
序

L
･
B
･
マ
イ
ヤ
ー
に
お
け
る
音
楽
の
反
復
聴
取
の
問
題

-

音
楽
の
意
義
あ
る
い
は
享
受
の
減
少
を
も
た
ら
す
熟
知
に
つ
い
て

沖

野

成

紀

現
代
ア
メ
､
リ
カ
の
音
楽
学
者
マ
イ
ヤ
ー
(
L
e
O
n
a
r
d
B
.
M
e
y
e
r
｣
讐
0
0
⊥
は
､
様
々
な
分
野
､
特
に
音
楽
心
理
学
の
領
域
で
名
が
高

い
｡
美
学
に
お
い
て
も
､
と
り
わ
け
最
初
の
著
作
『
音
楽
に
お
け
る
情
動
と
意
味
』
で
音
楽
の
構
造
と
音
楽
の
喚
起
す
る
感
情
と
を
統
一

的
に
扱
っ
た
点
や
､
そ
の
後
の
情
報
理
論
の
導
入
等
で
注
目
を
浴
び
短
本
考
で
は
､
マ
イ
ヤ
ー
が
情
報
理
論
へ
の
接
近
を
図
っ
て
い
た

頃
に
定
式
化
さ
れ
た
音
楽
の
[
音
楽
的
]
意
義
(
m
u
s
i
邑
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
c
e
)
あ
る
い
は
享
受
(
e
n
j
O
y
m
e
n
t
)
に
関
わ
る
一
つ
の
問
題
に
焦

点
を
当
て
た
い
｡
す
な
わ
ち
､
音
楽
の
再
聴
取
あ
る
い
は
反
復
聴
取
の
問
題
で
あ
る
｡

本
文
に
お
い
て
見
る
よ
う
に
､
マ
イ
ヤ
ー
の
言
う
音
楽
的
意
義
と
は
､
予
期
せ
ざ
る
も
の
(
t
b
e
u
n
①
眉
e
C
t
e
d
)
､
よ
り
蓋
然
性
の
低
い

も
の
(
t
b
e
-
e
s
s
p
r
O
b
a
b
-
e
)
に
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
意
義
は
､
な
ぜ
同
じ
音
楽
が
繰
り
返
し
て
聴
か
れ

る
の
か
を
説
明
し
な
い
｡
既
に
聴
い
た
曲
に
つ
い
て
何
が
起
こ
る
か
知
っ
て
し
ま
え
ば
､
そ
の
後
の
聴
取
に
お
い
て
予
期
せ
ざ
る
も
の
は

予
期
さ
れ
る
も
の
と
な
り
､
し
た
が
っ
て
音
楽
の
意
義
は
､
反
復
聴
取
に
よ
る
曲
の
熟
知
(
f
a
m
i
-
i
a
r
i
t
y
)
と
と
も
に
減
少
の
一
途
を
た

ど
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

マ
イ
ナ
ー
と
親
交
の
あ
る
我
が
国
の
音
楽
教
育
学
者
村
尾
忠
廣
に
よ
れ
ば
､
こ
の
よ
う
な
批
判
が
マ
イ
ヤ
ー
の
理
論
の
欠
点
と
し
て
､

二王



三六

そ
れ
こ
そ
繰
り
返
し
説
か
れ
て
き
た
が
､
そ
の
多
く
は
こ
の
問
題
に
関
す
る
マ
イ
ヤ
ー
自
身
の
議
論
を
十
分
に
理
解
し
た
上
で
の
も
の
で

は
な
い
､
と
い
恕
そ
の
中
に
あ
っ
て
村
尾
の
最
も
評
価
す
る
批
判
は
ジ
ャ
ツ
ケ
ン
ド
フ
(
R
a
y
J
a
c
k
e
n
d
O
f
f
)
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡

ジ
ャ
ツ
ケ
ン
ド
フ
は
､
マ
イ
ヤ
ー
が
特
に
こ
の
間
題
に
つ
い
て
自
説
を
擁
護
し
た
論
文
｢
音
楽
の
再
聴
取
に
つ
い
て
｣
の
論
点
を
逐
一
取

り
上
げ
､
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
成
功
し
て
い
な
い
と
批
判
を
加
え
､
さ
ら
に
は
､
マ
イ
ヤ
ー
の
理
論
を
救
済
す
る
と
い
う
議
論
ま
で
展
開

し
て
見
せ
て
い
る
(
以
上
は
第
一
節
に
お
い
て
見
る
)
｡

し
か
し
な
が
ら
彼
ら
の
議
論
を
追
っ
て
ゆ
く
う
ち
に
私
は
､
熟
知
に
と
も
な
う
意
義
の
減
少
と
い
っ
て
も
､
少
な
く
と
も
マ
イ
ヤ
ー
に

お
い
て
は
二
つ
の
｢
熟
知
｣
を
区
別
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
に
至
っ
た
｡
す
.
な
わ
ち
､
｢
作
品
の
熟
知
｣
と
､
特
に
様
式
の
変
化

が
言
及
さ
れ
る
場
合
に
問
題
と
な
る
｢
パ
タ
ー
ン
の
熟
知
｣
と
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
マ
イ
ヤ
ー
に
お
い
て
､
反
復
に
よ
る
音
楽
的
意
義
の

減
少
と
い
う
考
え
方
は
､
様
式
の
変
化
を
歴
史
的
に
説
明
す
る
文
脈
で
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
作
品
の
反
復
聴
取
を
論
じ

る
際
に
も
マ
イ
ヤ
ー
は
､
意
義
が
失
わ
れ
得
る
こ
と
の
認
拠
の
一
つ
と
し
て
､
様
式
が
変
化
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
(
以
上

は
第
二
節
)
｡

こ
れ
ら
二
つ
の
｢
熟
知
｣
を
弁
別
し
て
考
え
る
な
ら
､
次
の
こ
と
が
示
さ
れ
得
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
作
品
の
熟
知
｣
が
実
際
音
楽
の
意

義
の
消
耗
に
つ
な
が
る
か
否
か
は
､
結
局
の
と
こ
ろ
聴
き
方
に
よ
る
と
い
う
こ
と
､
そ
し
て
｢
パ
タ
ー
ン
の
熟
知
｣
に
つ
い
て
言
え
ば
､

そ
れ
は
､
少
な
く
と
も
作
品
の
ト
ー
タ
ル
な
意
義
の
消
耗
に
は
､
さ
は
ど
関
与
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
観
点

か
ら
見
れ
ば
､
ジ
ャ
ッ
ケ
ン
ト
フ
の
代
案
も
､
現
象
の
説
明
と
し
て
は
マ
イ
ヤ
ー
の
理
論
と
同
じ
有
効
射
程
し
か
持
ち
得
な
い
こ
と
､
そ

の
限
り
で
､
前
者
は
後
者
を
乗
り
越
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
(
以
上
第
三
節
)
｡

と
は
い
え
､
本
考
は
､
単
に
マ
イ
ヤ
ー
の
理
論
を
擁
護
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
結
び
に
お
い
て
は
､
マ
イ
ヤ
ー
の
様
式
観
の
そ
の
後
の

変
化
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
彼
の
音
楽
的
意
義
概
念
の
相
対
化
を
試
み
る
｡



一
昔
楽
の
動
的
構
文
的
な
意
義
と
反
復
聴
取
の
問
題

-

マ
イ
ヤ
ー
の
五
つ
の
理
由
と
ジ
ャ
ツ
ケ
ン
ド
フ
の
｢
パ
ー
サ
ー
｣
説

本
節
で
は
ま
ず
､
｢
音
楽
の
再
聴
取
に
つ
い
て
｣
に
お
け
る
マ
イ
ヤ
ー
の
議
論
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
｡

マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
､
音
楽
の
理
解
(
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
)
と
享
受
が
主
と
し
て
何
に
基
づ
く
と
考
え
る
か
に
よ
っ
て
､
次
の
三
つ
の
基

本
的
な
立
場
が
区
別
さ
れ
る
と
い
う
｡
す
な
わ
ち
､
構
造
単
位
の
間
に
存
す
る
形
式
的
な
関
係
を
重
視
す
る
形
式
的
(
f
｡
r
m
a
-
)
な
立
場
､

動
的
な
過
程
を
重
視
す
る
動
的
構
文
的
(
k
i
n
e
t
i
?
S
y
n
t
a
C
t
i
c
)
な
立
場
､
音
楽
外
の
経
験
に
つ
い
て
の
概
念
や
行
動
や
情
念
を
描
写
あ
る

い
は
喚
起
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
指
示
的
(
邑
e
r
e
n
t
i
巴
)
な
立
場
で
あ
る
｡
1
9
世
紀
末
以
降
は
動
的
構
文
的
な
立
場
が
優
勢
を
占
め
て
き

た
が
､
特
に
近
年
で
は
､
音
楽
の
動
的
な
過
程
が
有
意
義
な
コ
､
､
､
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
な
る
際
の
独
自
性
を
､
心
理
学
的
諸
概
念
や
情
報

理
論
を
用
い
て
､
で
き
る
限
り
精
確
に
特
定
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
顕
著
と
な
っ
て
い
る
｡

マ
イ
ヤ
ー
は
､
こ
の
よ
う
に
特
殊
化
さ
れ
た
(
t
b
u
s
s
p
e
c
i
f
i
e
d
)
動
的
構
文
的
な
立
場
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
一
つ
の
音
楽
的

出
来
事
-
音
で
あ
れ
動
機
で
あ
れ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
れ
楽
節
で
あ
れ
-
は
､
熟
練
し
た
聴
き
手
に
､
一
つ
の
後
続
の
出
来
事
あ
る
い

は
幾
つ
か
の
選
択
し
得
る
出
来
事
の
到
来
を
､
意
識
的
に
で
あ
れ
無
意
識
的
に
で
あ
れ
､
予
期
さ
せ
る
｡
こ
の
よ
う
な
予
期
あ
る
い
は
主

観
的
予
言
(
p
r
e
d
i
c
t
i
O
n
S
)
は
､
様
々
な
程
度
の
確
か
ら
し
さ
を
と
も
な
っ
て
な
さ
れ
る
｡
こ
れ
を
客
観
的
に
見
れ
ば
､
一
つ
の
音
楽
的

出
来
事
が
､
諸
々
の
後
続
の
出
来
事
を
､
そ
れ
ぞ
れ
の
蓋
然
性
の
程
度
(
d
①
g
r
e
e
O
f
p
r
O
b
a
b
i
-
i
t
y
[
確
率
]
)
を
と
も
な
い
つ
つ
内
含

す
る
(
i
m
p
-
y
)
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
｢
音
楽
的
意
義
と
は
､
個
々
の
音
楽
的
出
来
事
が
起
こ
り
そ
う
だ
と
感
じ
ら
れ
る
蓋
然
性
の
程
度
の

関
数
で
あ
る
｣
(
R
M
N
笠
)
｡

た
だ
し
､
そ
れ
は
負
の
相
関
を
示
す
関
数
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
或
る
音
楽
的
出
来
事
の
も
つ
蓋
然
性
は
､
そ
の
出
来
事
自
体
の
性
格
の

み
な
ら
ず
､
そ
れ
以
前
に
過
ぎ
去
っ
た
す
べ
て
の
出
来
事
の
本
性
と
蓋
然
性
に
も
依
存
す
る
｡
こ
れ
を
三
一
口
で
ま
と
め
る
な
ら
､
｢
或
る

二
一
七



三八

出
来
事
と
こ
れ
へ
の
到
達
手
段
と
の
関
係
の
蓋
然
性
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
､
そ
の
出
来
事
の
意
義
は
小
さ
く
な
る
｣
(
R
M
N
窒
)
｡

し
か
し
な
が
ら
､
音
楽
的
意
義
を
こ
の
よ
ケ
に
規
定
す
る
立
場
は
､
｢
良
い
音
楽
は
数
え
切
れ
ぬ
は
ど
何
回
で
も
再
聴
取
さ
れ
再
享
受

さ
れ
得
る
｣
(
i
b
i
d
.
)
と
い
う
一
般
的
な
信
念
(
b
e
-
i
e
f
)
と
､
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
｢
或
る
作
品
を
既
に
聞

い
て
い
る
の
な
ら
､
我
々
は
何
が
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
知
っ
て
い
る
(
k
n
O
W
)
こ
と
に
な
り
､
し
た
が
っ
て
そ
れ
以
後
の
聴
取
に

お
い
て
は
､
蓋
然
性
の
な
い
も
の
が
蓋
然
的
に
な
り
､
予
期
せ
ざ
る
も
の
が
予
期
さ
れ
る
も
の
と
な
り
､
す
べ
て
の
予
言
は
確
認
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡
故
に
､
動
的
構
文
的
な
見
解
に
従
え
ば
､
或
る
作
品
の
よ
り
後
で
の
聴
取
は
､
よ
り
以
前
の
聴
取
と
比
べ
て
､
よ

り
少
し
の
情
報
し
か
も
た
ら
さ
な
い
は
ず
で
あ
る
｣
(
i
b
i
d
.
傍
点
は
原
文
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
､
以
下
同
)
｡
そ
こ
で
マ
イ
ヤ
ー
は
､
特

殊
化
さ
れ
た
動
的
構
文
的
な
立
場
か
ら
､
こ
の
一
般
的
信
念
を
説
明
し
得
る
理
由
と
し
て
､
以
下
の
五
つ
を
挙
げ
る
｡

一
つ
目
の
理
由
は
､
音
楽
の
理
解
に
関
わ
る
も
の
な
の
で
､
少
し
詳
細
に
見
て
お
こ
う
｡
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
､
音
楽
を
理
解
す
る
と

は
､
単
に
個
々
の
音
を
知
覚
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
､
音
が
パ
タ
ー
ン
(
す
な
わ
ち
音
楽
的
出
来
事
)
を
､
さ
ら
に
は
よ
り

小
さ
な
パ
タ
ー
ン
が
よ
り
大
き
な
パ
タ
ー
ン
を
階
層
的
に
形
成
す
る
よ
う
な
仕
方
で
､
諸
音
を
互
い
に
関
係
づ
け
る
こ
と
を
含
む
｡
か
く

し
て
｢
幾
つ
か
の
階
層
レ
ヴ
ュ
ル
に
あ
る
諸
々
の
パ
タ
ー
ン
の
i
m
p
-
i
O
a
t
i
O
n
S
(
内
含
)
が
､
同
時
的
に
存
在
し
､
か
つ
相
互
に
作
用

し
あ
う
｣
(
R
M
N
巴
)
｡
し
た
が
っ
て
､
｢
最
初
の
聴
取
で
は
一
つ
の
出
来
事
の
i
m
p
-
i
c
a
t
i
O
n
S
の
多
く
を
捉
え
そ
こ
な
っ
て
い
る
｣
の
で
､

｢
少
な
く
と
も
初
め
の
う
ち
は
､
熟
知
と
と
も
に
享
受
も
増
大
す
る
｣
(
i
b
i
d
.
)
｡
と
い
う
の
も
､
先
に
見
た
よ
う
に
､
動
的
構
文
的
な
意

義
は
､
そ
も
そ
も
i
m
p
-
i
c
a
t
i
O
n
-
す
な
わ
ち
先
行
す
る
出
来
事
が
後
続
の
も
の
を
i
m
p
-
ア
サ
る
と
い
う
関
係

-

が
把
撞
さ
れ
な

け
れ
ば
､
成
立
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

以
下
の
理
由
は
簡
単
に
見
て
お
こ
う
｡
二
番
目
の
も
の
は
､
我
々
の
記
憶
の
特
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
作
品
の
中
で

構
造
化
の
弱
い
部
分
は
､
何
回
か
の
聴
取
を
通
し
て
も
､
予
言
さ
れ
ざ
る
ま
ま
､
予
期
さ
れ
ざ
る
ま
ま
の
状
態
に
留
ま
る
｣
(
i
b
i
d
.
)
｡

三
番
目
の
理
由
は
､
聴
き
手
の
側
で
の
変
化
に
よ
る
､
同
左
品
の
音
楽
経
験
の
相
対
的
な
変
慢
第
四
は
演
奏
の
寄
与
で
あ
る
｡
そ
し



て
最
後
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
｢
美
的
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
｣
で
あ
る
｡
我
々
は
､
た
と
え
何
が
起
こ
渇
か
知
っ
て
い
る
劇
行
動
で
あ
っ
て
も
､

あ
た
か
も
初
め
て
見
る
か
の
よ
う
に
､
そ
の
展
開
に
従
い
そ
の
意
外
さ
に
反
応
し
な
が
ら
信
じ
込
む
こ
と
が
で
き
る
｡
ち
ょ
う
ど
こ
れ
と

同
様
の
事
態
が
､
音
楽
に
お
い
て
も
起
こ
り
得
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡

以
上
の
五
つ
は
､
或
る
程
度
の
期
間
は
享
受
が
維
持
な
い
し
は
増
大
し
さ
え
す
る
理
由
を
説
明
す
る
｡
し
か
し
そ
れ
ら
は
､
い
つ
ま
で

も
享
受
を
と
も
な
っ
た
反
復
聴
取
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
は
し
な
い
｡
マ
イ
ヤ
ー
は
､
こ
れ
ら
す
べ
て
の
理
由
が
通
用
し
な
く
な

る
ほ
ど
一
つ
の
曲
の
一
つ
の
演
奏
を
熟
知
し
た
よ
う
な
状
況
を
想
定
し
､
こ
の
場
合
で
も
聴
き
手
は
再
聴
取
を
価
値
あ
る
経
験
と
見
る
で

あ
ろ
う
か
､
と
問
う
｡
そ
こ
で
も
し
答
え
が
､
｢
聴
き
手
は
そ
の
作
品
を
か
つ
て
と
同
じ
は
ど
享
受
し
得
る
｣
と
い
う
も
の
で
あ
れ
ば
､

動
的
構
文
的
な
理
論
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
､
と
言
う
｡

マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
､
こ
の
間
い
は
｢
理
論
の
問
題
｣
で
は
な
く
｢
事
実
の
問
題
｣
で
あ
り
､
さ
ら
に
は
､
音
楽
の
享
受
に
関
す
る
実

験
的
な
研
究
が
も
っ
と
発
展
し
な
い
限
り
､
そ
う
簡
単
に
は
確
証
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
と
い
う
｡
し
か
し
な
が
ら
､
｢
今
の
と
こ
ろ
は

日
常
的
経
験
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
す
る
と
通
常
の
観
察
は
､
作
曲
家
､
演
奏
家
そ
し
て
聴
衆
が
､
事
実
､
非
常
に
熟
知
し
た

音
楽
に
飽
き
る
(
t
i
r
e
O
f
)
と
い
う
傾
向
を
持
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
｣
(
R
M
N
芭
｡
そ
し
て
マ
イ
ヤ
ー
は
､
作
曲
家
に
関
し

て
は
作
曲
の
様
式
的
展
開
の
過
程
を
､
演
奏
家
に
関
し
て
は
､
彼
ら
が
新
し
い
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
求
め
､
さ
ら
に
は
既
に
よ
く
知
っ
て
い

る
曲
の
解
釈
も
変
え
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
､
聴
衆
に
関
し
て
は
､
新
し
い
作
品
と
､
熟
知
し
た
作
品
の
新
し
い
解
釈
と
を
求
め
よ
う
と

す
る
点
等
を
指
摘
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
こ
れ
ら
の
事
実
を
見
る
限
り
､
先
の
問
い
に
対
し
て
｢
聴
き
手
は
そ
の
作
品
を
か
つ
て
と
同
じ
は

ど
享
受
し
得
る
｣
と
は
と
て
も
答
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
｡
最
後
に
マ
イ
ヤ
ー
は
､
｢
大
切
に
さ
れ
て
き
た
傑
作
が
反
復
聴
取

と
と
も
に
消
耗
さ
れ
(
e
舛
訂
u
s
t
e
d
)
､
そ
の
趣
(
s
a
∃
)
を
失
い
得
る
と
い
う
事
実
に
直
面
す
る
｣
(
R
M
N
3
と
ま
で
言
っ
て
い
る
｡

マ
イ
ヤ
ー
の
提
示
し
た
五
つ
の
理
由
は
､
概
ね
基
本
的
に
は
､
妄
熟
知
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
も
､
ま
だ
未
知
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
残
っ

て
い
る
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
理
由
を
い
く
ら
重
ね
て
も
､
で
は
そ
の
理
由
が
も
は
や
通
用
し
な
い
状
況
で
は
ど
う

二元
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ニ
○

な
の
か
と
い
う
反
論
を
免
れ
な
い
｡
そ
こ
で
マ
イ
ヤ
ー
は
､
意
義
が
事
実
最
終
的
に
ど
う
な
る
か
は
実
験
に
よ
る
確
証
を
ま
た
ね
ば
な
ら

な
い
が
､
と
り
あ
え
ず
は
日
常
的
な
観
察
碇
よ
っ
て
判
断
を
下
せ
ば
､
意
義
は
失
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
最

終
的
に
は
信
念
の
方
が
偽
と
な
り
､
よ
っ
て
理
論
を
修
正
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
態

と
れ
に
対
し
て
ジ
ャ
ッ
ケ
ン
ド
フ
は
､
多
か
れ
少
か
れ
飽
き
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
､
意
義
が
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
と

考
え
る
｡
こ
の
事
実
に
照
ら
せ
ば
マ
イ
ヤ
ー
.
の
説
は
､
意
義
が
限
り
な
く
零
に
近
付
く
こ
と
を
予
測
す
る
か
ら
､
誤
り
と
な
態
よ
っ
て

ジ
ャ
ツ
ケ
ン
ド
フ
は
､
ど
ん
な
に
熟
知
し
て
も
音
楽
的
意
義
が
零
に
な
る
こ
と
は
な
い
理
由
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
､
｢
予
期
理

論
を
救
う
｣
と
称
し
て
マ
イ
ヤ
ー
に
代
わ
る
説
を
提
示
し
て
い
る
｡

た
だ
し
｢
音
楽
の
パ
ー
シ
ン
グ
[
構
文
解
析
]
と
音
楽
の
情
動
｣
と
題
さ
れ
た
こ
の
論
文
は
､
そ
の
大
部
分
が
音
楽
の
知
覚
理
論
の
試

み
に
費
や
さ
れ
て
い
る
｡
ジ
ャ
ッ
ケ
ン
ド
フ
は
､
既
に
F
r
e
d

L
e
r
d
a
E
と
の
共
著
『
調
性
音
楽
の
生
成
理
論
』
に
お
い
て
､
理
想
的
な

聴
き
手
に
よ
る
音
楽
理
解
の
最
終
状
態
の
解
明
を
目
指
し
､
音
楽
の
文
法
を
様
々
な
規
則
の
集
成
と
い
う
形
で
提
示
し
た
｡
そ
し
て
こ
れ

ら
の
規
則
が
､
楽
曲
の
リ
ア
ル
･
タ
イ
ム
で
の
経
験
に
お
い
て
実
際
ど
の
よ
う
に
し
て
働
き
得
る
の
か
を
示
す
こ
と
が
､
こ
の
論
文
の
主

目
的
で
あ
っ
た
｡

そ
の
た
め
の
事
例
分
析
と
し
て
､
次
の
よ
う
な
二
つ
の
理
想
化
の
下
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
『
マ
タ
イ
受
難
曲
』
の
中
の
コ
ラ
ー
ル
の
冒

頭
四
小
節
は
､
パ
ー
シ
ン
グ
過
程
の
複
雑
さ
を
よ
く
示
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
演
奏
に
は
音
響
上
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
全
く
な
い
も
の
と

し
､
か
つ
聴
き
手
は
調
性
音
楽
に
は
慣
れ
て
い
る
が
こ
の
曲
を
初
め
て
(
し
か
も
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
切
り
離
し
て
)
聴
く
も
の
と

す
る
｡
こ
の
よ
う
な
条
件
下
で
は
､
;
日
進
む
毎
に
拍
子
､
調
性
な
ど
に
つ
い
て
多
く
の
解
釈
の
可
能
性
が
生
じ
る
が
､
聴
き
手
は
､
音

楽
文
法
の
諸
規
則
の
み
に
頼
っ
て
､
や
が
て
は
そ
れ
ら
を
一
義
的
に
確
定
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

注
目
す
べ
き
は
､
こ
れ
が
単
な
る
紙
の
上
だ
け
の
分
析
で
は
な
く
､
本
質
的
に
は
こ
れ
と
同
様
の
解
析
を
､
調
性
音
楽
に
慣
れ
親
し
ん

だ
者
な
ら
誰
で
も
無
意
識
の
う
ち
に
行
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
｡
ジ
ャ
ツ
ケ
ン
ド
フ
は
､
我
々
の
う
ち
に
あ
っ
て
こ
の
よ
う



な
解
析
を
実
行
す
る
認
知
回
路
と
し
て
､
｢
無
意
識
的
な
音
楽
の
パ
ー
サ
ー
[
構
文
解
析
装
置
]
(
u
n
c
O
n
S
C
i
O
u
S

m
u
S
i
c
巴
p
a
r
s
e
r
)
｣

あ
る
い
は
｢
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
｣
を
想
定
す
る
｡

ジ
ャ
ツ
ケ
ン
ド
フ
に
よ
れ
ば
､
先
の
二
つ
の
理
想
的
な
条
件
が
な
い
場
合
で
も
､
パ
ー
サ
ー
は
同
様
に
機
能
す
る
と
い
う
｡
さ
ら
に
は

熟
知
し
た
曲
で
あ
っ
て
も
､
そ
れ
が
ま
さ
に
熟
知
し
て
い
る
当
の
曲
だ
と
分
か
る
か
ら
に
は
､
ま
ず
パ
ー
サ
ー
が
耳
に
入
っ
て
く
る
音
楽

を
休
み
な
く
分
析
し
､
こ
れ
が
長
期
記
憶
の
中
に
あ
る
曲
と
比
較
さ
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
､
と
い
う
｡
す
な
わ
ち
パ
ー
サ
ー
は
､
か

っ
て
聴
い
た
曲
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
､
記
憶
さ
れ
た
音
楽
が
想
起
さ
れ
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
､
た
だ
ひ
た
す
ら
､
提
示
さ
れ
る
音

楽
を
解
析
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
な
論
拠
か
ら
ジ
ャ
ッ
ケ
ン
ド
フ
は
､
パ
ー
サ
ー
は
分
析
を
展
開
す
る
に
当
た
っ
て
､
音
楽
文
法
の
諸
規
則
し
か
自
由
に
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
､
記
憶
か
ら
は
独
立
し
て
い
る
､
と
推
論
す
る
｡
そ
し
て
パ
ー
サ
ー
の
こ
の
よ
う
な
性
格
が
､
反
復
聴
取
の
問
題

に
次
の
よ
う
な
解
決
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
｡
｢
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
す
れ
ば
､
例
え
ば
偽
終
止
が
来
る
こ
と
が
聴
き
手
に
意
識
的
に

分
か
っ
て
い
た
と
し
て
も
､
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
そ
の
も
の
に
は
こ
の
知
識
が
効
か
な
い
こ
と
に
な
る
｡
･
･
･
パ
ー
サ
ー
は
意
識
的
な
記
憶

か
ら
独
立
し
て
い
る
の
で
､
毎
回
偽
終
止
に
よ
っ
て
欺
か
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
故
に
偽
終
止
は
､
聴
き
手
が
音
楽
に
注
意
し
て
い
る
限
り
､

固
有
の
情
動
を
生
み
出
す
だ
ろ
う
｣
(
M
P
A
N
N
→
)
｡
言
い
換
え
れ
ば
､
ジ
ャ
ツ
ケ
ン
ド
フ
は
､
動
的
構
文
的
な
音
楽
の
意
義
を
判
定
す
る

我
々
の
内
な
る
装
置
と
し
て
､
記
憶
か
ら
供
給
さ
れ
る
知
識
と
は
無
縁
な
パ
ー
サ
ー
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
曲
を
熟
知
し
て
い
る

場
合
で
も
な
お
､
そ
の
音
楽
的
意
義
が
本
質
的
に
持
続
し
得
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡

さ
て
､
以
上
見
て
き
た
マ
イ
ヤ
ー
と
ジ
ャ
ツ
ケ
ン
ド
フ
の
議
論
に
対
し
て
ま
ず
気
の
つ
く
点
は
､
両
者
の
理
論
的
な
対
立
の
根
底
に
は
､

事
実
の
認
識
に
つ
い
て
の
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
熟
知
と
と
も
に
音
楽
的
意
義
が
多
か
れ
少
な
か
れ
減
少
す
る

と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
最
終
的
に
失
わ
れ
得
る
か
否
か
と
い
う
点
で
､
両
者
は
認
識
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
､
意
義
が
消
耗
さ
れ
得
る
証
拠
と
し
て
マ
イ
ヤ
ー
が
挙
げ
て
い
た
の
は
､
単
に
演
奏
家
や
聴
き
手
が
飽
き
る
と
い

二三
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ぅ
こ
と
だ
け
で
は
な
か
っ
た
点
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
マ
イ
ヤ
ー
が
､
反
復
に
よ
る
音
楽
的
意
義
の
減
少
･
消
耗
と
い
う
考
え
方
を
最
初
に

提
示
し
て
見
せ
た
の
は
､
様
式
の
変
化
を
歴
史
的
に
説
明
す
る
文
脈
に
お
い
て
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
こ
こ
で
は
逆
に
､
意
義
が
消
耗
さ
れ

得
る
証
拠
と
し
て
､
様
式
の
変
化
と
い
う
事
実
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

よ
っ
て
我
々
は
､
次
に
初
期
マ
イ
ヤ
ー
の
様
式
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡
こ
の
検
討
に
よ
っ
て
､
｢
熟
知
に
と
も
な
う
音
楽
的

意
義
の
減
少
･
消
耗
｣
と
は
い
っ
て
も
､
マ
イ
ヤ
ー
の
議
論
に
は
二
つ
牒
区
別
さ
る
べ
き
｢
熟
知
｣
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
｡
な
ら
ば
当
然
､
意
義
が
畢
尭
消
耗
さ
れ
得
る
か
否
か
も
､
そ
れ
ぞ
れ
の
熟
知
に
つ
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
ら
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡

･

ニ

｢
作
品
の
熟
知
｣
と
｢
パ
タ
ー
ン
の
熟
知
｣

-

初
期
マ
イ
ヤ
ー
の
様
式
論
か
ら

最
初
の
著
作
『
音
楽
に
お
け
る
情
動
と
意
味
』
に
お
い
て
マ
イ
ヤ
ー
は
､
様
式
の
変
化
(
∽
王
i
s
t
i
c
c
b
a
n
g
e
)
を
､
ま
ず
規
範
が
確
立

さ
れ
る
時
期
､
次
に
新
し
い
様
式
が
一
般
に
受
け
い
れ
ら
れ
る
時
期
､
そ
し
て
終
末
期
と
い
っ
た
､
｢
周
期
的
変
化
(
c
y
c
-
i
c

c
h
a
n
g
e
)
｣

(
E
M
M
→
N
)
と
し
て
捉
え
て
い
短

マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
､
様
式
変
化
を
考
え
る
場
合
､
社
会
的
､
政
治
的
､
文
化
的
要
因
も
重
要
で
は
あ
る
が
､
そ
れ
ら
は
変
化
の
仕
方

の
一
部
し
か
語
ら
な
い
｡
様
式
に
は
そ
れ
自
身
の
仕
方
で
展
開
す
る
と
い
う
強
い
傾
向
が
あ
り
､
そ
の
よ
う
な
変
化
の
原
因
は
､
美
的
経

験
の
本
性
に
お
い
て
探
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
､
次
の
よ
う
に
言
う
｡

｢
如
何
な
る
様
式
で
も
､
規
範
(
n
O
r
m
)
だ
け
で
な
く
逸
脱
(
d
e
く
i
a
n
t
)
も
数
に
限
り
が
あ
る
｡
そ
し
て
､
頻
繁
に
使
用
さ
れ
た
逸
脱
は
､



個
々
の
状
況
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
る
中
で
固
定
化
さ
れ
､
あ
り
ふ
れ
た
も
の
と
な
る
た
め
､
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
蓋
然
性
の
諸
関
係
が
こ

の
繰
り
返
し
(
r
e
O
u
r
r
e
n
C
e
)
に
よ
っ
て
変
更
を
受
け
る
に
至
る
､
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
蓋
然
的
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
か
つ

て
は
明
確
な
逸
脱
で
あ
っ
た
音
の
項
(
s
O
亡
n
d
t
e
r
m
)
が
､
そ
の
様
式
内
で
多
か
れ
少
な
か
れ
規
範
的
と
な
り
､
か
く
し
て
そ
の
表
現
力

を
失
い
得
る
｡
･
･
･
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
れ
ば
､
美
的
効
果
の
た
め
に
新
た
な
逸
脱
を
考
案
す
る
か
､
既
に
使
わ
れ
て
い
る
逸
脱

を
強
調
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
｡
こ
れ
は
､
盲
一
或
る
様
式
が
確
立
さ
れ
た
な
▼
ら
､
新
た
な
逸
脱
を
付
け
加
え
よ
う
と
す
る
一
定
の
傾

向
の
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
.
要
す
る
に
､
美
的
コ
､
､
､
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
本
性
は
､
如
何
な
る
様
式
で
あ
っ
て
も
､
そ
の
最
終
的
な
破

壊
に
寄
与
す
る
傾
向
が
あ
る
｣
(
E
M
M
の
巴
｡

こ
れ
は
､
一
旦
確
立
さ
れ
た
後
の
様
式
の
変
化
を
､
逸
脱
の
規
範
化
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
｡
｢
規
範
｣
と

｢
逸
脱
｣
に
つ
い
て
は
､
次
の
引
用
が
参
考
と
な
る
｡
｢
習
慣
的
な
あ
る
い
は
予
期
さ
れ
る
音
進
行
は
､
様
式
的
な
観
点
か
ら
見
た
場
合
の

規
範
と
し
て
考
え
ら
れ
得
る
｡
そ
し
て
､
予
期
さ
れ
る
進
行
に
お
け
る
変
更
は
逸
脱
(
d
e
く
i
a
t
i
O
n
)
と
考
え
ら
れ
得
る
｡
よ
っ
て
､
逸
脱

は
情
動
的
刺
激
と
見
な
さ
れ
得
る
｣
(
E
M
M
〕
N
)
｡

｢
規
範
｣
が
｢
習
慣
的
な
あ
る
い
は
予
期
さ
れ
る
音
進
行
｣
で
あ
る
な
ら
､
こ
れ
か
ら
の
逸
脱
と
は
､
前
節
の
文
脈
で
言
え
ば
ま
さ
に

｢
よ
り
蓋
然
性
の
低
い
も
の
｣
で
あ
る
｡
そ
し
て
以
上
二
つ
の
引
用
で
｢
美
的
効
果
｣
｢
表
現
力
｣
｢
情
動
的
刺
激
｣
と
様
々
に
言
わ
れ
て

い
る
の
は
､
｢
音
楽
的
意
義
｣
に
相
当
す
る
｡
な
ら
ば
､
｢
か
つ
て
は
明
確
な
逸
脱
で
あ
っ
た
音
の
項
｣
が
､
そ
の
｢
繰
り
返
し
｣
に
よ
っ

て
｢
多
か
れ
少
な
か
れ
規
範
的
と
な
り
表
現
力
を
失
う
｣
と
は
､
聴
き
手
の
側
か
ら
言
え
ば
､
か
つ
て
は
蓋
然
性
の
よ
り
低
い
も
の
と
し

て
意
義
を
有
し
て
い
た
音
楽
的
出
来
事
が
､
何
度
も
繰
り
返
し
聞
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
つ
い
に
は
そ
の
意
義
を
失
う
こ
と
に
他
な
ら

な
い
｡
こ
の
よ
う
に
､
反
復
に
よ
る
音
楽
的
意
義
の
消
耗
と
い
う
考
え
方
が
初
め
て
打
ち
出
さ
れ
た
の
は
､
様
式
変
化
を
説
明
す
る
文
脈

に
お
い
て
で
あ
っ
た
｡

次
の
著
作
『
音
楽
､
芸
術
と
理
念
』
に
お
い
て
マ
イ
ヤ
ー
は
､
右
に
見
た
の
と
同
様
の
説
明
を
､
｢
内
的
動
的
(
i
n
t
①
r
n
a
T
d
y
n
a
m
i
c
)

二重
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仮
説
｣
と
し
て
展
開
し
て
い
る
｡
と
こ
で
マ
イ
ヤ
ー
は
､
｢
情
報
量
｣
と
｢
冗
長
度
｣
と
い
う
情
報
理
論
的
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
､
よ
り
精
微
な
分
析
を
可
能
と
し
た
｡

マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
､
新
し
い
様
式
は
か
な
り
の
冗
長
さ
を
含
む
傾
向
が
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
冗
長
さ
に
は
､
作
品
や
作
品
内
の
パ
タ
ー

ン
や
プ
ロ
セ
ス
の
反
復
に
起
因
す
る
も
の
と
､
音
楽
的
構
造
そ
れ
自
体
の
性
格
I
｢
明
ら
か
な
秩
序
､
規
則
性
｣

-

で
あ
る
も
の
と

が
あ
る
｡
マ
イ
ヤ
ー
は
､
前
者
を
｢
内
化
さ
れ
た
(
文
化
的
)
冗
長
さ
i
n
t
e
r
n
a
-
i
N
e
d
(
邑
t
u
邑
)
r
e
d
u
n
d
a
n
c
y
｣
と
呼
び
､
後
者
を

｢
構
成
上
の
(
構
造
的
)
冗
長
さ
c
G
m
p
O
S
i
t
i
O
n
a
二
s
t
r
u
c
t
u
邑
)
r
e
d
u
n
d
a
n
c
y
｣
と
呼
ぶ
｡

音
楽
的
共
同
体
(
m
u
s
i
邑
c
O
m
m
u
n
i
t
y
)
-
作
曲
家
､
演
奏
家
､
聴
き
手
た
ち
1
が
､
そ
の
後
｢
様
式
の
典
型
的
な
プ
ロ
セ

ス
､
進
行
､
図
式
を
熟
知
す
る
｣
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
､
作
品
に
お
い
て
は
｢
よ
り
蓋
然
性
の
低
い
進
行
が
よ
り
高
い
頻
度
で
用
い
ら

れ
､
図
式
は
よ
り
複
雑
で
よ
り
明
白
で
な
い
も
の
に
な
る
傾
向
が
あ
る
｣
(
M
A
≡
?
→
)
｡
.
す
な
わ
ち
､
｢
音
楽
的
共
同
休
が
そ
の
『
諸
規

範
』
を
内
化
す
る
｣
(
i
b
i
d
.
)
に
つ
れ
て
､
様
式
内
の
作
品
構
成
は
よ
り
冗
長
で
な
い
も
の
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
｡
こ
の
よ
う
な
推
移

を
マ
イ
ヤ
ー
は
､
音
楽
が
理
解
で
き
る
限
り
で
最
大
限
の
情
報
量
(
ラ
ン
ダ
ム
ネ
ス
)
を
常
に
求
め
よ
う
と
す
る
傾
向
が
､
共
同
休
に
は

あ
る
と
仮
定
し
て
､
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
｡

｢
共
同
休
の
把
挺
し
う
る
音
楽
的
『
情
報
』
の
量
は
‥
･
内
化
さ
れ
た
.
(
文
化
的
)
冗
長
さ
す
な
わ
ち
様
式
的
習
熟
(
-
2
a
r
n
i
n
g
)
の

深
さ
や
強
さ
と
､
個
々
の
作
品
の
提
示
す
る
構
成
上
の
(
構
造
的
)
冗
長
さ
す
な
わ
ち
作
品
の
客
観
的
な
秩
序
や
規
則
性
と
の
､
両
者
の

関
数
で
あ
る
｡
も
し
作
品
が
知
的
に
理
解
さ
れ
感
覚
的
に
経
験
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
､
内
化
さ
れ
た
冗
長
さ
が
低
け
れ
ば
低
い
は
ど
､

構
成
上
の
冗
長
さ
は
高
く
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
逆
に
､
内
化
さ
れ
た
冗
長
度
が
高
け
れ
ば
高
い
は
ど
､
構
成
上
の
冗
長
度
は
低
く
な
っ

て
も
よ
い
｡
共
同
体
の
要
求
す
る
音
楽
的
情
報
量
が
､
感
覚
的
な
理
解
と
両
立
し
得
る
限
り
で
最
大
値
へ
向
か
う
傾
向
が
あ
る
と
仮
定
す

る
な
ら
､
事
実
､
内
化
さ
れ
た
冗
長
さ
が
様
式
的
習
熟
と
と
も
に
増
大
す
る
に
つ
れ
て
､
構
成
上
の
冗
長
さ
は
減
少
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
｣
(
M
A
I
〓
｣
)
｡



先
の
考
察
で
は
､
い
わ
ば
､
､
､
ク
ロ
的
な
視
点
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
た
個
々
の
逸
脱
の
意
義
の
推
移
が
､
こ
こ
で
は
共
同
体
の
把
握
す
る

音
楽
的
情
報
量
と
い
う
マ
ク
ロ
的
観
点
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
｡
｢
内
化
さ
れ
た
冗
長
さ
｣
が
増
大
し
た
分
減
少
し
た

音
楽
的
情
報
量
を
補
う
た
め
に
､
よ
り
低
い
｢
構
成
上
の
冗
長
さ
｣
が
求
め
ら
れ
､
｢
よ
り
蓋
然
性
の
低
い
進
行
が
よ
り
高
い
頻
度
で
用

い
ら
れ
る
｣
よ
う
に
な
る
｡
す
な
わ
ち
､
逸
脱
の
強
調
か
新
た
な
逸
脱
の
考
案
か
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

だ
が
特
に
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
､
｢
内
化
さ
れ
た
(
文
化
的
)
冗
長
度
｣
と
い
う
､
共
同
体
の
様
式
に
対
す
る
熟
知
度
を
測
る
パ
ラ

メ
ー
タ
ー
が
､
明
示
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
｡
こ
の
概
念
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
､
同
一
の
パ
タ
ー
ン
を
も
っ
た
音
楽
的
出
来
事
が
､
共

同
体
に
規
範
と
し
て
内
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
多
く
の
曲
の
中
で
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
最
初
の
説

明
に
お
い
て
も
や
は
り
､
｢
繰
り
返
し
｣
と
言
わ
れ
て
い
た
の
は
､
同
じ
逸
脱
が
多
く
の
曲
の
中
で
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡

す
な
わ
ち
､
反
復
に
よ
る
熟
知
と
言
っ
て
も
､
様
式
の
変
化
を
説
明
す
る
文
脈
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
､
一
つ
の
曲
で
は
な
く
む

し
ろ
曲
の
中
の
パ
タ
ー
ン
､
す
な
わ
ち
｢
プ
ロ
セ
ス
､
進
行
､
図
式
｣
等
が
､
共
同
体
の
中
で
(
し
た
が
っ
て
多
く
の
曲
の
中
で
)
反
復

さ
れ
､
熟
知
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
経
緯
の
中
で
､
当
初
は
高
い
意
義
を
有
し
て
い
た
逸
脱
で
さ
え
､
そ
の
蓋

然
性
は
よ
り
高
い
も
の
と
な
り
､
こ
れ
に
相
関
し
て
意
義
は
減
少
し
､
や
が
て
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
｡

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
第
一
節
で
見
た
マ
イ
ヤ
ー
の
議
論
に
戻
る
な
ら
､
そ
こ
で
(
少
な
く
と
も
｢
事
実
の
問
題
｣
が
提
起
さ
れ
る

ま
で
は
)
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
は
､
こ
れ
と
は
異
な
る
｢
熟
知
｣
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
､

ま
ず
次
の
よ
う
な
事
例
を
想
定
し
よ
う
｡

.
例
え
ば
或
る
様
式
上
の
逸
脱
を
或
る
曲
に
お
い
て
初
め
て
聴
い
て
､
こ
の
逸
脱
に
非
常
な
感
銘
を
受
け
た
聴
き
手
が
い
る
と
し
よ
う
｡

こ
の
場
合
彼
は
､
少
な
く
と
も
こ
の
逸
脱
が
到
来
す
る
こ
と
は
よ
く
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
｡
し
か
し
彼
は
よ
く
知
っ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
､
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
そ
れ
故
に
､
恐
ら
く
は
こ
の
逸
脱
を
積
極
的
に
求
め
て
､
何
回
か
は
繰
り
返
し
曲
を
聴
こ
う
と
す
る

で
あ
ろ
う
｡

二毒



二宗

ジ
ャ
ツ
ケ
ン
ド
フ
の
｢
パ
ー
サ
ー
｣
説
が
有
効
な
の
は
､
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
事
例
に
対
し
て
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
マ
イ
ヤ
ー
の
五
つ

の
理
由
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
と
り
わ
け
第
一
第
二
の
理
由
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
､
作
品
内
に
潜
在
す
る
す
べ
て
の

i
m
p
-
i
c
a
t
i
O
n
S
を
把
握
し
記
憶
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
な
い
と
い
う
の
が
､
再
聴
取
を
可
能
と
す
る
主
た
る
理
由
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
た
｢
熟
知
｣
と
は
､
(
演
奏
上
の
差
異
を
も
含
め
た
)
作
品
の
熟
知
で
あ
り
､
そ
れ
は
､
一
つ

の
作
品
の
す
べ
て
の
音
楽
的
出
来
事
と
そ
れ
ら
の
織
り
な
す
i
m
p
-
i
c
a
t
i
O
n
S
と
を
､
可
能
な
限
り
把
挺
し
記
憶
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
｡

そ
の
理
想
的
な
状
態
を
記
述
す
る
な
ら
､
再
聴
取
し
な
が
ら
､
一
つ
一
つ
の
音
の
レ
ヴ
ュ
ル
か
ら
畢
尭
作
品
全
体
の
レ
ヴ
ュ
ル
に
至
る
ま

で
､
常
に
次
に
何
が
到
来
す
る
の
か
す
べ
て
分
か
っ
て
い
る
と
い
う
状
態
で
あ
る
｡

こ
の
意
味
で
の
熟
知
に
時
間
が
か
か
り
､
よ
っ
て
再
享
受
を
可
能
と
す
る
と
い
う
の
は
も
っ
と
も
で
あ
る
が
､
そ
の
反
面
､
一
つ
一
つ

の
パ
タ
ー
ン
に
注
目
す
る
な
ら
､
そ
れ
が
把
撞
さ
れ
記
憶
さ
れ
る
や
否
や
即
そ
の
意
義
は
失
わ
れ
る
と
､
こ
こ
で
は
考
え
ら
れ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
｢
我
々
は
何
が
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
知
っ
て
い
る
の
で
､
そ
れ
以
後
の
聴
取
に
お
い
て
は
､
蓋
然
性
の

な
い
も
の
が
蓋
然
的
に
な
り
､
予
期
せ
ざ
る
も
の
が
予
期
さ
れ
る
も
の
と
な
り
､
予
言
は
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｣
か
ら
で
あ
る
｡
し

か
し
､
或
る
パ
タ
ー
ン
が
逸
脱
と
し
て
も
つ
意
義
は
､
｢
熟
知
と
と
も
に
減
少
す
る
｣
と
は
言
っ
て
も
､
そ
の
到
来
が
知
ら
れ
た
だ
け
で

失
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
｢
作
品
の
熟
知
｣
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
限
り
､
こ
の
事
例
は
説
明
が
つ
か
な
い
の
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
マ
イ
ヤ
ー
が
作
品
の
再
享
受
の
可
能
性
を
論
じ
た
中
に
も
､
唯
一
こ
の
事
例
を
説
明
す
る
こ
と
の
で
き
そ
う
な
部
分

が
あ
る
｡
そ
れ
は
､
鑑
賞
者
の
蓄
積
さ
れ
た
経
験
の
関
与
を
論
じ
て
い
る
部
分
で
あ
る
｡
こ
れ
の
検
討
に
よ
っ
て
我
々
は
､
｢
作
品
の
熟

知
｣
と
｢
パ
タ
ー
ン
の
熟
知
｣
に
つ
い
て
､
単
に
熟
知
の
対
象
の
範
囲
が
違
う
と
い
う
だ
け
で
な
く
､
そ
も
そ
も
｢
熟
知
｣
の
意
味
が
違

う
こ
と
､
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
熟
知
が
作
品
の
ト
ー
タ
ル
な
意
義
の
推
移
に
ど
の
よ
う
に
関
与
す
る
の
か
を
､
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
｡



三

作
品
の
反
復
享
受
の
可
能
性
に
つ
い
て

ー

｢
内
化
さ
れ
た
蓋
然
性
の
シ
ス
テ
ム
｣
の
相
関
者
と
し
て
の
音
楽
的
意
義

マ
イ
ヤ
ー
は
､
反
復
聴
取
を
可
能
と
す
る
第
三
の
理
由
と
し
て
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

予
期
は
､
｢
学
習
さ
れ
た
習
慣
反
応
(
-
e
a
r
n
①
d
h
a
b
i
t
r
e
s
p
O
n
S
e
)
｣
で
あ
る
と
こ
ろ
の
｢
内
化
さ
れ
た
蓋
然
性
の
シ
ス
テ
ム
(
i
n
t
e
r
･

n
a
-
i
N
e
d

p
r
O
b
a
b
i
-
i
t
y

s
y
s
t
①
m
)
｣
に
決
定
的
に
依
存
す
る
が
､
こ
れ
は
聴
き
手
の
過
去
の
音
楽
経
験
の
産
物
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て

個
々
の
様
々
な
音
楽
経
験
は
､
こ
の
｢
内
化
さ
れ
た
蓋
然
性
の
シ
ス
テ
ム
｣
を
､
ほ
ん
の
僅
か
で
あ
っ
て
も
､
変
更
し
て
行
く
｡
こ
の
変

化
の
過
程
は
必
ず
し
も
歴
史
上
の
順
序
に
従
う
も
の
で
は
な
い
｡
例
え
ば
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
を
聴
く
こ
と
は
､
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
･
に
つ

い
て
の
経
験
だ
け
で
は
な
く
､
バ
ッ
ハ
に
つ
い
て
の
経
験
に
も
変
化
を
与
え
得
る
｡

個
々
の
作
品
の
聴
取
に
よ
っ
て
こ
の
習
慣
反
応
が
変
更
を
被
る
程
度
は
､
聴
き
手
の
過
去
の
経
験
の
広
さ
と
､
そ
の
作
品
の
様
式
的
な

新
し
さ
と
に
依
存
す
る
｡
前
者
に
つ
い
て
言
え
ば
､
既
に
よ
り
多
く
の
作
品
を
経
験
し
､
よ
り
多
く
の
様
式
を
熟
知
し
て
い
れ
ば
い
る
は

ど
､
彼
の
｢
内
化
さ
れ
た
蓋
然
性
の
シ
ス
テ
ム
｣
は
､
も
は
や
如
何
な
る
作
品
の
聴
取
か
ら
も
､
よ
り
少
し
の
変
更
し
か
受
け
な
く
な
る
｡

後
者
に
つ
い
て
言
え
ば
､
聴
き
手
が
よ
く
知
ら
な
い
様
式
の
作
品
よ
り
は
､
熟
知
し
て
い
る
様
式
の
作
品
を
聞
く
方
が
､
こ
の
変
更
は
小

さ
い
｡
そ
の
作
品
が
既
に
聴
い
た
曲
で
あ
れ
ば
､
更
に
小
さ
い
｡

以
上
の
よ
う
な
考
察
か
ら
マ
イ
ヤ
ー
は
､
再
聴
取
を
可
能
と
す
る
三
番
目
の
理
由
と
し
て
は
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
聴
き
手

Ⅵ
予
期
が
そ
の
後
の
音
楽
経
験
に
よ
っ
て
変
更
を
受
け
て
き
た
限
り
で
､
一
つ
の
作
品
は
､
再
聴
取
に
お
い
て
も
､
そ
の
興
味
と
生
命
力

を
保
持
す
る
傾
向
が
あ
る
｣
(
R
M
N
の
N
)
｡

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
､
ま
ず
､
｢
習
慣
反
応
｣
と
し
て
の
｢
内
化
さ
れ
た
蓋
然
性
の
シ
ス
テ
ム
｣
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
､
一
つ
の
音

楽
的
出
来
事
が
諸
々
の
後
続
の
出
来
事
を
､
そ
れ
ぞ
れ
の
蓋
然
性
の
程
度
を
伴
い
つ
つ
i
m
p
-
y
す
る
､
あ
る
い
は
聴
き
手
に
予
期
さ
せ

二宅
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る
と
い
う
の
は
､
こ
の
｢
内
化
さ
れ
た
蓋
然
性
の
シ
ス
テ
ム
｣
の
お
か
げ
と
言
っ
て
よ
い
｡
し
た
が
っ
て
､
個
々
の
出
来
事
の
蓋
然
性
の

高
低
す
な
わ
ち
音
楽
的
意
義
の
有
無
を
判
定
す
る
の
も
､
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
す
な
わ
ち
､
音
楽
的
意
義
は
こ

の
シ
ス
テ
ム
の
相
関
者
な
の
で
あ
る
｡
対
象
が
初
め
て
聴
く
曲
で
あ
れ
ば
､
そ
こ
に
何
ら
問
題
は
生
じ
な
い
｡
聴
き
手
は
､
己
の
こ
の
シ

ス
テ
ム
に
従
っ
て
､
聴
取
し
な
が
ら
時
々
刻
々
と
到
来
す
る
出
来
事
の
蓋
然
性
を
判
定
し
て
行
く
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
問
題
は
､
再
聴
取
に

お
い
て
､
そ
れ
ら
の
蓋
然
性
が
ど
う
判
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
｡

マ
イ
ヤ
ー
が
反
復
聴
取
の
理
由
と
し
て
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
こ
と
を
強
い
形
で
言
え
ば
､
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､

一
旦
は
意
義
を
失
っ
た
作
品
で
さ
え
､
そ
の
後
聴
き
手
の
シ
ス
テ
ム
が
変
化
し
､
蓋
然
性
の
判
定
基
準
が
前
と
は
異
な
れ
ば
､
再
び
そ
の

曲
は
意
義
を
有
し
得
る
よ
う
に
な
る
､
と
｡
こ
の
主
張
は
､
出
来
事
の
到
来
を
知
っ
て
い
る
こ
と
と
､
｢
内
化
さ
れ
た
蓋
然
性
の
シ
ス
テ

ム
｣
が
そ
の
蓋
然
性
を
高
い
と
判
定
す
る
こ
と
と
が
､
本
質
的
に
別
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
な
ら
ば
､
一
方
で
何
が
到
来
す

る
の
か
よ
く
知
っ
て
は
い
て
も
､
シ
ス
テ
ム
が
蓋
然
性
が
低
い
と
判
定
す
る
限
り
､
音
楽
的
意
義
は
本
質
的
に
維
持
さ
れ
る
面
を
も
つ
こ

と
に
な
る
｡
す
な
わ
ち
､
初
め
て
の
聴
取
だ
け
で
は
な
く
再
聴
取
に
お
い
て
も
､
記
憶
で
は
な
く
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
従
う
限
り
､
到
来
が

よ
く
知
ら
れ
た
出
来
事
で
も
そ
の
意
義
が
持
続
す
る
可
能
性
が
開
け
る
の
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
､
畢
尭
､
聴
き
方
の
問
題
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
｡
再
聴
取
に
お
い
て
記
憶
に
従
い
､
常
に
こ
の
後
何
が
到
来

す
る
の
か
意
識
的
に
想
起
し
､
実
際
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
た
だ
確
認
す
る
と
い
う
よ
う
な
聴
き
方
を
す
る
な
ら
､
作
品
の
意
義
は
作
品

の
熟
知
と
と
も
に
減
少
し
､
や
が
て
は
消
耗
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
な
ぜ
な
ら
こ
の
場
合
､
或
る
出
来
事
の
蓋
然
性
は
､
ジ
ャ
ッ
ケ
ン
ド
フ

の
指
摘
す
る
通
り
(
M
P
A
N
N
∽
)
､
そ
の
到
来
が
完
全
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
一
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､

音
楽
的
意
義
は
記
憶
の
相
関
者
と
な
る
｡
し
か
し
､
作
品
を
よ
く
知
っ
て
は
い
て
も
､
再
聴
取
の
毎
に
そ
の
動
的
構
文
の
中
に
没
入
し
､

常
に
こ
の
後
何
が
到
来
す
る
の
か
を
､
記
憶
で
は
な
く
あ
く
ま
で
己
の
｢
内
化
さ
れ
た
蓋
然
性
の
シ
ス
テ
ム
｣
に
従
っ
て
､
新
た
に
予
期

し
て
行
く
よ
う
な
聴
き
方
を
す
る
な
ら
､
作
品
の
熟
知
は
作
品
の
意
義
の
減
少
に
直
接
に
は
無
縁
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
こ
の
場
合
の
蓋
然



性
は
､
記
憶
で
は
な
く
｢
内
化
さ
れ
た
蓋
然
性
の
シ
ス
テ
ム
｣
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
､
そ
し
て
判
定
の
基
準
は
､
そ
の
曲
の

経
験
だ
け
で
は
な
く
､
聴
き
手
の
そ
れ
ま
で
の
全
音
楽
経
験
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
音
楽
的
意
義
は
､
あ
く
ま

で
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
相
関
者
に
留
ま
る
の
で
あ
る
｡
ジ
ャ
ツ
ケ
ン
ド
フ
の
｢
パ
ー
サ
ー
｣
説
は
､
本
質
的
に
､
自
ず
と
後
者
の
聴
き
方
を

我
々
に
強
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
｡

次
に
､
マ
イ
ヤ
ー
の
理
論
に
含
ま
れ
て
い
た
も
う
一
つ
の
｢
熟
知
｣
､
す
な
わ
ち
パ
タ
ー
ン
の
熟
知
の
､
こ
の
問
題
へ
の
関
与
を
考
え

て
み
よ
う
｡
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
､
｢
作
品
の
熟
知
｣
が
含
意
す
る
と
こ
ろ
は
､
そ
の
中
の
一
つ
の
出
来
事
に
注
目
し
て
見
る
な
ら
､

こ
れ
が
そ
の
作
品
に
お
い
て
到
来
す
る
こ
と
を
予
め
よ
く
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
と
は
対
照
的
に
､
第
二
節
で
見
た

｢
プ
ロ
セ
ス
､
進
行
､
図
式
の
熟
知
｣
と
は
､
或
る
特
定
の
パ
タ
ー
ン
を
そ
れ
ま
で
ど
れ
は
ど
頻
繁
に
聴
い
て
来
た
か
と
い
う
こ
と
が
問

題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
こ
れ
は
作
品
の
再
聴
取
に
固
有
の
問
題
で
は
な
い
｡
初
め
て
聴
く
作
品
に
お
い
て
で
あ
れ

再
聴
取
す
る
曲
に
お
い
て
で
あ
れ
､
こ
の
意
味
で
既
に
｢
熟
知
｣
さ
れ
た
パ
タ
ー
ン
に
対
し
て
は
､
｢
内
化
さ
れ
た
蓋
然
性
の
シ
ス
テ
ム
｣

は
初
め
か
ら
そ
の
蓋
然
性
を
高
く
判
定
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
そ
の
限
り
で
､
も
と
は
様
式
上
の
逸
脱
と
し
て
高
い
意
義
を
有
し
て
い
た

パ
タ
ー
ン
で
さ
え
､
聴
き
手
の
多
か
れ
少
な
か
れ
長
い
音
楽
経
験
と
い
う
タ
イ
ム
･
ス
パ
ン
で
見
た
場
合
､
そ
の
意
義
は
減
少
し
､
や
が

て
は
消
耗
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
こ
の
意
味
で
の
｢
熟
知
｣
に
伴
う
意
義
の
減
少
･
消
耗
に
つ
い
て
は
､
ジ
ャ
ツ
ケ
ン
ド
フ
の
説
を
も
っ
て
し
て
も
有
効
な
反
論

と
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
｢
内
化
さ
れ
た
蓋
然
性
の
シ
ス
テ
ム
｣
に
照
ら
し
て
蓋
然
性
の
高
く
な
っ
た
段
階
と
は
､

音
楽
文
法
上
の
逸
脱
す
ら
規
範
と
な
り
得
る
状
態
､
す
な
わ
ち
ジ
ャ
ツ
ケ
ン
ド
フ
の
用
い
た
例
で
言
え
ば
､
偽
終
止
が
も
は
や
文
字
ど
お

り
の
｢
偽
｣
終
止
で
は
な
く
､
あ
た
り
ま
え
の
終
止
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
状
態
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
勿
論
あ
く
ま
で
規
範
に

対
す
る
逸
脱
で
あ
る
と
い
う
点
は
少
な
く
と
も
形
式
的
に
は
残
る
と
は
い
え
､
こ
の
逸
脱
が
当
初
純
然
た
る
逸
脱
と
し
て
も
っ
て
い
た
効

力
は
失
わ
れ
得
る
｡

二元



一
四
〇

し
か
し
な
が
ら
､
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
意
味
で
の
｢
熟
知
｣
は
､
一
つ
の
作
品
の
ト
ー
タ
ル
な
意
義
の
磨
滅
と
い
う
問
題
に
は
､

さ
は
ど
関
与
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
一
つ
の
作
品
の
中
の
す
べ
て
の
パ
タ
ー
ン
の
意
義
が
同
時
に
失
わ
れ
る
と
い
う
†
.
し
と

は
､
現
実
に
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
マ
イ
ヤ
ー
の
第
三
の
理
由
の
根
本
は
､
判
定
の
基
準
が
常
に
他
の
作
品
の
経
験
に
よ
っ

て
多
か
れ
少
な
か
れ
相
対
化
さ
れ
て
ゆ
く
ょ
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
､
作
品
内
の
或
る
パ
タ
ー
ン
の
意
義
が
減
少
し
て
も
､

そ
れ
と
同
時
に
あ
る
い
は
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
､
他
の
パ
タ
ー
ン
の
意
義
が
増
加
す
る
と
い
っ
た
こ
と
も
起
こ
り
得
る
｡
ま
た
一
旦
意
義

を
失
っ
た
も
の
で
す
ら
再
び
こ
れ
を
持
つ
よ
う
に
な
る
可
能
性
は
､
既
に
マ
イ
ヤ
ー
が
指
摘
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
こ

の
熟
知
に
よ
っ
て
意
義
を
一
旦
で
も
失
い
得
る
の
は
､
全
体
と
し
て
の
作
品
で
は
な
く
､
そ
の
中
の
個
々
の
パ
タ
ー
ン
な
の
で
あ
る
｡

ま
と
め
よ
う
｡
ま
ず
､
マ
イ
ヤ
ー
に
お
け
る
二
つ
の
｢
熟
知
｣
と
音
楽
的
意
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
｡
｢
作
品
の
熟
知
｣
に
よ
っ
て
音

楽
の
意
義
が
減
少
し
､
や
が
て
消
耗
さ
れ
得
る
か
否
か
は
､
根
本
的
に
は
聴
き
方
に
よ
る
｡
記
憶
に
従
っ
て
聴
く
な
ら
､
熟
知
と
と
も
に

意
義
は
減
少
･
消
滅
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
内
化
さ
れ
た
蓋
然
性
の
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
て
聴
く
な
ら
､
意
義
は
持
続
し
得
る
｡
そ

し
て
｢
パ
タ
ー
ン
の
熟
知
｣
に
つ
い
て
言
う
な
ら
､
そ
れ
は
単
に
一
つ
の
作
品
だ
け
の
聴
取
の
問
題
で
は
な
く
､
聴
き
手
の
全
音
楽
経
験

上
の
問
題
で
あ
り
､
一
つ
の
作
品
全
体
の
意
義
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
､
作
品
を
構
成
す
る
個
々
の
パ
タ
ー
ン
が
そ
の
様
式
内
に

お
い
･
て
も
つ
意
義
の
問
題
で
あ
る
｡
こ
の
熟
知
に
よ
っ
て
､
少
な
く
と
も
或
る
パ
タ
ー
ン
の
意
義
が
一
旦
は
失
わ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
は

あ
る
だ
ろ
う
｡

そ
し
て
ジ
ャ
ッ
ケ
ン
ド
フ
の
｢
パ
ー
サ
ー
｣
説
が
有
効
な
の
は
､
基
本
的
に
｢
作
品
の
熟
知
｣
に
対
し
て
で
あ
り
､
こ
の
点
は
マ
イ
ヤ
ー

に
お
い
て
も
｢
内
化
さ
れ
た
蓋
然
性
の
シ
ス
テ
ム
｣
に
よ
っ
て
説
明
し
得
る
の
で
あ
る
｡
よ
っ
て
､
ジ
ャ
ッ
ケ
ン
ド
フ
の
説
は
､
(
認
知

メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
パ
ー
サ
ー
自
体
の
是
非
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
が
､
少
な
く
と
も
こ
の
概
念
の
導
入
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
る
)

音
楽
の
熟
知
と
享
受
に
関
す
る
現
象
の
説
明
と
し
て
は
､
決
し
て
マ
イ
ヤ
ー
を
乗
り
越
え
る
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
｡

一
つ
の
作
品
の
意
義
は
､
内
化
さ
れ
た
蓋
然
性
の
シ
ス
テ
ム
あ
る
い
は
パ
ー
サ
ー
に
従
う
聴
き
方
を
す
る
限
り
､
経
験
の
蓄
積
に
よ
っ



て
部
分
的
に
変
動
す
る
こ
と
が
あ
る
と
は
い
え
､
そ
の
意
義
の
す
べ
て
が
同
時
に
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
､
ま
ず
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
の
結
論
が
正
し
い
と
す
れ
ば
､
当
初
の
マ
イ
ヤ
ー
の
根
杢
別
提
と
は
裏
腹
に
､
特
殊
化
さ
れ
た
動
的
構
文
的
な
見
地
か
ら
で
さ
え
､
作

品
の
永
続
的
な
反
復
享
受
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

結

び

-

マ
イ
ヤ
ー
の
様
式
論
に
お
け
る
転
回

一
つ
の
作
品
が
永
続
的
に
反
復
享
受
さ
れ
得
る
こ
と
と
､
そ
れ
を
構
成
し
て
い
た
幾
種
類
か
の
パ
タ
ー
ン
が
意
義
を
失
い
､
新
た
に
生

み
出
さ
れ
る
作
品
に
お
い
て
は
も
は
や
用
い
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
と
の
間
に
は
､
何
ら
矛
盾
は
な
い
｡
マ
イ
ヤ
ー
が
作
品
の
意
義

に
つ
い
て
下
し
た
結
論
は
､
様
式
変
化
の
場
面
に
お
け
る
パ
タ
ー
ン
の
意
義
の
消
耗
に
引
き
ず
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡

い
ず
れ
に
せ
よ
､
熟
知
に
と
も
な
う
動
的
構
文
的
な
意
義
の
消
耗
と
は
､
作
品
の
反
復
聴
取
の
問
題
と
し
て
よ
り
は
む
し
ろ
､
様
式
の
変

化
に
お
い
て
考
え
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡

と
こ
ろ
が
､
そ
の
後
様
式
変
化
そ
の
も
の
が
マ
イ
ヤ
ー
の
主
た
る
関
心
事
と
な
っ
て
く
る
と
､
次
第
に
第
二
節
で
見
た
よ
う
な
考
え
方

に
､
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
『
様
式
と
音
楽
』
と
題
さ
れ
た
近
著
を
見
る
と
､
も
は
や
そ
こ
に
は
｢
内
的
動
的
な
仮
説
｣

と
い
う
言
葉
さ
え
な
い
｡
結
び
に
代
え
て
､
本
考
で
論
じ
て
き
た
問
題
に
関
す
る
限
り
で
､
こ
の
著
作
に
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡

分
析
は
当
然
細
か
く
な
る
｡
初
め
に
マ
イ
ヤ
ー
は
､
様
式
一
般
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
｡
｢
様
式
と
は
､
人
間
の
活
動
に
お
い
て
で

あ
れ
､
人
間
の
活
動
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
た
人
工
物
に
お
い
て
で
あ
れ
､
一
組
み
の
拘
束
(
c
O
邑
r
a
i
n
-
s
)
の
間
で
な
さ
れ
る
一
連
の

選
択
の
結
果
､
生
ず
る
パ
タ
ー
ン
化
の
反
復
(
r
旦
i
c
a
-
i
O
n
)
で
あ
る
｣
(
S
M
罵
様
式
は
､
選
択
肢
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
確
立
す
る

よ
う
な
､
一
組
み
の
拘
束
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
得
る
｡
さ
ら
に
諸
々
の
様
式
､
去
よ
ぴ
こ
れ
ら
を
支
配
す
る
諸
拘
束
は
､
階
層

一望
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的
な
構
遷
を
成
す
(
S
M
-
∽
)
｡
拘
束
の
階
層
は
､
三
つ
の
大
き
な
ク
ラ
ス
に
分
け
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
通
文
化
的
あ
る
い
は
普
遍
的
な

拘
束
と
し
て
の
｢
法
則
(
-
a
w
s
)
｣
､
文
化
内
的
な
拘
束
で
あ
る
｢
規
則
(
邑
e
s
)
｣
､
そ
し
て
｢
様
式
の
諸
規
則
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
諸

可
能
性
の
間
で
な
さ
れ
る
作
曲
上
の
選
択
｣
(
S
M
N
O
)
と
し
て
の
｢
戦
略
(
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
)
｣
で
あ
る
｡
｢
規
則
｣
の
違
い
が
､
中
世
､
ル
ネ

サ
ン
ス
､
バ
.
ロ
.
ッ
ク
と
い
っ
た
様
式
の
大
区
分
を
も
た
ら
し
､
｢
戟
略
｣
の
違
い
が
､
下
位
様
式
と
し
て
の
d
i
a
-
e
c
t
(
方
言
)
を
区
別
す

る｡

様
式
と
拘
束
の
こ
の
よ
う
な
階
層
化
に
対
応
し
て
､
マ
イ
ヤ
ー
は
様
式
の
変
化
に
つ
い
て
も
次
の
三
種
を
区
別
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
主

と
し
て
個
々
の
作
曲
家
の
i
d
i
｡
m
(
語
法
)
の
中
で
生
ず
る
｢
発
達
的
変
化
(
d
e
邑
O
p
ヨ
e
n
邑

c
h
a
n
g
①
)
｣
､
d
i
巴
e
O
t
と
戦
略
の
レ
ヴ
ュ

ル
で
起
こ
る
｢
趨
勢
的
変
化
(
t
r
e
n
d
乱
c
h
a
n
g
e
)
｣
､
規
則
の
レ
ヴ
ュ
ル
で
生
ず
る
｢
突
然
変
異
的
凌
化
(
m
u
t
a
t
i
O
邑
c
h
a
n
g
e
)
｣
で

あ
る
｡
こ
の
中
で
､
変
化
の
仕
方
に
お
い
て
内
的
動
的
仮
説
に
最
も
近
い
の
は
｢
発
達
的
変
化
｣
と
思
わ
れ
る
が
､
こ
れ
は
も
は
や
i
d
i
O
m

の
レ
ヴ
ュ
ル
で
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
い
(
S
M
-
?
T
N
)
｡
そ
し
て
d
i
巴
e
c
t
の
レ
ヴ
ュ
ル
で
は
､
｢
殆
ど
の
趨
勢
は
､
音
楽
外
的
な
パ
ラ
メ
ー

タ
ー
に
よ
っ
て
､
決
定
的
に
形
作
ら
れ
る
｣
(
S
M
-
O
N
)
と
言
う
｡
｢
音
楽
外
的
な
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
｣
と
は
､
｢
最
も
直
接
的
か
つ
顕
著
に

は
､
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
､
社
会
史
､
そ
し
て
演
奏
の
諸
条
件
｣
(
S
M
N
O
)
で
あ
る
｡

こ
れ
を
｢
様
式
の
周
期
的
変
化
｣
や
｢
内
的
動
的
仮
説
｣
と
言
わ
れ
て
い
た
も
の
と
比
べ
れ
ば
､
そ
こ
に
は
百
八
十
度
の
転
回
が
あ
る

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
｡
事
実
マ
イ
ヤ
ー
は
､
こ
の
著
作
の
序
に
お
い
て
､
様
式
変
化
の
本
性
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
が
､
i
n
.

t
e
r
n
巴
i
s
t
の
立
場
か
ら
､
e
已
e
r
n
a
-
i
s
t
の
そ
れ
へ
と
変
わ
っ
た
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
(
S
M
首
)
｡

こ
の
立
場
の
変
更
の
背
後
に
は
､
音
楽
一
般
へ
の
､
さ
ら
に
は
文
化
一
般
へ
の
､
マ
イ
ヤ
ー
自
身
の
洞
察
の
広
が
り
と
深
ま
り
が
見
出

さ
れ
る
｡
様
式
変
化
の
本
質
的
要
因
を
そ
の
内
部
に
求
め
る
と
い
う
立
場
は
､
物
事
は
常
に
変
化
す
る
の
が
当
た
り
前
と
見
る
見
方
に
他

な
ら
な
い
｡
現
に
マ
イ
ヤ
ー
は
､
『
音
楽
に
お
け
る
情
動
と
意
味
』
で
欄
｢
様
式
生
成
め
こ
の
過
程
は
､
西
洋
音
楽
の
歴
史
に
お
い
て
の

み
な
ら
ず
､
東
洋
音
楽
や
原
始
的
な
音
楽
に
お
い
て
も
多
く
見
ら
れ
る
｣
(
E
M
M
票
)
と
言
っ
て
い
た
｡
と
こ
ろ
が
『
音
楽
､
芸
術
と
理



念
』
に
な
る
と
､
｢
幾
つ
か
の
様
式
は
長
い
時
代
に
わ
た
っ
て
実
際
静
的
で
あ
っ
た
｣
(
M
A
I
〓
∽
)
と
言
い
､
内
的
動
的
仮
説
を
提
示
し

な
が
ら
も
そ
れ
が
有
効
な
の
は
､
唯
一
西
洋
の
音
楽
史
の
､
し
か
も
中
世
か
ら
今
世
紀
の
前
半
ま
で
と
言
う
よ
う
に
な
る
｡
な
ら
ば
変
化

は
も
は
や
､
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
普
通
に
起
こ
る
.
こ
と
で
は
な
い
｡
す
な
わ
ち
､
そ
れ
は
､
文
化
的
社
会
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
も
の
と

考
え
ざ
る
を
得
な
い
｡
よ
っ
て
マ
イ
ヤ
ー
は
改
め
て
､
人
は
何
故
変
化
を
､
新
し
さ
(
n
O
烹
き
y
)
を
求
め
る
の
か
を
問
う
こ
と
に
な
も
〉

様
式
変
化
に
つ
い
て
の
内
的
動
的
仮
説
､
お
よ
び
音
楽
的
意
義
に
つ
い
て
の
特
殊
化
さ
れ
た
動
的
構
文
的
な
見
地
の
根
底
に
は
､
人
は

常
に
熟
知
し
た
も
の
を
捨
て
新
し
い
も
の
を
求
め
る
は
ず
だ
と
い
う
大
前
提
が
あ
る
｡
な
ら
ば
､
こ
の
前
提
が
崩
れ
た
『
様
式
と
音
楽
』

に
お
い
て
は
､
も
は
や
音
楽
的
意
義
が
直
接
取
り
ざ
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
に
せ
よ
､
マ
イ
ヤ
ー
の
様
式
観
に
お
け
る
変
化
が
､
｢
音
楽

の
意
義
｣
観
に
お
け
る
変
化
を
も
､
示
唆
し
て
い
る
よ
う
.
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

主
な
テ
ク
ス
ト
と
略
記
号

マ
イ
ヤ
ー
と
ジ
ャ
ツ
ケ
ン
ド
フ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
お
よ
び
参
照
は
､
以
下
の
略
記
号
と
と
も
に
貢
致
を
括
弧
に
入
れ
て
本
文
中
に
示
す
｡

E
M
M
‥
M
e
y
2
r
,
内
ヨ
0
賢
コ
§
乱
ゝ
計
§
S
g
ぎ
寮
ト
わ
ざ
U
n
i
孟
r
S
i
t
y
O
f
C
h
i
c
a
g
O

Press｣誤P

R
M
‥
M
e
y
e
r
∵
-
O
n
R
e
h
e
a
r
i
n
g
M
u
s
i
c
一
∴
旨
∈
ヨ
已
亀
S
巾
A
ヨ
Q
r
訂
§旨

F
わ
訂
Q
訂
g
訂
已
幹
c
訂
ぎ
く
○
〓
♪
N
〇
.
N
｣
浣
-
･
-

p
p
.
N
彗
･
N
3
.
(
M
A
一
缶
･
琵
に
再
録
｡
)

M
A
H
‥
M
e
y
e
r
-
旨
ぎ
乳
c
こ
訂
A
｢
訂
§
軋
記
昌
∽
-
U
n
i
孟
r
S
i
t
y

O
f
C
h
i
c
a
g
O

P
r
e
s
s
｣
宗
→
.

S
M
‥
M
e
y
e
r
-
∽
ぞ
訂
§
軋
竜
琵
早
口
n
i
く
e
r
S
i
t
y
O
【
P
e
n
n
s
y
-
く
a
n
i
aPress｣岩戸

M
P
A
‥
J
a
O
k
e
コ
d
O
声
三
M
u
s
i
c
a
-
P
a
r
s
i
n
g
a
n
d

M
u
s
i
O
a
-
A
f
f
e
c
t
;
-
旨
一
致
c
旬
雪
C
名
言
ヂ
く
○
-
.
¢
▼
N
〇
.
N
｣
雷
-
■
p
p
.
-
澄
T
N
芦

註

(
1
)

例
え
ば
次
を
参
照
の
こ
と
｡
根
岸
一
美
｢
L
･
B
･
メ
イ
ヤ
ー
に
お
け
る
音
楽
の
r
e
訂
r
e
n
t
i
a
-
な
意
味
の
問
題
｣
､
東
京
大
学
美
学
峯
術
学
研
究

室
編
『
美
学
史
論
叢
』
､
勤
革
出
版
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
､
完
八
三
年
､
軍
貢
｡
(
ま
た
情
報
理
論
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
､
)
徳
丸
吉
彦
｢
情
報
理
.

一望
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論
か
ら
み
た
音
楽
｣
､
竹
内
敏
雄
監
修
『
講
座
美
学
新
思
潮
3
芸
術
記
号
論
』
､
美
術
出
版
社
､
一
矢
八
年
(
第
三
版
)
､
三
宅
貢
以
降
｡

(
2
)

本
考
で
は
こ
の
｢
意
義
｣
を
､
『
音
楽
に
お
け
る
情
動
と
意
味
』
に
お
け
る
｢
意
味
(
m
e
a
n
i
n
g
)
｣
と
は
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
｡
マ

イ
ヤ
ー
の
｢
意
味
｣
お
よ
ぴ
そ
の
類
似
概
念
に
は
常
に
移
ろ
っ
て
い
る
面
が
あ
り
､
微
妙
な
問
題
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
波
多
野
誼
余
夫
｢
音
楽

の
情
報
論
的
接
近
｣
､
『
音
楽
学
』
第
1
4
巻
(
-
占
)
､
完
六
八
年
､
畠
-
六
四
貢
｡
戸
澤
義
夫
｢
音
楽
の
意
味
と
形
(
こ
-
-
メ
イ
ヤ
ー
再
考 -

｣､

今
道
友
信
編
『
美
学
史
研
究
叢
書
第
四
輯
』
東
京
大
学
文
学
部
美
学
芸
術
学
研
究
室
､
一
九
宍
年
､
八
一
⊥
宅
貢
)
｡
だ
が
ご
く
単
純
化
し
て
二
項
系

列
で
捉
え
る
な
ら
､
ま
ず
最
初
の
著
作
の
題
名
と
な
っ
て
い
た
の
は
､
諸
音
の
間
の
関
係
と
し
て
の
｢
(
具
現
的
e
m
b
O
d
i
e
d
)
意
味
｣
と
､
そ
の

関
係
が
予
期
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
生
じ
得
る
｢
情
動
｣
と
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
我
々
の
取
り
上
げ
る
主
テ
ク
ス
ト
｢
音
楽
の
再
聴
取
に
つ

い
て
｣
の
用
語
法
に
限
っ
て
言
え
ば
､
ミ
i
m
p
-
i
c
a
t
i
O
n
;
が
｢
意
味
｣
に
相
当
し
､
｢
意
義
｣
は
む
し
ろ
｢
情
動
｣
に
対
応
す
る
と
考
え
て
よ
い

(
さ
ら
に
｢
意
義
｣
は
､
後
に
見
る
よ
う
に
､
情
報
理
論
で
言
う
と
こ
ろ
の
(
ラ
ン
ダ
ム
ネ
ス
と
し
て
の
)
｢
情
報
｣
に
対
応
さ
せ
て
考
え
ら
れ
て

い
る
)
｡

両
系
列
の
間
で
微
妙
な
問
題
を
生
じ
た
原
因
と
し
て
､
当
初
か
ら
､
意
味
と
情
動
と
の
､
い
わ
ば
否
定
を
介
し
た
同
一
視
が
行
わ
れ
て
い
た
点
が

挙
げ
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
音
の
関
係
(
す
な
わ
ち
意
味
)
が
聴
き
手
の
う
ち
に
生
ぜ
し
め
た
｢
予
期
が
､
l
次
的
に
禁
止
さ
れ
る
か
永
続
的
に

阻
害
さ
れ
る
と
き
､
情
動
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
｣
(
E
M
M
巴
)
と
い
う
の
が
基
本
的
な
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
が
､
場
合
に
よ
っ
て
は
情
動
の
代
わ
り

に
｢
意
味
の
対
象
化
(
O
b
j
e
O
t
i
f
i
c
a
t
i
O
n
O
f
m
e
a
n
i
n
g
)
｣
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
さ
れ
る
(
こ
の
限
り
で
意
義
は
､
否
定
に
よ
っ
て
対
象
化

さ
れ
た
意
味
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
)
｡
さ
ら
に
､
ど
ち
ら
が
実
際
聴
き
手
に
お
い
て
生
ず
る
か
は
､
そ
の
聴
き
手
の
性
輿
d
i
s
p
O
S
i
t
i
O
n
)

と
訓
練
に
よ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
(
E
M
M
∽
平
台
)
｡

こ
の
点
は
､
｢
音
楽
の
再
聴
取
に
つ
い
て
｣
に
お
い
て
も
､
｢
音
楽
の
プ
ロ
セ
ス
に
対
し
て
､
認
知
的
に
反
応
す
る
傾
向
の
あ
る
聴
き
手
も
い
れ
ば
､

情
動
的
に
反
応
す
る
聴
き
手
も
い
る
｣
(
R
M
N
彗
f
n
-
)
と
い
う
形
で
再
認
さ
れ
て
い
る
｡
一
よ
っ
て
以
下
本
考
で
は
､
初
期
マ
イ
ヤ
ー
か
ら
の
引
用

は
勿
論
の
こ
と
､
他
の
論
者
か
ら
の
引
用
に
お
い
て
も
､
｢
情
動
｣
等
の
用
語
が
出
て
く
れ
ば
､
こ
れ
を
｢
意
義
｣
と
読
み
換
え
る
こ
と
に
し
た
い
｡

｢
意
義
｣
と
い
え
｢
情
動
｣
と
い
え
､
要
は
音
楽
の
享
受
が
何
に
存
す
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

(
3
)

村
尾
忠
席
｢
音
楽
の
認
知
と
学
習
の
プ
ロ
セ
ス
｣
(
八
)
､
『
音
楽
鑑
賞
教
育
』
一
九
九
〇
年
l
ニ
月
号
､
一
七
貢
｡

(
4
)

個
人
的
な
通
信
に
よ
る
(
記
し
て
こ
こ
に
礼
を
述
べ
た
い
)
｡
村
尾
氏
に
は
､
そ
の
後
こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
学
会
発
表
が
あ
り
(
｢
知
り
な
が
ら

知
ら
な
い
と
信
じ
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
音
楽
の
意
味
と
情
動
｣
日
本
音
楽
学
会
第
4
3
回
全
国
大
会
口
頭
発
表
､
一
九
空
年
)
､
笠
原
潔
氏
に
よ

る
そ
の
要
旨
が
『
音
楽
学
』
(
第
三
八
巻
､
第
三
号
､
一
九
九
二
年
､
ニ
完
⊥
喜
貢
)
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡

(
5
)

こ
れ
に
つ
い
て
は
第
三
節
で
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
｡

(
6
)

た
だ
し
全
面
的
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
､
意
義
が
失
わ
れ
た
後
ま
た
鞋
り
得
る
と
い
う
論
法
で
､
か
の
信
念
を
救
お
う
と
し
て
い
る
｡
先
に
引

用
し
た
｢
傑
作
が
消
耗
さ
れ
る
と
い
う
事
実
に
直
面
す
る
｣
の
後
､
マ
イ
ヤ
ー
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
｡
｢
こ
の
こ
と
は
､
一
見
､
我
々
を
不
安
に



さ
せ
､
落
胆
さ
せ
る
｡
し
か
し
､
l
;
の
考
察
が
我
々
を
絶
望
か
ら
救
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
｡
･
･
･
第
二
に
､
よ
り
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
､

新
し
い
作
品
が
必
要
と
さ
れ
､
新
し
い
様
式
が
展
開
さ
れ
る
の
は
､
部
分
的
に
は
､
熟
知
し
た
作
品
と
憤
れ
た
様
式
が
消
耗
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

そ
し
て
こ
れ
ら
新
し
い
作
品
と
様
式
は
､
我
々
を

ー

我
々
の
耳
や
精
神
や
習
慣
反
応
を
-
-
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
逆
説
的
で
は
あ
る
が
､

そ
れ
ら
が
創
ら
れ
た
結
果
追
い
一
や
ら
れ
る
は
め
に
な
っ
た
当
の
作
品
や
様
式
を
取
り
戻
し
､
再
び
こ
れ
ら
に
生
命
を
与
え
得
る
の
で
あ
る
｣
(
R
M

Nの○｡

(
7
)

序
で
も
触
れ
た
よ
う
に
､
ジ
ャ
ッ
ケ
ン
ド
フ
は
､
マ
イ
ヤ
ー
の
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
し
た
個
々
の
理
由
に
対
し
て
反
論
を
加
え
て
い
る
が
､
そ
れ
ら
は

概
ね
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
が
通
用
し
な
い
状
況
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
､
既
に
我
々
の
見
た
よ
う
に
(
ま
た
ジ
ャ
ッ
ケ
ン
ド
フ
自
身
も

認
め
て
い
る
よ
う
に
M
P
A
N
N
巴
､
マ
イ
ヤ
ー
も
既
に
自
覚
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
｡
む
し
ろ
注
目
す
べ
き
は
､
ジ
ャ
ッ
ケ
ン
ド
フ
が
論
点

六
と
し
て
取
り
上
げ
た
次
の
批
判
で
あ
る
｡

マ
イ
ヤ
ー
は
､
自
ら
の
提
出
し
た
五
つ
の
理
由
が
す
べ
て
通
用
し
な
い
状
況
で
さ
え
､
聴
き
手
は
｢
か
つ
て
と
同
じ
ほ
ど
｣
一
享
受
し
て
再
聴
取
す

る
で
あ
ろ
う
か
と
問
う
て
い
た
が
､
彼
の
理
論
の
予
測
す
る
と
こ
ろ
は
､
反
復
聴
取
に
よ
っ
て
情
動
は
限
り
な
く
零
に
近
付
く
と
い
う
も
の
で
あ

る
｡
し
た
が
っ
て
､
｢
予
期
理
論
に
と
っ
て
関
与
的
な
テ
ス
ト
.
･
ケ
ー
ス
は
､
聴
き
手
は
熟
知
し
た
作
品
を
同
じ
程
室
早
受
し
続
け
る
こ
と
が
で
き

る
か
ど
う
か
で
は
な
く
､
む
し
ろ
少
し
で
も
こ
れ
を
享
受
し
得
る
か
ど
う
か
で
あ
る
｡
･
･
･
熟
知
が
､
そ
の
作
品
の
諸
々
の
出
来
事
へ
の
驚
き
､

衝
撃
あ
る
い
は
失
望
の
全
休
的
な
損
失
に
繋
が
る
の
は
当
然
で
あ
る
｡
マ
イ
ヤ
ー
は
､
自
分
の
理
論
を
救
う
た
め
に
､
こ
れ
を
捨
て
る
た
め
の
基

準
と
し
て
は
強
す
ぎ
る
基
準
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
｣
(
i
b
i
d
.
)
｡
こ
こ
で
｢
強
す
ぎ
る
基
準
｣
と
い
う
批
判
は
論
理
的
に
も
っ
と
も
で
あ
り
､

マ
イ
ヤ
ー
は
こ
の
箇
所
を
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
と
は
い
え
､
マ
イ
ヤ
ー
が
自
分
の
理
論
を
す
べ
て
捨
て
ね
ば
な
ら
な
く
な
る

か
と
い
う
と
､
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
マ
イ
ヤ
ー
自
身
は
､
事
実
､
(
少
な
く
と
も
一
旦
は
)
意
義
が
失
わ
れ
得
る
と
考
え
て
い

た
か
ら
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
こ
の
批
判
は
､
少
な
く
と
も
マ
イ
ヤ
ー
の
言
う
｢
実
験
に
よ
る
確
証
｣
の
無
意
味
さ
を
図
ら
ず
も
露
呈
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
｡
五
つ
の
理
由
が
す
べ
て
通
用
し
な
い
条
件
下
で
｢
少
し
で
も
｣
と
い
う
基
準
が
示
唆
す
る
被
験
者
の
環
境
は
､
一
体
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ

う
か
｡
正
常
な
音
楽
の
聴
取
と
は
と
て
も
言
え
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡

(
8
)

A

G
3
巾
r
已
訂
屯
づ
訂
0
｢
ヾ
且
っ
0
コ
已
竜
g
乳
c
､
M
I
T

P
r
e
s
s
∵
;
巴
.

(
9
)

こ
の
段
階
で
の
｢
様
式
｣
の
定
義
は
次
の
通
り
で
あ
る
｡
｢
音
楽
の
様
式
と
は
､
一
つ
の
集
団
に
属
す
る
人
々
に
よ
っ
て
共
通
に
理
解
さ
れ
使
用
さ

れ
る
音
の
諸
関
係
の
､
多
か
れ
少
な
か
れ
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
｣
(
E
M
M
余
)
｡

(10)

次
を
参
照
の
こ
と
｡
｢
多
か
れ
少
な
か
れ
蓋
然
的
な
後
続
の
出
来
事
を
､
指
示
し
(
i
n
d
i
c
a
t
e
)
､
i
m
p
-
y
し
､
あ
る
い
は
聞
き
手
に
予
期
さ
せ
る
よ

う
に
導
く
一
つ
あ
る
い
は
一
群
の
音
が
､
特
定
の
様
式
シ
ス
テ
ム
内
の
音
楽
的
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
あ
る
い
は
音
の
項
で
あ
る
｣
(
E
M
M
余
)
｡

(11)

｢
内
的
動
的
仮
説
｣
と
は
､
｢
一
つ
の
様
式
は
､
一
旦
そ
の
素
材
､
形
式
､
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
に
関
す
る
基
本
的
前
提
が
確
立
さ
れ
た
な
ら
､
そ
れ
自

一望



一実

体
の
内
的
に
し
て
固
有
の
動
的
な
過
程
に
従
っ
て
､
そ
れ
自
体
の
仕
方
で
変
化
あ
る
い
は
展
開
す
る
傾
向
が
あ
る
､
と
い
う
テ
ー
ゼ
｣
(
M
A
l
〓
告

で
あ
る
｡

こ
の
点
は
と
り
わ
け
註
(
6
)
の
引
用
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
｡

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
聴
き
方
を
促
す
要
因
の
一
つ
が
､
.
マ
イ
ヤ
ー
が
第
五
の
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
た
｢
美
的
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
｣
で
あ
る
と
言

え
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
村
尾
に
､
心
理
学
者
佐
伯
絆
の
擬
人
的
認
識
論
を
援
用
し
た
興
味
深
い
敷
桁
が
あ
る
(
前
掲
書
､
一
重
年
二
月
号
～
言
月
号
)
｡

こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
マ
イ
ヤ
ー
の
こ
の
論
文
が
出
る
以
前
に
､
既
に
波
多
野
が
再
享
受
可
能
の
理
由
と
し
て
述
べ
て
い
る
次
の
指
摘
が
､
示
唆

に
富
む
｡
波
多
野
は
､
｢
内
化
さ
れ
た
蓋
然
性
の
シ
ス
テ
ム
｣
(
波
多
野
の
訳
語
で
は
｢
内
化
さ
れ
た
確
率
系
｣
)
を
､
認
知
心
理
学
で
言
う
｢
長
期

的
な
認
知
的
シ
ュ
マ
｣
と
し
て
捉
え
､
こ
れ
が
｢
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
音
楽
的
経
験
を
含
む
も
の
で
あ
る
か
ら
､
比
較
的
恒
常
性
を
保
ち
､
ひ
と

つ
の
作
品
を
き
い
た
く
ら
い
で
大
幅
に
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
｣
と
し
て
､
こ
の
お
か
げ
で
よ
く
知
っ
て
い
る
曲
で
も
楽
し
ん
で
再
聴
取
が
で
き

る
の
だ
と
言
う
(
前
掲
書
､
六
丁
二
貢
)
｡
こ
の
考
察
が
正
し
け
れ
ば
､
先
に
挙
げ
た
事
例
(
聴
き
手
が
､
そ
の
到
来
を
よ
く
知
っ
て
い
る
逸
脱
を
､

む
し
ろ
積
極
的
に
求
め
て
､
音
楽
を
再
聴
取
す
る
こ
と
)
が
､
マ
イ
ヤ
ー
の
理
論
に
沿
っ
て
も
十
分
に
説
明
で
き
る
こ
と
に
な
る
｡

(15)

ジ
ャ
ッ
ケ
ン
ド
フ
の
パ
ー
サ
ー
説
は
､
そ
の
恒
常
的
な
作
用
や
記
憶
か
ら
の
独
立
性
の
強
調
ゆ
え
に
､
一
見
聴
き
方
の
問
題
か
ら
は
無
縁
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
､
無
意
識
的
な
パ
ー
サ
ー
の
内
部
が
如
何
な
る
状
態
で
あ
ろ
う
と
､
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
あ
く
ま
で
意
識
内

で
の
音
楽
の
享
受
で
あ
り
､
こ
の
点
彼
の
説
も
聴
き
方
の
問
題
と
無
縁
で
は
あ
り
得
な
い
｡
第
一
節
で
の
最
後
の
引
用
文
で
｢
聴
き
手
が
音
楽
に

注
意
し
て
い
る
限
り
｣
､
註
(
7
)
の
引
用
文
で
｢
熟
知
が
･
･
･
全
体
的
な
損
失
に
繋
が
る
の
は
当
然
で
あ
る
｣
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
留
意
し

た
い
｡

(16)

今
日
の
和
声
論
の
教
科
書
に
お
い
て
は
､
少
な
く
と
も
最
も
単
純
な
形
で
の
偽
終
止
は
､
Ⅴ
の
初
音
の
次
に
来
る
通
常
の
選
択
肢
の
一
つ
に
過
ぎ

ず
､
聴
き
手
が
｢
欺
か
れ
る
｣
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
｡

(17)

こ
の
間
い
に
対
し
て
マ
イ
ヤ
ー
は
次
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
(
S
M
-
声
N
N
)
｡
作
曲
家
の
気
質
(
t
e
m
p
e
r
a
m
e
n
t
)
､
様
式
的
な
状
況
(
す
な
わ
ち
､

規
則
や
戦
略
相
互
の
､
あ
る
い
は
人
間
の
認
知
の
法
則
と
の
､
さ
ら
に
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
/
美
的
価
値
と
の
､
矛
盾
や
両
立
不
可
能
性
)
､
一
般

的
な
文
化
的
条
件
(
変
化
そ
の
も
の
へ
の
文
化
の
一
般
的
態
度
)
､
特
定
の
文
化
的
/
音
楽
的
条
件
(
例
え
ば
､
演
奏
の
物
理
的
な
背
景
､
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
､
伝
達
(
t
r
a
n
s
ヨ
i
s
s
i
O
n
)
の
た
め
の
手
段
､
音
楽
理
論
)
で
あ
る
｡

以
上
見
た
よ
う
な
マ
イ
ヤ
ー
の
根
本
的
変
化
は
､
彼
が
｢
不
変
性
の
公
理
(
a
已
O
m

O
ご
O
n
S
t
a
n
C
y
)
｣
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
に
集
約
さ
れ
よ

う
｡
｢
変
化
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
は
､
暗
黙
の
う
ち
に
､
変
化
が
説
明
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
仮
定
す
る
こ
と
で
あ
り
､
相
関
的
に
､
永

続
が
存
在
の
規
範
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
｡
か
く
し
て
不
変
性
の
公
理
が
､
歴
史
的
解
釈
だ
け
で
は
な
く
､
人
間
の
殆
ど
す
べ
て
の

種
類
の
理
解
の
根
底
に
あ
る
｣
(
S
M
笠
)
｡


