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か
な
り
以
前
か
ら
、
音
楽
上
の
大
き
な
関
心
問
題
の
一
つ
と
し
て
私
の
心
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
ら
は
、
標
題
音
楽
の
研
究
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
の
動
機
や
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
音
楽
に
対
す
る
あ
り
ふ
れ
た
嗜

好
の
傾
向
と
し
て
、
嘗
て
私
も
亦
ロ
マ
ン
主
義
的
音
楽
作
品
の
数
々
、
中
で
も
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
や
シ
ュ
ー
マ
ン
や
リ
ス
ト
や
そ
の
後
の
多

く
の
民
族
主
義
的
音
楽
家
達
の
諸
作
品
に
心
ひ
か
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
否
め
な
い
発
端
的
事
実
で
あ
っ
た
。
併
し
そ
れ
も
、
次
第
に
時

代
を
遡
り
、
又
十
九
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
へ
、
そ
し
て
現
代
へ
と
興
味
（
今
や
嗜
好
で
な
く
）
は
拡
大
し
平
均
化
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、

や
が
て
学
的
関
心
が
趣
味
（
た
の
し
み
）
に
と
っ
て
替
る
に
つ
れ
て
、
再
び
、
歴
史
上
所
謂
標
題
音
楽
と
い
う
音
楽
に
お
け
る
一
種
の
ジ

ャ
ン
ル
を
申
訳
と
す
る
現
象
が
、
今
度
は
形
を
か
え
て
私
の
前
に
対
象
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
音
楽
の
内
容
・
形
式
の
問
題

や
、
そ
の
固
有
領
域
或
い
は
限
界
の
問
題
、
音
に
よ
る
表
現
や
描
写
の
問
題
等
を
め
ぐ
っ
て
、
と
り
わ
け
標
題
音
楽
が
嘗
て
屡
々
論
議
の

的
と
な
っ
た
こ
と
、
併
し
そ
れ
は
今
日
も
尚
依
然
と
し
て
問
題
解
決
を
見
な
い
ま
ま
で
あ
る
こ
と
、
併
し
又
そ
れ
に
は
種
々
然
る
べ
き
事
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情
が
あ
り
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
思
う
に
音
楽
全
般
の
本
質
的
に
所
有
す
る
諸
契
機
が
標
題
音
楽
の
諸
現
象
の
中
に
様

々
の
形
で
、
時
に
は
漠
然
と
、
時
に
は
際
立
っ
て
極
端
な
形
で
現
わ
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
標
題
音
楽
を
め
ぐ
る
果
て
し
な
い
対
立
論
争
を
か
な
り
整
理
統
一
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
そ
こ
か
ら

又
同
時
に
、
音
楽
一
般
の
特
質
を
明
か
に
す
る
結
果
と
も
な
り
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
…
…
…
こ
の
よ
う
な
関
心
を
伴
っ
て
改
め
て
私

に
現
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
錯
綜
す
る
諸
文
化
の
内
的
関
連
、
そ
し
て
美
的
文
化
の
限
り
な
く
多
様
な
る
遺
産
、
芸
術
作
品
の
数
々
が
、
従
っ
て
又
あ
ら
ゆ
る
音
楽

作
品
の
一
つ
一
つ
が
、
か
り
そ
め
に
も
局
限
さ
れ
た
立
場
か
ら
、
例
え
ば
数
学
的
・
幾
何
学
的
原
理
や
物
理
学
的
法
則
に
て
ら
し
て
把
え

ら
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
は
や
り
切
れ
な
い
気
持
が
す
る
。
音
楽
の
現
象
を
血
の
交
わ
な
い
事
象
と
し
て
物
理
学
的
に
観

察
し
よ
う
と
す
る
や
否
や
、
観
察
者
に
と
っ
て
は
そ
の
そ
も
そ
も
の
出
発
点
か
ら
、
対
象
は
音
楽
一
美
な
る
芸
術
と
し
て
の
存
在
で
な

く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
研
究
か
ら
は
、
音
響
の
原
理
や
法
則
か
ら
す
る
事
情
は
明
か
と
な
り
得
て
も
、
芸
術
の
構
造
の
認
識
は
出
て
こ
な

い
。
そ
の
こ
と
自
身
は
、
物
理
学
者
の
尊
厳
と
自
律
性
を
少
し
も
き
ず
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
音
楽
を
あ
く
ま
で
美
な
る
芸

術
と
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
美
学
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
限
り
な
い
屈
辱
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
以
上
の
こ
と
は
一
応
明
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
か
ら
の
類
推
と
し
て
、
私
の
懐
疑
は
、
音
楽
学
そ
の
も
の
が
現
状
に
お

い
て
は
ら
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
疑
義
に
及
ば
ぎ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
音
楽
学
の
大
部
を
占
め
て
い
る
音
楽
史
的
領
域
に

わ
い
て
、
そ
の
多
岐
に
亙
る
研
究
成
果
は
、
事
実
、
過
去
の
音
楽
的
遺
産
を
次
々
と
わ
れ
わ
れ
の
前
に
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
よ
り
精
細

に
あ
ら
わ
に
し
て
き
た
し
、
又
そ
の
歴
史
的
発
展
関
連
を
よ
り
正
確
に
認
識
し
て
き
た
。
け
れ
ど
も
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
の
み
を
以
て

は
、
音
楽
と
い
う
も
の
が
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
如
何
な
る
意
味
を
有
す
る
か
、
わ
れ
わ
れ
は
音
楽
を
い
か
な
る
も
の
と
考
え
る
か
、
言
い

か
え
れ
ば
音
楽
と
は
一
体
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
充
分
な
る
答
え
は
提
供
さ
れ
得
な
い
。
つ
ま
り
音
楽
史
は
、
音
楽
の



歴
史
的
現
象
の
学
た
り
え
て
も
、
音
楽
の
本
質
の
学
た
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
歴
史
の
認
識
が
、
人
間
の

（
自
己
自
身
の
）
反
省
的
自
覚
一
基
本
的
に
は
哲
学
一
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
音
楽
学
と
い
う
概

念
は
、
現
状
の
よ
う
に
、
音
楽
史
を
始
め
と
し
て
、
方
法
に
お
い
て
も
目
的
に
お
い
て
も
種
々
雑
多
の
学
問
の
（
単
な
る
）
集
合
体
で
あ

る
と
い
う
合
意
に
お
い
て
の
み
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ
は
又
一
方
に
お
い
て
、
少
く
と
も
近
世
以
後
、

美
学
乃
至
芸
術
哲
学
か
ら
芸
術
学
或
い
は
芸
術
科
学
へ
と
発
展
す
る
一
つ
の
学
問
領
域
が
示
す
と
こ
ろ
の
方
向
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
ゆ

か
な
い
。
従
っ
て
こ
の
意
味
で
は
音
楽
学
が
、
芸
術
学
の
一
つ
の
分
野
と
し
て
、
ひ
い
て
は
芸
術
哲
学
の
方
向
に
そ
の
在
り
方
を
見
出
す

べ
き
も
の
と
い
う
概
念
上
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
、
此
の
点
か
ら
し
て
少
く
と
も
名
義
的
に
は
撞
着
す
る
と
こ

ろ
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
又
一
面
に
は
、
美
学
が
、
そ
れ
故
音
楽
に
関
与
す
る
美
学
も
亦
、
一
般
美
学
・
芸
術
学
の
正
統
的

な
発
展
路
線
に
そ
っ
て
、
い
か
に
屡
々
客
観
主
義
的
、
記
述
的
だ
る
べ
し
と
い
う
反
撃
に
会
っ
た
に
し
て
も
、
所
詮
規
範
的
な
学
た
る
性
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格
を
払
拭
し
得
ず
、
警
急
程
度
思
弁
的
、
形
而
上
学
的
性
格
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
ろ
う
。
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
、
音
楽
学

が
、
も
し
、
　
”
音
楽
に
関
す
る
諸
科
学
”
た
る
に
止
ら
ず
、
　
”
音
楽
と
い
う
芸
術
の
学
”
た
る
た
め
に
は
、
か
の
正
統
的
な
る
美
学
の

立
場
（
美
の
哲
学
）
を
そ
の
究
極
の
レ
ジ
メ
と
し
て
、
そ
れ
は
統
一
ず
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
或
い
は
少
く
と
も
そ
う
し
た
要
請
を
ひ

そ
め
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

註

勿
論
、
規
範
的
と
い
っ
て
も
、
例
え
ば
単
純
に
制
作
の
理
論
的
規
定
と
い
う
よ
う
な
光
臨
で
な
く
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
な
ど
が
言
う
よ
う
な
、

一
つ
の
価
値
判
断
の
学
、
つ
ま
り
、
判
断
の
判
断
た
る
「
原
判
断
」
の
学
と
し
て
規
範
的
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
　
（
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
の

立
場
亦
然
り
）
又
、
美
学
が
単
に
十
九
世
紀
以
前
の
思
弁
や
形
而
上
学
に
還
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
も
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
私
が
標
題
音
楽
の
研
究
に
お
い
て
意
図
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
そ
の
様
式
史
的
研
究
で
も
な
け
れ
ば
、

そ
れ
の
精
神
史
的
背
景
の
探
求
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
考
察
の
過
程
に
お
い
て
そ
れ
ら
は
当
然
関
聯
的
に
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
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に
し
て
も
。
謂
わ
ば
、
標
題
音
楽
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
、
関
聯
せ
し
め
う
る
様
々
の
問
題
を
通
し
て
、
音
楽
一
般
の
（
表
現
の
）
原
理
を

探
求
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
今
、
こ
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
考
察
を
展
開
す
べ
き
す
じ
み
ち
に
つ
い

て
は
、
ま
だ
成
案
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
標
題
音
楽
に
関
し
て
執
念
の
よ
う
に
、
あ
れ
こ
れ
雑
然
と
つ
き
ま
と
う
て

い
た
諸
問
題
を
末
整
理
の
ま
ま
に
一
応
項
目
乃
至
そ
れ
の
註
解
の
形
で
提
出
し
て
み
る
こ
と
が
、
当
面
の
作
業
で
あ
る
。
提
出
さ
れ
た
諸

問
題
や
項
目
が
夫
々
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
合
い
、
そ
の
か
か
わ
り
合
い
は
如
何
な
る
根
拠
に
も
と
ず
い
て
可
能
で
あ
っ
た
り
必
然
的
で

あ
っ
た
り
不
合
理
で
あ
っ
た
り
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
の
検
討
が
自
ら
、
或
は
論
理
的
に
一
つ
の
原
理
へ
、
こ
の
場
合
音
楽
の
原
理
へ
と

統
一
的
に
見
出
さ
れ
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

一
、
標
題
音
楽
の
概
念
の
規
定
に
つ
い
て

　
私
は
ま
ず
こ
の
第
一
項
に
お
い
て
、
最
初
か
ら
最
大
の
困
難
に
ぶ
つ
か
る
。
併
し
、
こ
れ
は
、
究
極
的
な
課
題
の
存
す
る
と
こ
ろ
の
次

元
に
か
か
わ
り
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
故
に
、
今
の
と
こ
ろ
深
く
立
ち
入
ら
な
い
で
お
く
こ
と
を
容
赦
願
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
つ

い
て
は
、
入
間
の
本
質
に
つ
い
て
探
究
す
る
哲
学
、
生
の
哲
学
、
人
間
学
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
お
よ
そ
「
人
間
」
の
定
義
か
ら
は
出

発
し
得
な
い
と
い
う
理
由
を
か
り
て
お
こ
う
。

　
併
し
一
つ
の
前
提
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
音
楽
史
上
す
で
に
常
識
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
、
十
九
世
紀
ロ
マ
ン
主
義
の
産
物
た
る
標
題
音

楽
、
リ
ス
ト
や
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
や
R
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
等
の
観
念
が
指
向
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
そ
れ
ら
の
諸
作
品
が
典
型
的
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
音
楽
の
ジ
ャ
ン
ル
を
指
し
て
お
ζ
う
コ
勿
論
純
器
楽
的
作
品
に
限
り
、
オ
ペ
ラ
や
歌
詞
・
劇
等
の
伴
う
も
の
を
除

い
て
。
　
し
か
し
同
時
に
、
　
あ
ま
り
窮
窟
に
限
定
し
な
い
で
、
全
体
と
し
て
は
、
　
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
田
園
交
響
曲
を
は
じ
め
何
ら
か
の



詩
的
、
絵
画
的
、
説
明
的
表
題
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
附
け
ら
れ
た
作
品
も
（
少
く
と
も
標
題
音
楽
的
な
も
の
と
し
て
）
合
わ
せ
考
え
た
い
。
こ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
著
し
く
研
究
課
題
が
膨
脹
し
繁
雑
に
な
る
の
は
や
む
を
え
な
い
が
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
広
義
の
標
題
音
楽
な

る
も
の
の
音
楽
史
の
中
へ
の
ひ
ろ
が
り
は
実
に
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
か
の
著
名
な
る
ク
ー
ナ
ウ
は
も
と
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
ク

ラ
ヴ
サ
ニ
ス
ト
達
（
ク
ー
プ
ラ
ン
や
ラ
モ
ー
な
ど
）
の
諸
作
品
や
、
バ
ッ
ハ
や
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
ー
の
或
も
の
、
更
に
フ
ロ
ー
ベ
ル
ガ

ー
や
J
・
マ
ン
デ
ィ
ー
、
W
・
バ
ー
ド
に
至
る
ま
で
、
は
て
は
一
挙
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
音
楽
に
ま
で
遡
ぼ
る
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
又
十

九
世
紀
後
半
か
ら
今
世
紀
、
現
代
の
音
楽
全
般
の
中
に
、
そ
れ
は
大
き
な
割
り
合
い
を
占
め
る
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
傾

向
の
方
が
よ
り
一
般
的
で
あ
る
と
さ
え
言
い
得
る
結
果
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
け
れ
ど
も
、
之
に
対
し
て
も
私
は
あ
ま
り
神
経
質
な
取
捨

選
択
を
ほ
ど
こ
し
た
い
と
は
思
わ
な
い
。
　
一
体
、
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
の
「
幻
想
交
響
曲
」
は
標
題
音
楽
で
あ
る
が
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
「
田

園
」
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
か
、
リ
ス
ト
の
交
響
詩
は
標
題
音
楽
だ
が
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
「
フ
ィ
ン
ガ
ル
の
洞
窟
」
は
ち
が
う
、
と
言

明
す
る
に
し
て
は
そ
も
そ
も
一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
る
標
題
音
楽
の
概
念
そ
の
も
の
が
あ
い
ま
い
に
す
ぎ
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
重
要
な
の
は
、
そ
の
名
義
に
よ
る
作
品
の
仕
分
け
よ
り
は
、
そ
の
名
が
指
向
す
る
と
こ
ろ
の
音
楽
上
の
意
味
で
あ
り
理

念
な
の
で
あ
る
。

二
、

標
題
音
楽
な
る
観
念
、
乃
至
そ
れ
に
も
と
ず
く
諸
活
動
の

成
立
の
事
情
に
つ
い
て

　
し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
標
題
音
楽
と
い
う
も
の
の
意
識
に
お
い
て
音
楽
史
的
に
は
最
も
顕
著
で
あ
り
、

も
の
の
発
生
流
布
し
た
十
九
世
紀
初
期
中
期
の
ロ
マ
ン
主
義
者
達
の
活
動
を
最
も
代
表
的
な
現
象
と
し
て
、

　
　
　
標
題
音
楽
研
究
の
草
案
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

標
題
音
楽
と
い
う
言
葉
そ
の

そ
れ
に
関
す
る
歴
史
的
事
情

五
一
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二

を
考
察
す
る
こ
と
は
、
第
一
の
要
務
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
e
　
そ
の
一
つ
と
し
て
、
関
係
作
曲
家
達
の
思
想
、
と
り
わ
け
リ
ス
ト
や
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
、
シ
ュ
ー
マ
ン
そ
の
他
の
見

解
を
調
査
す
る
項
目
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
之
に
関
し
て
は
、
　
”
音
楽
の
本
質
の
把
握
は
音
楽
作
品
そ
の
も
の
の
追
究
を
以
て
す
べ
し
”
、
と
の
通
念
を
一
ま
ず
の
り
こ
え
て
お
く

必
要
が
あ
る
。
こ
の
尤
も
な
議
論
は
、
併
し
そ
れ
に
従
え
ば
、
得
ら
れ
る
結
論
は
、
此
の
時
代
、
こ
の
流
派
の
音
楽
史
的
様
式
の
確
認
乃
至

精
神
史
的
基
礎
ず
け
と
い
う
こ
と
に
止
ま
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
つ
の
成
果
（
歴
史
的
研
究
の
成
果
）
で
は
あ
っ
て
も
、
標

題
音
楽
と
い
う
も
の
に
対
し
て
人
々
が
賦
与
し
た
と
こ
ろ
の
解
釈
や
、
そ
れ
を
（
理
念
的
に
も
亦
）
目
ざ
す
こ
と
に
よ
っ
て
獲
た
と
こ
ろ

の
も
の
（
作
品
）
が
、
そ
の
制
作
の
根
基
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
合
っ
て
い
る
か
、
そ
し
て
、
こ
の
時
代
の
音
楽
様
式
が
他
と
ど
の
よ
う
に

違
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
作
品
と
は
な
れ
て
も
尚
ど
の
よ
う
に
音
楽
観
と
し
て
特
異
で
あ
る
か
、
又
共
通
で
あ
る
か
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
ら
の
充
分
な
認
識
に
ま
で
は
到
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ
は
、
　
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
そ
の
よ
う

な
事
情
の
中
に
展
開
さ
れ
必
然
的
に
か
ら
み
合
う
よ
う
な
諸
問
題
の
認
識
を
通
し
て
、
音
楽
の
「
可
能
性
」
－
本
質
的
に
所
有
す
る
も

の
一
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
以
上
の
理
由
を
も
つ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
作
品
自
体
の
研
究
を
一
歩
出
て
よ
か
ろ
う
と
思

う
の
で
あ
る
。
物
言
わ
ぬ
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
芸
術
作
品
、
と
り
わ
け
原
始
美
術
な
ど
の
場
合
、
唯
後
々
の
各
時
代
の
純
感
性
を

通
し
て
の
み
そ
の
様
式
的
特
色
を
明
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
夫
々
の
生
の
自
覚
の
在
り
方
を
知
る
と
い
う
こ
と

は
、
不
可
避
の
道
程
で
あ
る
と
し
て
も
、
十
九
世
紀
標
題
音
楽
を
め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
音
楽
の
本
質
に
関
す
る
様
々

の
思
索
と
い
う
有
力
な
（
多
弁
的
）
側
面
を
も
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
時
代
の
特
色
と
し
て
、
幸
に
も
芸
術
家
達
は
（
論
理
の
妥
当
性
の

多
少
は
と
も
か
く
）
芸
術
や
音
楽
一
般
に
つ
い
て
、
又
自
己
の
芸
術
活
動
に
つ
い
て
の
反
省
や
主
張
を
豊
富
に
至
れ
き
し
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
好
個
の
材
料
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
叉
、
更
に
敷
宿
す
れ
ば
、
此
の
方
面
の
意
識
的
積
極
的
な
作
家
達
だ
け
に
限
ら



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

ず
、
例
え
ば
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
観
念
の
如
き
も
、
P
・
ベ
ッ
カ
ー
な
ど
に
よ
つ
て
指
摘
せ
ら
れ
た
「
詩
的
想
念
」
に
よ
る
基
礎
づ
け
や
、

A
・
シ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
言
う
「
隠
れ
た
標
題
」
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
な
ど
も
、
彼
等
（
標
題
音
楽
作
家
た
ち
）
の
所
謂
標
題
の
目
ざ

す
と
こ
ろ
の
も
の
と
明
白
な
関
連
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
合
せ
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

註

「
近
視
眼
的
な
美
学
は
、
音
楽
に
お
け
る
一
定
の
内
容
が
不
必
要
で
あ
る
こ
と
、
純
粋
な
音
楽
的
創
造
の
確
定
的
理
解
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を

誤
ま
っ
て
帰
納
し
て
来
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
微
弱
な
不
明
瞭
な
思
老
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
は
微
塵
も
な
か
っ
た
。
彼
は
知
的
協
同
を
要
求

し
た
。
彼
に
と
っ
て
、
音
楽
を
聴
く
こ
と
は
体
験
で
あ
り
、
〃
作
曲
す
る
〃
と
い
う
言
葉
は
作
詩
す
る
と
い
う
言
葉
と
交
換
さ
れ
得
る
。
作
品
三

一
第
二
の
二
「
短
調
ソ
ナ
タ
と
作
品
五
七
の
へ
短
調
ソ
ナ
タ
の
意
味
に
つ
い
て
た
ず
ね
ら
れ
た
時
、
『
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
〃
あ
ら
し
”
を
読
み
た

ま
え
』
と
彼
は
答
え
た
。
作
曲
す
る
際
、
彼
は
眼
の
前
に
一
定
の
映
像
を
保
ち
な
が
ら
、
そ
れ
を
目
標
に
仕
事
し
た
。
彼
の
作
品
は
、
　
『
詩
人
は

言
葉
に
醗
訳
す
る
情
調
に
よ
っ
て
、
自
分
は
音
楽
に
頚
訳
す
る
情
調
に
よ
っ
て
鼓
吹
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
情
調
は
、
音
符
の
形
で
自
分
の
前
に
現
わ

れ
る
ま
で
、
自
分
の
魂
の
中
に
荒
れ
狂
っ
た
。
』
そ
の
「
命
名
式
」
序
曲
の
手
紙
に
、
彼
は
無
邪
気
な
自
信
を
以
て
、
こ
れ
が
「
作
曲
さ
れ
た
」
の

で
は
な
く
て
、
『
ル
ー
ト
ゥ
ィ
ッ
ヒ
・
ヴ
ァ
ン
・
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
よ
っ
て
詩
化
さ
れ
た
』
と
書
い
て
い
る
。

こ
う
い
う
考
え
方
か
ら
明
白
な
標
題
音
楽
へ
は
、
ほ
ん
の
一
歩
で
あ
る
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
よ
り
も
遙
か

に
標
題
音
楽
作
曲
家
な
の
で
あ
る
。
…
…
…
」
（
p
・
ベ
ッ
カ
ー
著
「
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」
〔
（
大
田
黒
元
雄
訳
〕
｝
第
二
部
第
一
章
　
詩
的
想
念
　
の

項
よ
り
）

　
私
自
身
、
　
最
近
の
ゲ
ヴ
ァ
ン
ト
ハ
ウ
ス
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
演
奏
に
接
し
て
得
た
体
験
か
ら
し
て
も
、
　
例
え
ば
、
　
田
園
交
響
曲
の

「
嵐
」
の
楽
章
の
感
動
が
、
唯
、
　
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
流
の
、
「
は
げ
し
く
」
、
　
「
荒
れ
狂
う
」
等
々
の
巧
妙
な
音
構
成
に
よ
る
ば
か
り
で
な

く
て
、
正
に
具
体
的
な
、
嵐
そ
の
も
の
の
有
す
る
本
質
的
な
力
と
の
関
聯
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
し
て

み
る
と
、
之
は
全
く
普
通
に
言
う
と
こ
ろ
の
標
題
音
楽
で
あ
っ
て
、
又
正
に
標
題
音
楽
た
る
こ
と
に
お
い
て
極
め
て
す
ぐ
れ
た
芸
術
作
品

で
あ
る
（
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
自
身
は
い
か
に
釈
明
し
よ
う
と
も
）
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
く
と
も
わ
れ
わ
れ
は
、
　
ハ

ン
ス
リ
ッ
ク
に
な
ら
っ
て
、
概
括
的
に
標
題
音
楽
を
音
楽
の
堕
落
と
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
む
し
ろ
サ
ン
・
サ
ー
ン
ス
と
共
に
、

　
　
　
糠
櫃
畜
楽
研
究
め
藁
案
め
た
め
の
プ
，
百
ヶ
ラ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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五
四

「
音
楽
は
そ
れ
自
体
が
よ
い
か
悪
い
か
、
す
べ
て
は
そ
こ
に
存
す
る
。
標
題
を
も
つ
て
い
る
か
否
か
で
そ
れ
は
良
く
も
悪
く
も
な
ら
な
い
」

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
か
ら
は
、
標
題
音
楽
に
つ
い
て
の
何
物
も
出
て
こ
な
い
。

　
ワ
ー
グ
ナ
ー
に
つ
い
て
は
、
直
接
彼
を
標
題
音
楽
作
家
と
呼
ぶ
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
が
、
彼
の
提
唱
す
る
「
綜
合
芸
術
」
の
理
念
は
直

接
間
接
に
関
聯
を
有
し
、
そ
し
て
総
体
的
に
は
、
初
期
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ト
達
の
標
題
音
楽
的
方
向
の
普
遍
化
と
し
て
考
察
さ
れ
う
る
ふ
し

が
い
く
ら
も
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
ロ
　
ロ
マ
ン
主
義
的
精
神
が
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
根
本
的
契
機
か
ら
の
一
つ
の
必
然
的
所
産
と
し
て
標
題
音
楽
を
成
立
せ
し
め
た
事

情
に
つ
い
て
・
の
考
察

　
ひ
と
り
音
楽
家
の
み
な
ら
ず
、
此
の
時
代
の
思
想
的
芸
術
的
世
界
を
あ
げ
て
統
一
ず
け
て
い
た
と
こ
ろ
の
特
色
を
、
わ
れ
わ
れ
は
早
く

も
十
八
世
紀
の
末
期
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
な
ど
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
彼
の
考
え
る
、
一
切
の
芸
術
の
根
本
条
件
と
し
て
の

音
楽
的
無
限
定
性
、
裏
か
ら
み
れ
ば
芸
術
的
創
造
の
力
そ
の
も
の
と
し
て
の
、
普
遍
的
意
味
に
お
け
る
「
詩
」
　
（
ポ
エ
ジ
ー
）
の
概
念
を

始
め
と
し
て
、
当
時
の
実
生
活
に
於
て
も
普
通
に
見
ら
れ
た
芸
術
家
達
の
「
精
神
的
共
同
生
活
」
に
よ
る
諸
芸
術
の
精
神
的
文
流
か
ち
、

ひ
い
て
は
諸
芸
術
領
域
の
「
綜
合
」
へ
の
要
求
や
異
種
芸
術
の
相
互
移
行
可
能
性
の
思
想
な
ど
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
標
題
音
楽
の
理
念

を
肯
定
し
活
気
ず
け
る
重
要
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
更
に
そ
れ
は
、
論
理
的
整
合
性
の
よ
り
高
い
次
元
に
お

い
て
、
即
ち
当
時
の
体
系
的
哲
学
思
想
の
中
に
も
亦
そ
の
根
拠
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
べ
き
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の

代
表
者
た
る
ヘ
ー
ゲ
ル
や
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て
は
、
そ
の
音
楽
に
関
す
る
所
論
は
む
し

ろ
外
見
的
に
は
、
標
題
音
楽
の
対
立
的
概
念
た
る
「
絶
対
音
楽
」
の
支
持
と
な
る
よ
う
な
見
解
が
う
か
が
え
る
。
併
し
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
そ
の
象
微
概
念
（
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
場
合
は
む
し
ろ
表
象
性
概
念
）
め
如
き
も
の
を
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ

の
間
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
、
或
は
解
明
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



　
以
上
の
よ
う
に
、
ロ
マ
ン
主
義
的
諸
傾
向
を
、
種
々
の
角
度
か
ら
観
察
す
る
こ
と
は
、
標
題
音
楽
の
、
特
に
様
式
上
の
所
謂
「
標
題
音

楽
」
の
性
格
を
考
察
す
る
た
め
の
重
要
な
参
考
に
な
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
音
楽
に
お
い
て
標
題
な
る
も
の
が
所
有
す
る
意
味
の
吟
味

は
、
更
に
広
く
音
楽
一
般
に
対
し
て
、
そ
の
表
現
乃
至
意
味
内
容
の
あ
り
か
を
探
る
た
め
の
重
大
な
地
盤
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

の
た
め
の
充
分
な
ス
ペ
ー
ス
が
、
此
の
項
目
に
．
つ
い
て
あ
て
が
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

三
、
　
「
標
題
」
の
種
類
及
び
、
標
題
対
音
響
形
式
の
種
々
な
る
関
係
に
つ
い
て

　
乏
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
或
は
関
聯
を
は
な
れ
て
、
標
題
音
楽
的
作
品
の
広
範
な
分
布
の
中
か
ら
、
標
題
の
さ
ま
ざ
ま

な
種
類
を
指
摘
し
た
り
、
又
作
品
の
音
響
的
実
体
と
そ
れ
に
附
け
ら
れ
た
標
題
と
の
間
の
種
々
な
る
関
係
を
類
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
で

あ
あ
ろ
う
。
標
題
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
い
ろ
い
ろ
の
自
然
現
象
や
社
会
的
事
件
や
、
詩
的
と
か
劇
的
と
か
或
い
は
絵
画
的
な
る

も
の
に
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
更
に
、
聴
覚
的
、
視
覚
的
と
か
、
事
件
の
外
面
的
現
象
や
心
理
的
経
過
、
或
い
は
又
逐
条
的
す
じ
書
き
や
単

一
な
る
内
面
的
観
念
等
々
と
、
よ
り
細
か
に
分
類
す
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
又
、
標
題
と
音
響
形
式
と
の
結
合
関
係
に
つ
い
て
も

単
な
る
外
面
的
形
態
的
模
倣
に
よ
る
素
朴
な
類
比
的
な
関
係
か
ら
、
内
面
的
心
理
的
描
写
に
よ
る
高
次
の
象
徴
的
関
係
に
至
る
種
々
の
層

に
お
い
て
、
或
は
音
進
行
に
対
す
る
逐
条
的
指
示
の
形
で
か
、
全
体
へ
の
前
書
き
と
し
て
か
、
と
い
う
よ
う
な
標
題
の
与
え
方
の
種
別
、

又
標
題
を
楽
曲
に
対
し
て
ど
の
程
度
具
体
的
現
実
的
に
厳
密
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
す
る
か
、
そ
の
度
合
い
、
等
々
。
こ
の
よ
う
な

類
別
は
そ
の
或
も
の
に
つ
い
て
は
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
押
し
進
め
て
ゆ
け
ば
実
に
際
限
も
な
く
展

開
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
結
局
、
人
は
ど
の
二
人
も
親
類
同
志
、
と
い
う
よ
う
な
話
し
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
こ
に
標
題
音
楽
諸
作
品
の

総
索
引
を
作
成
す
る
わ
け
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
芸
術
に
よ
っ
て
根
源
的
で
あ
る
よ
う
な
諸
契
機
に
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由
り
な
が
ら
、
標
題
音
楽
の
核
心
に
向
う
よ
う
に
し
な
け
れ
．
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
正
に
そ
の
観
点
か
ら
で
も
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
古
く
か
ら
限
り
な
く
主
張
さ
れ
続
け
て
き
た
音
楽
の
所
謂
情
緒
的
性
格
、
感
情
の

描
写
、
表
現
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
を
出
来
る
だ
け
避
け
た
い
と
思
う
。
音
楽
の
考
察
に
対
し
．
て
情
緒
と
か
感
情
の
概
念
を
導
入
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
一
体
こ
れ
ま
で
ど
れ
程
の
理
解
の
深
ま
り
が
得
ら
れ
た
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
M
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
う
「
気
分
」

或
は
H
・
コ
ー
ヘ
ン
の
考
え
る
「
感
情
」
等
の
場
合
の
よ
う
に
、
そ
の
本
質
に
対
す
る
徹
底
的
な
追
究
は
別
と
し
て
、
唯
単
に
そ
れ
ら
の

概
念
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
満
足
し
、
そ
の
門
戸
か
ら
更
に
中
へ
わ
け
入
る
こ
と
を
し
な
い
よ
う
な
考
え
方
は
、
音
楽
に
対
し
て
も

標
題
音
楽
の
問
題
に
と
っ
て
も
、
何
等
の
解
決
を
与
え
な
い
ば
か
り
か
、
問
題
を
一
層
あ
い
ま
い
に
さ
え
し
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ

ど
も
、
そ
れ
に
つ
け
て
は
更
に
注
意
す
べ
き
ふ
し
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
此
の
観
点
を
極
め
て
は
っ
き
り
主
張
し
た
ハ
ン
ス

リ
ッ
ク
の
場
合
、
な
る
ほ
ど
音
楽
の
固
有
の
領
域
か
ら
、
こ
の
所
謂
感
情
を
締
め
出
す
こ
と
に
は
、
成
功
し
た
も
の
の
、
そ
の
つ
い
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

音
楽
に
お
け
る
精
神
的
な
も
の
、
有
意
味
的
含
蓄
を
も
失
う
よ
う
な
は
め
に
陥
い
っ
て
い
る
。
論
理
的
に
は
何
と
か
そ
れ
を
確
保
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
だ
が
結
局
は
、
音
楽
の
形
式
が
そ
れ
自
身
の
内
容
で
あ
り
、
音
楽
の
手
段
が
音
楽
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
自
家
撞
着

に
お
ち
い
っ
て
い
る
こ
と
を
否
め
な
い
の
は
、
ゆ
き
方
は
ち
が
っ
て
も
、
や
は
り
、
こ
の
感
情
な
る
も
の
の
堀
り
下
げ
方
の
不
足
の
せ
い

と
解
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

教

わ
れ
わ
れ
は
、
抽
象
絵
画
の
初
期
の
主
唱
者
た
る
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
が
、
絵
画
の
純
粋
形
象
・
色
彩
的
構
成
を
主
張
し
な
が
ら
、
し
か
も
極

力
α
霧
O
。
馨
凶
α
Q
。
（
「
精
神
的
な
る
も
の
」
一
そ
れ
は
幽
器
O
①
馨
器
一
。
ぴ
①
「
精
神
に
充
ち
た
も
の
」
と
言
い
か
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
）
に
向

っ
て
そ
の
法
則
性
を
求
め
て
や
ま
な
か
っ
た
こ
と
く
決
し
て
非
人
間
的
事
象
性
の
方
向
に
で
な
く
）
を
思
い
合
わ
す
の
で
あ
る
。

又
、
・
音
楽
を
感
情
と
か
情
緒
と
か
詩
的
．
精
神
（
団
O
O
ω
器
）
な
ど
に
．
よ
っ
て
説
明
す
る
か
わ
り
に
、
そ
れ
を
力
性
と
か
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
の

概
念
に
わ
き
換
え
て
み
て
も
、
事
態
は
き
ほ
ど
変
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
、
音
響
現
象
朕
外
か
ら
の
一
切
の
介
入
を
遮
断
し
、
音
楽



を
人
間
に
と
っ
て
一
つ
の
「
意
味
あ
る
体
系
」
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
試
み
を
排
撃
す
る
こ
と
が
、

性
を
擁
護
す
る
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
は
、
之
亦
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。

果
し
て
音
楽
の
自
律

四
、
模
倣
的
契
機
或
い
は
象
徴
的
契
機
を
申
心
と
す
る
考
察

　
芸
術
に
お
け
る
模
倣
或
い
は
象
徴
性
の
問
題
は
、
と
り
わ
け
標
題
音
楽
に
と
っ
て
重
要
な
領
域
と
し
て
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
ひ
と
り
標
題
音
楽
の
問
題
に
限
ら
ず
、
音
楽
全
般
、
そ
し
て
芸
術
の
す
べ
て
に
関
わ
り
合
い
を
も
つ
も
の
と
し

て
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
通
じ
て
美
学
や
芸
術
観
の
中
心
に
そ
の
座
を
占
め
て
い
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
美
学
的
考
察
の
全
領
域
を
広
義
の

模
倣
論
乃
至
象
徴
論
的
に
体
系
ず
け
る
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
り
、
又
そ
の
よ
う
な
思
想
が
数
多
く
う
ち
立
て
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
も
あ

る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
を
一
挙
に
そ
こ
ま
で
拡
大
す
れ
ば
、
必
然
的
に
標
題
音
楽
の
問
題
は
解
消
す
る
は
め
に
な
る
か
ら
、
こ

こ
で
は
種
々
の
模
倣
論
や
象
徴
概
念
に
て
ら
し
て
、
標
題
音
楽
が
非
標
題
音
楽
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
区
別
せ
ら
れ
る
か
、
そ
し
て
究
極

的
に
は
如
何
に
統
一
ず
け
ら
れ
る
か
、
と
い
う
観
点
に
立
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
併
し
、
そ
れ
に
し
て
も
一
応
、
芸
術
に
お
け
る
模
倣
や
象

徴
の
機
能
の
意
味
を
た
ず
ね
て
み
る
こ
と
は
、
論
理
的
前
提
と
し
て
避
け
る
こ
と
の
出
来
な
い
道
程
で
は
あ
る
。
と
も
か
く
、
模
倣
と
い

い
象
徴
と
い
う
と
こ
ろ
の
も
の
が
本
来
も
つ
て
い
る
二
つ
の
対
立
す
る
契
機
、
模
像
と
原
像
、
イ
デ
ー
と
映
像
、
題
材
と
そ
れ
の
表
現
形

式
、
或
は
一
般
的
内
容
と
形
式
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
標
題
音
楽
の
成
立
に
と
っ
て
正
に
好
個
の
機
縁
と
し
て
関
係
ず
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。

　
私
は
併
し
、
こ
こ
で
は
特
に
象
徴
の
問
題
に
重
点
を
お
い
て
考
察
を
進
め
た
い
と
思
う
。
模
倣
論
は
、
勿
論
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来

（
或
は
む
し
ろ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
偉
大
さ
の
故
に
）
近
代
に
至
る
ま
で
芸
術
論
上
の
基
本
線
と
し
て
、
上
に
な
り
下
に
な
り
し
て
踏
襲
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さ
れ
て
き
た
こ
と
は
事
実
だ
し
、
そ
れ
の
注
意
深
い
考
察
は
今
後
共
尚
捨
て
難
い
重
要
性
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
何
と
い
っ
て

も
用
語
的
に
古
め
か
し
い
こ
と
と
、
そ
れ
に
、
近
代
以
後
の
象
徴
論
の
方
が
、
論
理
的
に
は
複
雑
で
あ
っ
て
も
、
よ
り
包
括
的
で
あ
り
厳

密
さ
に
適
合
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
素
朴
な
る
模
倣
論
さ
え
も
結
局
は
象
徴
的
契
機
の
方
へ
還
元
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
る

か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
象
徴
論
の
根
本
的
意
義
を
追
究
す
る
過
程
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
既
に
古
典
的
と
さ
れ
て
い
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
象
徴
概

念
や
、
シ
ェ
リ
ン
グ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
象
徴
概
念
の
対
比
的
な
る
点
な
ど
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
併
し
、
所

詮
、
カ
ツ
シ
ラ
ー
の
言
う
通
り
「
芸
術
の
シ
ン
ボ
ル
は
内
在
的
な
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
超
越
的
意
味
に
解
す
べ
き
も
の
で
は
な

い
」
（
国
．
O
p
ω
ω
貯
O
眞
　
〉
昌
国
ω
ω
騨
団
。
昌
日
㊤
濁
　
O
げ
●
P
）
の
で
あ
る
か
ら
、
単
に
そ
の
よ
う
な
超
越
論
的
形
而
上
学
に
止
ら
ず
、
我
々
の

感
覚
経
験
そ
れ
自
身
の
基
本
的
構
成
要
素
に
ま
で
下
り
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
象
徴
的
関
係
を
発
見
す
る
よ
う

に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
併
し
、
ま
ず
象
徴
的
関
係
或
は
象
徴
作
用
そ
の
も
の
と
は
如
何
な
る
も
の
か
、
に
つ
い

て
の
充
分
な
検
討
を
経
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
象
徴
概
念
を
申
心
と
す
る
哲
学
の
類
で
最
近
の
著
述
の
一
つ
と
し
て
、
例
え
ば
Q
D
．
宍
・
い
9
昌
σ
q
①
同
の
研
究
の
如
き
は
そ
の
た
め
の
重
要

な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
℃
ぼ
δ
ω
o
℃
身
貯
9
昌
①
≦
冨
鴇
）
彼
女
は
、
サ
イ
ン
と
シ
ン
ボ
ル
と
を
区
別
し

て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
，
サ
イ
ン
と
そ
れ
の
対
象
と
の
論
理
的
関
係
は
単
純
な
関
係
で
あ
り
、
両
者
は
連
合
し
て
一
対
を

な
し
て
い
る
、
つ
ま
り
一
対
一
の
相
関
関
係
を
な
し
て
い
る
。
サ
イ
ン
に
も
そ
の
機
能
（
サ
イ
ン
作
用
）
と
し
て
第
三
の
項
、
即
ち
そ
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

対
を
な
し
て
い
る
そ
れ
ら
の
項
を
使
用
す
る
主
観
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
サ
イ
ン
が
主
観
に
対
し
て
そ
れ
の
対
象
を
報
告
す
る
、
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

連
合
の
仕
方
を
と
る
に
対
し
て
、
シ
ン
ボ
ル
は
主
観
を
導
い
て
そ
れ
の
対
象
を
表
象
き
せ
る
（
心
に
描
か
せ
る
）
の
で
あ
る
。
シ
ン
ボ
ル

は
そ
れ
ら
の
対
象
の
代
理
で
は
な
く
、
対
象
に
つ
い
て
の
表
象
を
運
ぶ
も
の
で
あ
る
。
シ
ン
ボ
ル
が
直
接
的
に
意
味
す
る
も
の
は
表
象
で



あ
っ
て
、
事
物
で
は
な
い
…
…
…
‘

　
右
の
よ
う
な
シ
ン
ボ
ル
の
概
念
を
も
と
に
し
て
、
彼
女
は
更
に
「
音
楽
に
内
在
す
る
意
義
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
　
「
も
し
音
楽
が
何

等
か
の
意
義
を
も
つ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
兆
候
と
し
て
の
意
義
で
は
な
く
、
意
味
体
系
と
し
て
の
意
義
で
あ
る
。
そ
れ
の
『
意

味
』
は
明
ら
か
に
情
感
を
引
き
起
こ
す
刺
戟
の
も
つ
意
味
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
を
知
ら
せ
る
信
号
の
も
つ
意
味
で
も
な
い
。
も
し
音
楽
が

或
る
情
感
的
な
内
容
を
も
つ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
言
語
が
ー
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
は
た
ら
い
て
一
そ
れ
の
表
象
内
容
を
『
も
っ

て
い
る
』
の
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
を
『
も
っ
て
い
る
』
の
で
あ
る
。
…
…
」

　
そ
し
て
、
　
「
音
楽
哲
学
に
つ
い
て
は
驚
く
ほ
ど
多
く
の
有
能
な
思
索
家
が
想
を
練
っ
た
が
、
　
『
有
意
義
的
形
式
』
と
い
う
こ
の
中
心
問

題
の
進
展
を
妨
げ
た
唯
一
の
つ
ま
ず
き
の
石
は
、
私
の
考
え
で
は
、
論
理
構
造
が
さ
ま
ざ
ま
な
型
の
『
有
意
義
姓
』
の
骨
格
と
な
る
し
か

た
の
差
異
に
つ
い
て
の
理
解
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
」
　
と
指
摘
し
、
わ
れ
わ
れ
の
直
面
し
て
い
る
、
し
か
も
未
発
見
の
ま
ま
に

な
っ
て
い
る
最
重
要
問
題
は
、
た
ま
た
ま
音
楽
美
学
で
は
、
シ
ン
ボ
ル
の
論
理
全
体
を
含
む
問
題
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
の
は
大
い

に
う
な
ず
け
る
。
　
（
上
掲
書
、
矢
野
ほ
か
共
訳
「
シ
ン
ボ
ル
の
哲
学
」
）

　
音
楽
に
お
け
る
、
象
徴
と
抽
象
、
連
想
と
描
写
、
観
念
と
事
象
等
の
相
互
関
係
や
、
芸
術
の
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
の
交
流
可
能
性
の
問

題
、
音
楽
に
お
け
る
美
的
形
式
と
し
て
の
範
疇
の
問
題
、
内
容
と
形
式
の
問
題
等
が
や
は
り
こ
の
象
徴
的
機
能
の
考
察
を
ま
っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
又
、
音
楽
に
お
け
る
「
劇
的
」
と
か
「
宗
教
的
」
と
か
「
フ
モ
ー
ル
」
と
か
様
々
の
特
性
的
効
果
、
そ
れ
な

し
に
は
音
楽
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
到
底
あ
れ
ほ
ど
の
味
わ
い
を
、
感
動
的
な
生
の
よ
ろ
こ
び
を
与
え
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な

性
格
の
問
題
も
、
重
要
な
関
係
項
目
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
つ
ま
び
ら
か
に
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
私
は
、
こ
の
種
の
考
察

を
へ
て
、
更
に
そ
れ
ら
を
標
題
音
楽
の
問
題
、
総
括
的
に
は
、
　
「
標
題
を
内
包
と
し
て
も
つ
乏
は
一
体
い
か
な
る
こ
と
か
」
と
い
う
問
い

の
解
明
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
諸
点
に
つ
い
て
、
標
題
音
楽
の
は
ら
ん
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で
い
る
問
題
関
聯
の
多
様
性
故
の
困
難
さ
を
克
服
し
、
転
じ
て
、
標
題
音
楽
の
よ
り
ど
こ
ろ
が
如
何
な
る
点
に
お
い
て
音
楽
一
般
の
意
味

（
表
現
せ
ん
と
す
る
も
の
）
の
基
盤
に
合
流
す
る
か
を
、
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。


