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本
書
は
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ノ
ー
ス
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
形
而
上
学
を
、
連
続
と
断
絶
と
い
う
観
点
か
ら
考
察

し
た
も
の
で
あ
る
。

　

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
活
動
は
、
通
例
、
三
つ
の
時
期
に
区
分
さ
れ
る
。
数
理
論
理
学
の
研
究
に
従
事
し
た
時
期

（
一
八
九
一
年-

一
九
一
三
年
）、
自
然
科
学
の
哲
学
に
携
わ
っ
た
時
期
（
一
九
一
四
年-

一
九
二
三
年
）、
そ
し
て
形
而
上

学
を
展
開
し
た
時
期
（
一
九
二
四
年-

一
九
四
七
年
）
で
あ
る（

1
（

。
本
書
が
あ
つ
か
う
の
は
、
最
後
の
形
而
上
学
期
の
ホ

ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
だ
。

　

哲
学
史
の
な
か
で
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
た
い
て
い
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
・
マ
テ
マ
テ
ィ
カ
』
の
共
著
者
と
し
て
紹

介
さ
れ
る
。
同
書
に
お
い
て
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
ラ
ッ
セ
ル
は
、
数
学
を
論
理
学
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
と
い
う
一

大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
着
手
し
た
。
た
し
か
に
こ
れ
は
哲
学
の
歴
史
に
名
を
残
す
ほ
ど
偉
大
な
業
績
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

そ
れ
は
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
キ
ャ
リ
ア
の
ほ
ん
の
一
部
分
で
し
か
な
い
。
母
校
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
を
離
れ
、
ロ

ン
ド
ン
大
学
に
移
っ
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
自
然
科
学
の
哲
学
に
か
ん
し
て
思
索
を
深
め
た
。
そ
し
て
、
六
○
歳
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を
過
ぎ
て
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
招
聘
さ
れ
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
と
渡
り
、
そ
の
地

で
独
自
の
形
而
上
学
を
展
開
し
た
。
還
暦
を
超
え
円
熟
し
き
っ
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
満
を
持
し
て
着
手
し
た
の

は
、
最
大
限
の
一
般
性
を
も
つ
形
而
上
学
的
体
系
に
よ
っ
て
、
こ
の
宇
宙
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
説
明
し
つ
く
す
と
い

う
、
あ
ま
り
に
野
心
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
が
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
で
示
さ
れ
た
の
が
、
主
著
『
過
程
と
実
在
』
で
あ
る
。

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
同
書
に
お
い
て
「
有
機
体
の
哲
学
」
と
い
う
独
自
の
形
而
上
学
的
体
系
を
提
示
し
た
。
こ
の

形
而
上
学
的
体
系
が
描
く
の
は
、
存
在
者
が
関
係
に
よ
っ
て
動
的
に
つ
な
が
る
連
続
的
な
宇
宙
像
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ

ト
ヘ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
こ
の
宇
宙
に
存
在
す
る
も
の
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
と
の
関
係
の
た
だ
な
か
か
ら
生
じ

る
。
そ
し
て
こ
の
過
程
が
完
結
す
る
と
、
そ
れ
自
身
も
ま
た
、
他
の
新
た
な
存
在
者
を
生
み
だ
す
た
め
の
一
要
素
と

な
る
。
つ
ま
り
、
存
在
者
は
先
行
す
る
も
の
と
の
関
係
に
よ
っ
て
こ
の
宇
宙
に
生
ま
れ
、
後
続
す
る
も
の
と
の
関
係

へ
と
投
げ
込
ま
れ
て
い
く
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
描
く
宇
宙
は
、
こ
の
よ
う
に
連
続
的

0

0

0

な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
と
っ
て
の
主
要
な
論
敵
は
、
実
体
の
哲
学
で
あ
る
。
実
体
の
哲
学
に
し
た
が
え

ば
、
存
在
す
る
も
の
は
、
他
の
も
の
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
、
実

体
ど
う
し
の
関
係
を
説
明
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
こ
の
実
体
の
哲
学

を
乗
り
越
え
る
と
い
う
意
図
の
も
と
で
、
先
述
の
有
機
体
の
哲
学
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
し

た
が
え
ば
、
こ
の
宇
宙
に
存
在
す
る
も
の
は
、
実
体
と
し
て
、
他
の
も
の
と
無
関
係
に
そ
れ
自
体
で
存
在
し
て
い
る

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
有
機
体
の
よ
う
に
、
環
境
を
な
す
も
の
と
の
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
関
係
性
が
優
位
に
あ
る
、
連
続
性
の
強
い
モ
デ
ル
を
構
築
し
た
の
だ
。
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だ
が
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
描
く
宇
宙
は
、
こ
う
し
た
連
続
性
の
強
さ
ゆ
え
に
、
関
係
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
結

び
つ
い
た
ひ
と
つ
の
連
続
体
に
な
っ
て
し
ま
う
と
言
え
る
。
そ
こ
に
強
い
意
味
で
の
個
体
が
存
在
す
る
余
地
は
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。
と
は
い
え
、
有
機
体
の
哲
学
は
、
多
く
の
個
体
か
ら
成
る
多
元
論
的
な
実
在
論
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
連
続
的
な
宇
宙
を
断
ち
切
る
よ
う
な
要
素
、
言
い
か
え
れ
ば
、
強
い
意
味
で
の
断
絶

0

0

や
途
切
れ
が
見

い
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
描
く
宇
宙
を
、
ま
ず
は
強
い
連
続
性
に
も
と
づ
い

た
も
の
と
見
定
め
た
う
え
で
、
そ
れ
を
断
ち
切
る
よ
う
な
断
絶
的
要
素
を
見
い
だ
す
こ
と
を
試
み
る
。

　

本
書
の
特
徴
は
、
現
代
哲
学
に
お
け
る
実
在
論
的
潮
流
を
視
野
に
入
れ
た
う
え
で
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
形
而
上
学

を
考
察
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
も
そ
も
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
形
而
上
学
は
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
シ
ャ
ヴ
ィ
ロ
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
二
○
世
紀
後
半
に
お
い
て
哲
学
の
傍
流
に
属
し
て
き
た（

2
（

。
二
○
世
紀
後
半
の
哲
学
の
主
流
は
、
言
語

論
的
転
回
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
壮
大
な
実
在
論
的
形
而
上
学
が
主
題
的
に
あ
つ
か
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
言
い
か
え
れ
ば
、
人
間
が
い
か
に
語
る
か
が
実
在
を
構
成
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
手
前
の
実
在
そ
の
も
の
は

無
意
味
で
あ
る
、
と
み
な
さ
れ
て
き
た
の
だ
。
他
方
で
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
実
在
そ
の
も
の
の
一
般
的
な
構
造
を

大
胆
に
語
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
図
式
に
お
い
て
、
言
語
を
あ
や
つ
る
人
間
は
、
宇
宙
の
ご
く
一
部
分
を
占
め
る

ひ
じ
ょ
う
に
特
殊
な
タ
イ
プ
の
存
在
者
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
立
場
は
二
○
世
紀
後
半

の
主
流
派
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
形
而
上
学
は
、
お
も
に
専
門
家
や
プ
ロ
セ
ス

神
学
の
研
究
者
た
ち
だ
け
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
だ
。

　

し
か
し
二
一
世
紀
に
入
り
、
二
○
世
紀
後
半
の
反
実
在
論
的
な
傾
向
に
対
す
る
不
満
と
し
て
、
現
代
哲
学
の
う
ち

で
さ
ま
ざ
ま
な
実
在
論
的
立
場
が
現
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
う
し
た
論
者
の
う
ち
、
と
り
わ
け
グ
レ
ア
ム
・
ハ
ー
マ
ン
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は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
形
而
上
学
的
体
系
で
あ
る
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
指
向
哲
学

を
構
築
し
て
い
る
。
ハ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
人
間
と
世
界
と
の
関
係
を
特
権
化
せ
ず
に
、
人
間

不
在
の
事
物
ど
う
し
の
相
互
関
係
を
も
語
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
こ
の
点
が
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
。
だ

が
他
方
で
ハ
ー
マ
ン
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
存
在
者
を
〈
関
係
の
束
〉
へ
と
還
元
し
て
い
る
の
だ
と
批
判
す
る
。

ハ
ー
マ
ン
か
ら
す
れ
ば
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
個
体
重
視
の
立
場
で
は
な
く
、「
関
係
主
義
」
に
陥
っ
て
い
る
の
だ
。

本
書
が
試
み
る
の
は
、
こ
の
関
係
主
義
と
い
う
批
判
を
免
れ
う
る
ほ
ど
に
強
い
断
絶
を
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
形
而
上

学
の
体
系
の
う
ち
に
見
い
だ
す
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
な
ぜ
連
続
で
は
な
く
断
絶
な
の
か
。
本
書
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
形
而
上
学
の
う
ち
に
執
拗
に
断
絶
的

な
要
素
を
探
り
当
て
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
読
者
の
な
か
に
は
、
こ
う
し
た
本
書
の
態
度
そ
の
も
の
に
疑
問
を
感
じ

る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
も
の
は
な
に
ひ
と
つ
孤
立
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て

関
係
し
あ
い
、
絆
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
良
い
こ
と
な
の
だ
。
他
方
で
断
絶
や
分
断
は
、
世
界
を
た

だ
悪
い
方
向
に
導
く
に
す
ぎ
な
い
。
こ
ん
な
ふ
う
に
ふ
つ
う
は
考
え
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

で
も
本
書
は
あ
え
て
断
絶
を
強
調
し
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
説
明
し
て
お
く
こ

と
に
し
よ
う
。

　

ま
ず
確
認
し
た
い
点
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
、
関
係
を
語
る
哲
学
者
と
し
て
肯
定
的
に
読
ま
れ
て
き
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
関
係
し
あ
い
、
た
え
ず
生
成
変
化
す
る
。
こ
う
し
た
方
向

性
に
共
感
す
る
人
々
に
よ
っ
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
肯
定
的
に
読
ま
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

の
研
究
者
で
あ
る
ダ
ナ
・
ハ
ラ
ウ
ェ
イ
も
そ
の
ひ
と
り
だ（

3
（

。
ハ
ラ
ウ
ェ
イ
は
『
伴
侶
種
宣
言
』
に
お
い
て
、「
抱ほ
う

握あ
く

」
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（prehension

）
と
い
う
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
キ
ー
タ
ー
ム
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
明
快
に
説
明
し
て
い
る
。

存
在
す
る
も
の
た
ち
は
、
た
が
い
の
う
ち
へ
と
手
を
伸
ば
し
あ
い
、「
抱
握
」、
す
な
わ
ち
つ
か
み
と
る
こ
と
を
つ

う
じ
て
、
た
が
い
と
自
己
自
身
と
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
。
存
在
す
る
も
の
た
ち
が
、
関
係
以
前
に
あ
ら
か
じ
め

存
在
す
る
こ
と
は
な
い（

4
（

。

ハ
ラ
ウ
ェ
イ
が
説
明
す
る
と
お
り
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
形
而
上
学
に
お
い
て
、
存
在
者
は
抱
握
と
い
う
働
き
を
と

お
し
て
他
の
も
の
と
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
そ
れ
自
身
と
し
て
存
在
す
る
に
い
た
る（

5
（

。
ハ
ラ
ウ
ェ
イ
は
、

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
こ
う
し
た
関
係
重
視
の
あ
り
方
に
共
感
を
示
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
試
み
に
と
っ
て
の
助
け
に
な

る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る（

6
（

。
ハ
ラ
ウ
ェ
イ
が
試
み
る
の
は
、
動
物
／
人
間
、
有
機
体
／
機
械
、
自
然
／
文
化

な
ど
の
二
分
法
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
た
存
在
が
、
た
が
い
に
関
係
し
あ
う
あ
り
方
を
描
く
こ
と
だ
。

『
伴
侶
種
宣
言
』
で
は
、
と
り
わ
け
犬
と
人
間
の
関
係
に
焦
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
ハ
ラ
ウ
ェ
イ
は
、
異
な
る
種
に

属
す
も
の
、
通
常
は
分
断
さ
れ
ま
っ
た
く
の
他
者
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
も
の
ど
う
し
が
、
そ
れ
で
も
抱
握
し
あ
い
共

生
す
る
あ
り
方
を
描
き
だ
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
固
定
し
た
二
分
法
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
内
破
さ
せ
よ
う
と
目
論
む

の
だ
。

　

ハ
ラ
ウ
ェ
イ
の
こ
う
し
た
試
み
自
体
は
、
と
て
も
刺
激
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
連
続
で
は
な
く

断
絶
を
追
求
す
る
本
書
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
物
足
り
な
さ
が
あ
る
。
本
書
は
、
む
し
ろ
抱
握
で
き
な
い

も
の
を
追
求
す
る
。
本
書
は
、
抱
握
し
よ
う
と
し
て
も
そ
の
手
を
す
り
抜
け
て
し
ま
う
徹
底
し
た
他
者
性
に
こ
そ
関
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心
が
あ
る
。
け
っ
し
て
共
生
で
き
な
い
他
な
る
も
の
と
の
断
絶
。
本
書
は
こ
う
し
た
も
の
を
執
拗
に
探
り
当
て
よ
う

と
試
み
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
そ
う
し
た
も
の
を
追
求
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
そ
こ
に
あ
る
種
の
魅
力
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
ラ

ウ
ェ
イ
の
よ
う
に
他
者
と
の
共
生
を
追
求
す
る
立
場
の
根
底
に
は
、
あ
る
種
の
倫
理
的

0

0

0

な
使
命
感
が
あ
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
固
定
的
な
二
分
法
は
差
別
的
な
悪
し
き
状
況
を
生
み
だ
し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が

異
な
り
な
が
ら
も
、
た
が
い
に
関
係
し
あ
う
あ
り
方
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
だ
。
関
係
重
視
の
立
場
の
根

底
に
は
、
こ
う
し
た
発
想
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
書
の
試
み
を
突
き
動
か
す
の
は
、
あ
る
種
の
美
的

0

0

な
感
性
で

あ
る
。
断
絶
は
思
弁
的
な
想
像
力
を
惹
き
つ
け
、
魅
惑
す
る
。

　

た
と
え
ば
、
光
す
ら
も
脱
出
で
き
な
い
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
の
内
部
へ
と
想
像
力
を
め
ぐ
ら
せ
て
み
て
ほ
し
い
。
そ

こ
で
は
、
あ
ま
り
の
重
力
の
た
め
に
な
じ
み
の
物
質
は
極
限
に
ま
で
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
は
、
光
も
か

た
ち
も
な
い
世
界
だ
。
い
か
な
る
も
の
も
重
力
を
振
り
払
っ
て
こ
ち
ら
側
へ
と
戻
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、

じ
っ
さ
い
に
そ
の
内
部
に
つ
い
て
情
報
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
、「
事
象
の
地
平
線
」
と
呼
ば
れ
る

徹
底
的
に
断
絶
し
た
境
界
線
が
あ
る
。

　

し
か
も
物
理
的
に
交
通
不
可
能
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
想
像
力
で
さ
え
も
こ
の
境
界
線
の
彼
方
へ
と
飛
翔
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
光
も
か
た
ち
も
な
く
、
無
限
に
高
密
度
な
世
界
に
つ
い
て
想
像
す
る
こ
と
は
困
難
だ
。
な

じ
み
の
世
界
と
の
類
比
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
そ
こ
は
真
っ
暗
で
、
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
な
死
の
世
界
な
の
だ
ろ
う

と
、
た
だ
推
察
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
そ
こ
は
、
な
じ
み
の
世
界
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
、
な
ん
だ
か
わ
か

ら
な
い
闇
の
領
域
で
あ
る
。
し
か
し
、
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に
、
わ
た
し
た
ち
の
想
像
力
は
そ
こ
へ
と
釘
付
け
に
な
る
。
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じ
っ
さ
い
物
理
学
的
な
宇
宙
論
に
お
い
て
、
一
般
的
に
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
に
か
ん
す
る
話
題
は
ひ
じ
ょ
う
に
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
で
あ
る
。
一
般
む
け
の
宇
宙
論
の
入
門
書
で
は
、
か
な
ら
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
に
か
ん
す

る
話
題
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
断
絶
の
彼
方
と
は
、
わ
か
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
む
し
ろ
想
像
力
を
掻
き
た
て
る
よ
う

な
地
点
で
あ
る
と
言
え
る
。
断
絶
と
は
魅
惑
的
な
の
だ
。

　

以
上
の
よ
う
な
美
的
な
感
性
に
よ
っ
て
、
本
書
は
突
き
動
か
さ
れ
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
抱
握
を
と
お

し
て
過
剰
に
関
係
し
あ
う
宇
宙
像
を
描
き
だ
し
た
。
だ
が
、
じ
つ
は
そ
の
宇
宙
の
う
ち
に
断
絶
の
線
が
走
っ
て
い
て
、

抱
握
の
手
を
す
り
抜
け
る
彼
方
が
う
ご
め
い
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
断
絶
を
探
り
あ
て
て

い
く
試
み
だ
。
そ
れ
は
、
巨
大
な
宇
宙
的
有
機
体
が
奏
で
る
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
う
ち
に
、
あ
る
種
の
ノ
イ
ズ
を
、
あ
る

い
は
ノ
イ
ズ
で
さ
え
な
い
無
音
を
聴
き
と
る
試
み
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

本
書
は
、
以
下
の
よ
う
な
展
開
を
た
ど
る
。

　

第
1
章
「
連
続
的
な
宇
宙
―
―
実
体
の
哲
学
か
ら
有
機
体
の
哲
学
へ
」
で
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
形
而
上
学
の
全

体
的
な
特
徴
を
明
確
化
す
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
実
体
の
哲
学
を
乗
り
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
有
機

体
の
哲
学
を
構
築
し
た
。
有
機
体
の
哲
学
は
、
そ
れ
自
体
で
存
続
す
る
実
体
を
、
一
瞬
一
瞬
関
係
に
よ
っ
て
つ
く
り

あ
げ
ら
れ
る
無
数
の
契
機
へ
と
解
体
す
る
。
こ
の
契
機
的
な
存
在
者
は
、
先
行
す
る
も
の
と
の
関
係
に
よ
っ
て
生
じ

る
。
そ
し
て
、
生
じ
た
と
た
ん
に
消
滅
し
、
後
続
す
る
契
機
を
つ
く
り
あ
げ
る
与
件
と
な
る
。
実
体
は
、
こ
う
し
た

諸
契
機
の
つ
ら
な
り
へ
と
解
体
さ
れ
、
徹
底
的
に
関
係
に
よ
っ
て
つ
ら
ぬ
か
れ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
描
く
宇
宙

は
、
先
行
す
る
も
の
と
の
関
係
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
、
後
続
す
る
も
の
と
の
関
係
へ
と
投
げ
込
ま
れ
て
い
く
契
機
的
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な
存
在
者
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
連
続
的
な
宇
宙
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

第
1
章
は
、
い
わ
ば
「
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
形
而
上
学
入
門
」
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
形
而

上
学
の
入
門
的
な
説
明
と
本
書
全
体
の
問
題
提
起
が
示
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
章
で
あ
る
。
つ
づ
く
第
2
章
で
の
考
察

を
経
て
、
第
3
章
以
降
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
提
起
に
対
す
る
応
答
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
1
章
と
の
対

比
で
言
え
ば
、
第
2
章
は
「
二
一
世
紀
の
実
在
論
入
門
」
で
あ
り
、
第
3
章
以
降
は
「
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
形
而
上
学

上
級
編
」
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
形
而
上
学
は
、
独
自
の
概
念
を
多
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
っ

た
く
新
た
な
宇
宙
像
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
難
解
さ
の
一
因
は
、
専
門
用
語
の
多
さ
に
あ
る
と
言
え
る
。「
入
門
」

で
あ
る
第
1
章
で
は
、
そ
う
し
た
専
門
用
語
の
使
用
を
可
能
な
か
ぎ
り
控
え
た
（
と
は
い
え
、
あ
る
程
度
は
も
ち
い
ざ

る
を
え
な
い
）。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
自
身
の
戦
略
の
全
体
像
を
見
さ
だ
め
る
こ
と
が
、
そ
こ
で
の
目
的
で
あ
る
。
本
格

的
に
専
門
用
語
を
駆
使
し
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
形
而
上
学
の
核
心
へ
と
迫
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
は
、「
上
級

編
」
で
あ
る
第
3
章
以
降
に
お
い
て
だ
。
先
行
す
る
箇
所
で
あ
つ
か
わ
れ
た
専
門
用
語
を
前
提
に
し
て
、
そ
の
後
の

議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
、
必
要
に
応
じ
て
巻
末
の
「
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
用
語
小
辞
典
」
を
活
用
し
て
い
た
だ

き
た
い
。

　

第
2
章
「
実
体
と
関
係
―
―
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
指
向
哲
学
と
有
機
体
の
哲
学
」
で
は
、
ハ
ー
マ
ン
の
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト

指
向
哲
学
の
考
察
を
つ
う
じ
て
、
有
機
体
の
哲
学
の
特
徴
を
対
比
的
に
あ
き
ら
か
に
す
る
。
前
者
は
、
個
体
が
ま
ず

あ
り
、
そ
こ
か
ら
間
接
的
な
関
係
が
い
か
に
し
て
生
じ
る
の
か
を
論
じ
る
。
他
方
で
後
者
は
、
ま
ず
他
の
存
在
者
と

の
関
係
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
個
体
が
生
じ
る
の
だ
と
す
る
。
両
者
の
あ
い
だ
に
は
、
こ
の
よ
う
な
ち
が
い
が
あ
る
。

　

第
3
章
「
生
成
の
起
源
と
終
極
に
お
け
る
断
絶
―
―
多
性
と
新
し
さ
に
つ
い
て
」
で
は
、
存
在
者
の
生
成
過
程
に
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つ
い
て
考
察
す
る
。
有
機
体
の
哲
学
に
お
い
て
、
い
か
に
し
て
強
い
連
続
性
が
断
ち
切
ら
れ
、
非
連
続
な
個
体
が
生

じ
る
か
は
、
生
成
過
程
の
あ
り
方
に
か
か
っ
て
い
る
の
だ
と
い
え
る
。
こ
の
過
程
の
う
ち
に
は
、「
多
性
」
と
「
新

し
さ
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
断
絶
が
見
い
だ
さ
れ
う
る
。
一
方
で
、
生
成
の
起
源
に
は
、
整
序
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
に

バ
ラ
バ
ラ
な
、
多
く
の
与
件
が
あ
る
。
こ
れ
が
「
多
性
」
で
あ
る
。
ま
た
他
方
で
、
統
一
が
困
難
な
ほ
ど
に
バ
ラ

バ
ラ
な
与
件
を
な
ん
と
か
統
一
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
成
の
終
極
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
は
存
在
し
な
か
っ
た

「
新
し
さ
」
が
獲
得
さ
れ
る
。
以
上
の
ふ
た
つ
の
要
素
の
う
ち
に
、
強
い
断
絶
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
こ
の
断
絶
的
な
要
素
は
、
け
っ
き
ょ
く
予
定
調
和
の
働
き
に
よ
っ
て
無
効
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
4
章
「
同
時
的
な
も
の
と
の
断
絶
―
―
因
果
的
独
立
に
つ
い
て
」
で
は
、
同
時
的
な
も
の
ど
う
し
の
因
果
的
独

立
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
自
ら
を
つ
く
り
あ
げ
る
生
成
過
程
の
う
ち
に
あ
る
も
の
は
、
確
定
し
た
自
己
自
身
を
ま
だ

も
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
が
い
に
生
成
過
程
の
う
ち
に
あ
る
同
時
的
な
存
在
者
ど
う
し
は
、
た
が
い
に
対
し

て
与
件
と
な
る
こ
と
が
な
く
、
因
果
的
な
影
響
関
係
を
も
た
な
い
。
両
者
は
、
た
が
い
か
ら
因
果
的
に
独
立
し
て
い

る
。
こ
こ
に
、
強
い
断
絶
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
こ
う
し
た
同
時
的
な
も

の
ど
う
し
を
、
べ
つ
の
存
在
者
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
接
的
に
関
係
さ
せ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
間
接
的

な
関
係
を
免
れ
う
る
ほ
ど
に
、
空
間
的
に
ひ
じ
ょ
う
に
離
れ
た
同
時
的
存
在
者
ど
う
し
で
あ
れ
ば
、
因
果
的
独
立
を

維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
5
章
「
未
来
と
の
断
絶
―
―
宇
宙
時
代
に
つ
い
て
」
で
は
、「
宇
宙
時
代
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
し
た
が
え
ば
、
時
間
的
に
ひ
じ
ょ
う
に
離
れ
た
彼
方
の
未
来
に
お
い
て
、
新
た
な
宇
宙
時
代
が

到
来
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
現
在
の
も
の
と
は
異
な
っ
た
べ
つ
の
自
然
法
則
が
行
き
わ
た
っ
て
い
る
。
は
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る
か
未
来
の
宇
宙
時
代
は
、
想
像
力
に
よ
っ
て
も
け
っ
し
て
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
に
異
質
な
も
の
で
あ

る
。
現
在
の
契
機
と
未
来
の
宇
宙
時
代
と
の
あ
い
だ
に
、
強
い
断
絶
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
6
章
「
体
系
を
攪
乱
す
る
実
在
と
の
断
絶
―
―
思
弁
哲
学
に
つ
い
て
」
で
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
的
方

法
論
で
あ
る
「
思
弁
哲
学
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
い
っ
た
ん
構
築
さ
れ
た
形
而
上
学
体
系

が
突
き
崩
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
体
系
を
攪
乱
す
る
実
在
と
の
あ
い
だ
に
強
い
断
絶

が
見
い
だ
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
研
究
は
、
宇
宙
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
が
関
係
し
あ
っ
て
い
る
と
い
う

側
面
を
お
も
に
強
調
し
て
き
た
と
言
え
る
。
そ
れ
は
光
に
満
ち
た
明
る
い
形
而
上
学
で
あ
る
。
他
方
で
、
以
上
の
展

開
を
た
ど
る
な
か
で
本
書
が
強
調
す
る
の
は
、
け
っ
し
て
光
が
届
く
こ
と
の
な
い
闇
の
領
域
だ（

7
（

。
闇
の
形
而
上
学
者

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
。
そ
う
し
た
新
し
い
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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こ
れ

ら
の
著
作
と
本
書
は
一
般
的
な
方
向
性
に
お
い
て
通
じ
る
点
が
あ
る
が
、
本
書
は
あ
く
ま
で
も
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
研
究
と
し
て
書
か

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
著
作
で
提
示
さ
れ
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
像
と
本
書
が
描
く
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
像
と
の
共
通
点
・
相
違
点
に

つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。


