
は
じ
め
に

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
か
音
風
景
と
か
い
わ
な
く
と
も
、
音
環
境
と
い
っ

て
い
た
の
で
あ
り
、
日
本
人
も
古
来
か
ら
自
然
の
音
に
も
関
心
を
持
っ
て
い

た
。
こ
の
こ
と
は
、『
定
家
八
代
抄
』
を
み
て
も
わ
か
る
。
そ
こ
で
は
、
当

世
風
に
言
っ
て
自
然
音
に
関
わ
る
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
が
数
多
く
み
ら
れ
る
。
（
１
）

そ
の
よ
う
な
歌
が
何
首
か
つ
づ
い
て
収
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
（
２
）

と

か
ら
も
、
定
家
自
身
が
自
然
音
を
短
歌
の
一
つ
の
主
題
と
し
て
認
識
し
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
だ
か
ら
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
い
う
こ
と
を
唱
え
て

も
我
が
国
の
文
化
あ
る
い
は
感
性
に
、
特
段
な
に
も
加
え
は
し
な
い
と
思
え

る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
い
う
の
は
た
ぶ
ん
音
の
み
に
か
か
わ
る

わ
け
で
は
な
く
、
感
覚
の
み
に
か
か
わ
る
こ
と
で
さ
え
も
な
く
、
平
た
く
言

っ
て
も
の
の
見
方
と
感
じ
方
、
は
た
ま
た
、
そ
の
表
出
の
仕
方
に
か
か
わ
る

と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
も
の
の
見
方
、
も
の
の
感
じ
方
に
つ
い
て
の
主

張
も
す
る
こ
と
を
必
然
的
に
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
逆
説
的
な
こ
と
だ

が
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
い
う
と
き
、
す
で
に
主
題
は
音
の
こ
と
で
は
な

く
な
る
の
だ
。
こ
の
主
張
を
感
じ
取
る
か
ど
う
か
、
支
持
す
る
か
ど
う
か
が
、

思
想
と
し
て
の
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
分
岐
点
に
な
る
。
の
っ
け
か
ら
挑
発

的
な
こ
と
を
い
う
な
ら
、
我
が
国
に
お
い
て
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
に
関
す
る

こ
と
に
つ
い
て
活
発
に
発
言
し
行
動
し
て
い
る
人
達
の
な
か
に
も
、
こ
の
認

識
を
欠
い
て
い
て
、
単
に
「
音
」
に
退
行
し
て
い
る
か
、
は
じ
め
か
ら
音
に

し
か
関
心
が
無
い
よ
う
に
見
え
る
人
が
い
る
。
極
端
な
場
合
に
は
、
そ
の
人

の
唱
え
る
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
理
論
と
は
裏
腹
に
、
し
ょ
せ
ん
「
き
れ

い
な
」
音
、「
優
し
い
」
音
に
し
か
関
心
が
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
り

す
る
。
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サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
い
う
語
が
、
我
が
国
で
認
知
さ
れ
て
十
年
く
ら
い

経
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
て
、
最
近
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
・
ブ
ー

ム
の
退
潮
が
囁
か
れ
る
の
を
聞
く
。
ブ
ー
ム
を
バ
ブ
ル
経
済
の
あ
だ
花
と
み

て
、
退
潮
を
平
成
不
況
の
帰
結
と
み
る
の
も
、
か
な
り
説
得
力
の
あ
る
説
明

と
思
う
。
し
か
し
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
に
か
か
わ
る
と
い
う
者
が
、
サ
ウ

ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
音
の
み
に
限
定
し
て
発
言
し
行
動
し
た
こ
と
に
も
よ
る
だ

ろ
う
。

一．

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ

こ
の
語
は
、landscape

か
ら
のR

.M
.Schafer

に
よ
る
造
語
と
さ
れ
る
。

辞
書
を
開
け
ば
、cityscape,

tow
nscape,

roofscape,
seascape,

m
oon-

scape

と
い
っ
た
語
が
あ
る
の
でsoundscape

と
い
う
造
語
を
し
て
い
け

な
い
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
接
尾
辞“

-scape
”

に
対
し
て
、

“
com

bining
form

form
ing

nouns
denoting

a
view

or
representa-

tion
of

a
view

”

（C
O

D
8 th

edition

）
と
あ
る
か
ら
、soundscape

だ
け

は
少
し
気
に
な
る
造
語
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
辞
書
上
の
規
定
と
か
に

こ
だ
わ
ら
な
い
の
が
思
想
と
し
て
の
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
で
あ
ろ
う
か
ら
、

こ
の
く
ら
い
の
造
語
に
何
の
遠
慮
も
な
か
っ
た
の
は
当
然
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、R

.M
.Schafer

に
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
概
念
や
思
想
を
独
占

的
に
規
定
す
る
特
権
が
与
え
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
ん
な
こ
と
を

す
れ
ば
、
彼
の
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
思
想
に
も
反
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

我
が
国
で
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
に
つ
い
て
語
り
、
あ
る
い
は
、
な
に
が
し
か

の
実
践
を
し
て
き
た
人
々
を
類
別
す
れ
ば
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
概
念
も

多
様
と
見
え
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
多
様
性
の
な
か
で
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー

プ
の
概
念
と
実
践
の
開
祖
と
し
て
、
ま
た
そ
の
輸
入
元
と
し
てJ.C

age

を
挙

げ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
実
際
、R

.M
.Schafer

もC
age

の
影
響
下

に
あ
る
よ
う
だ
し
、
ま
た
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
はC

age

に
依
る
べ
し
と

産
直
を
唱
え
る
者
も
い
る
。

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
思
想
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ

う
。
こ
れ
ら
は
、
互
い
に
重
な
り
合
っ
た
こ
と
の
主
張
に
な
っ
て
い
る
。

１．

コ
ン
サ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
の
外
に
で
て
、
自
然
の
音
、
街
の
音
な
ど
に
耳

を
開
こ
う
。

２．

楽
音
だ
け
で
は
な
く
、
噪
音
に
も
注
意
を
向
け
よ
う
。

３．

音
楽
に
お
い
て
も
、
様
式
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
を
は
ず
す
。（
そ
の

最
も
著
名
に
し
て
極
限
に
至
っ
た
と
も
言
え
る
も
の
の
例
が
、J.

C
age

の

『
四
分
三
十
三
秒
』
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
は
、
何

も
弾
か
な
い
こ
と
に
な
り
、
聴
衆
は
、
偶
然
生
じ
た
音
を
聴
く
こ
と
に
な

る
。
（
３
）

）

４．

騒
音
と
音
楽
と
を
そ
れ
ぞ
れ
に
問
題
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
生
活
の

な
か
に
あ
る
音
の
全
て
に
関
心
を
持
と
う
。

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
少
な
く
と
も
、
世
の
中
で
し
ば
し
ば
話
題
に
な
る

音
が
、
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
の
あ
る
い
は
ス
タ
ジ
オ
か
ら
の
音
楽
と
、
都

市
・
交
通
機
関
・
工
場
な
ど
か
ら
の
騒
音
に
分
極
し
て
い
て
、
自
然
音
や
生

活
音
に
関
心
が
向
か
な
か
っ
た
と
い
う
事
態
を
変
え
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い

え
る
。

そ
う
し
て
、
こ
の
と
き
音
あ
る
い
は
、
も
っ
と
広
く
環
境
に
対
す
る
考
え

方
と
し
て
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
思
想
の
特
徴
を
あ
げ
て
お
く
。

ア．
「
環
境
は
主
体
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
、
構
成
さ
れ
た
世
界
だ
」
と

す
る
環
境
意
味
論
の
立
場
を
と
る
。（
音
に
つ
い
て
い
え
ば
、
聴
き
手
が

音
あ
る
い
は
音
源
者
に
な
ん
ら
か
の
意
味
を
伴
わ
せ
て
聞
く
と
考
え
る
こ

と
。）

イ．

環
境
を
全
体
と
し
て
把
握
す
る
。

ウ．

も
の
の
見
方
に
お
け
る
制
約
、
科
学
論
で
い
う
理
論
負
荷
性
、
す
な
わ
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ち
何
か
を
観
察
す
る
と
き
観
察
者
は
そ
の
偏
見
（
理
論
）
を
動
員
し
て
解

釈
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
、
に
注
目
す
る
。

エ．

状
況
依
存
性
、
文
脈
依
存
性
を
重
視
す
る
。

オ．

社
会
史
、
生
活
史
、
自
分
史
を
重
視
す
る
。

カ．

環
境
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
重
視
す
る
。

キ．

認
識
に
お
け
る
実
感
を
重
視
す
る
。

ク．

管
理
を
斥
け
る
。（
こ
れ
は
、
前
掲
３．

に
特
に
由
来
す
る
だ
ろ
う
。）

こ
れ
ら
ア．

以
下
の
項
目
が
、
互
い
に
関
係
し
あ
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は

殆
ど
同
じ
こ
と
を
別
の
表
現
で
い
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
た
と
え

ば
、
ク．

は
ア．

の
帰
結
で
も
あ
る
。
個
々
人
の
意
味
づ
け
は
管
理
す
る
べ

き
も
の
で
は
な
い
か
ら
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
ら
は
、Schafer

に
よ
る
と
い

う
、
基
調
音
、
信
号
音
、
標
識
音
と
い
う
区
別
を
し
、
そ
の
概
念
を
与
え
た

こ
と
か
ら
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
引
き
出
さ
れ
よ
う
。
と
く
に
、
標
識
音
を

定
義
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
だ
。

な
ぜ
な
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
々
に
よ
っ
て
尊
重
さ
れ
傾
聴
さ
れ
る
標
識

音
と
し
て
寺
院
の
鐘
の
音
を
考
え
る
。
寺
院
が
い
か
な
る
宗
教
の
も
の
か
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
々
の
信
仰
の
あ
り
よ
う
に
よ
っ
て
、
或
る
寺
院
の
鐘
の

音
が
尊
重
さ
れ
る
も
、
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
も
、
忌
み
き
ら
わ
れ
る
も
さ

ま
ざ
ま
な
は
ず
だ
か
ら
。

先
回
り
し
て
言
っ
て
お
け
ば
、Schafer

の
標
識
音
と
い
う
概
念
は
、
音
の

問
題
の
限
り
な
き
扱
い
が
た
さ
を
白
日
の
も
と
に
曝
し
た
と
い
え
る
。
つ
ま

り
、
或
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
在
る
地
域
に
住
ん
で
い
な
が
ら
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
属
さ
な
い
人
、
先
の
例
な
ら
異
教
徒
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
々

に
と
っ
て
の
標
識
音
は
嫌
悪
の
対
象
に
し
か
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
の

だ
。
そ
れ
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
崩
壊
の
い
わ
れ
る
我
が
国
の
大
都
市
の

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
あ
り
よ
う
の
難
し
さ
を
示
し
て
い
る
。
大
都
市
の
公

共
空
間
で
の
音
の
好
悪
に
お
け
る
少
数
者
の
存
在
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か

と
い
う
問
題
を
提
起
し
た
の
だ
。
そ
こ
に
は
、
或
る
街
の
誰
に
で
も
ふ
さ
わ

し
い
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
な
ど
と
い
う
も
の
は
あ
り
は
し
な
い
。
東
京
秋
葉

原
の
電
器
街
に
あ
れ
こ
れ
買
い
物
を
し
に
来
た
人
に
と
っ
て
は
、
電
器
店
の

呼
び
込
み
放
送
は
苦
に
も
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
万
世
橋
警

察
署
に
出
頭
す
べ
く
Ｊ
Ｒ
秋
葉
原
駅
を
降
り
立
っ
た
人
に
は
鬱
陶
し
い
か
ぎ

り
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
問
題
は
人
の
棲
み
分
け
と
街
の
作
り
分
け
で
な
ん
と

か
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
に
か
く
難
し
い
問
題
だ
。
こ
の
困
難
は
、
別
に

Schafer

の
思
想
の
弱
点
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
な
き
大
都
市
の
提

起
し
た
こ
と
だ
。

音
を
、
音
楽
と
騒
音
と
で
裁
断
し
て
お
い
て
、
そ
れ
で
都
合
の
悪
い
こ
と

は
、
そ
れ
を
言
い
立
て
る
も
の
を
変
人
扱
い
に
し
て
お
い
た
方
が
、
そ
う
さ

れ
た
当
人
は
別
と
し
て
、
世
の
中
差
し
当
た
り
は
う
ま
く
治
ま
っ
た
の
だ
。

ア．

か
ら
ク．

ま
で
の
考
え
方
は
さ
し
あ
た
り
、
レ
ベ
ル
の
低
い
音
で
あ

ろ
う
と
も
煩
わ
し
い
も
の
、
す
な
わ
ち
騒
音
と
し
て
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
し

ば
し
ば
な
こ
と
に
つ
い
て
明
快
な
解
釈
を
与
え
た
。
そ
れ
は
、
音
を
音
圧
レ

ベ
ル
の
デ
シ
ベ
ル
値
で
裁
断
す
る
こ
と
な
く
考
え
た
の
で
騒
音
問
題
の
理
解

と
解
決
に
も
貢
献
し
た
。
そ
う
し
て
、
隣
家
の
空
調
室
外
機
の
か
す
か
な
音

を
訴
え
た
も
の
を
変
人
と
い
わ
な
い
で
す
む
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
ロ
ッ
ク

演
奏
の
耳
を
聾
す
る
音
響
に
歓
喜
す
る
聴
衆
も
簡
単
に
説
明
し
た
。
も
っ
と

も
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
思
想
は
、
意
味
論
や
状
況
か
ら
独
立
し
た
、
物

理
的
な
存
在
と
し
て
の
騒
音
の
概
念
を
、
す
な
わ
ち
「
環
境
と
は
そ
の
中
に

住
む
主
体
と
は
無
関
係
に
存
在
す
る
周
囲
の
物
理
的
状
況
で
あ
り
、
そ
れ
が

主
体
に
対
し
て
一
定
の
刺
戟
と
し
て
作
用
す
る
」
と
い
う
環
境
機
械
論
を
否

定
す
る
こ
と
に
も
、
そ
れ
か
ら
絶
縁
す
る
こ
と
に
も
成
功
し
て
は
い
な
い
よ

う
に
思
え
る
。
環
境
意
味
論
者
が
環
境
機
械
論
を
否
定
で
き
な
い
と
い
う
の

は
奇
妙
な
こ
と
だ
が
、
認
識
作
用
に
お
い
て
は
そ
う
い
う
こ
と
も
起
き
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
は
あ
と
で
ふ
れ
る
。
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二．

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
も
た
ら
し
た
も
の

さ
て
、
こ
れ
ら
ア．

か
ら
ク．

ま
で
の
こ
と
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が

引
き
出
さ
れ
て
く
る
。

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
教
育
の
実
践
で
よ
く
行
う
よ
う
に
、
子
供
た
ち
に
五

分
間
で
聞
こ
え
た
音
を
全
部
書
き
出
さ
せ
て
み
る
と
、
そ
れ
が
回
を
重
ね
る

ご
と
に
、
気
が
つ
く
音
の
種
類
が
増
え
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
音
を

「
発
見
」
す
る
こ
と
で
、
注
意
力
や
感
受
性
が
養
わ
れ
て
い
く
こ
と
を
述
べ

た
新
聞
記
事
に
触
れ
た
の
ち
、「
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
思
想
に
触
れ
る
こ

と
で
、
人
間
と
い
う
も
の
へ
の
興
味
、
想
像
力
、
周
囲
の
環
境
へ
の
視
野
と

い
う
も
の
が
、
よ
り
広
く
豊
か
に
な
る
と
い
う
の
は
何
も
子
供
た
ち
に
限
っ

た
こ
と
で
は
な
い
」
と
近
藤
文
子
は
指
摘
し
、
続
い
て
、「
そ
の
な
か
で
私

が
最
も
大
切
な
こ
と
に
思
え
る
の
は
、
心
が
柔
ら
か
く
な
る
、
優
し
い
気
持

ち
に
な
れ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。」
と
言
う
。
（
４
）

音
に
心
を
開
い
て
、

虚
心
に
耳
を
傾
け
れ
ば
、
い
ま
ま
で
気
付
か
な
か
っ
た
実
に
多
様
な
音
に
気

付
く
。
実
際
に
こ
の
営
み
を
し
て
み
れ
ば
、
自
分
の
周
囲
の
音
の
種
類
の
豊

か
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
奈
落
の
深
さ
を
も
つ
認
識
の

世
界
の
拡
が
り
に
恐
怖
さ
え
覚
え
る
だ
ろ
う
。

心
を
開
い
て
、
い
ま
ま
で
気
付
か
な
か
っ
た
音
に
気
付
く
と
い
う
こ
と
は
、

必
然
的
に
い
ま
ま
で
気
付
か
な
か
っ
た
他
の
こ
と
に
も
気
付
く
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
は
、
当
人
に
も
世
の
中
に
も
か
な
り
の
困
難
を
も
た
ら
す
。
気
付

か
な
か
っ
た
音
に
気
付
け
ば
、
そ
れ
が
「
何
の
」
音
な
の
か
に
思
い
を
馳
せ

る
こ
と
に
な
る
。
よ
り
直
接
的
に
、
開
い
た
心
は
音
だ
け
で
な
く
、
も
ろ
も

ろ
の
こ
と
に
注
意
を
向
け
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
、
全
て
の
こ
と
に
心
を
開
く

訓
練
と
姿
勢
づ
け
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
自
分
が
知
ら
な
い
で
す
め
ば
よ

か
っ
た
こ
と
、
気
付
い
て
く
れ
な
け
れ
ば
い
い
と
他
人
が
思
っ
て
い
る
こ
と

に
気
づ
き
、
言
挙
げ
す
る
事
態
に
な
る
。
も
の
ご
と
を
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に

見
る
こ
と
を
容
れ
な
く
な
る
。
容
れ
得
な
く
な
る
。
流
行
や
宣
伝
に
よ
る
発

想
の
規
格
化
の
正
反
対
に
な
る
。
（
５
）

す
な
わ
ち
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
思
想

は
世
間
の
常
識
や
社
会
通
念
を
認
め
ず
、
そ
れ
ら
を
疑
う
ま
え
に
打
破
し
て

し
ま
う
。

こ
れ
は
、
皮
肉
に
も
当
然
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
概
念
に
も
及
ぶ
。
サ
ウ

ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
、
音
あ
る
い
は
音
楽
で
も
な
い
騒
音
で
も
な
い
音
を
も
認

識
の
対
象
に
し
た
も
の
だ
と
決
め
て
か
か
ろ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
た
ち
ま

ち
崩
れ
去
ら
ざ
る
を
え
な
い
。lan

d
scap

e

と
い
え
ば
「
見
え
」
で
あ
り
、

soundscape

と
い
え
ば
「
聞
こ
え
」
な
は
ず
の
も
の
が
、soundscape

は

思
想
と
し
て
し
か
規
定
し
え
な
い
こ
と
と
な
る
。
そ
の
こ
と
が
、landscape

の
議
論
に
も
遡
上
し
て
、
認
識
の
対
象
と
し
てlandscape

とsoundscape

と
を
仕
切
る
い
わ
れ
は
な
い
こ
と
に
な
る
。Schafer

の
造
語
を
超
え
て
、x-

scape

と
で
も
す
べ
き
だ
ろ
う
。（x-scape

と
い
う
の
は
、
か
つ
て
日
本
の

鉄
鋼
業
に
圧
迫
さ
れ
たU

S
Steel

が
鉄
鋼
専
業
を
廃
し
てU

SX

と
社
名
を
改

め
た
こ
と
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
だ
が
。）「landscape

とsoundscape

と
を
仕
切

る
い
わ
れ
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
鳥
越
け
い
子
が
そ
の
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ

ー
プ
設
計
に
か
か
わ
っ
た
豊
後
竹
田
の
滝
廉
太
郎
記
念
館
（
６
）
に
（
７
）
行
っ
て
み
れ
ば

わ
か
る
。

三．

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
に
お
け
る
音

物
理
的
存
在
か
ら
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
が
ど
の
く
ら
い
離
れ
う
る
か
得

な
い
か
。
意
味
論
だ
と
か
状
況
依
存
性
だ
と
か
言
っ
て
い
る
だ
け
な
ら
ば
、

そ
の
基
本
に
物
理
的
な
音
の
存
在
を
前
提
に
し
て
い
る
と
思
っ
て
も
い
ら
れ

よ
う
。
し
か
し
、
い
か
に
低
レ
ベ
ル
で
も
実
際
に
物
理
的
に
音
が
存
在
し
な

け
れ
ば
騒
音
苦
情
は
存
在
し
え
な
い
、
と
い
う
主
張
は
、
ポ
ン
プ
を
停
止
し
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た
の
ち
に
、
か
え
っ
て
ポ
ン
プ
の
音
が
気
に
な
る
と
訴
え
る
苦
情
者
の
存
在

で
否
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
パ
チ
ン
コ
屋
の
開
業
見
込
み
の
段
階
で
そ
の
店
か

ら
出
る
こ
と
に
な
る
は
ず
の
音
に
つ
い
て
苦
情
を
申
し
立
て
を
す
る
と
い
う

例
に
よ
っ
て
も
否
定
さ
れ
る
。
も
っ
と
「
実
感
」
の
あ
る
例
を
あ
げ
れ
ば
、

サ
イ
レ
ン
ト
映
画
「
戦
艦
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
」
に
水
兵
の
喚
声
と
戦
艦
の
砲
声

を
聞
く
こ
と
で
納
得
が
い
く
。

こ
れ
ら
の
例
は
、
い
ず
れ
も
心
像
上
で
は
物
理
的
な
音
と
し
て
存
在
す
る

と
い
う
だ
ろ
う
か
。
尾
崎
左
永
子
の
次
の
歌
（
８
）
を
み
た
ら
よ
い
。

お
し
な
べ
て
星
移
る
音
聴
く
ご
と
く
耳
鳴
る
冬
夜
も
の
を
書
き
つ
ぐ

「
星
移
る
音
」
と
は
何
か
。

か
く
し
て
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
思
想
は
、
音
の
概
念
さ
え
も
無
境
界

の
危
う
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
。

四．

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
語
り
方

木
の
葉
の
そ
よ
ぎ
や
、
海
岸
で
の
波
の
音
そ
の
も
の
を
聞
く
と
き
に
は
問

題
は
な
い
。
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
に
つ
い
て
語
る
と
す
れ
ば
、
語
る
と
い
う

営
み
そ
の
も
の
が
、
あ
る
種
の
矛
盾
を
引
き
起
こ
す
。
そ
れ
は
、
音
そ
の
も

の
か
ら
離
れ
て
、
そ
の
音
に
か
か
わ
る
も
ろ
も
ろ
に
つ
い
て
の
言
語
表
現
を

す
る
こ
と
に
何
の
意
義
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
。

サ
イ
レ
ン
ト
映
画
か
ら
水
兵
の
喚
声
や
戦
艦
の
砲
声
を
聞
こ
え
る
よ
う

に
、
文
章
表
現
か
ら
も
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
取
り
込
み
の
音
を
聴
く
こ
と
が
で

き
る
。

「
八
月
も
漸
く
末
近
く
な
つ
た
の
に
、
ま
だ
ず
つ
と
寝
苦
し
い
や
う
な
晩

が
続
い
て
ゐ
た
。
そ
ん
な
或
る
晩
、
私
達
が
な
か
な
か
寝
つ
か
れ
ず
に
ゐ
る

と
、（
も
う
と
つ
く
に
就
寝
時
間
の
九
時
は
過
ぎ
て
ゐ
た
。
‥
‥
）
ず
つ
と

向
う
の
下
の
病
棟
が
何
ん
と
な
く
騒
々
し
く
な
り
出
し
た
。
そ
れ
に
と
き
ど

き
廊
下
を
小
走
り
に
し
て
行
く
や
う
な
足
音
や
、
抑
へ
つ
け
た
や
う
な
看
護

婦
の
小
さ
な
叫
び
や
、
器
具
の
鋭
く
ぶ
つ
か
る
音
が
ま
じ
つ
た
。
私
は
し
ば

ら
く
不
安
さ
う
に
耳
を
傾
け
て
ゐ
た
。
そ
れ
が
や
つ
と
鎮
ま
つ
た
か
と
思
ふ

と
、
そ
れ
と
そ
つ
く
り
な
沈
黙
の
ざ
わ
め
き
が
、
殆
ん
ど
同
時
に
、
あ
つ
ち

の
病
棟
に
も
こ
つ
ち
の
病
棟
に
も
起
り
出
し
た
。
そ
し
て
し
ま
い
ひ
に
は
私

た
ち
の
す
ぐ
下
の
方
か
ら
も
聞
え
て
来
た
。

私
は
、
今
、
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
中
を
嵐
の
や
う
に
暴
れ
廻
つ
て
ゐ
る
も
の

の
何
ん
で
あ
る
か
ぐ
ら
ゐ
は
知
つ
て
ゐ
た
。（
漢
字
は
正
書
法
に
よ
ら
な
い

も
の
に
置
き
換
え
た
）」（

９
）

サ
イ
レ
ン
ト
映
画
や
小
説
で
音
を
聴
か
せ
る
の
は
、
監
督
や
作
家
の
技
と

力
量
だ
。

音
に
「
つ
い
て
」
語
る
と
な
る
と
面
倒
に
な
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
よ

り
も
、
音
そ
の
も
の
を
聞
く
、
聞
か
せ
る
方
が
た
い
て
い
の
場
合
マ
シ
に
決

ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
は
映
画
批
評
、
文
学
批
評
に
似
て
い
る
。
傾
聴

す
べ
き
所
見
が
含
ま
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
た
い
て
い
原
作
品
に
当
た
る
方

が
生
産
的
な
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
語
る
こ
と
に
意

味
が
な
い
わ
け
は
な
い
。
し
か
し
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
か
ら
入
っ
て
認
識

や
思
考
様
式
の
制
限
を
廃
し
た
こ
と
は
、
認
識
と
思
考
と
表
現
に
お
い
て
も

実
感
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー

プ
に
つ
い
て
言
語
を
も
っ
て
語
る
と
い
う
行
為
に
及
ぶ
と
き
、
表
現
上
の
感

覚
が
要
求
さ
れ
る
。
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
営
み
は
、

も
は
や
学
問
で
は
な
く
、
文
学
の
世
界
の
こ
と
だ
。
文
学
で
は
な
い
に
し
て

も
、
求
め
ら
れ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
は
高
度
の
も
の
だ
。

五．

求
め
ら
れ
る
音
と
し
て
の
騒
音

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
思
想
は
意
味
論
的
環
境
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観
に
よ
っ
て
騒
音
の
概
念
を
見
事
に
裁
断
し
た
と
い
え
る
。
或
る
音
が
意
味

づ
け
に
よ
っ
て
騒
音
に
な
っ
た
り
な
ら
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
く
ら
い
、
サ

ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
持
ち
出
さ
な
く
て
も
音
に
つ
い
て
の
教
科
書
的
記
述
に

見
出
さ
れ
る
と
い
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
記
述
は
決
し
て

意
味
論
的
に
音
を
扱
う
こ
と
に
本
気
で
情
熱
を
注
ぎ
は
し
な
い
。
い
っ
と
き

意
味
論
の
世
界
を
指
し
示
し
て
お
い
て
、
す
ぐ
に
音
圧
レ
ベ
ル
と
の
対
応
関

係
と
か
音
の
物
理
的
な
伝
播
や
遮
断
に
関
心
を
集
中
す
る
。

以
下
に
は
、
思
想
と
し
て
の
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
が
解
き
え
な
い
で
い
る

騒
音
の
概
念
の
話
を
す
る
。

騒
音
の
定
義
と
し
て
、
た
と
え
ば
「
騒
音
と
は
、〝
望
ま
し
く
な
い
音
、
た

と
え
ば
、
音
声
、
音
楽
な
ど
の
伝
達
を
妨
害
し
た
り
、
耳
に
苦
痛
、
傷
害
を

与
え
た
り
す
る
音
〞
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（JIS

Z
8
1
0
6 )

、
守
田
は
、〝
騒
音

と
は
、
聞
き
手
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
音
の
総
称
で
あ
る
〞
と
定
義
し
て

い
る．
（
引
用
文
献
番
号
省
略
）」

（
10
）

を
挙
げ
る
。
我
が
国
で
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー

プ
に
つ
い
て
語
る
人
々
も
、
定
義
と
し
て
こ
れ
を
否
定
は
し
な
い
だ
ろ
う
。

心
理
的
な
働
き
か
ら
言
え
ば
、「
騒
音
」
と
い
う
語
が
あ
る
か
ら
望
ま
し
く

な
い
音
、
好
ま
し
く
な
い
音
と
い
う
「
も
の
」
が
認
識
さ
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
論（

11
）も
あ
る
が
、「
騒
音
」
と
い
う
語
の
成
立
事
情
を
含
め
て
今
後

の
成
果
に
期
待
し
た
い
。

以
下
で
は
、
日
本
語
で
い
う
騒
音
に
限
っ
て
述
べ
る
。「
騒
音
」
と
英
語

の‘ noise’

と
は
、
翻
訳
論
が
教
え
る
と
お
り
等
価
で
は
な
い
か
ら
だ
。

も
っ
と
も
、
環
境
意
味
論
に
よ
れ
ば
、
音
圧
レ
ベ
ル
の
大
小
や
周
波
数
分

布
に
よ
っ
て
は
或
る
音
が
騒
音
に
な
る
か
ど
う
か
は
決
ま
ら
な
い
と
い
っ
た

が
、
そ
ん
な
哲
学
的
な
こ
と
を
言
わ
な
く
て
も
、
好
き
な
曲
の
Ｃ
Ｄ
を
３
秒

間
隔
に
切
っ
て
、
順
番
を
デ
タ
ラ
メ
に
並
べ
直
し
て
か
ら
聞
く
こ
と
を
考
え

て
み
れ
ば
分
か
る
。

さ
て
、
音
は
好
ま
し
い
音
、
望
ま
し
い
音
と
し
か
ら
ざ
る
も
の
と
に
分
割

で
き
る
か
。

Schafer

は
、
音
の
壁
や
ム
ー
ザ
ッ
ク
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
繰
り
返
し

述
べ
る（

12
）。
或
る
音
を
聞
こ
え
な
く
す
る
た
め
に
発
す
る
他
の
音
の
こ
と
と
い

え
よ
う
。
簡
単
に
言
え
ば
音
の
専
門
用
語
で
い
う
マ
ス
キ
ン
グ
を
す
る
音
の

こ
と
だ
。
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
階
店
舗
の
カ
ラ
オ
ケ
音
が
耐
え
難
い
と
て
、
そ

れ
を
消
す
た
め
に
上
の
階
の
人
が
換
気
扇
を
廻
し
放
し
に
し
て
寝
る
と
い
う

笑
え
な
い
笑
話
を
考
え
れ
ば
い
い
。

音
の
壁
の
解
釈
と
し
て
、
音
に
よ
る
音
の
マ
ス
キ
ン
グ
で
は
な
く
、
音
に

よ
る
他
者
の
拒
否
、
あ
る
い
は
自
分
の
世
界
へ
の
閉
じ
こ
も
り
を
若
林
は
ウ

ォ
ー
ク
マ
ン
に
つ
い
て
指
摘
す
る（

13
）。
そ
の
ウ
ォ
ー
ク
マ
ン
の
音
は
、
聞
か
れ

て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
聞
こ
え
な
く
て
い
い
わ
け
で
も
な
い
。

も
う
一
つ
の
音
の
壁
と
し
て
、
音
に
よ
る
意
識
の
閉
じ
こ
め
あ
る
い
は
隠

蔽
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
。
非
生
産
的
な
主
張
の
応
酬
の
続
い
た
何
も
決
ま

ら
な
い
長
い
会
議
の
終
わ
っ
た
あ
と
に
、
テ
レ
ビ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
わ
け
も

な
く
次
つ
ぎ
に
切
り
替
え
た
覚
え
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
講
義
を

し
た
あ
と
自
分
の
講
義
に
あ
い
そ
を
つ
か
し
自
分
の
言
っ
た
こ
と
に
も
自
分

自
身
に
も
あ
い
そ
を
つ
か
し
て
、
ど
ん
な
映
画
で
も
い
い
か
ら
ス
ク
リ
ー
ン

が
視
野
を
完
全
に
塞
ぐ
よ
う
に
最
前
列
に
す
わ
っ
て
た
だ
画
面
に
心
を
奪
わ

れ
る
こ
と
を
目
的
に
観
て
、
講
義
の
と
き
に
考
え
た
こ
と
や
自
己
嫌
悪
を
振

り
払
お
う
と
し
た
哲
学
者（

14
）。
一
日
の
仕
事
で
疲
れ
切
っ
て
い
る
は
ず
の
勤
め

人
が
通
勤
電
車
の
中
で
読
む
ゴ
シ
ッ
プ
満
載
の
週
刊
誌
や
新
聞
。

街
頭
、
駅
に
流
さ
れ
る
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
、
広
告
放
送
、

案
内
放
送
、
警
告
放
送
。
そ
れ
は
、
思
い
出
し
た
く
な
い
こ
と
、
考
え
た
く

な
い
こ
と
を
覆
い
隠
し
、
忘
れ
た
い
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
る
た
め
に
人
々
か
ら

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
音
そ
の
も
の
は
少
し
も
求
め
ら
れ

て
い
な
い
の
に
。
そ
れ
は
、
塗
り
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
た
め
に
求
め
ら
れ
る
か

らnoise

で
あ
り
、
塗
り
つ
ぶ
す
た
め
に
は
な
ん
ら
か
の
意
味
を
伴
わ
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
信
号
あ
る
い
は
情
報
に
な
る
。
望
ま
し
く
な
い
も
の
を

塗
り
つ
ぶ
す
た
め
に
求
め
ら
れ
る
望
ま
れ
て
い
な
い
も
の
。

「
け
れ
ど
彼
ら
が
い
ち
ば
ん
耐
え
が
た
く
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
し

ず
け
さ
で
し
た
。
彼
ら
は
じ
ぶ
ん
た
ち
の
生
活
が
ほ
ん
と
う
は
ど
う
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
か
を
心
の
ど
こ
か
で
感
じ
と
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
し
ず
か
に

な
る
と
不
安
で
た
ま
ら
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
し
ず
け
さ
が
や
っ
て
来

そ
う
に
な
る
と
、
そ
う
ぞ
う
し
い
音
を
た
て
ま
す
。
け
れ
ど
も
も
ち
ろ
ん
そ

れ
は
子
ど
も
の
遊
び
場
の
よ
う
な
た
の
し
げ
な
さ
わ
ぎ
で
な
く
、
き
ち
が
い

じ
み
た
、
ふ
ゆ
か
い
な
騒
音
で
す
。
こ
の
騒
音
は
日
ご
と
に
は
げ
し
く
な
っ

て
、
大
都
会
に
あ
ふ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。（
ル
ビ
省
略
）」（

15
）

隠
蔽
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
音
は
騒
音
か
。
否
か
。
騒
音
な
る
が
ゆ
え

に
信
号
（
情
報
）
で
あ
り
、
信
号
（
情
報
）
な
る
が
ゆ
え
に
騒
音
と
な
る

音
。そ

れ
に
し
て
も
、
一
部
の
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
で
も
言

う
ひ
と
び
と
が
公
共
空
間
に
仕
掛
け
る
鳴
り
物
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
そ
の
場
に
あ
る
べ
く
し
て
あ
る
も
の
が
、
働
く
べ
く
し
て
働
く
と
き
に

発
す
る
音
を
も
隠
蔽
し
、
考
え
る
べ
き
こ
と
、
感
じ
る
べ
き
こ
と
か
ら
心
を

そ
ら
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
鳴
り
物
が
そ
の
公
共
空
間
全
体
の
デ

ザ
イ
ン
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
。

六．

意
味
論
も
機
械
論
も
　
―
ふ
た
つ
の
顔
―

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
思
想
は
、
環
境
意
味
論
に
た
つ
と
言
っ
た
。
早
い

話
が
、
或
る
音
が
快
い
か
わ
ず
ら
わ
し
い
か
は
、
そ
の
音
が
聞
き
手
に
も
た

ら
す
意
味
に
よ
る
と
い
う
こ
と
。
音
が
聞
き
手
に
あ
る
思
い
出
を
誘
う
と
か
、

そ
の
音
の
音
源
者
に
好
意
を
も
っ
て
い
る
か
、
諍
い
を
し
て
い
る
か
。
そ
う

い
う
こ
と
に
依
る
と
い
う
の
だ
。
音
が
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
捉
え
ら
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
、
騒
音
苦
情
の
生
じ
る
事
情
を
調
べ
て
い
っ
て
も
納
得
が
い

く
。
苦
情
者
は
、
意
味
論
の
示
す
見
方
の
と
お
り
に
音
の
快
不
快
を
決
め
て

い
る
の
だ
。
少
な
く
と
も
音
の
快
不
快
が
音
の
デ
シ
ベ
ル
値
や
周
波
数
分
布

で
決
ま
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
騒
音
苦
情
の
訴
え
ら
れ
る
構
造
を
調
べ

て
い
け
ば
わ
か
る
。

と
こ
ろ
が
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
語
る
環
境
意
味
論
者
が
、
騒
音
の
環

境
基
準
の
改
訂
に
と
も
な
う
音
圧
レ
ベ
ル
の
デ
シ
ベ
ル
値
の
測
定
法
や
基
準

値
の
変
更
の
仕
方
に
猛
然
と
反
応
す
る
。
こ
の
反
応
は
、
筆
者
も
共
感
す
る
。

し
か
し
、
物
理
的
な
存
在
に
過
ぎ
な
い
音
圧
レ
ベ
ル
の
測
り
方
や
、
音
の

意
味
に
関
係
な
く
設
定
さ
れ
る
基
準
値
と
い
う
も
の
は
、
環
境
機
械
論
の
立

場
に
依
っ
て
い
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
環
境
意
味
論
者
が
と
き
に
環
境
機
械
論
に
立
つ
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
、
特
定
の
音
が
或
る
人
に
と
っ
て
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と

と
、
雑
多
な
音
が
多
く
の
人
に
傾
向
と
し
て
ど
う
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
と
い

う
こ
と
の
違
い
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。

環
境
意
味
論
に
立
て
ば
、
そ
れ
よ
り
も
騒
音
苦
情
の
発
生
過
程
の
調
査
に

よ
れ
ば（

16
）、
雑
多
な
音
が
多
く
の
人
の
そ
れ
ぞ
れ
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
様
態
も

ま
た
複
雑
多
岐
に
わ
た
り
、
状
況
に
依
存
し
、
音
の
効
果
を
デ
シ
ベ
ル
値
で

代
表
さ
せ
る
な
ど
無
意
味
な
は
ず
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
言
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
基
準
値
を
設
定
し
よ
う
と
い
う

行
政
も
、
或
る
デ
シ
ベ
ル
値
の
上
か
下
か
で
こ
と
を
決
め
る
司
法
も
大
変
や

り
に
く
く
な
る
に
は
違
い
な
い
。
そ
れ
で
も
代
表
で
き
な
い
も
の
は
で
き
な

い
の
だ
。

た
ぶ
ん
こ
の
奇
妙
な
事
態
は
、
特
定
の
音
の
或
る
人
に
と
っ
て
の
意
味
づ

け
の
問
題
と
し
て
の
音
と
、
音
の
平
均
像
の
描
き
方
の
ひ
と
つ
と
み
な
さ
れ

る
デ
シ
ベ
ル
値
で
音
の
快
不
快
を
決
め
よ
う
と
い
う
そ
れ
な
り
に
社
会
で
機
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能
し
て
い
る
機
械
論
的
な
見
方
と
が
在
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

そ
う
し
て
、
音
の
問
題
を
考
え
て
い
る
と
き
に
、
意
味
論
に
た
て
ば
機
械
論

が
み
え
な
く
な
り
、
機
械
論
に
た
て
ば
意
味
論
が
み
え
な
く
な
る
。
こ
の
と

き
、
知
識
と
し
て
は
両
方
の
見
方
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
に
。
そ
れ

は
ち
ょ
う
ど
、
目
を
消
し
た
サ
イ
コ
ロ
と
い
う
か
立
方
体
の
稜
線
の
透
視
図

を
描
い
て
、
そ
れ
が
、
奥
行
き
の
あ
る
立
体
的
な
も
の
に
見
え
る
か
、
平
面

上
の
一
二
本
の
線
の
集
ま
り
に
見
え
る
か
と
い
う
、
だ
ま
し
絵
あ
る
い
は
心

理
学
で
い
う
ネ
ッ
カ
ー
の
立
方
体
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。

そ
う
し
て
、
こ
の
社
会
通
念
に
な
っ
て
い
る
機
械
論
に
よ
る
音
の
概
念
の

理
由
づ
け
を
、
環
境
意
味
論
に
よ
っ
て
論
破
す
る
こ
と
は
容
易
だ
。
し
か
し
、

理
由
づ
け
の
論
破
は
で
き
て
も
、
社
会
通
念
の
方
は
無
傷
で
残
り
、
社
会
的

に
機
能
し
続
け
る
。
そ
の
と
き
は
、
機
械
論
を
援
用
し
て
い
る
か
ら
。
サ
イ

コ
ロ
の
透
視
図
は
、
本
質
的
に
多
義
に
見
え
る
の
だ
。

物
理
的
存
在
と
し
て
の
騒
音
、
た
と
え
ば
音
圧
レ
ベ
ル
の
デ
シ
ベ
ル
値
の

大
小
で
裁
断
さ
れ
る
騒
音
を
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
思
想
と
整
合
さ
せ
て
理

論
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
併
置
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
現
に

そ
う
し
て
い
る
よ
う
に
。

七．

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
論
文
　
―
言
葉
の
矛
盾
―

論
文
と
は
何
か
。
本
稿
の
掲
載
さ
れ
る
紀
要
に
は
、
投
稿
区
分
と
し
て
原

著
論
文
、
研
究
ノ
ー
ト
、
資
料
、
調
査
報
告
、
書
評
、
そ
の
他
の
区
別
が
あ

る
。
ま
た
、「
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
」
誌
（
日
本
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
協
会

誌
）（V
ol.1

）
記
載
の
投
稿
規
定
に
は
、
原
稿
の
種
類
と
し
て
、
論
文
、
フ
ィ

ー
ル
ド
ノ
ー
ト
、
書
評
、
解
説
、
報
告
が
あ
り
、
他
に
編
集
委
員
長
が
掲
載

の
必
要
を
認
め
た
も
の
と
あ
る
。
本
稿
で
言
う
論
文
も
そ
の
よ
う
な
区
分
に

対
応
し
て
い
る
。
と
き
に
見
ら
れ
る
印
刷
公
表
さ
れ
た
或
る
程
度
ま
と
ま
っ

た
著
述
と
で
も
い
う
広
い
意
味
で
の
論
文
で
は
な
い
。

そ
の
本
稿
で
言
う
論
文
（
以
下
単
に
論
文
と
い
う
）
に
は
、
明
示
的
で
あ

れ
暗
黙
の
う
ち
で
あ
れ
慣
例
に
依
る
の
で
あ
れ
、
或
る
様
式
上
の
区
別
が
有

る
は
ず
だ
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
他
の
種
別
の
も
の
と
の
区
別
が
つ
か
な
く

な
る
。
あ
る
い
は
、
論
文
と
い
う
も
の
に
は
、
何
等
か
の
様
式
上
の
要
件
が

あ
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
前
記
「
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー

プ
」
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
編
集
委
員
会
の
裏
窓
か
ら
」
と
い
う
記
事

（
一
二
〇
―
一
二
二
頁
）
の
中
に
、「〈
論
文
〉
と
い
う
の
は
、
あ
る
事
実
や

見
解
を
伝
え
る
場
合
の
様
式
（
ス
タ
イ
ル
）
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
」
と
あ
り
、

査
読
に
絡
め
た
議
論
と
し
て
、
論
文
と
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
と
は
問
題
意
識
、

目
的
、
方
法
、
手
段
を
明
示
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
学
問
分
野
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
の
構
成
上
の
し
き
た
り
と
か
作
法

と
い
う
も
の
が
言
い
伝
え
れ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
論
文
中
で
示
し
た
観
察

結
果
に
つ
い
て
、
既
知
の
理
論
を
使
っ
て
説
明
す
る
な
ど
。
し
き
た
り
や
作

法
は
学
問
分
野
に
よ
っ
て
異
な
る
だ
ろ
う
が
、
し
き
た
り
や
作
法
が
有
る
だ

ろ
う
と
い
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
だ
。
そ
う
し
て
、
す
べ
て
と
は
言
わ
な
い
が
、

論
文
と
は
し
ば
し
ば
滑
っ
た
の
転
ん
だ
の
と
言
う
理
屈
を
つ
け
る
。
あ
る
い

は
理
論
や
方
法
の
新
奇
を
売
り
物
に
す
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
音
の

み
ず
み
ず
し
さ
も
、
聞
い
た
心
の
悦
び
も
失
わ
れ
る
の
に
。
そ
ん
な
文
章
の

書
き
方
は
、「
論
」
と
し
て
の
体
裁
を
と
と
の
え
た
「
文
」
に
す
る
た
め
だ

と
い
え
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
編
集
委
員
や
査
読
者
を
含
め
た
読
者
も
論
文
と

し
て
認
め
や
す
く
な
る
。
も
の
ご
と
を
難
し
く
す
る
の
が
学
者
で
あ
り
、
難

し
く
書
か
か
れ
た
も
の
が
論
文
だ
。
職
業
研
究
者
の
よ
く
聞
く
会
話
「
こ
れ
、

ど
う
し
た
ら
論
文
に
な
る
か
な
？
」。

（
17
）

多
く
の
場
合
、
有
用
な
主
張
は
平
明
に
表
現
で
き
る
の
に
。

し
か
し
、
思
想
と
し
て
の
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
立
場
に
た
っ
て
も
の
を

書
く
な
ら
、「
全
て
の
様
式
や
し
き
た
り
や
作
法
に
と
ら
わ
れ
な
い
文
章
表
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現
」
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
う
な
る
の
は
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ

ー
プ
が
「
一
体
音
楽
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
わ
れ
る（

18
）J.C

ag
e

の

『
四
分
三
十
三
秒
』
を
原
点
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
実
感
を
も
っ
て
と
ら
え

る
こ
と
を
重
視
す
る
か
ら
だ
。
思
想
と
し
て
の
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
に
拠
っ

て
も
の
を
書
く
な
ら
、「
そ
れ
が
論
文
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
著
作
を
追
求

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

音
に
心
を
開
く
と
、
自
分
が
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
言
挙
げ
す

る
こ
と
に
な
り
、
も
の
ご
と
を
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
見
る
こ
と
を
容
れ
な
く

な
る
。
発
想
の
規
格
化
の
正
反
対
に
な
る
。
同
様
の
こ
と
が
、
思
考
の
様
式

に
も
記
述
の
様
式
に
も
及
ぶ
。
作
曲
上
の
様
式
の
制
限
を
取
り
除
い
た
の
だ

か
ら
、
記
述
の
様
式
に
も
そ
れ
は
及
ば
ざ
る
を
え
な
い
。

書
か
れ
た
も
の
が
、
結
果
と
し
て
い
ず
れ
か
の
論
文
の
様
式
を
満
た
す
こ

と
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
思
想
と
し
て
の
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
に
基
づ

い
て
も
の
を
書
く
と
き
は
、
書
か
れ
た
も
の
（essay
）
は
ま
た
つ
ね
に
試
み

（attem
pt

）（C
O

D
8 th

edition

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
ど
う
し

て
様
式
が
成
り
立
つ
か
。
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
に
つ
い
て
書
け
ば
、
表
現
の

ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
至
る
。

行
き
着
く
と
こ
ろ
は
、
環
境
音
に
つ
い
て
の
学
術
研
究
は
成
り
立
っ
て
も
、

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
に
つ
い
て
の
そ
れ
は
成
り
立
た
な
い
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
ひ
い
て
は
、
こ
の
議
論
は
、
学
術
研
究
と
い
う
営
み
の
保

守
性
を
衝
く
。

本
稿
で
は
、
論
文
に
つ
い
て
広
く
行
わ
れ
て
い
る
、
編
集
者
に
指
名
さ
れ

た
匿
名
者
に
よ
る
査
読
の
も
た
ら
す
問
題
に
は
ふ
れ
な
い
。
一
九
世
紀
の
は

じ
め
か
ら
あ
っ
た
ら
し
い
こ
の
制
度
が
、
二
一
世
紀
に
ま
で
持
ち
込
ま
れ
る

と
い
う
こ
と
が
、
独
創
性
を
旨
と
す
る
学
術
研
究
の
世
界
で
起
き
て
い
る
こ

と
だ
け
指
摘
し
て
お
く
。

匿
名
査
読
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
研
究
分
野
を
同
じ
く
す
る
者
に

よ
る
査
読
（peer

review

）
の
も
た
ら
す
、
松
山（

19
）
の
指
摘
す
る
「
言
い
控
え
」

は
重
大
だ
。
そ
れ
は
主
張
を
分
か
り
に
く
く
、
文
章
を
つ
ま
ら
な
く
す
る
。

言
い
控
え
と
相
ま
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
難
し
く
書
か
な
い
ま
で
も
、
論
文
で
は

ど
う
し
て
も
軽
妙
な
文
体
は
避
け
ら
れ
る
。
そ
れ
が
さ
ら
に
論
文
を
同
業
者

し
か
読
ま
な
い
も
の
に
追
い
込
む
。
そ
れ
が
さ
ら
に
同
業
者
の
評
価
を
気
に

し
た
言
い
控
え
を
強
め
る
。

本
稿
を
研
究
ノ
ー
ト
と
い
う
区
分
に
お
い
て
投
稿
す
る
の
も
、
論
文
に
は

ど
う
し
て
も
仕
立
て
た
く
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
ノ
ー
ト
な
ら
、
事
実
・
話

題
・
思
考
等
の
記
録
と
し
て
許
さ
れ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
が
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー

プ
に
つ
い
て
思
い
巡
ら
せ
た
こ
と
に
関
わ
る
な
ら
研
究
の
語
が
つ
い
て
も
い

い
だ
ろ
う
。

八．

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
の
関
わ
り
方

公
共
空
間
へ
の
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
鳴
り
物
の
は
め
込
み
が
認
め
ら
れ
ず
、

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
学
術
研
究
と
論
文
が
成
り
立
た
な
い
な
ら
、
職
業
と

し
て
の
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
は
極
め
て
僅
か
な
テ
リ
ト
リ
ー
し
か
持
た
な
い

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
制
約
の
も
と
で
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
で
飯
が

食
え
る
人
口
の
拡
大
を
図
っ
て
運
動
す
る
こ
と
は
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の

思
想
の
変
質
を
も
た
ら
し
、
運
動
の
解
体
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

短
歌
や
俳
句
で
は
め
っ
た
に
飯
が
喰
え
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
サ
ウ
ン

ド
ス
ケ
ー
プ
で
飯
を
喰
お
う
な
ど
と
思
わ
ず
、
思
想
と
し
て
の
サ
ウ
ン
ド
ス

ケ
ー
プ
を
、
認
識
と
感
覚
と
表
現
の
あ
り
方
と
心
が
ま
え
の
問
題
と
し
て
お

く
し
か
な
い
。
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お
わ
り
に

思
想
と
し
て
の
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
が
唱
え
る
こ
と
は
、
音
に
対
し
て
だ

け
で
な
く
認
識
の
心
を
開
く
こ
と
だ
。
そ
の
帰
結
と
し
て
、
考
え
た
く
な
い

こ
と
か
ら
目
を
そ
ら
す
思
考
遮
断
を
排
し
て
も
の
ご
と
を
直
視
す
る
。「
現
実

的
」に
考
え
ず
現
実
を
直
視
す
る
。
気
が
か
り
な
こ
と
を
虚
心
に
注
視
す
る
。

本
当
の
こ
と
を
知
り
た
が
ら
な
い
大
多
数
と
知
ら
せ
た
が
ら
な
い
体
制
と

に
と
っ
て
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
は
「
い
い
音
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
欲
し

い
の
だ
。
大
多
数
と
体
制
に
迎
合
す
る
こ
と
は
、
思
想
と
し
て
の
サ
ウ
ン
ド

ス
ケ
ー
プ
と
は
相
容
れ
な
い
。
迎
合
し
な
け
れ
ば
世
の
平
穏
を
乱
す
。「
王

様
は
裸
だ
」
に
始
ま
っ
て
本
当
の
こ
と
を
言
う
か
ら
だ
。
思
想
と
し
て
の
サ

ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
は
、
一
種
の
危
険
思
想
な
の
だ
。

注

（
１
）
藤
原
定
家
、
樋
口
芳
麻
呂
・
後
藤
重
郎
校
注
、『
定
家
八
代
抄
　
続
王
朝
秀
歌
選
　
上
・
下
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
）
総
頁
二
六
一
＋
三
八
二
。

（
２
）
前
掲
『
定
家
八
代
抄
　
上
』
一
〇
〇
―
一
〇
一
頁
。

（
３
）
庄
野
　
進
『
聴
取
の
詩
学
　
Ｊ
・
ケ
ー
ジ
か
ら
　
そ
し
て
Ｊ
・
ケ
ー
ジ
へ
』（
勁
草
書
房
、
一
九

九
一
）
一
―
二
四
頁
。

（
４
）
近
藤
文
子
　
（
私
信
　
一
九
九
九
）。

（
５
）
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
か
。
石
原
吉
郎
が
、「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
（
大
量
殺
戮
）
と
い
う
事
実

の
受
け
と
め
方
に
大
き
な
不
安
が
あ
る
」
と
思
い
、「
一
人
の
死
を
置
き
ざ
り
に
し
た
こ
と
」
に

罪
を
認
め
た
こ
と
。
石
原
吉
郎
「
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
告
発
」（
石
原
吉
郎
『
海
を
流
れ
る
河
』（
花

神
社
、
一
九
七
四
））
一
一
―
一
三
頁
。

（
６
）
鳥
越
け
い
子
『
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
　
そ
の
思
想
と
実
践
』（
鹿
島
出
版
会
、
一
九
九
七
）
一
五

九
―
一
七
〇
頁
。

（
７
）
瀧
廉
太
郎
記
念
館
の
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
設
計
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
は
、
筆
者
も
言
及
し
た

こ
と
が
あ
る
。
大
井
　
紘
「
異
な
る
分
野
間
の
移
動
に
伴
う
研
究
者
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
相
克
　
―
自
分
史
の
分
析
を
と
お
し
て
―
」（
東
京
家
政
学
院
筑
波
女
子
大
学
紀
要
第

２
集
、
一
九
九
八
）（
四
七
）
―
（
五
六
）
頁
。

（
８
）
尾
崎
左
永
子
『
夕
霧
峠
　
尾
崎
左
永
子
歌
集
』（
砂
子
屋
書
房
　
一
九
九
八
）
一
三
八
頁
。

（
９
）
堀
辰
雄
『
風
立
ち
ぬ
』（
野
田
書
房
、
一
九
三
八
、
復
刻
版
　
日
本
近
代
文
学
館
、
一
九
七
七
）

七
八
頁
。

（
10
）
日
科
技
連
官
能
検
査
委
員
会
編
『
新
版
官
能
検
査
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
日
科
技
連
、
一
九
七
三
）

一
二
九
頁
。

（
11
）
永
幡
幸
司
（
私
信
　
一
九
九
九
）。

（
12
）
Ｒ
・
マ
リ
ー
・
シ
ェ
フ
ァ
ー
、
鳥
越
け
い
子
ら
訳
『
世
界
の
調
律
』（
平
凡
社
、
一
九
八
六
）
総

頁
四
一
二
。

（
13
）
若
林
幹
夫
『
都
市
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
』（
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｘ
出
版
、
一
九
九
九
）
二
七
〇
―
二
七
四
頁
。

（
14
）
ノ
ー
マ
ン
・
マ
ル
コ
ム
、
板
坂
　
元
訳
『
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
　
天
才
的
哲
学
者
の
思
い

出
』（
講
談
社
、
一
九
七
四
）
一
五
―
一
六
頁
。

（
15
）
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
エ
ン
デ
、
大
島
か
お
り
訳
『
モ
モ
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
）
九
三
―
九
四
頁
。

本
書
と
こ
の
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
、
近
藤
華
子
氏
の
指
摘
を
え
た
。

（
16
）
大
井
　
紘
編
『
自
由
記
述
法
に
よ
る
生
活
環
境
に
関
す
る
地
域
住
民
の
意
識
の
調
査
と
分
析
』

（
国
立
環
境
研
究
所
報
告
第
一
三
二
号
、
一
九
九
三
）
五
七
―
八
一
頁
。

（
17
）
音
の
み
ず
み
ず
し
さ
と
心
の
悦
び
を
伝
え
る
の
に
、
小
松
の
一
文
は
成
功
し
て
い
る
。
そ
の
せ

い
か
、
論
文
で
は
な
く
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
に
な
っ
て
い
る
。
成
功
は
彼
の
感
受
性
の
み
ご
と

さ
に
よ
る
が
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
は
技
巧
よ
り
無
技
巧
に
よ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
小
松
正
史

「
主
観
的
音
聴
取
作
業
に
基
づ
い
た
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
調
査
」（
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
　
第
一

巻
　
一
九
九
九
）
七
九
―
八
八
頁
。

（
18
）
前
掲
　
庄
野
　
進
、
三
頁
。

（
19
）
松
山
圭
子
「
な
ぜ
メ
デ
ィ
ア
は
科
学
を
批
判
的
に
解
読
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
」（
科
学
、
第
六

九
巻
第
三
号
、
一
九
九
九
）
二
四
二
―
二
四
八
頁
。
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