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私
が
こ
こ
に
観
察
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
「
偶
像
破
壊
」
の
運
動
が
破
壊
の
目
的
物
と
し
た
、
「
固
定

観
念
」
の
尊
崇
に
つ
い
て
で
は
な
い
。
文
字
通
り
に
「
偶
像
」
を
跪
拝
き
は
い
す
る
心
理
に
つ
い
て
で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
も
、
庶 

物 

崇 

拝 
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム

の
高
い
階
段
と
し
て
の
偶
像
崇
拝
全
般
に
わ
た
っ
て
で
は
な
い
。
た
だ
、
優

れ
た
芸
術
的
作
品
を
宗
教
的
礼
拝
の
対
象
と
す
る
狭
い
範
囲
に
の
み
限
ら
れ
て
い
る
。

　
特
に
私
は
今
、
千
数
百
年
以
前
の
我
々
の
祖
先
の
心
境
を
心
中
に
描
き
つ
つ
、
こ
の
問
題
を
考
察
す
る

の
で
あ
る
。

　
ま
ず
私
は
、
人
間
の
心
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
、
す
な
わ
ち
科
学
、
芸
術
、
宗
教
、
道
徳
そ
の
他
医
療
や
生

活
方
法
の
便
宜
な
ど
へ
の
関
心
等
に
よ
っ
て
代
表
せ
ら
れ
る
人
間
の
生
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
が
、
な
お
明
ら

か
な
分
化
を
経
験
せ
ず
し
て
緊
密
に
結
合
融
和
せ
る
一
つ
の
文
化
を
思
い
浮
か
べ
る
。
そ
こ
で
は
理
論
は

象
徴
と
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
質
へ
の
追
求
は
感
覚
的
な
美
と
独
立
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
体
得
し
た
真
理
は
直
ち
に
肉
体
の
上
に
強
い
力
と
権
威
と
を
も
っ
て
臨
む
ご
と
き
も
の
で
な
く
て

は
な
ら
ぬ
。
す
べ
て
が
融
然
と
し
て
一
つ
で
あ
る
。

　
千
数
百
年
以
前
に
わ
が
国
へ
襲
来
し
た
仏
教
の
文
化
は
ま
さ
に
か
く
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
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は
た
だ
一
つ
の
新
し
い
宗
教
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
我
々
の
祖
先
の
あ
ら
ゆ
る
心
を
動
か
し
得

る
多
方
面
な
（
恐
ら
く
は
イ
ン
ド
と
シ
ナ
の
文
化
の
総
計
と
も
言
い
得
べ
き
）
、
内
容
の
豊
か
な
大
き
い

力
で
あ
っ
た
。
も
し
そ
れ
が
、
ロ
ー
マ
を
襲
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
に
、
単
に
た
だ
純
然
た
る
宗
教
で

あ
っ
た
な
ら
ば
、
あ
れ
ほ
ど
激
烈
に
わ
が
国
の
文
化
全
体
を
動
か
し
得
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
我
ら

の
祖
先
は
当
時
な
お
、
一
つ
の
偉
大
な
宗
教
を
た
だ
宗
教
と
し
て
、
あ
る
い
は
一
つ
の
偉
大
な
思
想
を
た

だ
思
想
と
し
て
、
受
け
容
れ
る
ほ
ど
に
は
熟
し
て
い
な
か
っ
た
（
シ
ナ
の
思
想
と
学
者
と
が
渡
来
し
て
以

来
二
百
年
の
間
に
、
我
々
の
祖
先
は
た
だ
文
字
を
使
う
こ
と
を
覚
え
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
も
意
義
あ

る
記
録
を
残
し
得
る
ほ
ど
に
は
そ
れ
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
）
。
仏
教
の
背
後
に
そ
の
芸
術

的
要
素
や
シ
ナ
の
文
化
や
そ
の
他
種
々
の
も
の
が
活はた
ら
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
我
々
の
祖
先
は
あ
の
よ
う

に
大
き
く
動
き
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
つ
い
に
大
き
い
時
代
を
現
出
す
る
事
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
や
が
て
我
々
の
祖
先
の
一
つ
の
素
質
を
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
特
に
眼
に
つ
く

の
は
彼
ら
が
宗
教
か
ら
芸
術
的
な
歓
喜
を
求
め
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
信
仰
を
感
覚
的
な
歓

喜
と
結
び
つ
け
た
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
奈
良
時
代
の
生
ん
だ
偉
大
な
芸
術
に
よ
っ
て
証
明
せ
ら
れ
て
い

る
。
後
者
は
、
そ
の
時
代
の
僧
侶
が
い
か
に
人
間
の
肉
体
の
上
に
も
勢
力
を
持
っ
て
い
た
か
を
明
示
し
て

い
る
二
三
の
著
し
い
社
会
的
現
象
に
よ
っ
て
、
い
や
応
な
し
に
証
明
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
特
徴
は
、
多
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少
形
を
変
え
て
は
い
る
が
、
後
来
日
本
に
発
生
し
た
あ
ら
ゆ
る
宗
教
に
必
ず
現
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

日
蓮
宗
や
念
仏
宗
に
お
け
る
デ
ィ
オ
ニ
ゾ
ス
的
な
（
肉
体
的
運
動
、
一
種
の
舞
踏
に
伴
な
う
所
の
）
、
宗

教
的
歓
喜
の
ご
と
き
、
そ
の
著
し
い
例
で
あ
る
。
し
か
し
後
に
現
わ
れ
た
も
の
が
か
な
り
強
く
実
践
的
で

あ
る
に
反
し
て
、
上
代
の
も
の
は
特
に
明
瞭
に
芸
術
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
密
接
な
芸
術
と
宗
教
と
の
結
合

が
、
偶
像
崇
拝
に
対
し
て
き
わ
め
て
正
当
な
根
拠
を
与
え
得
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
、
昔
な
が
ら
の
山
野
と 

矮  

屋 

わ
い
お
く

と
を
見
慣
れ
た
我
々
の
祖
先
が
、
か
つ
て
夢
み
た
こ
と
も
な
い
壮

大
な
伽
藍
の
前
に
立
っ
た
時
の
、
甚
深
な
驚
異
の
情
を
想
像
す
る
。

　
伽
藍
は
た
だ
単
に
大
き
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
久
遠
の
焔
の
よ
う
に
蒼
空
を
指
さ
す
高
塔
が
あ
る
。

そ
れ
は
人
の
心
を
高
き
に
燃
え
上
が
ら
せ
な
が
ら
、
し
か
も
永
遠
な
る
静
寂
と
安
定
と
に
根
を
お
ろ
さ
せ

る
の
で
あ
る
。
相
重
な
っ
た
屋
根
の
線
は
ゆ
っ
た
り
と
緩
く
流
れ
て
、
大
地
の
力
と
蒼
空
の
憧
憬
と
の
間

に
、
軽
快
奔
放
に
し
て
し
か
も
荘
重
高
雅
な
力
の
諧
調
を
示
し
て
い
る
。
丹
と
白
と
の
清
ら
か
な
対
照
は

重
々
し
い
屋
根
の
色
の
下
で
、
そ
の
「
力
の
諧
調
」
に
か
ら
み
つ
く
。
そ
の
間
に
は
な
お 

斗  

拱 

と
き
よ
う

や
勾
欄

の
細
や
か
な
力
の
錯
綜
と
調
和
と
が
、
交
響
の
大
き
い
波
の
う
ね
り
の
間
の
濃
淡
の
多
い
さ
さ
や
か
な
メ

ロ
デ
ィ
ー
の
よ
う
に
、
人
の
心
の
す
み
ず
み
ま
で
も
響
き
わ
た
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
真
理
の
宝
蔵
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の
よ
う
に
大
地
を
圧
す
る
殿
堂
が
あ
る
。
そ
れ
は
人
の
心
を
甚
深
な
る
実
在
の
奥
秘
に
引
き
寄
せ
な
が
ら
、

し
か
も
恐
怖
を
追
い
払
う
強
大
な
力
を
印
象
す
る
。
そ
こ
に
は
線
の
太
い
力
の
執
拗
な
格
闘
が
あ
る
。
し

か
し
す
べ
て
の
争
闘
は
結
局
雄
大
な
調
和
の
内
に
融
け
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
相
戦
う
力
が
完
全
な
権
衡

に
達
し
た
時
の
崇
高
な
静
寂
で
あ
る
。
尽
く
る
こ
と
な
き
力
を
人
の
心
に
暗
示
す
る
深
い
沈
黙
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
こ
の
簡
素
な
太
い
力
の
間
を
縫
う
細
や
か
な
曲
線
と
色
と
の
豊
富
微
妙
な
伴
奏
は
、
荘
厳
に

圧
せ
ら
れ
た
人
の
心
に
優
し
い
し
め
や
か
な
手
を
触
れ
る
。
　
　

　
も
と
よ
り
我
々
の
祖
先
は
、
右
の
ご
と
き
感
じ
か
た
を
し
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
彼
ら
は
と

に
か
く
そ
の
漠
然
た
る
無
意
識
の
内
に
、
右
の
ご
と
き
建
築
の
美
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
身
震
い
の
出
る
よ
う
な
烈
し
い
感
動
の
内
に
、
た
だ
た
だ
そ
の
素
朴
な
頭
を
下
げ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
際
彼
ら
の
意
識
に
上
る
唯
一
の
も
の
は
、
三
宝
を
尊
奉
す
る
と
い
う
漠
然

た
る
敬
虔
の
念
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
彼
ら
の
知
っ
て
い
る
の
は
、
た
だ
新
し
く
彼
ら
に
襲
来
し
た

「
仏
教
」
が
か
く
の
ご
と
き
信
仰
を
彼
ら
に
も
た
ら
し
た
、
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て

彼
ら
は
そ
の
感
動
の
烈
し
さ
の
ゆ
え
に
、
初
め
て
偉
大
な
る
生
活
に
対
す
る
眼
を
開
か
れ
、
初
め
て
真
に

尊
崇
す
べ
き
も
の
に
出
逢
っ
た
よ
う
な
心
持
ち
を
味
わ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
私
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
堂
前
に
歩
み
寄
っ
た
彼
ら
の
姿
を
想
像
す
る
。
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彼
ら
の
眼
前
に
開
い
た
大
き
い
薄
暗
い
空
間
は
、
こ
れ
ま
で
か
つ
て
彼
ら
の
経
験
し
な
い
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
こ
に
は
彼
ら
が
山
野
に
さ
ま
よ
い
蒼
空
を
な
が
め
る
時
よ
り
も
、
も
っ
と
大
き
い
「
大
き
さ
」
が

あ
っ
た
。
彼
ら
の
眼
に
は
、
天
を
さ
さ
え
る
よ
う
な
重
々
し
い
太
い
柱
が
見
え
る
。
そ
れ
が
荘
厳
な
堂
内

の
気
分
を
ま
す
ま
す
荘
重
神
秘
的
な
ら
し
め
て
い
る
。

　
し
か
し
、
彼
ら
が
そ
れ
を
感
ず
る
の
は
、
一
転
の
瞬
間
で
あ
る
。
彼
ら
の
眼
は
直
ち
に
正
面
の
「
偶
像
」

に
吸
い
寄
せ
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
瞬
間
に
ま
た
、
極
度
に
緊
張
し
た
彼
ら
の
全
心
を
奪
う
よ
う
な
烈

し
い
身
震
い
が
、
走
り
ま
た
走
る
。
彼
ら
は
お
の
ず
か
ら
頭
を
垂
れ
、
お
の
ず
か
ら
合
掌
し
て
、
帰
依
し

た
る
者
の
空
し
い
、
し
か
し
歓
喜
に
充
ち
た
心
持
ち
で
、
そ
の
「
偶
像
」
を
礼
拝
す
る
。

　
そ
れ
は
確
か
に
彼
ら
に
と
っ
て
「
偶
像
」
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
知
る
所
は
、
た
だ
そ
れ
が
、
無
限
の
力

と
最
高
の
権
威
と
を
有
す
る
仏
の
姿
だ
と
い
う
事
で
あ
る
。
超
人
間
的
な
神
秘
な
力
を
も
っ
て
人
間
を
救

い
人
間
に
慈
悲
を
垂
れ
る
菩
薩
の
姿
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
彼
ら
は
、
自
分
を
圧
倒
す
る
激

し
い
感
激
に
よ
っ
て
、
そ
の
知
識
の
偽
り
で
な
い
こ
と
を
自
分
自
身
に
実
証
し
た
。
彼
ら
は
自
己
の
前
に

あ
る
物
が
右
の
ご
と
き
神
秘
な
力
の
現
わ
れ
で
あ
る
こ
と
を
信
ず
る
ほ
か
は
な
い
。
ま
た
そ
れ
を
礼
拝
し

な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。

　
し
か
し
真
に
彼
ら
の
感
激
を
誘
っ
た
も
の
は
そ
の
偉
大
な
美
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
彼
ら
は
、
当
時
の
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偶
像
の
遺
物
を
我
々
が
芸
術
品
と
し
て
鑑
賞
す
る
が
ご
と
く
、
た
だ
美
的
鑑
賞
の
対
象
と
し
て
偶
像
に
対

し
た
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
無
意
識
の
内
に
も
常
に
偶
像
の
美
的
魅
力
か
ら
逃
れ
る
事
は
で
き
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
百
済
王
が
始
め
て
釈
迦
銅
像
を
献
じ
た
時
、
そ
れ
を
見
た
我
々
の
祖
先
の
著
明
な
る
一
人

は
、
そ
の
「
い
ま
だ
か
つ
て
見
ざ
る
端
厳
な
る
相
貌
」
に
歓
喜
し
た
。
そ
う
し
て
そ
れ
が
仏
教
襲
来
の
機

縁
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
仏
教
の
興
隆
と
と
も
に
ま
す
ま
す
芸
術
的
精
練
を
加
え
た
「
偶
像
」
が
、
い
か
に

わ
れ
ら
の
祖
先
の
心
に
美
的
魅
力
を
投
げ
掛
け
た
か
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
ほ
と
ん
ど
芸
術
を
持
た

な
か
っ
た
野
蛮
人
が
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
生
い
の
ちに
あ
ふ
れ
た
芸
術
品
の
持
ち
主
と
な
っ
た
の
だ
か
ら
。

　
試
み
に
見
よ
。
そ
の
円
い
滑
ら
か
な
肩
の
美
し
さ
。
清
楚
な
し
か
も
ふ
く
よ
か
な
そ
の
胸
の
神
々
し
さ
。

清
ら
か
な
、
の
び
の
び
し
た
円
い
腕
。
肢
体
を
包
ん
で
静
か
に
垂
直
に
垂
れ
た
衣
。
そ
う
し
て
柔
ら
か
な
、

無
限
の
慈
悲
を
湛
え
て
い
る
よ
う
な
そ
の
顔
。
　
　
そ
こ
に
は
い
の
ち
の
美
し
さ
が
、
波
の
立
た
な
い
底

知
れ
ぬ
深
淵
の
よ
う
に
、
静
か
に
凝
止
し
て
い
る
。
そ
れ
は
表
に
現
わ
れ
た
優
し
さ
の
底
に
隠
れ
る
無
限

の
力
強
さ
で
あ
る
。
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
尊
さ
美
し
さ
は
、
間
髪
を
い
れ
ず
人
間
の
肉
体
に
よ
っ
て
現
わ
さ

れ
、
直
ち
に
逆
に
、
人
間
の
肉
体
を
人
間
以
上
の
神
々
し
い
清
ら
か
さ
に
ま
で
高
め
て
い
る
。
そ
れ
は
自

然
に
即
し
て
し
か
も
自
然
の
奥
秘
を
掘
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
肉
体
の
は
か
な
さ
は
（
た
と
え
ば
、

「
こ
の
身
泡
の
ご
と
し
、
久
し
く
立
つ
を
得
ず
、
こ
の
身
幻
の
ご
と
し
、
顛
倒
よ
り
起
こ
る
、
こ
の
身
夢
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の
ご
と
し
、
虚
妄
の
見
よ
り
生
ず
、
こ
の
身
影
の
ご
と
し
、
業
縁
よ
り
現
わ
る
、
」
と
い
う
が
ご
と
き
人

身
の
無
常
は
）
、
本
来
清
浄
な
る
人
間
の
「
心
性
」
に
よ
っ
て
打
ち
克
た
れ
、
そ
こ
に
永
遠
な
る
い
の
ち

の
、
「
仏
」
の
、
象
徴
を
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　

　
人
間
が
幼
稚
で
あ
り
素
朴
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
こ
の
美
を
受
容
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
と
考
え
て
は

い
け
な
い
。
素
朴
な
心
は
解
釈
に
お
い
て
単
純
で
あ
り
、
省
察
に
お
い
て
粗
雑
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
本

能
的
な
直
覚
に
お
い
て
は
内
生
の
雑
駁
な
統
一
の
力
の
弱
い
文
明
人
よ
り
は
る
か
に
鋭
い
の
で
あ
る
。
恐

ら
く
美
に
対
す
る
そ
の
全
存
在
的
な
感
激
に
お
い
て
、
当
時
の
我
々
の
祖
先
は
そ
の
後
の
ど
の
時
代
の
子

孫
よ
り
も
優
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
彼
ら
を
新
し
い
運
動
に
引
き
入
れ
た
の
は
、
確
か
に
芸
術
的
魅
力
で
あ

っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
う
し
て
こ
の
感
激
が
彼
ら
の
生
活
全
体
を
更
新
し
な
い
で
は
や
ま
な
い
力
と
な
っ

た
に
相
違
な
い
。
こ
れ
は
私
の
推
測
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
推
測
な
く
し
て
は
私
は
古
代
の
芸
術
を
も
文

化
を
も
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
も
と
よ
り
私
は
当
時
の
人
々
の
す
べ
て
が
こ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
私
は
た
だ
代
表
的
な

場
合
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
す
で
に
当
時
の
有
力
な
人
々
が
か
く
の
ご
と
き
感
動

を
う
け
た
以
上
は
そ
れ
が
時
代
の
風
潮
と
な
る
に
は
、
何
の
困
難
も
な
い
。
暗
示
に
か
か
り
や
す
い
、
盲
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目
的
な
民
衆
は
直
ち
に
彼
ら
の
あ
と
に
つ
い
て
来
る
。

　
私
は
偶
像
礼
拝
者
の
歓
喜
を
さ
ら
に
高
調
に
達
せ
し
め
る
要
素
と
し
て
、
読
経
お
よ
び
儀
式
の
内
に
含

ま
れ
て
い
る
音
楽
的
お
よ
び
劇
的
影
響
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
我
々
の
祖
先
は
今
、
適
度
の
暗
さ
を
持
っ
た
荘
厳
な
殿
堂
の
前
に
、
神
聖
な
偶
像
の
美
に
打
た
れ
て
頭

を
垂
れ
て
い
る
。
や
が
て
数
十
人
の
老
若
の
僧
侶
が
夢
の
中
に
歩
く
人
の
ご
と
く
静
か
に
現
わ
れ
て
、
偶

像
の
前
に
合
掌
礼
拝
し
あ
る
い
は
ひ
ざ
ま
ず
き
あ
る
い
は
佇
立
す
る
。
柔
ら
か
な
衣
の
線
の
動
き
。
華
や

か
な
衣
の
色
の
対
照
。
群
集
の
規
律
あ
る
動
作
に
よ
っ
て
起
こ
る
劇
的
効
果
。
堂
内
の
空
気
は
ま
す
ま
す

緊
張
を
加
え
て
行
く
。
一
瞬
間
深
い
沈
黙
と
静
止
が
起
こ
る
。
突
如
と
し
て
鋭
い
金
属
の
響
き
が
堂
内
を

貫
ぬ
き
通
る
よ
う
に
響
く
。
美
し
い
高
い
女
高
音
に
近
い
声
が
、
そ
の
響
き
に
か
ら
み
つ
い
て
緩
や
か
な

独
唱
を
始
め
る
。
や
が
て
そ
れ
を
追
い
か
け
る
よ
う
に
低
い
大
き
い
合
唱
が
始
ま
る
。
屈
折
の
少
な
い
、

し
か
し
濃
淡
の
細
や
か
な
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
、
最
初
の
独
唱
に
よ
っ
て
ま
た
身
震
い
を
感
じ
な
い
で
い

ら
れ
な
か
っ
た
我
々
の
祖
先
の
心
を
、
大
き
い
融
け
合
っ
た
響
き
の
海
の
内
に
流
し
込
む
。
苦
し
い
ほ
ど

の
緊
張
は
快
い
静
か
な
歓
喜
に
返
っ
て
行
き
、
心
臓
の
鼓
動
は
ま
た
ゆ
る
や
か
に
低
い
調
子
を
取
り
返
す
。

　
け
れ
ど
も
こ
の
穏
や
か
さ
は
、
視
覚
に
集
中
し
た
心
が
聴
覚
の
方
へ
中
心
を
移
す
一
つ
の
中
間
状
態
に
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過
ぎ
な
い
。
僧
侶
た
ち
が
、
仏
を
礼
讃
す
る
心
持
ち
に
あ
ふ
れ
な
が
ら
読
誦
す
る
あ
り
が
た
い
お
経
は
、

再
び
徐
々
に
、
し
か
し
底
力
強
く
、
彼
ら
の
血
を
湧
き
立
た
せ
な
い
で
は
お
か
な
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
の

心
に
は
、
絶
大
微
妙
な
仏
力
に
対
す
る
帰
依
の
念
が
、
お
い
お
い
高
ま
っ
て
来
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
音

楽
が
与
え
る
有
頂
天
な
心
持
ち
と
ぴ
っ
た
り
相
応
じ
て
い
る
。
時
々
あ
の
高
い
声
の
独
唱
が
繰
り
返
さ
れ

る
の
も
、
そ
の
た
び
ご
と
に
い
く
ら
か
合
唱
が
急
調
に
な
っ
て
行
く
の
も
、
皆
彼
ら
の
歓
喜
を
あ
お
る
と

と
も
に
、
彼
ら
の
信
仰
を
刺
激
し
強
め
な
い
で
は
い
な
い
。
音
楽
の
力
は
た
だ
仏
の
力
と
し
て
彼
ら
に
受

け
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
音
楽
に
陶
酔
し
た
彼
ら
は
、
時
々
う
っ
と
り
と
し
た
眼
を
あ
げ
て
、
あ
の
神
々
し
い
偶
像
を
な
が
め
る
。

彼
ら
は
も
う
自
分
自
身
の
こ
と
な
ど
を
意
識
し
な
い
。
彼
ら
の
心
は
偶
像
の
内
に
融
け
入
り
、
た
だ
無
限

の
感
謝
と
祝
福
と
の
内
に
、
強
烈
な
光
燿
と
全
心
の
軽
快
と
を
経
験
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
実
際
、
興
奮

し
た
彼
ら
の
心
は
、
彫
刻
に
対
し
て
も
音
楽
に
対
し
て
も
、
き
わ
め
て
敏
感
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
内
の

い
の
ち
の
強
さ
と
濃
淡
と
は
、
た
と
え
明
確
に
で
は
な
く
と
も
、
き
わ
め
て
強
烈
に
感
ぜ
ら
れ
た
に
相
違

な
い
。
こ
と
に
右
の
場
合
の
ご
と
く
、
す
べ
て
の
芸
術
的
効
果
と
宗
教
的
感
化
と
が
、
た
だ
一
点
に
、
す

な
わ
ち
偶
像
の
礼
拝
に
集
中
し
て
い
る
際
に
は
、
そ
の
有
頂
天
が
い
か
に
深
く
強
い
か
、
ほ
と
ん
ど
我
々

の
想
像
以
上
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
か
く
し
て
我
々
の
祖
先
は
、
偶
像
崇
拝
に
お
い
て
一
種
の
美
的
宗
教
的
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な
大
歓
喜
を
味
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
、
「
生
き
が
い
の
あ
る
」
、
よ
り
高
い
生
活
を
求
め
て
「
道
場
」
に
は
い
っ
た
多

く
の
僧
侶
に
お
い
て
、
一
層
著
し
か
っ
た
に
相
違
な
い
。

　
当
時
の
寺
院
は
恐
ら
く
す
べ
て
の
点
か
ら
見
て
文
化
の
宝
蔵
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
た
だ
修
道
と
鍛
練

と
の
精
進
生
活
が
あ
っ
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
学
問
、
美
術
、
教
養
な
ど
が
そ
の
主
要

な
内
容
と
な
っ
て
い
た
。
あ
た
か
も
大
学
と
劇
場
と
美
術
学
校
と
美
術
館
と
音
楽
学
校
と
音
楽
堂
と
図
書

館
と
修
道
院
と
を
打
っ
て
一
丸
と
し
た
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
精
神
的
滋
養
を
蔵
し
た
所
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
彼
ら
は
象
徴
詩
に
し
て
哲
理
の
書
な
る
仏
典
の
講
義
を
聞
い
た
。
そ
の
神
話
的
な
、
象
徴
化
の
多

い
表
現
に
親
し
む
と
と
も
に
、
そ
れ
を
具
体
化
し
た
仏
像
仏
画
に
も
接
し
た
。
私
は
彼
ら
の
心
臓
の
鼓
動

を
聞
く
よ
う
に
思
う
。
　
　
彼
ら
が
朝
夕
そ
の
偶
像
の
前
に
合
掌
す
る
時
、
あ
る
い
は
偶
像
の
前
を
回
り

な
が
ら
讃
頌
の
詩
経
を
誦
す
る
時
、
彼
ら
の
感
激
は
一
般
の
参
詣
者
よ
り
も
さ
ら
に
一
層
深
か
っ
た
に
相

違
な
い
。

　
私
は
こ
の
種
の
僧
侶
の
う
ち
、
特
に
天
分
の
豊
か
で
あ
っ
た
少
数
の
も
の
が
、
単
に
「
受
く
る
者
」

「
味
わ
う
者
」
で
あ
る
事
に
満
足
せ
ず
し
て
、
進
ん
で
「
与
う
る
者
」
「
作
る
者
」
と
な
っ
た
こ
と
を
、
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少
し
の
不
自
然
も
な
く
想
像
し
得
る
と
思
う
。

　
芸
術
鑑
賞
と
宗
教
的
帰
依
と
が
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
様
に
あ
る
少
数
者
に
取
っ
て
は
、
芸
術
製

作
と
宗
教
的
救
済
と
が
一
つ
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
実
際
こ
の
特
に
象
徴
的
な
仏
教
に
お
い

て
は
、
彼
ら
が
感
じ
得
た
あ
る
宗
教
的
心
境
は
、
彼
ら
の
内
に
現
わ
れ
た
時
に
す
で
に
象
徴
的
な
形
を
取

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
そ
れ
を
人
に
伝
え
人
を
救
お
う
と
す
る
時
に
は
、
彼
ら
は
必
然
に
そ
の
象

徴
を
実
現
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
の
方
法
は
芸
術
の
ほ
か
に
な
い
。
か
く
て
僧
侶
は
芸
術
家
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
ま
た
た
と
え
、

本
来
の
芸
術
家
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
製
作
欲
が
熟
す
る
た
め
に
は
、
必
ず
僧
侶
に
な
る
か
あ
る
い
は

熱
烈
な
信
者
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
偶
像
礼
拝
と
密
接
に
相
関
す
る
芸
術
製
作
の
特
異
な

例
が
あ
る
の
で
あ
る
。
芸
術
鑑
賞
が
そ
の
根
源
を
製
作
者
の
内
生
に
発
す
る
ご
と
く
、
偶
像
礼
拝
も
ま
た

そ
の
根
源
を
偶
像
製
作
者
の
内
生
に
発
す
る
。
我
々
は
祖
先
の
内
の
こ
の
製
作
者
を
、
も
っ
と
も
っ
と
尊

敬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
芸
術
家
が
独
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
ご
と
き
は
、
こ
の
際
何
ら
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
特

に
何
事
か
の
欠
如
に
帰
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
偶
像
礼
拝
の
心
理
を
あ
ま
り
に
も
軽
視
す
る
か
ら

で
あ
る
。
か
の
時
代
に
お
い
て
は
宗
教
家
は
何
ら
か
の
程
度
に
お
い
て
必
ず
芸
術
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
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か
っ
た
。
そ
れ
は
当
時
の
宗
教
の
内
奥
か
ら
出
た
必
然
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
こ
に
偶
像
礼
拝
の
最
後

の
契
機
が
あ
っ
た
。
あ
る
人
は
僧
侶
が
製
作
す
る
理
由
を
、
儀
規
に
通
ず
る
ゆ
え
と
伝
道
の
方
便
の
ゆ
え

と
に
帰
し
て
説
明
し
た
が
、
そ
の
種
の
理
由
は
人
を
し
て
芸
術
家
た
ら
し
め
る
に
何
の
効
も
あ
る
ま
い
。

芸
術
家
は
、
た
だ
知
識
と
功
利
的
目
的
と
に
よ
っ
て
の
み
製
作
欲
を
起
こ
し
得
る
ほ
ど
、
い
い
加
減
な
も

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
私
は
偶
像
崇
拝
の
正
当
な
根
拠
を
説
い
た
。
こ
の
視
点
か
ら
見
て
、
千
年
以
前
の
我
々
の
祖
先
の
文
化

が
い
か
に
心
理
的
な
深
さ
を
獲
得
す
る
か
は
、
き
わ
め
て
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
の
成
功
を
伴
な
っ

た
華
や
か
な
方
面
に
お
い
て
も
、
ま
た
腐
敗
を
伴
な
っ
た
暗
黒
な
方
面
に
お
い
て
も
。
　
　

　
こ
れ
は
確
か
に
一
つ
の
視
点
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
私
は
今
、
祖
先
の
生
活
を
見
つ
め
て
い
る
。
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