
気
」
に
関
し
て
益
軒
は
︑﹃
頤
生
輯

要
﹄
の
「
養
心
気
」
篇
に
お
い
て
︑﹃
千
金
方
﹄
な
ど
中
国
医
学
古
典
の
記
述

を
基
に
し
て
そ
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る（

49
）

︒
ま
た
「
心
気
」
の
役
割
及
び
内
容

に
つ
い
て
は
︑﹃
頤
生
輯
要
﹄
と
﹃
養
生
訓
﹄
と
で
大
き
な
差
異
は
な
い
た
め
︑

益
軒
が
﹃
養
生
訓
﹄
で
論
じ
る
「
心
気
」
の
重
視
に
つ
い
て
も
︑「
元
気
」
と

同
様
に
︑
中
国
医
学
古
典
か
ら
の
乖
離
は
見
ら
れ
な
い
と
い
え
る
︒
そ
し
て
そ

の
心
や
「
心
気
」
に
関
連
付
け
て
︑
益
軒
は
音
楽
の
持
つ
養
生
効
果
に
つ
い
て

言
及
す
る
︒
ま
ず
次
の
記
述
に
目
を
向
け
て
み
た
い（

50
）

︒

古
人
は
詠
歌
舞
踏
し
て
血
脈
を
養
ふ
︒
詠
歌
は
う
た
ふ
也
︒
舞
踏
は
手
の

ま
ひ
足
の
ふ
む
也
︒
皆
心
を
和
ら
げ
︑
身
を
う
ご
か
し
︑
気
を
め
ぐ
ら
し
︑

体
を
や
し
な
ふ
︑
養
生
の
道
な
り
︒

　
こ
こ
で
は
︑
詠
歌
舞
踏
が
養
生
に
役
立
つ
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
︑

詠
歌
は
歌
う
こ
と
︑
そ
し
て
舞
踏
は
手
足
を
用
い
て
舞
を
踊
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ

れ
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑
詠
歌
舞
踏
は
︑
心
を
和
ら
げ
︑
身
体

を
動
か
し
て
気
の
循
環
を
促
し
︑
こ
れ
が
体
を
養
い
︑
血
脈
を
養
う
こ
と
に
繋

が
る
と
い
っ
た
養
生
へ
の
道
筋
が
描
か
れ
て
い
る
︒
益
軒
は
︑
心
を
和
ら
げ
る

も
の
と
し
て
︑
詠
歌
舞
踏
の
ほ
か
に
「
閑
に
日
を
送
り
︑
古
書
を
よ
み
︑
古
人

の
詩
歌
を
吟
じ
︑
香
を
た
き
︑
古
法
帖
を
玩
び
︑
山
水
を
の
ぞ
み
︑
月
花
を
め

で
︑
草
木
を
愛
し
︑
四
時
の
好
景
を
玩
び
︑
酒
を
微
酔
に
の
み
園
菜
を
煮
る
」

こ
と
な
ど
を
勧
め
て
い
る
こ
と
か
ら（

51
）

︑
こ
の
詠
歌
舞
踏
も
比
較
的
静
か
で
穏
や

か
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
想
像
に
難
く
な
い
︒

　
し
か
し
こ
の
記
述
で
は
︑
詠
歌
舞
踏
が
心
身
へ
と
効
果
を
も
た
ら
す
過
程
や
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方
法
に
つ
い
て
は
具
体
性
に
欠
け
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
以
下
︑
詠
歌
舞
踏
が

も
た
ら
す
効
果
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
し
て
み
た
い
︒
ま
ず
︑
詠
歌
に
関
し

て
益
軒
は
﹃
楽
訓
﹄
で
次
の
よ
う
に
論
じ
る（

52
）

︒

い
に
し
へ
の
郢
曲
早
歌
の
類
声
を
か
し
く
氤
氳
と
し
て
つ
づ
し
り
う
た
ふ

も
︑
い
さ
さ
か
心
ゆ
く
ば
か
り
な
る
は
︑
湮
鬱
を
ひ
ら
き
て
気
を
や
し
な

ふ
助
と
成
ぬ
べ
し
︒
古
人
は
詠
歌
舞
踏
を
し
て
其
血
脈
を
や
し
な
へ
り
︒

是
心
を
楽
し
ま
し
め
︑
気
を
や
し
な
ふ
術
な
る
べ
し
︒

　
こ
こ
で
い
う
「
気
」
と
は
︑
そ
の
前
に
「
湮
鬱
を
ひ
ら
き
て
」
と
い
う
湮
鬱

な
心
持
ち
を
は
ら
し
た
上
で
養
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
︑「
心
気
」
を
指

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
益
軒
は
︑
ま
ず
詠
歌
の
持
つ
心
を
和
や
か
に
さ
せ
︑

「
心
気
」
を
養
う
働
き
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
窺
え
る
が
︑
こ
の

心
を
和
楽
に
さ
せ
る
こ
と
に
関
し
て
は
︑
詠
歌
の
み
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
︑

舞
踏
も
含
め
た
詠
歌
舞
踏
が
心
を
楽
し
ま
せ
︑
そ
の
結
果
「
心
気
」
が
養
わ
れ

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒

　
そ
も
そ
も
︑
音
楽
が
心
に
働
き
か
け
る
と
い
う
思
想
は
︑
古
代
中
国
か
ら
存

在
し
て
お
り
︑
例
え
ば
﹃
荀
子
﹄（
前
三
世
紀
頃
）
で
は
︑
嘆
く
よ
う
な
泣
き
声

は
悲
し
み
を
引
き
起
こ
し
︑
軍
歌
は
心
を
奮
い
立
た
せ
︑︽
鄭
衛
︾
な
ど
の
民

間
で
流
れ
る
淫
ら
な
音
楽
は
人
を
邪
淫
に
さ
せ
︑
舜
帝
の
古
楽
︽
韶
楽
︾
や

︽
武
楽
︾
の
歌
舞
は
荘
重
な
気
持
ち
に
さ
せ
る
と
い
う
︒
ま
た
︑
益
軒
が
自
身

の
音
楽
思
想
を
形
成
す
る
際
に
手
本
に
し
た
﹃
礼
記
﹄「
楽
記
篇
」
で
は
︑
音

楽
に
よ
り
和
楽
が
も
た
ら
さ
れ
る
ほ
か
︑
心
が
清
ら
か
に
な
る
こ
と
に
も
言
及

さ
れ
て
い
る（

53
）

︒
益
軒
は
︑
一
貫
し
て
音
楽
が
心
を
和
や
か
に
す
る
︑
つ
ま
り
和

楽
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
論
じ
る
︒
そ
し
て
そ
の
心
の
和
楽
は
︑「
心

気
」
を
養
う
と
い
う
考
え
に
繋
が
っ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
︑
こ
の
音
楽
と

「
心
気
」
と
を
関
連
付
け
る
考
え
の
背
景
に
は
︑
前
述
し
た
よ
う
に
主
と
し
て

﹃
千
金
方
﹄
な
ど
中
国
医
学
古
典
か
ら
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
ま
た
︑
益
軒
は
礼
楽
思
想
を
背
景
と
し
て
古
楽
を
見
聞
き
す
る
︑
つ
ま
り
受

動
的
な
音
楽
活
動
も
念
頭
に
置
く
一
方
で
︑
詠
歌
に
関
し
て
は
「
歌
う
こ
と
」︑

つ
ま
り
こ
こ
で
は
能
動
的
に
音
楽
活
動
を
行
う
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
た
め
︑

そ
れ
は
舞
踏
と
並
び
︑
身
体
を
動
か
す
こ
と
に
も
繋
が
る
︒
で
は
︑
身
体
を
動

か
す
と
何
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
︑
次
の
記
述
か
ら
考
え
て
み
た
い（

54
）

︒

お
よ
そ
人
の
身
︑
慾
を
す
く
な
く
し
︑
時
々
身
を
う
ご
か
し
︑
手
足
を
は

た
ら
か
し
︑
歩
行
し
て
久
し
く
一
所
に
安
坐
せ
ざ
れ
ば
︑
血
気
め
ぐ
り
て

滞
ら
ず
︒
養
生
の
要
務
な
り
︒

　
前
記
の
よ
う
に
益
軒
は
︑
身
体
を
動
か
す
こ
と
に
よ
り
「
血
気
」
の
循
環
を

促
進
す
る
と
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
益
軒
は
「
血
気
」
の
ほ
か
に
も
︑
身
体
を
動

か
す
こ
と
で
影
響
を
受
け
る
「
気
」
が
存
在
す
る
と
次
の
よ
う
に
論
じ
る（

55
）

︒
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久
し
く
安
坐
し
︑
身
を
う
ご
か
さ
ざ
れ
ば
︹
中
略
︺
食
気
と
ど
こ
ほ
り
て
︑

病
お
こ
る
︒

　
右
記
の
よ
う
に
益
軒
は
︑
動
か
な
け
れ
ば
「
食
気
」
滞
る
と
し
た
上
︑
食
後

の
運
動
を
勧
め
る
に
至
る
︒
こ
の
よ
う
に
詠
歌
舞
踏
を
含
め
︑
身
体
を
動
か
す

こ
と
は
「
血
気
」
と
「
食
気
」
に
影
響
を
与
え
る
と
益
軒
は
考
え
て
い
た
︒
こ

の
思
想
に
つ
い
て
も
源
流
は
古
代
中
国
に
あ
る
︒
音
楽
が
「
血
気
」
に
影
響
を

与
え
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
︑
次
の
よ
う
に
﹃
礼
記
﹄「
楽
記
篇
」
で
述

べ
ら
れ
て
い
る（

56
）

︒

故
に
楽
行
わ
れ
て
倫
清
く
︑︹
中
略
︺
血
気
和
平
な
り
︒

　
し
か
し
︑
こ
こ
で
は
「
血
気
」
の
み
に
触
れ
ら
れ
て
お
り
︑「
食
気
」
に
関

し
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
「
食
気
」
に
関
し
て
は
︑
そ
の
拠
り
所
は

や
は
り
︑
益
軒
自
身
が
後
世
の
養
生
法
は
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
両
書
を
基
礎
と
し

て
い
る
と
認
め
て
い
る
よ
う
に
︑﹃
千
金
方
﹄﹃
千
金
翼
方
﹄
な
ど
の
中
国
医
学

古
典
に
あ
り（

57
）

︑
益
軒
の
述
べ
る
音
楽
の
養
生
効
果
に
関
し
て
は
︑
礼
楽
思
想
と

中
国
医
学
古
典
か
ら
折
衷
し
た
思
想
を
基
盤
と
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
心
身
に
働
き
か
け
る
詠
歌
舞
踏
は
︑「
元
気
」
を
構
成
す
る

「
心
気
」「
血
気
」「
食
気
」
へ
と
影
響
を
与
え
︑
こ
れ
ら
「
気
」
の
循
環
が
よ

く
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
︑
血
脈
も
養
わ
れ
︑「
気
血
」
が
養
わ
れ
た
身
体
は
養

生
へ
と
繋
が
る
と
い
う
効
果
が
見
込
ま
れ
る
と
益
軒
は
考
え
る
︒

　
で
は
︑
詠
歌
舞
踏
の
心
身
へ
の
影
響
は
時
系
列
的
に
行
わ
れ
る
の
か
︑
あ
る

い
は
並
立
的
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
に
関
し
︑
益
軒
は
心
身
の
関

連
性
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る（

58
）

︒

養
生
の
術
︑
ま
づ
心
法
を
よ
く
つ
つ
し
み
守
ら
ざ
れ
ば
︑
行
は
れ
が
た
し
︒

心
を
静
に
し
て
さ
わ
が
し
か
ら
ず
︑
い
か
り
を
お
さ
へ
慾
を
す
く
な
く
し

て
︑
つ
ね
に
楽
ん
で
う
れ
へ
ず
︒
是
養
生
の
術
に
て
︑
心
を
守
る
道
な
り
︒

心
法
を
守
ら
ざ
れ
ば
︑
養
生
の
術
行
は
れ
ず
︒
故
に
心
を
養
ひ
身
を
養
ふ

の
工
夫
二
な
し
︒
一
術
な
り
︒

　
こ
こ
で
益
軒
は
︑
養
生
の
た
め
に
は
︑
ま
ず
心
を
落
ち
着
か
せ
︑
慾
を
少
な

く
し
て
︑
常
に
楽
し
ん
で
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
と
も
に
︑
心
を
養
う
こ

と
と
身
体
を
養
う
こ
と
は
区
別
な
く
︑
一
つ
で
あ
る
と
す
る
︒
さ
ら
に
︑
益
軒

は
心
身
の
関
係
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
る（

59
）

︒

心
は
人
身
の
主
君
也
︒
故
天
君
と
い
う
︒
思
ふ
事
を
つ
か
さ
ど
る
︒
耳
目

口
鼻
形
形
は
頭
身
手
足
也
︒

此
五
は
︑
き
く
と
︑
見
る
と
︑
か
ぐ
と
︑
物
い
ひ
︑

物
く
ふ
と
︑
う
ご
く
と
︑
各
其
事
を
つ
か
さ
ど
る
職
分
あ
る
故
に
︑
五
官

と
云
︒
心
の
つ
か
ひ
物
な
り
︒
心
は
内
に
あ
り
て
五
官
を
つ
か
さ
ど
る
︒

よ
く
思
ひ
て
︑
五
官
の
是
非
を
正
す
べ
し
︒
天
君
を
以
て
五
官
を
つ
か
ふ
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は
明
な
り
︒
五
官
を
以
天
君
を
つ
か
ふ
は
迷
な
り
︒
心
は
身
の
主
な
れ
ば
︑

安
楽
な
ら
し
め
て
苦
し
む
べ
か
ら
ず
︒
五
官
は
天
君
の
命
を
う
け
︑
各
官

職
を
よ
く
つ
と
め
て
︑
恣
な
る
べ
か
ら
ず
︒

　
右
で
益
軒
は
︑
心
を
身
体
の
主
君
と
し
︑
安
楽
に
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
と

も
に（

60
）

︑
心
は
「
思
う
こ
と
」
を
司
る
主
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
︒
さ
ら
に

耳
・
目
・
口
・
鼻
・
形
（
体
）
と
い
う
五
官
は
︑
聞
く
こ
と
︑
見
る
こ
と
︑
食

べ
る
こ
と
︑
嗅
ぐ
こ
と
︑
動
く
こ
と
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
し
て
の
職
分

が
あ
り
︑
こ
れ
は
心
の
従
者
で
あ
る
と
す
る
︒
つ
ま
り
︑
益
軒
は
心
身
を
一
つ

の
有
機
体
と
し
て
扱
う
一
方
︑
そ
の
中
で
ま
ず
心
の
健
康
を
重
視
し
︑
そ
の
後

に
身
体
の
健
康
も
も
た
ら
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
関
し
︑
益
軒
は

次
の
よ
う
に
も
述
べ
る（

61
）

︒

楽
な
り
て
其
心
和
気
を
や
し
な
ひ
︑
心
中
の
湮
欝
を
ひ
ら
き
か
た
し
︒
故

に
古
人
は
小
児
の
時
よ
り
音
楽
を
お
し
え
詠
歌
舞
踏
し
て
其
性
情
を
和
ら

げ
︑
そ
の
血
脈
を
や
し
な
ふ
︒

　
す
な
わ
ち
︑
音
楽
は
心
を
和
や
か
に
す
る
の
が
そ
の
本
性
で
あ
り
︑
音
楽
は

心
を
解
放
す
る
︒
そ
の
た
め
古
人
は
子
ど
も
の
時
か
ら
音
楽
の
教
育
を
施
し
詠

歌
舞
踏
で
人
間
の
性
情
を
和
ら
げ
︑
そ
れ
は
結
果
的
に
血
脈
を
養
う
こ
と
に
繋

が
る
と
い
う（

62
）

︒
こ
こ
に
は
益
軒
の
養
生
に
お
け
る
音
楽
効
果
論
の
役
割
構
造
が

見
ら
れ
る
︒

　
つ
ま
り
︑
益
軒
は
詠
歌
舞
踏
に
関
し
て
は
︑
ま
ず
心
を
和
楽
に
し
て
「
心

気
」
を
養
い
︑
そ
れ
と
と
も
に
身
体
の
「
血
気
」
や
「
食
気
」
も
養
わ
れ
る
と

す
る
︒
そ
し
て
そ
れ
ら
が
整
っ
た
の
ち
血
脈
も
養
わ
れ
て
い
く
と
い
っ
た
時
系

列
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒
さ
ら
に
︑
益
軒
は
養
生

の
基
本
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る（

63
）

︒

心
は
楽
し
む
べ
し
︑
苦
し
む
べ
か
ら
ず
︒
身
は
労
す
べ
し
︑
や
す
め
過
す

べ
か
ら
ず
︒
凡
わ
が
身
を
愛
し
過
す
べ
か
ら
ず
︒

　
つ
ま
り
︑
養
生
の
た
め
に
は
心
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
と
体
を
動
か
す
こ
と
が

必
要
で
あ
り
︑
そ
の
両
方
の
要
素
を
音
楽
︑
そ
の
中
で
も
詠
歌
舞
踏
が
持
ち
合

わ
せ
て
い
る
た
め
に
︑
益
軒
が
養
生
論
の
中
で
着
目
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ

う
︒
こ
の
よ
う
に
益
軒
が
養
生
論
に
お
い
て
音
楽
に
着
目
し
た
記
述
を
残
し
て

い
る
こ
と
は
興
味
深
い
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
益
軒
の
養
生
論
に
お
け
る
音
楽
の
役

割
に
つ
い
て
の
思
想
的
な
基
盤
に
は
︑
礼
楽
思
想
及
び
古
代
医
学
な
ど
︑
中
国

古
典
か
ら
の
影
響
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒



貝原益軒の養生論における音楽

49

　

四
　  
貝
原
益
軒
の
養
生
論
に
お
け
る
音
楽
の
効
果
と
同
時
代
イ
ギ
リ
ス
の

「
非
自
然
的
事
物
」
に
お
け
る
音
楽
の
効
果
と
の
比
較
検
討

　
さ
て
︑
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
の
養
生
論
に
お
け
る
音
楽
の
役
割
に
つ
い

て
︑
同
時
代
の
他
国
の
動
向
に
つ
い
て
も
調
査
し
て
み
た
が
︑
中
国
医
学
書
に

お
い
て
は
管
見
の
限
り
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
︑

同
時
代
の
西
洋
に
お
け
る
医
学
・
養
生
に
関
連
す
る
文
献
を
調
査
し
た
結
果
︑

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
養
生
論
を
用
い
な
が
ら
体
系
的
に
論
じ
ら
れ
た
音
楽
療
法

書
が
複
数
特
定
で
き
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
節
で
は
益
軒
の
養
生
論
に
お
け
る

音
楽
に
対
す
る
考
え
方
の
特
徴
を
よ
り
明
確
な
も
の
に
す
る
た
め
に
︑
イ
ギ
リ

ス
の
音
楽
療
法
思
想
を
益
軒
の
音
楽
効
果
論
と
比
較
し
て
み
た
い
︒

　
同
時
代
イ
ギ
リ
ス
に
も
養
生
法
的
な
概
念
が
存
在
す
る
が
︑
そ
れ
がnon-

natural things

（
以
下
︑「
非
自
然
的
事
物
」
と
訳
す
）
で
あ
る
︒
こ
の
「
非
自
然

的
事
物
」
と
絡
め
音
楽
を
健
康
維
持
・
促
進
や
精
神
疾
患
の
治
療
に
役
立
て
る

こ
と
を
主
張
し
た
の
が
牧
師
の
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ー
ト
ン
（
一
五
七
七
年
～

一
六
四
〇
年
）︑
医
者
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ミ
ー
ド
（
一
六
七
三
年
～
一
七
五
四
年
）︑

薬
剤
師
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ブ
ラ
ウ
ン
（
十
八
世
紀
）
で
あ
る
︒

　
こ
の
「
非
自
然
的
事
物
」
と
は
︑
健
康
を
左
右
す
る
「
食
物
」「
鬱
滞
と
排

出
」「
空
気
」「
運
動
」「
目
覚
め
と
睡
眠
」「
精
神
の
動
揺
」
と
い
っ
た
六
つ
の

要
素
で
︑
こ
れ
は
病
気
の
原
因
や
治
療
に
な
る
も
の
と
し
て
︑
伝
統
医
学
の
下

で
伝
承
さ
れ
て
き
た
概
念
で
あ
る
︒「
非
自
然
的
事
物
」
の
用
語
の
初
出
に
つ

い
て
は
不
詳
で
あ
る
が（

64
）

︑
実
質
的
な
六
つ
の
中
身
は
す
で
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
の

ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
（
前
六
世
紀
）
や
ガ
レ
ノ
ス
（
二
～
三
世
紀
）
の
著
作
に
見
ら
れ

る（
65
）

︒
そ
れ
ら
の
概
念
は
十
六
世
紀
あ
た
り
か
ら
︑
近
代
医
学
が
発
達
す
る
に

従
っ
て
こ
れ
ま
で
の
伝
統
医
学
に
対
す
る
懸
念
が
次
第
に
生
じ
る
に
つ
れ
︑

徐
々
に
下
火
と
な
っ
て
い
く
︒
し
か
し
︑
そ
の
よ
う
な
風
潮
の
中
で
も
十
七
世

紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
︑
臨
床
医
学
と
と
も
に
伝
統
医
学
を
重
ん
じ
た
ト
マ

ス
・
シ
デ
ナ
ム
（
一
六
二
四
年
～
一
六
八
九
年
）
の
ほ
か
︑
ジ
ョ
ー
ジ
・
チ
ェ
イ

ン
（
一
六
七
一
年
～
一
七
四
三
年
）︑
ミ
ー
ド
︑
ジ
ョ
ン
・
フ
レ
ン
ド
（
一
六
七
五

年
～
一
七
二
八
年
）
と
い
っ
た
ピ
ト
ケ
ア
ン
学
派
の
医
者
は
︑
ニ
ュ
ー
ト
ン
哲

学
か
ら
影
響
を
受
け
た
機
械
論
を
重
視
す
る
一
方
で
︑「
非
自
然
的
事
物
」
な

ど
を
含
む
伝
統
医
学
に
も
目
を
向
け
た（

66
）

︒
こ
の
古
代
に
典
拠
を
求
め
る
こ
と
に

関
し
て
は
︑
益
軒
が
中
国
古
典
を
引
照
し
た
姿
勢
と
似
て
い
る
で
あ
ろ
う
︒
ま

た
︑「
非
自
然
的
事
物
」
と
は
︑
全
く
健
康
で
も
な
く
︑
正
し
く
病
気
で
も
な

い
と
い
っ
た
︑
私
た
ち
が
通
常
そ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
中
間
地
帯
に
お
い
て
︑

予
防
的
・
防
止
的
に
介
入
す
る
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
点
も
益
軒
の
養
生
観
と
釣

り
合
っ
て
い
る
と
い
え
る
︒

　
さ
て
︑
イ
ギ
リ
ス
で
は
︑
ま
ず
バ
ー
ト
ン
の
﹃
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
解
剖
﹄
で（

67
）

︑

養
生
概
念
に
お
け
る
音
楽
の
効
果
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
︒
バ
ー
ト
ン
の
音
楽

の
効
果
に
対
す
る
考
え
は
精
神
的
側
面
が
強
く
︑「
非
自
然
的
事
物
」
の
中
の

「
精
神
の
動
揺
」
に
関
連
付
け
て
音
楽
聴
取
に
言
及
し
︑
受
動
的
な
音
楽
の
効
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果
の
価
値
に
つ
い
て
検
討
を
し
て
い
る（

68
）

︒
次
い
で
ミ
ー
ド
は
﹃
毒
物
の
機
械
的

有
効
性
論（

69
）

﹄
で
︑
バ
ー
ト
ン
と
同
じ
く
精
神
的
側
面
へ
の
視
座
も
見
せ
る
が
︑

そ
の
上
に
機
械
論
の
要
素
を
色
濃
く
反
映
さ
せ
︑「
非
自
然
的
事
物
」
の
う
ち

の
「
精
神
の
動
揺
」
と
し
て
歌
唱
と
器
楽
聴
取
を
︑「
運
動
」
と
し
て
舞
踊
を

振
り
分
け
る
︒
し
か
し
ミ
ー
ド
は
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
ま
で
は
言
及
し
て
い
な

い
︒
さ
ら
に
︑
ミ
ー
ド
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
音
楽
の
効
果
に
関

す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
詳
細
に
論
じ
る
の
が
ブ
ラ
ウ
ン
で
あ
る
︒
そ
れ

故
︑
益
軒
の
養
生
論
に
お
け
る
音
楽
の
効
果
と
︑
こ
の
ブ
ラ
ウ
ン
に
よ
っ
て

一
七
二
九
年
に
執
筆
さ
れ
た
﹃
医
療
音
楽
﹄
で
論
じ
ら
れ
る
音
楽
の
効
果
と
の

内
容
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
は
︑
益
軒
の
考
え
る
養
生
論
で
の
音
楽
の
効
果
の

特
徴
を
検
証
す
る
こ
と
に
お
い
て
も
有
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（

70
）

︒

　
ブ
ラ
ウ
ン
は
﹃
医
療
音
楽
﹄
の
中
で
「
機
械
論
医
学
」
に
基
づ
く
身
体
観
を

重
視
し
︑
ミ
ー
ド
の
分
類
方
法
を
踏
襲
し
な
が
ら
︑「
精
神
の
動
揺
」
と
し
て

歌
唱
と
器
楽
聴
取
を
︑「
運
動
」
と
し
て
舞
踊
を
振
り
分
け
て
い
る
︒
ま
た
︑

﹃
医
療
音
楽
﹄
は
︑
全
体
を
通
じ
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
や
ヒ
ス
テ
リ
ー
な
ど
の
精
神

疾
患
を
取
り
上
げ
て
音
楽
の
効
果
に
つ
い
て
言
及
す
る
︒
こ
の
点
は
益
軒
が
健

康
促
進
・
維
持
を
念
頭
に
一
般
的
養
生
論
に
お
け
る
音
楽
の
効
果
に
つ
い
て
広

く
論
じ
て
い
る
こ
と
と
異
な
り
︑
対
象
者
が
限
定
さ
れ
︑
狭
い
範
囲
で
の
論
証

と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
ブ
ラ
ウ
ン
は
﹃
医
療
音
楽
﹄
に
お
い
て
︑
ニ
ュ
ー
ト

ン
哲
学
を
反
映
し
た
ピ
ト
ケ
ア
ン
学
派
の
機
械
論
に
影
響
を
受
け
た
医
学
思
想

を
基
盤
と
し
た
論
を
展
開
し
て
お
り
︑
益
軒
の
「
気
」
を
重
視
す
る
傾
向
と
は

異
な
る
と
い
う
点
も
こ
こ
に
記
し
て
お
き
た
い（

71
）

︒

　
で
は
﹃
医
療
音
楽
﹄
に
は
ど
の
よ
う
な
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
︒
ブ
ラ
ウ
ン
﹃
医
療
音
楽
﹄
の
第
一
章
「
歌
唱
」
と
第
三
章
「
舞
踊
」
に
焦

点
を
当
て
て
考
察
し
て
み
た
い
︒
ま
ず
第
一
章
の
冒
頭
で
ブ
ラ
ウ
ン
は
︑
歌
唱

は
聴
覚
を
刺
激
し
て
快
楽
や
歓
喜
を
促
進
し
︑
精
神
を
鼓
舞
す
る
故
に
精
神
疾

患
の
治
療
に
有
効
で
あ
る
ほ
か
︑
歌
唱
は
精
神
面
の
み
な
ら
ず
︑
身
体
面
に
も

影
響
を
与
え
る
と
し
て
六
つ
の
命
題
の
下
で
論
を
展
開
す
る（

72
）

︒

　
こ
の
命
題
の
中
で
ブ
ラ
ウ
ン
は
︑
精
神
疾
患
の
治
療
で
は
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス

ピ
リ
ッ
ツ
」
の
流
動
が
最
も
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て

い
る
︒「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
と
は
︑
十
七
世
紀
の
機
械
論
に
お
い
て

空
気
と
深
い
関
係
の
あ
る
物
質
で
あ
り
︑
脳
で
生
成
さ
れ
た
後
︑
神
経
を
通
し

て
全
身
に
分
配
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ

ツ
」
は
身
体
機
能
の
根
源
と
な
り
︑
脳
及
び
神
経
系
機
能
も
司
る
と
い
う（

73
）

︒

　
ブ
ラ
ウ
ン
に
よ
る
と
︑
歌
唱
は
快
楽
や
歓
喜
を
包
含
し
て
い
る
故
に
精
神
に

働
き
か
け
︑
そ
の
結
果
︑
精
神
と
共
鳴
が
あ
り
︑
精
神
と
身
体
の
媒
体
で
も
あ

る
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
の
分
泌
を
促
進
す
る（

74
）

︒
さ
ら
に
︑「
ア
ニ
マ

ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
と
血
液
循
環
に
も
相
互
作
用
が
あ
り
︑「
ア
ニ
マ
ル
・
ス

ピ
リ
ッ
ツ
」
の
流
入
が
強
く
速
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
脈
拍
も
強
く
速
く
な
る（

75
）

︒

こ
こ
ま
で
見
て
く
る
と
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
と
は
︑
益
軒
の
述
べ
る

「
心
気
」
と
近
い
概
念
で
あ
り
︑
こ
こ
か
ら
は
益
軒
が
︑「
楽
」
の
要
素
が
含
ま

れ
て
い
る
詠
歌
に
つ
い
て
︑
心
を
和
楽
に
す
る
こ
と
に
よ
り
「
心
気
」
が
養
わ
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れ
︑
そ
の
結
果
︑
身
体
の
根
幹
で
あ
る
「
元
気
」
や
血
脈
が
養
わ
れ
る
と
し
た
︑

彼
の
思
想
と
相
通
ず
る
解
釈
が
見
出
せ
る
︒
し
か
し
︑
益
軒
が
「
心
気
」
に
つ

い
て
︑
養
わ
れ
る
と
の
み
言
及
し
た
の
に
対
し
︑
ブ
ラ
ウ
ン
は
歌
唱
が
「
ア
ニ

マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
を
分
泌
・
生
成
す
る
と
い
っ
た
さ
ら
に
具
体
的
な
表
現

で
機
械
論
的
に
そ
の
組
成
に
つ
い
て
も
論
じ
て
お
り
︑
こ
の
点
に
は
相
互
間
で

の
差
異
が
見
出
せ
る
︒

　
ま
た
︑
ブ
ラ
ウ
ン
は
︑
歌
唱
が
及
ぼ
す
そ
の
他
の
影
響
に
つ
い
て
︑
歌
唱
に

よ
り
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
の
流
入
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
︑
胃
の
筋
肉

繊
維
の
状
態
及
び
弾
力
性
が
回
復
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
消
化
不
良
が
解
消
さ
れ

る
と
す
る
︒
さ
ら
に
は
︑
歌
唱
に
よ
る
横
隔
膜
や
腹
筋
の
頻
繁
な
動
き
が
食
物

を
血
液
へ
と
変
換
す
る
の
に
役
立
つ
と
い
う（

76
）

︒
こ
こ
か
ら
は
︑
歌
唱
と
い
う
能

動
的
な
音
楽
活
動
が
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
を
経
由
し
て
︑
内
臓
器
官

で
あ
る
胃
︑
そ
し
て
血
液
循
環
に
も
た
ら
す
運
動
的
効
果
に
つ
い
て
︑
機
械
論

的
に
論
じ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
︒
一
方
︑
歌
唱
は
肺
に
も
影
響
を
も
た
ら
す

と
い
う
︒
こ
れ
に
関
し
て
は
︑「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
を
経
由
す
る
の

で
は
な
く
︑
歌
唱
す
る
こ
と
で
吸
気
が
大
き
く
な
る
こ
と
に
よ
り
︑
肺
で
生
成

さ
れ
る
肺
静
脈
の
流
動
が
活
発
化
し
︑
血
液
循
環
が
促
進
さ
れ
る
と
し
て（

77
）

︑
ブ

ラ
ウ
ン
は
︑
肺
と
い
う
内
臓
器
官
に
も
た
ら
す
歌
唱
の
直
接
的
な
運
動
的
効
果

の
側
面
を
強
調
し
て
い
る
︒

　
ブ
ラ
ウ
ン
は
︑
精
神
が
身
体
に
影
響
を
与
え
︑
ま
た
身
体
も
精
神
に
影
響
を

与
え
る
と
考
え
て
お
り（

78
）

︑
そ
の
双
方
の
健
康
に
重
き
を
置
い
て
い
た
た
め
︑
精

神
と
身
体
の
媒
体
と
な
る
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
が
精
神
疾
患
の
治
療

に
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
歌
唱
の
快
楽
や
歓
喜
に
目
を
向
け
る
こ
と
で

精
神
へ
の
働
き
に
も
目
を
向
け
る
も
の
の
︑
内
臓
器
官
や
そ
れ
を
構
成
す
る
繊

維
や
組
織
と
い
っ
た
身
体
面
へ
の
歌
唱
の
直
接
的
な
効
果
に
つ
い
て
も
言
及
し
︑

そ
の
双
方
が
整
っ
た
時
に
健
康
が
育
ま
れ
る
と
考
え
て
い
た
︒
こ
の
歌
う
と
い

う
行
為
が
心
身
の
双
方
に
効
果
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
︑
そ
し
て
心
（
精
神
）

と
身
体
と
に
相
関
性
が
あ
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
︑
ブ
ラ
ウ
ン
と
益
軒
に
共

通
点
が
見
出
せ
る
︒
し
か
し
︑
身
体
よ
り
心
を
重
視
す
る
よ
う
な
益
軒
の
思
想

は
ブ
ラ
ウ
ン
に
は
見
当
た
ら
ず
︑
ブ
ラ
ウ
ン
に
と
っ
て
心
身
は
完
全
に
別
個
の

も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
益
軒
が
あ
く
ま
で
も
「
心
気
」「
血
気
」「
食
気
」
と

い
っ
た
「
元
気
」
を
司
る
諸
々
の
「
気
」
を
詠
歌
が
養
い
︑
そ
れ
が
血
脈
を
養

う
と
論
じ
た
の
に
対
し
︑
ブ
ラ
ウ
ン
は
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
と
い
っ

た
気
体
や
︑
血
液
な
ど
の
液
体
の
器
で
あ
る
内
臓
器
官
へ
の
具
体
的
な
効
果
に

つ
い
て
機
械
論
的
に
論
じ
て
お
り
︑
身
体
そ
の
も
の
へ
の
眼
差
し
が
益
軒
よ
り

も
強
い
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
か
ら
窺
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
一
方
︑
舞
踊
に
つ
い
て
ブ
ラ
ウ
ン
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
︒
ブ
ラ
ウ
ン
は
舞
踊
に
関
し
て
大
き
く
二
つ
の
効
果
を
主
張
す
る
︒
一
つ
目

は
︑
舞
踊
に
よ
る
筋
肉
運
動
で
血
管
中
の
血
液
が
希
薄
に
な
り
︑
血
液
流
動
が

促
進
さ
れ
る
︒
こ
の
血
液
流
動
の
促
進
に
呼
応
し
︑「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ

ツ
」
の
流
入
も
促
進
さ
れ
て
精
神
疾
患
の
治
療
に
繋
が
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

と
い
う
の
も
一
部
の
精
神
疾
患
は
︑「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
の
欠
如
で
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も
た
ら
さ
れ
る
粘
液
質
の
血
液
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
た
め
︑
舞
踊
に

よ
っ
て
血
液
循
環
や
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
の
流
動
促
進
が
も
た
ら
さ

れ
る
こ
と
で
症
状
が
改
善
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る（

79
）

︒
二
つ
目
は
︑
舞
踊
に
よ
っ
て

腸
が
刺
激
さ
れ
て
動
き
が
活
発
化
し
︑
横
隔
膜
・
腹
筋
・
胃
等
の
腹
部
が
総
体

的
に
働
く
こ
と
で
消
化
と
乳
糜
生
成
が
助
け
ら
れ
︑
血
中
の
老
廃
物
の
蓄
積
増

加
も
断
ち
切
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

80
）

︒
舞
踊
で
も
ブ
ラ
ウ
ン
は
「
ア
ニ
マ

ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
の
促
進
を
重
視
し
て
い
る
が
︑
歌
唱
の
よ
う
に
精
神
に
働

き
か
け
︑
そ
の
結
果
得
ら
れ
る
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
の
流
動
促
進
を

強
調
し
て
は
い
な
い
︒
こ
こ
で
は
︑
あ
く
ま
で
も
筋
肉
や
腹
部
へ
︑
直
接
働
き

か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
血
液
循
環
や
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
の
流
動
を

促
進
す
る
舞
踊
の
効
果
に
言
及
し
て
お
り
︑
舞
踊
の
持
つ
運
動
的
効
果
の
側
面

を
重
視
し
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
︒
こ
れ
に
関
し
︑
益
軒
の
考
え
る
舞
踏

の
効
果
と
比
較
し
て
み
る
と
︑
益
軒
も
舞
踏
の
運
動
的
効
果
に
焦
点
を
当
て
︑

身
体
中
の
「
血
気
」
と
「
食
気
」
に
働
き
か
け
る
と
血
脈
が
養
わ
れ
る
と
述
べ

て
お
り
︑
こ
の
点
は
大
き
な
目
で
見
る
と
双
方
と
も
に
近
い
思
想
で
あ
る
︒
し

か
し
︑
益
軒
は
舞
踏
の
運
動
的
効
果
の
み
を
強
調
し
た
の
で
は
な
い
︒
益
軒
に

と
っ
て
の
舞
踏
は
踊
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
︑
動
く
だ
け
の
身
体
行
為
で
は
な
く
︑

詠
歌
が
伴
わ
れ
る
こ
と
も
併
せ
て
鑑
み
︑
心
に
和
楽
を
も
た
ら
し
︑「
心
気
」

を
養
う
効
果
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
︒
こ
の
背
景
と
し
て
は
︑
ブ
ラ
ウ
ン
が
舞

踊
と
い
う
身
体
を
動
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
腹
部
の
相
対
的
な
運

動
的
効
果
に
着
目
し
︑
そ
れ
が
血
液
循
環
や
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
を

促
す
こ
と
で
精
神
疾
患
の
治
療
が
行
わ
れ
る
と
す
る
︑
身
体
の
個
別
化
し
た
動

き
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
益
軒
は
︑
養
生
に
お
い
て
重
視
す

べ
き
こ
と
は
楽
し
む
︑
つ
ま
り
「
楽
」
の
要
素
が
あ
る
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の

「
楽
」
を
享
受
す
る
た
め
に
詠
歌
舞
踏
と
い
う
双
方
の
複
合
を
重
視
し
︑
総
合

的
な
心
及
び
身
体
へ
の
影
響
を
念
頭
に
置
い
て
音
楽
の
効
果
に
言
及
し
て
い
る

と
い
う
二
者
の
大
き
な
違
い
が
影
響
し
て
い
る
︒

　
で
は
︑
ブ
ラ
ウ
ン
は
﹃
医
療
音
楽
﹄
第
二
章
で
言
及
し
た
音
楽
を
聴
く
︑
つ

ま
り
器
楽
聴
取
に
関
し
て
は
ど
の
よ
う
な
考
え
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

ブ
ラ
ウ
ン
は
ま
ず
︑
外
耳
・
内
耳
と
も
に
音
の
伝
わ
り
方
は
空
気
振
動
の
度
合

い
に
左
右
さ
れ
︑
そ
の
空
気
振
動
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
聴
神
経
に
は
様
々
な
影

響
が
も
た
ら
さ
れ
る
ほ
か
︑
こ
の
聴
神
経
へ
と
働
く
空
気
の
心
地
よ
い
振
動
か

ら
直
接
︑
精
神
的
な
心
地
よ
さ
も
生
じ
る
と
述
べ
て
い
る（

81
）

︒
そ
の
一
方
で
ブ
ラ

ウ
ン
は
︑
音
楽
を
聴
取
す
る
こ
と
で
精
神
が
高
揚
・
鎮
静
す
る
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
︑
器
楽
聴
取
に
は
直
接
的
に
精
神
に
作
用
す
る
と
い
う
効
果
が
認

め
ら
れ
︑
こ
れ
ら
双
方
の
理
由
か
ら
器
楽
聴
取
は
精
神
疾
患
の
治
療
に
有
用
で

あ
る
と
す
る（

82
）

︒
こ
こ
か
ら
は
ブ
ラ
ウ
ン
が
機
械
論
的
な
身
体
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に

集
中
し
た
論
を
展
開
し
て
い
る
様
子
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
に
関
し
て
益
軒
は
興
味
を
示
し
て
い
な
い
︒

　
そ
し
て
さ
ら
に
ブ
ラ
ウ
ン
は
︑
こ
の
器
楽
聴
取
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
心

地
よ
さ
が
︑
歌
唱
の
時
と
同
じ
く
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
を
促
進
す
る

と
と
も
に
︑
空
気
振
動
に
影
響
を
受
け
た
聴
神
経
も
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
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ツ
」
に
働
き
か
け
る
と
し
て
器
楽
音
楽
の
内
容
︑
特
に
奏
法
や
速
度
に
関
す
る

具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら
説
明
す
る（

83
）

︒
例
え
ば
︑
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
ス
ト
リ
ン
グ

が
素
早
く
︑
大
胆
に
打
ち
鳴
ら
さ
れ
る
よ
う
な
奏
法
や
ア
レ
グ
ロ
の
器
楽
曲
の

場
合
︑
空
気
振
動
は
速
く
︑
短
く
︑
大
胆
に
な
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
聴
神
経
は

活
発
に
煽
動
さ
れ
︑
共
鳴
し
た
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
も
活
性
化
さ
れ

る
︒
さ
ら
に
︑
こ
の
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
が
身
体
全
体
に
こ
の
共
鳴

と
類
似
し
た
感
覚
を
伝
達
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
精
神
に
は
活
発
で
強
い
喜
び
が

与
え
ら
れ
る
と
ブ
ラ
ウ
ン
は
述
べ
る（

84
）

︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
ブ
ラ
ウ
ン
は
︑
ア

レ
グ
ロ
の
曲
は
暗
く
悲
観
的
な
思
想
を
抱
い
て
し
ま
い
が
ち
な
︑「
憂
う
つ
症
」

や
「
塞
ぎ
込
み
」
の
治
療
に
役
立
つ
と
い
う（

85
）

︒
一
方
︑
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
柔
ら

か
く
遅
い
ス
ト
ロ
ー
ク
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
奏
法
や
ア
ダ
ー
ジ
ョ
の
曲
は
︑

穏
や
か
な
空
気
振
動
が
聴
神
経
に
働
き
か
け
︑
そ
れ
に
よ
り
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス

ピ
リ
ッ
ツ
」
は
減
退
︑
あ
る
い
は
逆
流
し
︑
そ
の
結
果
︑
精
神
は
非
常
に
鎮
静

化
し
恍
惚
状
態
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う（

86
）

︒
そ
し
て
︑
怒
り
や
激
憤
に
満
ち

て
い
る
時
は
激
し
く
不
規
則
な
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
の
動
き
が
付
随

し
て
い
る
た
め
︑
そ
れ
を
防
ぐ
に
は
︑
ま
ず
柔
ら
か
な
ア
ダ
ー
ジ
ョ
を
用
い
る

べ
き
で
あ
る
と
ブ
ラ
ウ
ン
は
付
け
加
え
る（

87
）

︒
ブ
ラ
ウ
ン
の
考
え
て
い
た
精
神
と

器
楽
聴
取
の
関
係
は
︑
元
々
の
精
神
状
態
と
は
逆
の
性
質
を
有
す
る
楽
曲
を
用

い
る
と
い
う
︑
い
わ
ば
「
逆
療
法
的
な
概
念
」
に
似
て
い
る（

88
）

︒
ま
た
︑
ブ
ラ
ウ

ン
は
前
述
し
た
よ
う
な
ア
ダ
ー
ジ
ョ
と
ア
レ
グ
ロ
と
い
う
反
対
の
性
質
を
有
す

る
楽
曲
を
日
常
的
に
聴
取
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
音
楽
の
心
地
よ
い
対
比
で
健
康

を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た（

89
）

︒
こ
の
よ
う
に
ブ
ラ
ウ
ン
は
︑
音

楽
は
精
神
的
な
心
地
よ
さ
も
も
た
ら
す
ほ
か
︑
感
情
の
高
揚
及
び
鎮
静
化
に
も

音
楽
が
効
果
を
持
つ
と
し
て
お
り
︑
受
動
的
な
音
楽
活
動
に
対
し
多
義
的
な
効

果
を
示
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
ブ
ラ
ウ
ン
は
音
楽
を
組
織
す
る
楽
器
の
奏
法
や

テ
ン
ポ
に
着
目
し
た
さ
ら
に
具
体
的
な
考
え
を
展
開
す
る
ほ
か
︑
器
楽
聴
取
が

ま
ず
働
き
か
け
る
の
は
神
経
と
述
べ
て
お
り
︑
こ
こ
で
も
身
体
組
織
に
目
が
向

け
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
益
軒
は
養
生
論
の
中
で
音
楽
の
効
果
に
つ
い
て

論
じ
る
際
に
は
能
動
的
な
詠
歌
舞
踏
を
推
奨
し
て
い
る
が
︑
音
楽
を
見
聞
き
す

る
こ
と
︑
つ
ま
り
受
動
的
な
音
楽
活
動
が
人
間
に
働
き
か
け
る
感
情
傾
向
な
ど

に
ま
で
拡
げ
て
考
察
す
る
な
ら
ば
︑
益
軒
は
一
貫
し
て
和
楽
を
も
た
ら
す
と
い

う
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
お
り
︑
彼
ら
の
受
動
的
な
音
楽
の
効
果
に
関
し
て
は

大
き
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
︒

　
以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
︑
同
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
及
び
日
本
で
︑
同

様
に
養
生
論
と
絡
め
て
音
楽
を
用
い
る
こ
と
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
ブ

ラ
ウ
ン
が
音
楽
の
効
果
を
器
官
及
び
組
織
の
働
き
に
結
び
付
け
︑
身
体
重
視
の

思
想
を
論
じ
る
の
に
対
し
︑
益
軒
の
論
じ
る
「
血
気
」
の
思
想
は
概
念
的
な
域

を
超
え
て
は
お
ら
ず
︑
心
身
双
方
に
音
楽
が
効
果
を
持
つ
こ
と
を
認
め
な
が
ら

も
︑
ま
ず
心
に
働
き
か
け
る
音
楽
の
効
果
を
重
視
す
る
姿
勢
を
顕
著
に
見
せ
て

い
る
こ
と
に
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
違
い
に
は
︑
当
時
の

西
洋
医
学
で
先
端
の
思
想
で
あ
っ
た
機
械
論
を
重
視
し
︑
心
身
二
元
論
の
も
と

で
治
療
と
し
て
の
音
楽
の
効
果
を
追
究
し
た
ブ
ラ
ウ
ン
と
︑
中
国
古
典
か
ら
来
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る
気
一
元
論
を
基
盤
と
し
︑
教
訓
と
し
て
の
養
生
の
一
環
と
し
て
音
楽
の
効
果

に
目
を
向
け
た
益
軒
の
思
想
的
立
場
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

お
わ
り
に

　
以
上
︑﹃
養
生
訓
﹄﹃
音
楽
紀
聞
﹄﹃
頤
生
輯
要
﹄
を
中
心
と
し
た
益
軒
の
著

作
の
分
析
を
通
じ
て
︑
益
軒
の
養
生
論
に
お
け
る
音
楽
の
適
用
の
基
盤
に
は
︑

﹃
礼
記
﹄「
楽
記
篇
」
を
中
心
と
し
た
礼
楽
思
想
と
︑﹃
千
金
方
﹄
や
﹃
黄
帝
内

経
﹄
な
ど
中
国
医
学
古
典
に
起
源
を
持
つ
養
生
観
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ

か
っ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
基
盤
上
で
論
じ
ら
れ
た
音
楽
の
効
果
に
関
し
て
は
︑

古
楽
を
見
聞
き
す
る
︑
つ
ま
り
受
動
的
な
音
楽
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
る
感
情

傾
向
に
つ
い
て
益
軒
は
充
分
認
識
し
て
い
る
も
の
の
︑
特
に
能
動
的
に
行
う
詠

歌
舞
踏
に
焦
点
を
当
て
︑
詠
歌
舞
踏
の
持
つ
心
身
双
方
へ
の
働
き
か
け
が
「
気

血
」
を
養
い
︑
そ
れ
が
養
生
に
繋
が
る
と
い
う
考
え
を
﹃
養
生
訓
﹄
か
ら
読
み

解
く
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
た
︒
ま
た
︑
養
生
に
お
け
る
音
楽
の
役
割
︑
及
び

同
時
代
の
他
国
の
動
向
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
と
こ
ろ
︑
中
国
医
学
書
に
お
い

て
は
管
見
の
限
り
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
が
︑
同
時
代
の

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
養
生
論
に
お
け
る
音
楽
の
効
果
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い

た
︒
そ
こ
で
︑
益
軒
の
思
想
と
比
較
し
て
み
た
と
こ
ろ
︑
音
楽
の
「
楽
」
の
要

素
を
重
視
し
︑
音
楽
が
心
に
働
き
か
け
る
効
果
を
特
に
重
ん
じ
る
と
い
う
益
軒

の
特
徴
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒

　
こ
の
よ
う
に
益
軒
の
養
生
論
に
お
け
る
音
楽
の
効
果
に
は
︑
中
国
古
典
の
思

想
を
基
盤
と
し
な
が
ら
も
︑
音
楽
の
選
択
や
養
生
観
の
取
捨
選
択
で
見
ら
れ
た

よ
う
に
そ
の
引
照
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
︑
益
軒
の
生
き
た
近
世
日
本
の
土

壌
に
根
付
い
た
独
自
の
観
点
か
ら
音
楽
の
持
つ
心
理
的
・
生
理
的
な
効
果
を
応

用
し
て
︑
心
身
の
健
康
維
持
・
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
書
か
れ
て
い

る
と
い
う
点
で
︑
重
要
な
示
唆
を
含
ん
で
い
る
と
い
え
る
︒

注（
1
）  

牧
野
英
一
郎
「
日
本
的
音
楽
療
法
試
論
」﹃
国
立
音
楽
大
学
音
楽
研
究
所
年
報
﹄
第

十
四
集
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
二
一
～
三
三
頁
︒

（
2
）  

益
軒
と
音
楽
と
の
関
係
に
関
し
て
は
以
下
の
文
献
を
適
宜
参
照
し
た
︒
益
軒
会
編﹃
益

軒
全
集
﹄
第
一
巻
︑
益
軒
全
集
刊
行
部
︑
一
九
一
一
年
︑
一
～
七
一
頁
︒
井
上
忠
﹃
貝

原
益
軒
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
九
年
︑
五
六
～
三
三
〇
頁
︒

（
3
）  

﹃
音
楽
紀
聞
﹄
に
関
し
て
は
以
下
の
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
写
本
を
参
照
し
た
︒
な

お﹃
音
楽
紀
聞
﹄に
関
し
て
は
︑旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
て
掲
載
す
る
︒
貝
原
益
軒﹃
音

楽
紀
聞
﹄
一
七
〇
二
年
︒

（
4
）  

貝
原
益
軒
﹃
貝
原
益
軒
　
室
鳩
巣
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
〇
年
︑
一
三
六
頁
（
日
本

思
想
体
系
　
所
収
）︒

（
5
）  

こ
れ
に
関
し
て
は
丸
山
（
丸
山
眞
男
﹃
日
本
政
治
思
想
史
研
究
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑

一
九
五
二
年
︑
二
五
頁
）
及
び
井
上
（
井
上
正
「
貝
原
益
軒
の
音
楽
教
育
思
想
」﹃
帝
京

大
学
文
学
部
教
育
学
科
紀
要
﹄
第
三
十
号
︑
二
〇
〇
五
年
︑
二
三
～
二
四
頁
）
を
参
照

し
た
︒

（
6
）  

前
掲
﹃
音
楽
紀
聞
﹄（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）︒

（
7
）  

前
掲
﹃
貝
原
益
軒
　
室
鳩
巣
﹄︑
一
三
六
頁
︒
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（
8
）  
貝
原
益
軒
﹃
慎
思
録
﹄（﹃
益
軒
全
集
﹄
第
三
巻
）
図
書
刊
行
会
︑
一
九
七
三
年
︑

五
三
頁
︒
な
お
︑﹃
慎
思
録
﹄
に
関
し
て
は
︑
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
文
を
掲
載
す
る
︒

（
9
）  

前
掲
「
貝
原
益
軒
の
音
楽
教
育
思
想
」︑
二
三
～
二
四
頁
︒

（
10
）  

前
掲
﹃
慎
思
録
﹄︑
九
八
頁
︒

（
11
）  

同
前
︑
八
九
頁
︒

（
12
）  

前
掲
﹃
貝
原
益
軒
　
室
鳩
巣
﹄︑
一
三
六
頁
︒

（
13
）  

貝
原
益
軒
﹃
和
俗
童
子
訓
﹄（
益
軒
会
編
﹃
益
軒
全
集
﹄
第
三
巻
）
益
軒
全
集
刊
行
部
︑

一
九
一
一
年
︑
二
一
七
頁
︒
な
お
︑﹃
和
俗
童
子
訓
﹄
に
関
し
て
は
︑
旧
字
体
を
新
字
体

に
改
め
て
掲
載
す
る
︒

（
14
）  

前
掲
﹃
音
楽
紀
聞
﹄（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）︒

（
15
）  

貝
原
益
軒
﹃
楽
訓
﹄（
益
軒
会
編
﹃
益
軒
全
集
﹄
第
三
巻
）
益
軒
全
集
刊
行
部
︑

一
九
一
一
年
︑
六
一
七
頁
︒
な
お
︑﹃
楽
訓
﹄
に
関
し
て
は
︑
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め

て
掲
載
す
る
︒

（
16
）  

貝
原
益
軒
﹃
養
生
訓
﹄（
益
軒
会
編
﹃
益
軒
全
集
﹄
第
三
巻
）
益
軒
全
集
刊
行
部
︑

一
九
一
一
年
︑
四
七
六
～
四
七
七
頁
︒
な
お
︑﹃
養
生
訓
﹄
に
関
し
て
は
︑
旧
字
体
を
新

字
体
に
改
め
て
掲
載
す
る
︒

（
17
）  

同
前
︑
四
七
七
～
四
七
八
頁
︒

（
18
）  

﹃
黄
帝
内
経
﹄
に
よ
る
と
︑
七
情
と
は
人
間
の
精
神
情
志
活
動
の
こ
と
で
あ
り
︑
正
常

な
状
況
で
は
生
理
的
な
活
動
範
囲
に
あ
る
た
め
︑
発
病
に
は
至
ら
な
い
︒
た
だ
し
︑
突

然
激
し
い
精
神
的
な
痛
手
を
受
け
た
り
︑
長
期
に
わ
た
っ
て
続
い
た
り
す
る
と
︑
生
理

活
動
で
調
節
で
き
る
範
囲
を
超
え
て
し
ま
い
︑
体
内
の
陰
陽
︑
気
血
︑
臓
腑
の
機
能
失

調
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
病
気
と
な
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
七
情
が
病
気
の
内
因
に
あ
た
る

（﹃
素
問
﹄「
挙
痛
論
」「
陰
陽
応
象
大
論
」）︒
ま
た
︑﹃
黄
帝
内
経
﹄
で
は
一
括
し
て
「
喜
・

怒
・
憂
・
思
・
悲
・
恐
・
驚
」
に
つ
い
て
論
じ
て
お
ら
ず
︑
喜
は
﹃
霊
枢
﹄「
本
神
篇
」︑

怒
は
﹃
素
問
﹄「
陰
陽
応
象
大
論
」
と
﹃
霊
枢
﹄「
本
神
篇
」︑
憂
は
﹃
霊
枢
﹄「
本
神
篇
」︑

思
は
﹃
霊
枢
﹄「
挙
痛
篇
」︑悲
は
﹃
素
問
﹄「
宣
明
五
気
論
」「
痿
論
」「
挙
痛
論
」
と
﹃
霊

枢
﹄「
本
神
篇
」︑恐
は
﹃
素
問
﹄「
調
経
論
」「
玉
機
真
蔵
論
」
と
﹃
霊
枢
﹄「
本
神
篇
」「
経

脈
篇
」︑
驚
は
﹃
素
問
﹄「
挙
痛
論
」
で
主
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
四
気
に
つ

い
て
は
﹃
素
問
﹄「
至
真
要
大
論
」「
五
運
行
大
論
」「
熱
論
」
な
ど
で
述
べ
ら
れ
る
六
気

（
六
淫
）
を
も
と
と
し
て
お
り
︑
松
宮
光
伸
に
よ
れ
ば
︑
益
軒
は
︑
日
本
の
風
土
を
考
慮

し
︑
よ
り
一
般
的
な
感
覚
に
合
わ
せ
て
「
風
・
寒
・
暑
・
湿
」
と
い
う
四
つ
を
挙
げ
て

い
る
と
い
う
（
貝
原
益
軒
﹃
養
生
訓
﹄
松
宮
光
伸
訳
注
︑
日
本
評
論
社
︑
二
〇
〇
八
年
︑

一
三
頁
）︒
な
お
︑﹃
黄
帝
内
経
﹄
に
つ
い
て
は
以
下
の
訳
本
を
適
宜
参
照
し
た
︒
石
田

秀
実
他
訳
﹃
黄
帝
内
経
素
問
﹄（
上
・
中
・
下
巻
）
東
洋
学
術
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
～

一
九
九
三
年
︒
石
田
秀
実
他
訳
﹃
黄
帝
内
経
霊
枢
﹄（
上
・
下
巻
）
東
洋
学
術
出
版
社
︑

一
九
九
九
年
～
二
〇
〇
〇
年
︒

（
19
）  

﹃
養
生
訓
﹄「
後
記
」
に
は
次
の
説
明
が
あ
る
（
貝
原
益
軒
﹃
養
生
訓
　
全
現
代
語
訳
﹄

伊
藤
友
信
訳
︑
講
談
社
︑
二
〇
〇
二
年
︑
四
三
〇
頁
）︒

 

右
に
し
る
せ
る
所
は
︑
古
人
の
言
を
や
は
ら
げ
︑
古
人
の
意
を
う
け
て
︑
お
し
ひ
ろ
め

し
也
︒
又
先
輩
に
き
け
る
所
多
し
︒
み
づ
か
ら
試
み
︑
し
る
し
あ
る
事
は
︑
臆
説
と
い

へ
ど
も
し
る
し
侍
り
ぬ
︑
是
養
生
の
大
意
な
り
︒
其
条
目
の
詳
な
る
事
は
︑
説
き
つ
く

し
が
た
し
︒
保
養
の
道
に
志
あ
ら
ん
人
は
︑
多
く
古
人
の
書
よ
ん
で
し
る
べ
し
︒
大
意

通
じ
て
も
︑
条
目
の
詳
な
る
事
を
し
ら
ざ
れ
ば
︑
其
道
を
尽
し
が
た
し
︒
愚
生
︑
昔
わ

か
く
し
て
書
を
よ
み
し
時
︑
群
書
の
内
︑
養
生
の
術
を
説
け
る
古
語
を
あ
つ
め
て
︑
門

客
に
さ
づ
け
︑
其
門
類
を
わ
か
た
し
む
︒
名
づ
け
て
頤
生
輯
要
と
云
︒
養
生
に
志
あ
ら

ん
人
は
︑
考
が
へ
見
給
ふ
べ
し
︒
こ
こ
に
し
る
せ
し
は
︑
其
要
を
と
れ
る
也
︒

（
20
）  

し
か
し
︑
実
際
の
編
纂
の
経
緯
は
こ
れ
と
は
相
違
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
︑
竹
田
定

直
が
書
き
上
げ
た
﹃
摂
生
精
要
﹄
と
い
う
書
を
︑
益
軒
が
友
人
に
回
覧
し
て
好
評
を
得

て
い
た
が
︑
書
名
に
「
せ
」
の
音
が
三
つ
連
続
し
て
読
み
に
く
い
と
い
う
批
判
が
あ
っ

た
た
め
に
︑﹃
頤
生
輯
要
﹄
と
改
題
し
た
上
︑
さ
ら
に
自
ら
改
訂
を
加
え
て
︑
出
版
し
た

と
井
上
忠
ら
は
指
摘
し
て
い
る
（
前
掲
﹃
貝
原
益
軒
﹄︑
一
三
二
頁
／
﹃
益
軒
資
料
﹄
第

四
巻
︑
九
州
史
料
刊
行
会
︑
一
九
五
七
年
︑
八
八
～
九
四
頁
）︒
ま
た
麥
谷
邦
夫
は
︑
定

直
宛
て
の
書
簡
の
中
で
益
軒
が
か
な
り
細
か
い
指
示
助
言
を
与
え
︑
か
つ
出
版
元
の
手

配
を
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
︑
本
書
の
内
容
が
竹
田
定
直
の
﹃
摂
生
精
要
﹄
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を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
こ
と
は
︑「
養
生
論
叙
」
で
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
︒

そ
の
上
で
︑
た
だ
︑「
後
序
」
の
中
で
一
箇
所
「
前
稿
」
に
言
及
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
︑

﹃
頤
生
輯
要
﹄
ら
し
き
も
の
の
存
在
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
る
︒
し
か
し
︑
益
軒
に

は
﹃
慎
思
録
﹄
に
長
文
の
養
生
論
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
︑﹃
玩
古
目
録
﹄
に
本
書

に
採
用
さ
れ
た
各
種
医
方
書
の
多
く
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
な

よ
う
に
︑
定
直
の
﹃
摂
生
精
要
﹄
と
益
軒
の
抄
録
と
で
は
共
通
す
る
点
が
多
か
っ
た
の

で
あ
り
︑
す
で
に
原
稿
が
存
在
し
て
い
た
定
直
の
﹃
摂
生
精
要
﹄
に
手
を
加
え
る
と
い

う
か
た
ち
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い

る
（
麥
谷
邦
夫
「
中
国
養
生
文
化
の
伝
統
と
益
軒
」
横
山
俊
夫
編
﹃
貝
原
益
軒
︱
︱
天

地
和
楽
の
文
明
学
﹄
平
凡
社
︑
一
九
九
五
年
︑
二
四
二
頁
）︒

（
21
）  

貝
原
益
軒
﹃
頤
生
輯
要
﹄（
益
軒
会
編
﹃
益
軒
全
集
﹄
第
七
巻
）
益
軒
全
集
刊
行
部
︑

一
九
一
一
年
︑
七
五
三
頁
︒

（
22
）  

こ
れ
に
関
し
て
は
︑
麥
谷
邦
夫
も
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
（
前
掲
「
中
国
養
生
文

化
の
伝
統
と
益
軒
」︑
二
四
五
頁
）︒
ま
た
︑
益
軒
は
﹃
養
生
訓
﹄
に
お
い
て
「
用
薬
」

に
関
し
て
論
じ
る
際
︑「
薬
剤
一
服
大
小
の
分
量
︑
中
華
の
古
法
を
考
が
へ
︑
本
邦
の
土

宜
に
か
な
ひ
て
︑
過
不
及
な
か
る
べ
し
」
と
い
い
︑
日
本
の
用
薬
量
が
中
国
に
比
べ
て

少
な
い
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
︒
そ
の
理
由
と
し
て
︑
日
本
人
は
生
ま
れ
つ
き
体
質
が

虚
弱
で
︑
肉
な
ど
を
食
べ
な
い
こ
と
︑
日
本
は
中
国
に
比
べ
て
薬
剤
の
産
出
が
少
な
い

こ
と
︑
日
本
の
医
者
は
中
国
の
医
者
に
多
く
及
ば
な
い
た
め
︑
多
量
の
薬
剤
を
自
信
を

も
っ
て
処
方
で
き
な
い
こ
と
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
（
前
掲
﹃
養
生
訓
﹄︑
五
六
八
頁
）︒

こ
れ
は
︑
時
代
・
地
理
・
風
俗
の
相
違
を
重
視
し
︑
中
国
の
学
問
を
鵜
呑
み
に
し
な
い

益
軒
の
態
度
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
部
分
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
益
軒
は
︑
医
を
学
ぶ
者
の

心
得
を
説
い
て
︑「
医
を
学
ぶ
に
︑
ふ
る
き
法
を
た
づ
ね
て
︑
ひ
ろ
く
学
び
︑
古
方
を
多

く
考
ふ
べ
し
︒
又
︑
今
世
の
時
運
を
考
へ
︑
人
の
強
弱
を
は
か
り
︑
日
本
の
土
宜
と
民

族
の
風
気
を
知
り
︑
近
古
︑
わ
が
国
先
輩
の
名
医
の
治
せ
し
迹
を
も
考
へ
て
︑
治
療
を

行
な
ふ
べ
し
」
と
﹃
養
生
訓
﹄「
択
医
」
で
も
述
べ
て
い
る
（
同
前
︑
五
六
〇
頁
）︒

（
23
）  

益
軒
は
﹃
黄
帝
内
経
﹄﹃
神
農
本
草
経
﹄﹃
千
金
方
﹄
の
ほ
か
︑﹃
難
経
﹄﹃
金
匱
要
略
﹄

﹃
甲
乙
経
﹄﹃
病
原
候
論
﹄﹃
外
台
秘
要
﹄﹃
衛
星
宝
鑑
﹄﹃
三
因
方
﹄﹃
和
剤
局
方
証
類
﹄﹃
本

草
除
例
﹄﹃
丹
渓
　
心
法
﹄﹃
医
経
小
学
﹄﹃
玉
機
微
義
﹄﹃
医
書
大
全
﹄﹃
袖
珍
方
﹄﹃
医

方
選
要
﹄﹃
医
案
﹄﹃
医
林
　
集
要
﹄﹃
医
学
綱
目
﹄﹃
医
学
正
伝
﹄﹃
医
学
入
門
﹄﹃
名
医

類
案
﹄﹃
名
医
方
考
﹄﹃
医
学
原
理
﹄﹃
鍼
灸
聚
英
﹄﹃
医
宗
必
読
﹄﹃
薬
性
解
﹄﹃
内
経
知
要
﹄

な
ど
を
読
む
こ
と
を
勧
め
る
（
同
前
︑
五
六
一
頁
）︒

（
24
）  

同
前
︑
五
六
二
頁
︒

（
25
）  

古
医
方
学
派
は
︑
香
川
修
庵
や
後
藤
艮
山
︑
山
脇
東
洋
ら
を
輩
出
し
︑
後
世
派
と
呼

ば
れ
る
観
念
的
な
医
学
思
想
を
唱
え
た
李
朱
医
学
を
排
し
︑
後
漢
の
張
仲
景
「
傷
寒
論
」

を
手
本
と
し
て
実
学
的
︑
あ
る
い
は
実
践
的
な
医
学
体
系
を
形
作
ろ
う
と
し
た
流
派
で

あ
る
︒
な
お
︑
益
軒
の
養
生
観
に
お
い
て
は
︑
古
医
方
的
な
要
素
が
見
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
に
関
し
て
は
︑
井
上
も
指
摘
し
て
い
る
（
前
掲
﹃
貝
原
益
軒
﹄︑
二
九
五
頁
）︒

（
26
）　
こ
れ
に
関
し
て
井
上
は
「
本
書
︹﹃
養
生
訓
﹄
を
指
す
︺
を
貫
く
思
想
は
︑
人
は
天
地

の
『
元
気
』
を
受
け
て
︑
こ
の
気
を
も
っ
て
生
の
源
︑
命
の
主
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
︑

気
の
充
足
を
計
り
︑
減
退
を
防
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
説
く
の
で
︑
大
体
中
国
の
養
生

家
の
説
に
基
づ
く
」
と
し
て
い
る
（
前
掲
﹃
貝
原
益
軒
﹄︑
二
九
六
頁
）︒

（
27
）  

貝
原
益
軒
﹃
自
娯
集
﹄（
益
軒
会
編
﹃
益
軒
全
集
﹄
第
二
巻
）
益
軒
全
集
刊
行
部
︑

一
九
一
一
年
︑
一
九
一
頁
︒

（
28
）  

前
掲
﹃
養
生
訓
﹄︑
五
〇
八
頁
︒

（
29
）  

同
前
︑
四
七
九
頁
︒

（
30
）  

こ
れ
に
関
し
て
は
井
上
忠
も
「
か
れ
の
説
く
『
元
気
』
と
は
︑『
人
身
の
根
本
』
で
あ

り
︑『
も
と
是
天
地
の
万
物
を
生
ず
る
気
』
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
︑
内
外
相
応
ず
る
も

の
と
見
な
す
」
と
し
て
い
る
（
前
掲
﹃
貝
原
益
軒
﹄︑
二
九
六
頁
）︒

（
31
）  

こ
れ
に
関
し
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
︒
石
田
秀
実
﹃
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ

︱
︱
中
国
古
代
に
お
け
る
身
体
の
思
想
﹄
中
国
書
店
︑
一
九
九
五
年
︑
一
〇
六
～

二
九
七
頁
︒
な
お
︑こ
の
「
元
気
」
に
関
し
て
は
﹃
黄
帝
内
経
﹄
及
び
﹃
論
衡
﹄﹃
難
経
﹄

な
ど
で
も
多
く
言
及
さ
れ
て
い
る
︒

（
32
）  

前
掲
﹃
養
生
訓
﹄︑
五
〇
三
～
五
〇
四
頁
︒



貝原益軒の養生論における音楽

57

（
33
）  
孫
思
邈
﹃
備
急
千
金
要
方
﹄
国
立
中
国
医
薬
研
究
所
︑
一
九
九
〇
年
︑
四
七
九
頁
︒

な
お
︑
こ
れ
に
関
し
て
は
福
光
も
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
（
福
光
由
布
「『
養
生
訓
』

に
見
ら
れ
る
『
養
生
』
と
『
楽
』」
広
島
藝
術
学
会
﹃
藝
術
研
究
﹄
第
二
十
一
・
二
十
二

号
︑
二
〇
〇
九
年
︑
一
七
九
頁
）︒

（
34
）  

前
掲
﹃
頤
生
輯
要
﹄︑
七
七
二
頁
︒

（
35
）  

前
掲
﹃
楽
訓
﹄︑
六
〇
五
頁
︒

（
36
）  

前
掲
﹃
養
生
訓
﹄︑
四
八
五
頁
︒

（
37
）  

前
掲
﹃
和
俗
童
子
訓
﹄︑
一
七
一
頁
︒

（
38
）  

同
前
︑
一
八
三
～
一
八
四
頁
︒

（
39
）  

同
前
︑
一
七
八
頁
︒

（
40
）  

前
掲
﹃
音
楽
紀
聞
﹄（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）︒

（
41
）  

前
掲
﹃
養
生
訓
﹄︑
五
〇
二
～
五
〇
三
頁
︒

（
42
）  

﹃
黄
帝
内
経
﹄﹃
素
問
﹄「
挙
痛
論
篇
」
に
似
た
言
葉
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
﹃
黄

帝
内
経
素
問
﹄︑
一
一
三
～
一
一
四
頁
）︒

（
43
）  

前
掲
﹃
養
生
訓
﹄︑
四
八
四
頁
︒

（
44
）  

同
前
︑
四
八
〇
頁
︒

（
45
）  

﹃
黄
帝
内
経
﹄
に
よ
る
と
︑「
食
気
」
と
は
︑
五
殻
・
水
殻
中
の
精
徴
な
る
気
で
あ
る
︒

な
お
︑「
食
気
」
に
関
し
て
は
︑﹃
黄
帝
内
経
﹄
の
﹃
素
問
﹄「
経
脈
別
論
篇
」「
陰
陽
応

象
大
論
篇
」
な
ど
で
言
及
さ
れ
る
︒

（
46
）  

﹃
黄
帝
内
経
﹄
に
よ
る
と
︑「
精
気
」
と
は
︑
生
命
の
基
礎
で
あ
り
︑
人
体
を
構
成
す

る
根
源
の
役
割
を
果
た
し
︑
人
体
の
生
長
︑
発
育
︑
生
殖
︑
老
衰
と
密
接
に
関
係
す
る

気
で
あ
る
︒
な
お
︑「
精
気
」
に
関
し
て
は
﹃
黄
帝
内
経
﹄
の
﹃
素
問
﹄「
上
古
天
真
論
」

「
五
蔵
別
論
」「
金
匱
真
言
論
」「
調
経
論
」
や
﹃
霊
枢
﹄「
本
神
篇
」「
決
気
篇
」「
衛
気
篇
」

「
五
味
篇
」「
大
惑
論
」
な
ど
で
言
及
さ
れ
る
︒

（
47
）  

﹃
黄
帝
内
経
﹄
に
よ
る
と
︑
血
は
気
を
源
と
し
て
脈
中
を
流
動
す
る
も
の
で
あ
る
が
故

に
︑
気
と
血
は
不
可
分
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
︒
そ
の
中
で
「
血
気
」
は
血
液
流
動
を

促
し
肉
体
を
構
成
す
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
︒
な
お
︑「
血
気
」
に
関
し
て
は

﹃
黄
帝
内
経
﹄
の
﹃
素
問
﹄「
調
経
論
」「
八
正
神
明
論
」「
陰
陽
応
象
大
論
」「
調
経
論
」

や
﹃
霊
枢
﹄「
本
蔵
篇
」「
決
気
篇
」「
癰
疽
篇
」「
営
衛
生
会
篇
」「
経
脈
篇
」「
五
音
五

味
篇
」「
陰
陽
二
十
五
人
篇
」「
五
味
論
」「
癰
疽
篇
眼
」「
風
篇
」「
九
鍼
十
二
原
篇
」「
官

能
篇
」
な
ど
で
言
及
さ
れ
る
︒

（
48
）  

石
田
秀
実
﹃
気
流
れ
る
身
体
﹄
平
河
出
版
社
︑
一
九
九
三
年
︑
一
〇
〇
～
一
二
二
頁
︒

前
掲
﹃
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
﹄︑
一
〇
四
頁
︒

（
49
）  

前
掲
﹃
頤
生
輯
要
﹄︑
七
六
九
～
七
七
四
頁
︒

（
50
）  

前
掲
﹃
養
生
訓
﹄︑
五
〇
四
頁
︒

（
51
）  

同
前
︑
四
九
七
頁
︒

（
52
）  

前
掲
﹃
楽
訓
﹄︑
六
一
七
頁
︒

（
53
）  

藤
井
専
英
﹃
荀
子
　
下
﹄（
新
釈
漢
文
大
系
六
　
所
収
）
明
治
書
院
︑
一
九
六
九
年
︑

六
〇
一
～
六
〇
二
頁
︒
竹
内
照
夫
﹃
礼
記
﹄（
新
釈
漢
文
大
系
二
十
八
　
所
収
）
明
治
書

院
︑
一
九
八
七
年
︑
五
八
〇
～
五
八
一
頁
︒

（
54
）  

前
掲
﹃
養
生
訓
﹄︑
四
九
三
頁
︒

（
55
）  

同
前
︑
四
八
五
頁
︒

（
56
）  

前
掲
﹃
礼
記
﹄︑
五
七
五
頁
︒

（
57
）  

﹃
益
軒
資
料
﹄
第
五
巻
︑
九
州
資
料
刊
行
会
︑
一
九
五
九
年
︑
三
頁
（
竹
田
定
直
宛
て

の
書
簡
）︒

（
58
）  

前
掲
﹃
養
生
訓
﹄︑
五
〇
六
頁
︒

（
59
）  

同
前
︑
五
三
六
頁
︒

（
60
）  

こ
れ
に
関
し
益
軒
は
﹃
養
生
訓
﹄
で
次
の
よ
う
に
も
述
べ
る
（
同
前
︑
四
八
一
頁
）︒

 

心
は
身
の
主
也
︒
し
づ
か
に
し
て
安
か
ら
し
む
べ
し
︒
身
は
心
の
や
っ
こ
な
り
︒
う
ご

か
し
て
労
せ
し
む
べ
し
︒
心
や
す
く
し
づ
か
な
れ
ば
︑
天
君
ゆ
た
か
に
︑
く
る
し
み
な

く
し
て
楽
し
む
︒
身
う
ご
き
て
労
す
れ
ば
飲
食
滞
ら
ず
︑
血
気
め
ぐ
り
て
病
な
し
︒

（
61
）  

前
掲
﹃
音
楽
紀
聞
﹄（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）︒

（
62
）  

益
軒
は
︑
詠
歌
舞
踏
の
運
動
効
果
に
言
及
す
る
際
︑
古
人
が
重
ん
じ
た
血
脈
を
養
う

と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
︑
以
下
の
よ
う
に
も
論
じ
る
（
前
掲
﹃
養
生
訓
﹄︑
四
八
二
頁
）︒
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古
の
君
子
は
︑
礼
楽
を
こ
の
ん
で
行
ひ
︑
射
・
御
を
学
び
︑
力
を
労
働
し
︑
詠
歌
舞
踏

し
て
︑
血
脈
を
養
ひ
︑︹
中
略
︺
か
く
の
如
く
つ
ね
に
行
な
へ
ば
︑
鍼
・
灸
・
薬
を
用
ず

し
て
病
な
し
︒

（
63
）  

同
前
︑
四
九
五
頁
︒

（
64
）  

「
非
自
然
的
事
物
」
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
適
宜
参
照
し
た
︒L. J. R

ather. 

“The 

Six T
hings N

on-N
aturals.

” in C
lio M

edica 3 , 1968 , pp. 337

︱347 . Saul Jarcho. 

“Galen

ʼs 

Six N
on-N

aturals: A
 B

ibliographic N
ote and Translation.

” in B
ulletin of the H

istory of 

M
edicine 44 , 1970 , pp. 372

︱377 . Luís G
arcía-B

allester. G
alen and G

alenism
. eds. Jon 

A
rrizabalaga, M

ontserrat C
abré, L

luís C
ifuentes, Fernando Salm

ón. A
ldershot: 

A
shgate, 2002 , pp. 105

︱115 .

（
65
）  

H
ippocrates. E

pidem
ics 2 , 4

︱6
. E

dited an
d tran

slated by W
esley D

. Sm
ith. 

C
am

bridge : H
arvard U

niversity Press, 1994 , pp. 286

︱287 . C
laudius G

alenus. 

A
rsm

edica. In O
pera om

nia vol. 1

（1821

）, ed. and trans. C
. G

. K
ühn. H

ildesheim
: 

G
eorg O

lm
s, 1997 , pp. 367

︱368 .

（
66
）  

ブ
ラ
ウ
ン
の
音
楽
療
法
思
想
の
詳
細
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
文
を
参
照
の
こ
と
︒
光

平
有
希
「『
医
療
音
楽
』
に
み
る
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
音
楽
療
法
思
想
」
総
合
研

究
大
学
院
大
学
編
﹃
文
化
科
学
研
究
﹄
二
〇
一
三
年
︑
二
五
一
～
二
七
一
頁
︒

（
67
）  

R
obert B

urton. T
he A

natom
y of M

elancholy. O
xford: John Lichfield, 1621 .

（
68
）  

バ
ー
ト
ン
の
音
楽
療
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
文
を
参
照
の
こ
と
︒
光
平
有

希
「
Ｒ
・
バ
ー
ト
ン
の
音
楽
療
法
に
関
す
る
一
考
察
︱
︱
『
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
解
剖
』

第
二
巻
を
中
心
に
」
日
本
音
楽
学
会
編
﹃
音
楽
学
﹄
第
五
十
六
巻
一
号
︑
二
〇
一
〇
年
︑

五
二
～
六
五
頁
︒

（
69
）  

R
ich

ard M
ead. A

 M
echanical A

ccount of Poisons in Several E
ssays. L

on
don

: 

B
alphSm

ith, 1708 , pp. 137 , 142 .

（
70
）  

R
ichard B

row
ne. M

edicina m
usica: O

r, a M
echanical Essay on the Effects of Singing, 

M
usick, and D

ancing, on H
um

an B
odies. Revis’d and C

orrected. To w
hich is annex’d, a 

N
ew

 Essay on the N
ature and C

ure of the Spleen and Vapours. L
ondon: John C

ooke, 

1729 .

（
71
）  

な
お
︑﹃
医
療
音
楽
﹄
の
構
成
は
﹃
献
辞
﹄
と
﹃
序
文
﹄
の
後
︑
第
一
章
で
は
﹃
歌
唱
﹄︑

第
二
章
で
は
﹃
音
楽
﹄︑
第
三
章
で
は
﹃
舞
踊
﹄︑
第
四
章
で
は
﹃
憂
う
つ
症
と
塞
ぎ
込
み
︑

す
な
わ
ち
ヒ
ポ
コ
ン
ド
リ
ー
と
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
状
態
﹄
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
考
察
が
な

さ
れ
て
い
る
︒

（
72
）  

B
row

ne. op. cit., pp. 7

︱12 .

（
命
題
一
︱
六
）

（
73
）  

C
. U

. M
. Sm

ith. T
he A

nim
al Spirit D

octrine and the O
rigins of N

europhysiology. 

O
xford: O

xford U
niversity Press, 2012 , pp. 34

︱38 .

 
 

ガ
レ
ノ
ス
の
生
理
説
は
一
六
二
八
年
に
提
唱
さ
れ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ー
ヴ
ィ
ー

（
一
五
七
八
年
～
一
六
五
七
年
）
の
血
液
循
環
論
に
よ
っ
て
血
液
循
環
が
心
臓
の
筋
肉
運

動
で
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
︑「
ヴ
ァ
イ
タ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
の
説
が
覆
さ

れ
た
ほ
か
︑
同
じ
く
十
七
世
紀
初
頭
に
は
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
ヘ
ル
モ
ン
ト
（
一
五
七
九

年
～
一
六
四
四
年
）
が
新
陳
代
謝
を
各
消
化
器
官
に
基
づ
い
て
七
段
階
に
分
類
し
︑
胃

の
中
に
お
け
る
酸
性
胃
液
や
十
二
指
腸
に
お
け
る
ア
ル
カ
リ
性
の
胆
液
を
発
見
し
た
こ

と
で
新
陳
代
謝
の
機
能
を
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
り
︑「
ナ
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」

の
概
念
が
不
要
と
な
っ
た
︒
し
か
し
そ
う
し
た
中
︑
依
然
と
し
て
神
経
の
働
き
は
ま
だ

解
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
︑「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
の
概
念
は
十
八
世
紀
に

お
い
て
も
医
学
思
想
の
中
で
な
お
利
用
さ
れ
︑
ブ
ラ
ウ
ン
も
精
神
疾
患
の
治
療
に
お
い

て
は
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
の
流
動
を
促
進
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
る
と

し
て
い
る
︒

（
74
）  

B
row

ne. op. cit., pp. 7

︱8 , 20 .

（
75
）  

Ibid., p. 9 .
（
76
）  

Ibid., pp. 9

︱10 , 20

︱21 .
（
77
）  

Ibid., pp. 10

︱11 .

（
78
）  

Ibid., p. 8 .

（
79
）  

Ibid., pp. 55

︱56 .

（
80
）  

Ibid., pp. 61
︱62 .
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（
81
）  

Ibid., pp. 32

︱33 , 35 .

（
82
）  

Ibid., pp. 31

︱32 .

（
83
）  

Ibid., pp. 35
︱51 .

（
84
）  

Ibid., pp. 35
︱36 , 40 , 42 .

（
85
）  

Ibid., pp. 46

︱47 .

（
86
）  

Ibid., p. 36 .

（
87
）  

Ibid., p. 41 .

（
88
）  

Evan R
uud. M

eta-M
usiktherapie. Stuttgart: G

ustav Fischer V
erlag, 1992 , p. 22 .

（
89
）  
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