
は
じ
め
に

海
野
十
三
（
一
八
九
七
│
一
九
四
九
）
の
「
十
八
時
の
音
楽
浴
」
は
一
九

三
七
年
四
月
に
雑
誌
『
モ
ダ
ン
日
本
』
で
発
表
さ
れ
た
未
来
の
デ
ィ
ス
ト
ピ

ア
的
世
界
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。
戦
争
に
よ
り
破
壊
さ
れ
た
地
球
で
生
き

延
び
た
人
間
が
、
独
裁
者
ミ
ル
キ
閣
下
の
支
配
下
で
暮
ら
す
と
い
う
設
定
で

あ
る
。
ミ
ル
キ
国
の
住
民
は
洗
脳
効
果
の
あ
る
音
楽
に
よ
っ
て
厳
し
く
統
制

さ
れ
て
い
る
。
海
野
自
身
の
言
葉
で
、
こ
の
作
品
は
「
人
間
の
意
志
と
い
う

も
の
が
、
将
来
こ
う
し
た
科
学
手
段
に
よ
っ
て
監
理
さ
れ
る
日
が
来
る
で
あ

（
�
）

ろ
う
こ
と
を
示
唆
し
た
も
の
」
と
説
明
さ
れ
る
。
瀬
名
堯
彦
が
指
摘
す
る
通

り
、
本
作
品
は
「
人
間
性
を
無
視
し
た
超
統
制
国
家
を
画
い
た
点
で
、
ジ
ョ

ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
『
一
九
八
四
年
』
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
が
、

そ
れ
に
科
学
的
な
シ
ス
テ
ム
を
と
り
入
れ
た
所
が
い
か
に
も
海
野
十
三
ら
し

く
、
作
者
の
主
張
す
る
科
学
恐
怖
が
戦
争
や
兵
器
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
を

（
�
）

示
し
て
い
る
」
と
こ
ろ
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
「
科
学
手
段
」
あ
る
い
は

「
科
学
的
な
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
作
中
で
ミ
ル
キ
閣
下
の
手
下
で
あ
る
博
士

コ
ハ
ク
が
発
明
し
た
「
音
楽
浴
」
の
こ
と
を
指
し
示
し
て
お
り
、
ダ
ル
コ
・

（
�
）

ス
ー
ヴ
ィ
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
こ
れ
は
作
品
の
「
新
事
像
」
と
な
る
概
念
で
あ

る
。海

野
は
日
本
の
科
学
小
説
の
先
駆
者
と
し
て
認
知
さ
れ
て
お
り
、「
科
学
」

は
常
に
海
野
の
創
作
に
お
け
る
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
。
サ
リ
・
カ
ワ
ナ
が

示
す
と
お
り
、
海
野
は
戦
時
下
の
作
品
群
で
科
学
と
技
術
の
重
要
性
を
強
調

（
�
）

し
、
そ
れ
ら
の
不
十
分
な
理
解
が
敗
北
を
招
く
こ
と
を
頻
繁
に
指
摘
し
た
。

電
気
工
学
の
専
門
家
で
も
あ
っ
た
海
野
は
、
科
学
関
係
の
執
筆
書
は
も
と
よ

り
他
の
小
説
に
お
い
て
も
明
確
に
そ
れ
を
表
現
し
て
い
る
。
一
番
明
快
な
例

（
�
）

は
一
九
三
七
年
に
出
版
さ
れ
た
『
地
球
盗
難
』
の
序
文
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で

海
野
は
、
当
時
の
社
会
で
は
国
家
間
の
力
関
係
が
「
金
力
よ
り
も
科
学
力
」

で
決
定
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
科
学
に
縋
ら
な
け
れ
ば
、
人
類

は
一
日
た
り
と
も
安
全
を
保
証
し
得
な
い
時
代
と
な
っ
た
」
と
主
張
し
、
科

学
は
「
恩
恵
と
迫
害
と
の
二
つ
の
面
を
持
つ
」
が
故
に
、
そ
れ
を
題
材
と
し

て
活
発
な
議
論
を
呼
び
起
こ
す
小
説
は
現
代
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
と
述

海
野
十
三
「
十
八
時
の
音
楽
浴
」
に
お
け
る
音
楽

│
│
科
学
技
術
と
身
体
の
機
械
化
│
│

エ
ス
テ
ル
・
ア
ン
ド
レ
ウ
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（
�
）

べ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
海
野
の
科
学
へ
の
傾
注
は
も
っ
ぱ
ら
個
人
的
な
営
み
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
二
〇
世
紀
初
期
に
「
科
学
」
は
日
本
の
国
策
と
な
っ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。「
十
八
時
の
音
楽
浴
」
は
ヒ
ロ
ミ
・
ミ
ズ
ノ
がScience

for

the
Em
pire

に
お
い
て
「
科
学
的
国
家
主
義
」
と
呼
ぶ
歴
史
的
文
脈
の
中
で

生
ま
れ
た
作
品
で
も
あ
る
。「
科
学
的
国
家
主
義
」
は
、
十
九
世
紀
後
半
に

始
ま
る
科
学
技
術
へ
の
信
奉
、
そ
れ
が
国
家
の
発
展
度
合
の
指
標
と
な
っ
た

こ
と
、
さ
ら
に
は
第
一
次
世
界
大
戦
の
経
験
に
よ
っ
て
科
学
の
進
度
が
国
の

安
全
性
を
決
定
す
る
こ
と
が
わ
か
り
、
世
界
中
に
技
術
家
主
義
が
広
ま
っ
た

（
�
）

と
い
う
一
連
の
現
象
の
総
称
で
あ
る
。
科
学
立
国
が
政
府
を
は
じ
め
大
勢
の

作
家
や
科
学
者
ら
の
目
標
と
な
っ
た
な
か
で
、
海
野
作
品
は
科
学
の
振
興
を

（
�
）

奨
励
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
道
徳
的
に
」
使
う
義
務
を
強
調
す
る
。

本
稿
で
は
、
決
定
的
な
要
素
で
あ
る
「
音
楽
」
の
モ
チ
ー
フ
を
通
じ
て

「
十
八
時
の
音
楽
浴
」
を
Ｓ
Ｆ
の
原
初
で
も
あ
る
こ
の
「
科
学
の
時
代
」
に

位
置
づ
け
、
同
時
代
の
歴
史
的
文
脈
と
の
関
連
性
か
ら
論
じ
た
い
。

一
、「
音
楽
浴
」
の
モ
チ
ー
フ
と
そ
の
歴
史
的
背
景

ま
ず
、「
音
楽
浴
」
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
検
証
す
る
。
海
野
は

こ
れ
を
「
中
央
発
音
所
に
於
い
て
地
底
を
匍
う
振
動
音
楽
を
発
生
せ
し
め
、

こ
れ
を
螺
旋
椅
子
を
通
じ
て
人
間
の
脳
髄
に
送
り
、
脳
細
胞
を
マ
ッ
サ
ー

（
�
）ジ」
す
る
こ
と
、
と
解
説
す
る
。
そ
の
目
的
は
ミ
ル
キ
国
の
住
民
を
「
画
一

（

）

に
し
て
優
秀
な
る
標
準
人
間
に
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
本
作
品
の
骨
子
は
冒

頭
に
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
の
描
写
に
表
れ
て
い
る
。

音
楽
浴
と
い
う
事
象
に
は
二
つ
の
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
一
つ
は
、
音
楽

が
徹
底
的
に
科
学
的
現
象
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で

の
音
楽
は
作
曲
家
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
科
学
者
で
あ
る
博
士
コ
ハ
ク
の

発
明
品
で
、
振
動
に
よ
っ
て
特
定
の
効
果
を
果
た
す
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
の
音
楽
は
芸
術
的
あ
る
い
は
神
秘
的
な
対
象
で
は
あ
り
得
ず
、

最
初
の
記
述
か
ら
物
理
的
現
象
と
し
て
登
場
し
、
そ
の
音
が
人
間
に
与
え
る

効
果
は
一
貫
し
て
生
理
学
的
現
象
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は

後
述
す
る
が
、
音
楽
を
録
音
し
放
送
す
る
こ
と
が
実
際
に
二
〇
世
紀
前
半
当

時
よ
う
や
く
一
般
に
普
及
し
始
め
た
ば
か
り
の
最
新
電
気
工
学
技
術
で
あ
っ

た
こ
と
を
考
え
る
と
、
音
楽
浴
は
科
学
を
利
用
し
た
新
し
い
音
楽
の
聴
取
方

法
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
音
楽
浴
が
行
わ
れ
る
現
場
の

情
景
も
ま
た
、
工
場
ま
た
は
実
験
室
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。

そ
の
青
廊
下
に
は
銀
色
に
光
る
太
い
金
属
パ
イ
プ
を
螺
旋
形
に
曲
げ

て
作
っ
て
あ
る
座
席
が
遠
く
ま
で
並
ん
で
い
た
。

三
人
は
自
分
た
ち
の
名
前
が
書
か
れ
て
あ
る
座
席
の
上
に
、
そ
れ
ぞ

れ
、
ピ
ョ
ン
ピ
ョ
ン
と
飛
び
の
っ
た
。
そ
れ
を
き�

っ�

か�

け�

の
よ
う
に
、

天
井
に
三
つ
の
黄
色
い
円
窓
が
明
い
て
、
そ
の
中
か
ら
黄
色
い
風
の
シ

ャ
ワ
ー
が
三
人
の
頭
上
に
落
ち
て
き
た
。
す
が
す
が
し
い
風
の
シ
ャ
ワ

（

）

ー
だ
っ
た
。

身
体
と
音
楽
浴
の
関
係
は
の
ち
に
詳
し
く
検
討
す
る
が
、
こ
こ
で
の
音
楽
は
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感
受
す
る
も
の
で
は
な
く
、
治
療
の
手
順
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て

い
る
。
あ
る
い
は
、
機
械
と
し
て
み
な
さ
れ
る
人
間
の
身
体
に
対
す
る
、
あ

る
種
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
作
業
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
映
る
。

二
つ
目
の
特
徴
は
、
人
間
性
の
均
一
化
が
企
図
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
音

楽
浴
で
は
ミ
ル
キ
閣
下
の
要
望
通
り
に
博
士
コ
ハ
ク
が
改
良
し
た
楽
曲
「
国

楽
第

番
」
が
使
わ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
第

型
標
準
人
間
」
を
生
産
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
第

型
標
準
人
間
と
は
、
ミ
ル
キ
閣
下
が
要
求
す
る
三

十
九
の
性
質
に
合
致
す
る
理
想
的
な
国
民
の
こ
と
で
あ
る
。
条
件
の
一
部
は

次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

そ
の
三
十
九
ヶ
条
を
一
々
列
記
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
る
が
、
そ
の
条

項
中
に
は
、
例
え
ば
一
、
忠
勇
な
る
こ
と
、
一
、
不
撓
不
屈
な
る
こ

と
、
一
、
酒
類
を
欲
せ
ざ
る
こ
と
、
一
、
喫
煙
せ
ざ
る
こ
と
、
一
、
四

時
間
の
睡
眠
に
て
健
康
を
保
ち
得
る
こ
と
、
一
、
髭
を
見
た
ら
ば
大
統

領
た
る
こ
と
を
諒
知
す
る
こ
と
と
い
っ
た
風
に
大
統
領
ミ
ル
キ
は
な
か

（

）

な
か
喧
し
い
条
件
を
出
し
て
あ
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
音
楽
浴
は
全
体
主
義
的
支
配
の
道
具
と
し
て
の
役
割
を
果

た
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
作
中
に
描
か
れ
る
音
楽
の
全
て
が
こ
の

限
り
で
は
な
い
。
結
末
場
面
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
博
士
コ
ハ
ク
は
そ
れ

（

）

と
は
違
う
効
果
を
果
た
す
「
人
間
性
讃
美
」
と
い
う
も
う
一
曲
の
国
楽
を
作

っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
作
中
の
科
学
的
音
楽
は
、
前
述
の
海
野
自
身
に
よ

る
言
葉
「
恩
恵
と
迫
害
と
の
二
つ
の
面
」
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。音

楽
の
科
学
的
な
側
面
で
あ
る
「
振
動
」
あ
る
い
は
「
音
波
」
は
、
た
と

え
ば
他
に
も
野
村
胡
堂
の
「
音
波
の
殺
人
」（『
新
青
年
』
一
九
三
六
年
一
二

月
）
に
も
登
場
し
て
お
り
、「
振
動
」
は
様
々
な
海
野
の
他
作
品
に
も
現
れ

（

）

る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
し
か
し
、
音
楽
が
題
材
と
さ
れ
得
る
必
然
性
は
ど
こ

に
あ
る
の
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
音
楽
を
め
ぐ
る
技
術

的
な
時
代
背
景
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
述
の
よ
う
に
、
十
九
世
紀
後
半
以
降
、
科
学
の
発
展
は
先
進
国
の
象
徴

と
し
て
認
知
さ
れ
た
。
技
術
革
新
は
同
時
代
の
日
常
生
活
か
ら
芸
術
に
ま
で

重
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
グ
リ
ム
チ
ャ
ー
が
示

す
と
お
り
、
近
代
史
を
理
解
す
る
た
め
に
科
学
は
不
可
欠
な
枠
組
み
で
あ

る
。
中
世
神
学
が
理
解
で
き
な
い
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
芸
術
が
解
釈
し
づ

ら
い
の
と
同
様
に
、
近
代
科
学
は
い
わ
ば
現
代
の
「
神
学
」
で
あ
り
、
人
間

（

）

社
会
や
自
然
世
界
を
把
握
す
る
た
め
の
出
発
点
と
な
る
。

音
楽
を
め
ぐ
る
技
術
革
新
は
こ
の
時
代
を
象
徴
す
る
出
来
事
で
あ
る
。
一

九
二
五
年
の
ラ
ジ
オ
放
送
開
始
に
先
立
ち
、
録
音
技
術
が
登
場
し
た
。
諸
説

あ
る
が
、
蓄
音
機
が
日
本
に
初
輸
入
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
一
年
で
あ
る
。
一

九
二
四
年
に
は
電
気
録
音
が
発
明
さ
れ
、
一
九
二
六
年
に
最
初
の
電
気
式
蓄

（

）

音
機
が
発
売
さ
れ
た
。
音
楽
の
録
音
と
再
生
だ
け
で
な
く
、
大
正
か
ら
昭
和

初
期
に
か
け
て
は
日
本
で
電
気
を
用
い
た
新
し
い
楽
器
の
発
明
や
改
良
が
行

（

）

わ
れ
た
。
そ
の
代
表
例
は
お
そ
ら
く
大
正
琴
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
明
治
以
降
音
楽
の
教
育
と
生
産
は
政
治
に
お
け
る
重
要
課
題
と
な

っ
て
お
り
、
政
府
主
導
の
音
楽
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ

海
野
十
三
「
十
八
時
の
音
楽
浴
」
に
お
け
る
音
楽

六
五



の
政
策
は
「
国
民
」
と
い
う
概
念
や
そ
の
帰
属
意
識
を
形
成
す
る
手
段
と
な

り
得
た
か
ら
で
あ
る
。
音
楽
は
「
日
本
の
官
僚
や
教
育
者
が
西
洋
を
訪
ね
た

（

）

と
き
の
最
初
の
発
見
」
の
一
つ
で
あ
り
、
江
戸
・
明
治
時
代
の
在
外
公
館
に

お
け
る
「
軍
事
目
的
」
や
「
外
交
的
に
有
用
な
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
」
の

（

）

道
具
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
。

河
西
秀
哉
が
述
べ
る
通
り
、「
そ
れ
ま
で
い
わ
ゆ
る
『
鎖
国
』
体
制
に
あ

っ
た
日
本
は
西
洋
か
ら
の
『
遅
れ
』
を
痛
感
し
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
諸
制
度

・
思
想
を
西
洋
か
ら
早
急
に
移
入
し
、
国
民
国
家
と
し
て
の
体
制
を
整
え
て

い
く
こ
と
は
国
家
と
し
て
の
大
き
な
課
題
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
音
楽
文
化
全

（

）

般
に
お
い
て
達
成
す
る
た
め
に
「
音
楽
取
調
掛
」
が
設
立
さ
れ
た
。

音
楽
取
調
掛
長
で
あ
っ
た
伊
沢
修
二
に
よ
る
と
音
楽
は
「
健
康
」
と
「
道

徳
」
の
二
つ
の
面
か
ら
教
育
に
利
用
可
能
で
あ
る
。「
健
康
上
の
関
係
」
と

い
う
の
は
具
体
的
に
は
呼
吸
器
を
鍛
え
る
こ
と
で
、
そ
う
す
る
た
め
に
は

（

）

「
適
当
な
る
唱
歌
を
施
す
」
の
が
最
も
適
し
た
手
段
だ
と
述
べ
て
い
る
。「
道

徳
上
の
関
係
」
は
、
歌
を
通
し
て
道
徳
的
な
人
格
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き

（

）

る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
河
西
が
示
す
通
り
、
音
楽
取
調
掛
と
伊
沢
の
言

説
は
「
音
楽
は
単
な
る
芸
術
で
は
な
く
、
国
民
国
家
の
『
国
民
』
を
形
成
す

（

）

る
ツ
ー
ル
と
し
て
、
日
本
に
移
入
さ
れ
て
き
た
」
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

音
楽
を
媒
介
と
し
て
個
人
の
身
体
を
涵
養
で
き
る
だ
け
で
な
く
、「
秩
序
正

（

）

し
い
社
会
を
形
成
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
録
音
再
生

技
術
と
ラ
ジ
オ
放
送
を
土
台
と
し
て
戦
時
下
に
は
軍
歌
が
広
ま
り
、「
国
体
」

（

）

や
「
国
民
」
の
概
念
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
。

こ
の
よ
う
に
、「
十
八
時
の
音
楽
浴
」
は
同
時
代
の
技
術
水
準
や
時
勢
と

明
ら
か
な
並
行
関
係
に
あ
る
。
作
品
出
版
の
一
ヶ
月
後
、
一
九
三
七
年
五
月

に
文
部
省
は
国
民
性
を
固
定
す
る
こ
と
を
試
み
、
歴
史
に
根
ざ
し
た
均
一
な

精
神
の
構
築
を
掲
げ
る
『
國
體
の
本
義
』
を
出
版
し
た
。
こ
こ
で
は
国
楽
第

３９
番
の
三
十
九
ケ
条
件
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
国
民
の
精
神
の
根
本
と
し
て

の
「
没
我
・
無
私
」
と
「
献
身
」
が
示
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
「
忠
孝
」
と
い
う

概
念
か
ら
発
展
し
た
文
化
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
海
野
は
本
作
品
が

実
際
に
想
定
さ
れ
得
る
将
来
像
で
あ
る
と
発
言
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
同
時

代
性
を
考
慮
に
入
れ
る
と
む
し
ろ
、
作
中
に
は
「
未
来
」
と
「
現
在
」
像
が

共
存
し
、
そ
の
境
界
線
が
ぼ
や
か
さ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
、
作
業
科
学
と
身
体
の
機
械
化

音
楽
の
政
治
利
用
に
関
す
る
歴
史
的
背
景
の
考
察
に
続
い
て
、
次
は
身
体

を
め
ぐ
る
哲
学
的
視
点
を
参
照
し
な
が
ら
作
品
に
分
析
を
加
え
た
い
。
こ
こ

で
は
音
楽
と
身
体
支
配
と
の
関
係
を
明
確
に
し
た
上
で
、
十
九
世
紀
以
降
の

人
体
の
機
械
化
に
つ
い
て
検
討
し
、「
十
八
時
の
音
楽
浴
」
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
機
械
と
人
間
の
概
念
的
境
界
が
曖
昧
化
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て

論
じ
る
。

身
体
支
配
の
方
法
と
し
て
の
音
楽
認
識
の
歴
史
は
長
い
。
プ
ラ
ト
ン
の

『
国
家
』（
ポ
リ
テ
ィ
ア
）
の
頃
か
ら
、
音
楽
は
人
間
の
魂
と
親
し
い
関
係
を

持
つ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。The

Body
in
C
ulture,Technology

and
Soci-

ety

に
お
い
て
ク
リ
ス
・
シ
リ
ン
グ
は
「
音
楽
に
は
身
体
を
超
え
る
能
力
が

あ
る
。
口
語
や
文
語
に
関
連
す
る
体
験
を
超
え
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
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形
を
促
進
す
る
。
身
体
が
音
楽
の
リ
ズ
ム
と
ビ
ー
ト
に
深
く
調
和
し
て
い
る

な
ら
ば
、
こ
れ
は
商
業
的
お
よ
び
政
治
的
目
的
の
た
め
に
利
用
で
き
る
音
楽

（

）

所
在
の
基
礎
を
提
供
す
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
音
楽
と
身
体

と
の
親
密
な
関
係
は
、
肉
体
的
経
験
と
の
深
い
つ
な
が
り
を
示
唆
し
て
い

る
。
つ
ま
り
音
楽
の
体
験
は
、
理
性
が
干
渉
し
な
い
直
感
的
な
反
応
を
引
き

起
こ
し
、
魅
惑
的
な
説
得
力
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
力
は
「
社
会
的
集
団

が
個
人
の
行
動
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
具
体
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
を

（

）

目
的
と
し
て
音
楽
を
利
用
す
る
機
会
」
を
創
出
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
初
期
に
か
け
て
の
音
楽
の
政
治
的
利
用
は
そ
の
顕

著
な
実
例
で
あ
り
、「
十
八
時
の
音
楽
浴
」
に
描
か
れ
て
い
る
政
治
制
度
は

（

）

完
全
な
全
体
主
義
体
制
で
あ
る
。
全
体
主
義
支
配
と
同
時
に
、
ミ
ル
キ
閣
下

（

）

は
「
相
互
関
係
を
持
た
な
い
大
衆
社
会
」
を
創
造
し
、
個
人
性
を
破
壊
す
る

（

）

よ
う
な
「
臣
民
の
平
等
」
を
求
め
て
い
る
。
極
端
に
閉
鎖
的
な
環
境
と
し
て

の
ミ
ル
キ
国
は
、
強
制
収
容
所
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
想
起
さ
せ
る
。
そ
こ
で
の

音
楽
は
強
制
収
容
所
で
「
科
学
的
に
厳
密
な
条
件
の
も
と
で
人
間
の
行
動
方

（

）

式
と
し
て
の
自
発
性
と
い
う
も
の
を
除
去
」
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る

科
学
的
装
置
で
あ
る
。
こ
れ
を
通
じ
て
「
人
間
を
常
に
同
一
の
反
応
の
塊
り

（

）

に
変
え
」
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

音
楽
浴
に
よ
っ
て
ミ
ル
キ
閣
下
は
国
民
に
不
死
身
の
体
を
手
に
入
れ
さ

せ
、
健
康
上
の
理
想
を
植
え
つ
け
る
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
『
一
九
八
四
年
』
に

お
け
る
思
想
警
察
（Thinkpol

）
の
よ
う
な
組
織
は
本
作
に
は
登
場
し
な
い

が
、
二
人
の
登
場
人
物
ポ
ー
ル
と
ペ
ン
の
会
話
に
は
、
完
全
統
制
さ
れ
る
国

民
の
恐
怖
が
描
か
れ
て
い
る
│
│
「
オ
イ
頼
む
か
ら
、
あ
ま
り
大
き
な
声
を

（

）

出
さ
ん
で
く
れ
。
誰
か
に
聞
え
る
と
よ
く
な
い
ぜ
」。
作
品
空
間
を
支
配
し

て
い
る
音
楽
は
登
場
人
物
の
生
活
の
す
べ
て
の
側
面
に
浸
透
し
て
い
る
う

え
、
国
民
の
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
だ
け
で
な
く
、
支
配
者
ミ
ル
キ
閣
下

が
容
認
し
て
い
な
い
国
民
の
感
情
を
抑
圧
す
る
効
果
も
発
揮
し
て
い
る
。
こ

れ
は
精
神
的
か
つ
身
体
的
な
、
人
間
の
完
全
な
支
配
で
あ
る
。

音
楽
浴
は
国
民
に
単
一
思
想
を
浸
透
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
健
康
管
理
の

手
段
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。
ミ
ル
キ
国
で
は
音
楽
浴
を
前
提
と
し
た
医
術

の
進
歩
と
と
も
に
自
然
死
の
権
利
が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
設
定

が
そ
れ
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
身
体
管
理
は
フ
ー
コ

ビ
オ
・
ポ
リ
チ
ッ
ク

ー
が
論
じ
た
国
民
国
家
体
制
の
「
生
│
政
治
学
」
を
投
影
す
る
も
の
と
も
言

（

）

え
る
だ
ろ
う
。
国
家
の
資
源
と
し
て
扱
わ
れ
る
国
民
の
身
体
は
、
そ
の
労
働

力
が
機
械
と
対
等
に
比
較
検
討
さ
れ
る
状
態
に
達
し
て
い
る
。

十
八
時
の
音
楽
浴
で
も
っ
て
、
住
民
は
す
べ
て
鉄
の
よ
う
な
思
想
と
鉄

の
よ
う
な
健
康
と
を
持
つ
で
は
な
い
か
。
彼
等
は
皆
、
理
想
的
な
人
間

だ
。
し
か
ら
ば
こ
の
上
に
、
な
お
人
造
人
間
を
作
る
必
要
が
あ
ろ
う

か
。
人
造
人
間
の
研
究
費
は
国
幣
の
二
分
の
一
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
そ

ん
な
莫
大
な
費
用
を
か
け
る
必
要
が
何
処
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
音
楽
浴

（

）

の
制
度
さ
え
あ
れ
ば
、
人
造
人
間
の
必
要
は
な
い
と
云
い
た
い
。

ミ
ル
キ
閣
下
は
身
体
管
理
を
国
民
の
忠
実
性
と
健
康
を
保
つ
も
の
と
し
て

理
想
的
に
捉
え
て
い
る
に
と
ど
ま
る
が
、
こ
の
独
裁
者
の
元
で
働
く
女
大
臣

ア
サ
リ
に
と
っ
て
は
、
労
働
力
で
あ
る
住
民
の
「
疲
れ
」
を
克
服
さ
せ
る
こ

海
野
十
三
「
十
八
時
の
音
楽
浴
」
に
お
け
る
音
楽

六
七



と
は
死
活
問
題
で
あ
り
、
音
楽
浴
は
極
め
て
実
地
的
な
政
策
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
は
音
楽
浴
を
一
時
間
置
き
に
、
つ
ま
り
一
日
に
二
十
四
回
や

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
国
民
は
、
今
ま
で
の
二
十
四
倍
ぢ

か
い
仕
事
を
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
も
う
瞠
る
こ
と
も
喰
べ

る
こ
と
も
不
要
な
ん
で
す
。
音
楽
浴
さ
え
懸
け
れ
ば
、
そ
れ
の
刺
戟
で

国
民
は
あ
と
一
時
間
半
を
疲
れ
も
な
く
馬
車
馬
の
よ
う
に
働
く
で
し
ょ

（

）

う
。
そ
の
後
で
ま
た
次
の
音
楽
浴
を
懸
け
れ
ば
い
い
の
で

ミ
ル
キ
閣
下
は
人
造
人
間
開
発
と
身
体
管
理
の
経
済
的
価
値
を
比
較
し
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
人
体
の
機
械
化
を
究
極
ま
で
実
行
す
る
の
は
女
大
臣

ア
サ
リ
で
あ
る
。
彼
女
の
言
葉
は
モ
ダ
ニ
テ
ィ
ー
に
関
す
る
二
つ
の
概
念
を

示
唆
し
て
い
る
│
│
「
疲
労
」
と
「
人
体
の
機
械
化
」
で
あ
る
。
音
楽
と
身

体
の
関
係
に
続
い
て
、
こ
こ
か
ら
は
人
体
の
機
械
化
と
い
う
観
点
か
ら
論
を

進
め
る
。

十
九
世
紀
以
降
科
学
者
ら
は
人
体
を
モ
ー
タ
ー
（
機
械
）
と
し
て
捉
え
始

め
た
。
近
代
に
お
け
る
「
疲
労
」
と
「
モ
ー
タ
ー
と
し
て
の
人
体
」
と
の
関

係
を
論
じ
る
ア
ン
ソ
ン
・
ラ
ビ
ン
バ
ッ
ク
は
、
産
業
社
会
の
進
化
と
い
う
文

脈
に
お
い
て
、
疲
労
は
い
わ
ば
「
病
」
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、

「
科
学
者
は
、
労
働
体
を
モ
ー
タ
ー
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
人
間
の

身
体
も
機
械
の
よ
う
に
永
久
的
に
作
業
可
能
な
、
無
抵
抗
な
労
働
力
に
で
き

（

）

る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
た
」
と
説
明
す
る
。

二
十
世
紀
を
通
し
て
「
疲
労
」
は
、
克
服
可
能
な
対
象
と
し
て
、
身
体
管

理
に
関
す
る
最
も
重
大
な
課
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
作
業
科
学

（science
of
w
ork

）
が
「
労
働
体
（w

orking
body

）」
の
効
率
的
利
用
を

目
的
と
し
て
発
展
し
た
の
が
そ
の
顕
著
な
例
で
あ
る
。
モ
ー
タ
ー
と
し
て
の

人
体
把
握
を
前
提
と
し
、
物
理
法
則
と
運
動
の
法
則
が
援
用
さ
れ
た
の
で
あ

（

）る。
作
業
科
学
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
始
ま
り
、
二
十
世
紀
に
入
る
と
「
社
会
衛

生
」（social

hygiene

）
の
一
面
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
、

（

）

ロ
シ
ア
、
日
本
を
含
め
た
世
界
中
に
広
が
っ
て
い
た
。
疲
労
は
人
間
の
進
化

に
お
け
る
最
後
の
限
界
と
し
て
認
知
さ
れ
、
生
理
学
者
、
技
術
者
、
心
理
学

者
、
社
会
衛
生
学
者
な
ど
が
そ
の
回
避
方
法
を
見
つ
け
る
の
に
奔
走
し
た
。

も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
そ
こ
に
は
疲
労
を
制
圧
し
「
疲
れ
知
ら
ず
の
身

体
」
を
得
る
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
欲
望
が
潜
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で

（

）

あ
る
。

疲
れ
な
い
身
体
は
、
作
中
で
音
楽
浴
を
増
や
す
と
き
に
女
大
臣
ア
サ
リ
が

追
い
求
め
て
い
る
デ
ィ
ス
／
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
。
労
働
力
を
制
限
す
る
疲

労
や
他
の
あ
ら
ゆ
る
生
理
的
障
害
を
排
除
で
き
れ
ば
、
ミ
ル
キ
国
の
国
民
は

理
想
的
な
労
働
体
と
し
て
「
ロ
ボ
ッ
ト
」
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
産
業
組

織
の
下
で
、
人
体
の
動
き
は
機
械
の
論
理
と
リ
ズ
ム
に
合
致
す
べ
き
も
の
と

さ
れ
る
│
│
「
作
業
の
機
械
化
が
人
体
、
あ
る
い
は
肉
体
機
械
を
作
業
の
過

（

）

程
と
調
和
さ
せ
た
」
│
│
の
で
あ
る
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の

『
モ
ダ
ン
・
タ
イ
ム
ス
』（
一
九
三
六
年
）
が
皮
肉
的
に
描
い
た
よ
う
に
、
実

社
会
で
は
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
と
テ
ー
ラ
ー
リ
ズ
ム
（
科
学
的
管
理
法
）
の
影

響
で
、
作
業
の
リ
ズ
ム
と
調
和
さ
せ
る
た
め
に
人
体
が
機
械
化
さ
れ
て
い

た
。
作
業
科
学
に
基
づ
い
て
「
モ
ー
タ
ー
と
し
て
の
人
体
」
を
操
縦
し
、

六
八



「
労
働
体
」
が
産
業
組
織
の
も
と
で
稼
働
す
る
。
産
業
の
機
械
化
は
、
最
終

的
に
は
「
人
生
全
体
の
機
械
化
に
向
か
っ
て
い
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の

（

）

で
あ
る
。「
十
八
時
の
音
楽
浴
」
に
お
い
て
も
全
体
主
義
と
科
学
技
術
が
人

間
生
活
の
基
盤
を
成
し
、「
国
民
全
体
を
一
人
の
人
間
に
命
令
す
る
よ
う
に

（

）

不
揃
い
な
し
に
」
制
御
す
る
こ
と
が
理
想
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

ミ
ル
キ
閣
下
か
ら
博
士
コ
ハ
ク
に
向
け
ら
れ
た
「
ミ
ル
キ
国
の
国
民
は
鉄

の
よ
う
な
人
間
で
あ
る
」
と
い
う
発
言
に
お
い
て
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
と
人
体
が

同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
感
情
、
希
望
、
目
標
の
喪
失
を
通
じ
て
人
体
が
労
働

体
、
あ
る
い
は
「
有
機
的
機
械
」
に
変
わ
る
。
同
様
の
イ
メ
ー
ジ
は
チ
ャ
ッ

プ
リ
ン
の
『
独
裁
者
』（
一
九
四
〇
年
）
の
最
後
の
ス
ピ
ー
チ
に
も
現
れ
て

い
る
。「
十
八
時
の
音
楽
浴
」
と
同
じ
く
、
こ
の
ス
ピ
ー
チ
に
も
モ
ダ
ニ
テ

ィ
ー
に
関
す
る
懸
念
（
人
体
の
機
械
化
、
科
学
的
管
理
法
と
社
会
衛
生
）
が

反
映
さ
れ
て
い
る
。
両
作
品
に
共
通
し
て
現
れ
て
い
る
「
鉄
の
人
間
」
と
い

う
表
現
は
メ
カ
ノ
モ
ル
フ
ィ
ズ
ム
（
有
機
的
生
物
に
機
械
的
特
徴
を
与
え
る

こ
と
）
の
表
象
で
あ
る
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
人
間
と
ロ
ボ
ッ

ト
、
つ
ま
り
「
有
機
機
械
」（
人
間
）
と
「
機
械
身
体
」（
ロ
ボ
ッ
ト
）
と
の

境
界
を
曖
昧
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

先
に
示
し
た
と
お
り
ミ
ル
キ
閣
下
に
と
っ
て
は
、
国
民
を
従
順
な
ロ
ボ
ッ

ト
に
仕
立
て
上
げ
る
音
楽
浴
さ
え
あ
れ
ば
、
人
造
人
間
を
開
発
す
る
必
要
す

ら
な
く
な
る
。『
一
九
八
四
年
』
に
関
す
る
ジ
ョ
ー
ジ
・
ウ
ッ
ド
コ
ッ
ク
の

発
言
と
並
行
す
る
よ
う
に
、「
十
八
時
の
音
楽
浴
」
も
「
人
間
が
心
の
な
い

（

）

ロ
ボ
ッ
ト
に
変
身
す
る
可
能
性
」
を
示
唆
し
、
そ
の
恐
怖
を
露
呈
さ
せ
る
。

さ
ら
に
、
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
ザ
ミ
ャ
ー
チ
ン
の
『
わ
れ
ら
』（
一
九
二
四
年
）

と
同
様
、「
十
八
時
の
音
楽
浴
」
に
は
「
メ
カ
ノ
モ
ル
フ
ィ
ッ
ク
な
欲
求
と

（

）

抑
圧
さ
れ
た
国
民
の
本
能
と
の
間
の
」
衝
突
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
テ
ィ
ム

・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
に
よ
れ
ば
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
批
評
に
も
自
己
の
透
過
性

に
対
す
る
不
安
が
明
確
に
現
れ
て
い
る
。
そ
の
主
旨
は
、
技
術
的
な
モ
ダ
ニ

テ
ィ
が
主
体
に
対
し
て
疲
労
、
過
負
荷
、
あ
る
い
は
乱
暴
な
決
裂
を
生
み
出

（

）

す
よ
う
な
ひ
ど
い
重
圧
を
負
わ
せ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
」。
映
画
『
メ

ト
ロ
ポ
リ
ス
』（
一
九
二
七
年
）
に
登
場
す
る
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
マ
リ
ア
と

同
じ
よ
う
に
、「
十
八
時
の
音
楽
浴
」
に
登
場
す
る
女
性
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の

ア
ネ
ッ
ト
も
、
他
の
登
場
人
物
の
性
欲
を
喚
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ボ

ッ
ト
と
人
間
と
の
間
の
認
知
的
境
界
線
が
崩
壊
し
判
別
不
可
能
に
な
っ
て
ゆ

く
不
安
を
表
象
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
機
械
と
肉
体
の
認
知
的
な
交
錯
状
態
は
、
博
士
コ
ハ
ク
と
ア

ネ
ッ
ト
の
軍
隊
だ
け
が
生
き
残
る
こ
と
に
な
る
作
中
最
後
の
破
局
的
場
面
に

最
も
強
く
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
過
剰
な
音
楽
浴
に
よ
っ
て
国
民

が
疲
弊
し
人
口
減
少
が
生
じ
た
と
こ
ろ
に
、
火
星
人
が
襲
来
し
戦
乱
状
態
に

突
入
、
戦
え
る
国
力
を
失
っ
て
い
た
ミ
ル
キ
国
が
破
滅
に
至
る
、
と
い
う
筋

立
て
の
結
末
部
分
に
あ
た
る
。
博
士
コ
ハ
ク
は
国
民
を
救
う
手
立
て
が
あ
り

（

）

な
が
ら
も
、
見
捨
て
る
道
を
選
ぶ
。
国
民
の
生
命
に
対
す
る
支
配
者
の
こ
の

（

）

よ
う
な
無
関
心
は
、
完
全
な
「
鉄
の
人
間
」
の
表
象
と
し
て
解
釈
で
き
る
。

音
楽
が
人
間
を
機
械
化
す
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
博
士
コ
ハ
ク

は
既
に
心
の
な
い
ロ
ボ
ッ
ト
で
あ
る
。

海
野
十
三
「
十
八
時
の
音
楽
浴
」
に
お
け
る
音
楽

六
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三
、
人
造
人
間
か
ら
サ
イ
ボ
ー
グ
へ

こ
こ
ま
で
の
議
論
で
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
が
人
間
に
近
づ
い
て
ゆ
く
一
方
で

音
楽
浴
に
よ
っ
て
人
間
の
身
体
が
機
械
化
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
、
作
中
に
現

れ
て
い
る
交
差
状
態
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
後
者
に
お
い
て
人
間
の

肉
体
は
純
粋
に
機
械
へ
と
変
換
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

感
情
の
出
現
に
よ
る
人
間
の
葛
藤
│
│
『
わ
れ
ら
』
に
描
か
れ
る
よ
う
な

│
│
に
着
目
す
る
と
、「
十
八
時
の
音
楽
浴
」
に
は
、
抑
圧
さ
れ
て
い
る
感

情
を
身
体
改
変
を
通
じ
て
解
放
す
る
と
い
う
解
決
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
ポ
ー
ル
と
い
う
登
場
人
物
は
、
手
術
に
よ
っ
て
自
ら
の
性
別

を
変
え
る
こ
と
で
ミ
ル
キ
国
の
全
体
主
義
支
配
か
ら
逃
れ
る
方
法
を
発
見
す

る
。
博
士
コ
ハ
ク
の
も
と
で
働
く
も
う
一
人
の
登
場
人
物
バ
ラ
の
言
葉
ど
お

（

）

り
、
ポ
ー
ル
は
「
性
の
束
縛
か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
考
え
つ
い
た
」
の
で
あ

る
。
ミ
ル
キ
国
の
住
民
は
死
ぬ
権
利
さ
え
も
持
た
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
行

き
場
の
な
い
全
体
主
義
社
会
の
下
で
は
、
自
由
は
身
体
自
体
の
改
変
か
ら
生

み
出
さ
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
再
び
フ
ー
コ
ー
の
概
念
を
あ
て
は
め
れ
ば
、

ビ
オ
・
ポ
リ
チ
ッ
ク

「
生
│
政
治
学
」
が
人
間
の
生
命
の
全
体
管
理
を
追
求
す
る
権
力
で
あ
る
な

ら
、
こ
の
よ
う
な
身
体
の
改
変
は
「
生
│
権
力
」
へ
の
抵
抗
で
あ
る
と
考
え

ビ
オ
・
ポ
リ
チ
ッ
ク

ら
れ
る
。
フ
ー
コ
ー
の
「
生
│
政
治
学
」
に
は
、
こ
こ
ま
で
に
参
照
し
て
き

た
人
体
の
機
械
化
と
支
配
に
関
す
る
概
念
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

「
女
性
は
皇
帝
の
た
め
息
子
を
生
む
こ
と
を
目
的
と
し
た
母
親
、
男
性
は

（

）

戦
闘
機
と
み
な
さ
れ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ロ
ー
ル
が
激
し
く
分
断
さ
れ
て
い
た
」

と
さ
れ
る
一
九
三
〇
年
代
の
軍
国
主
義
社
会
の
日
本
に
お
い
て
「
十
八
時
の

音
楽
浴
」
は
、
性
転
換
手
術
を
題
材
に
と
り
早
く
も
性
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問

題
に
言
及
し
て
い
た
。
因
習
的
な
性
役
割
と
結
び
つ
く
支
配
体
制
に
性
転
換

手
術
で
抵
抗
す
る
と
い
う
構
図
に
よ
っ
て
、
性
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
流
動
性
の

（

）

あ
る
も
の
と
し
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
は
、
ダ
ナ
・
ハ
ラ
ウ
ェ
イ
が
発
展
さ
せ
た
概
念
「
サ
イ
ボ
ー
グ
・

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
を
用
い
て
人
体
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
ハ
ラ

ウ
ェ
イ
は
、
技
術
と
資
本
主
義
の
台
頭
と
と
も
に
、
人
間
・
動
物
・
機
械
な

ど
の
あ
ら
ゆ
る
境
界
線
が
区
別
し
難
く
な
っ
て
き
た
と
主
張
す
る
。
二
十
世

紀
後
半
に
は
機
械
は
す
で
に
人
体
に
対
置
す
る
も
の
で
は
な
く
、
身
体
の
延

長
あ
る
い
は
装
具
と
な
っ
た
。「
サ
イ
ボ
ー
グ
宣
言
」
に
お
い
て
ハ
ラ
ウ
ェ

イ
は
「
二
〇
世
紀
後
半
の
現
代
は
、
神
話
的
な
時
代
で
あ
る
。
す
で
に
、
現

代
人
は
キ
メ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
理
論
的
に
も
、
人
間
は
機
械
と
生
物

の
混
合
体
と
化
し
た
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
す
で
に
み
な
サ
イ
ボ
ー
グ
な
の

（

）

だ
。
サ
イ
ボ
ー
グ
こ
そ
現
代
人
の
本
質
で
あ
り
、
政
略
と
い
え
る
」
と
主
張

す
る
。
ま
た
、
こ
の
混
合
体
つ
ま
り
サ
イ
ボ
ー
グ
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
悪
夢
に

よ
る
産
物
で
、「
国
家
社
会
主
義
を
は
じ
め
軍
国
制
度
や
家
父
長
制
資
本
主

（

）

義
の
私
生
児
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。

ハ
ラ
ウ
ェ
イ
の
議
論
そ
の
も
の
は
二
十
世
紀
後
半
に
焦
点
が
当
た
っ
て
い

る
が
、
サ
イ
ボ
ー
グ
が
「
国
家
社
会
主
義
を
は
じ
め
軍
国
制
度
や
家
父
長
制

資
本
主
義
の
私
生
児
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
以
下
の
バ
ラ
の
発
言
を
媒
介
と

し
て
作
品
が
提
示
す
る
性
転
換
手
術
の
捉
え
方
は
、
そ
の
起
源
を
示
唆
し
て

い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

七
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そ
れ
は
妾
た
ち
圧
迫
せ
ら
れ
た
人
間
の
唯
一
の
逃
避
の
道
な
ん
だ
わ
。

い
や
、
こ
の
政
治
に
対
す
る
反
逆
な
ん
だ
わ
。
│
│
十
八
時
の
あ
の
魂

を
膠
付
け
に
す
る
よ
う
な
音
楽
浴
、
禁
煙
禁
酒
、
妾
た
ち
に
如
何
な
る

自
由
が
残
さ
れ
て
あ
る
ん
だ
ろ
う
。
妾
た
ち
は
医
学
の
進
歩
に
よ
っ
て

永
遠
の
生
命
と
若
さ
と
を
保
証
さ
れ
て
い
る
。
死
ぬ
の
は
刑
罰
に
よ
る

死
か
特
に
巧
妙
な
る
場
合
の
自
殺
だ
け
だ
。
妾
た
ち
は
子
供
を
生
ま
な

く
て
も
い
い
、
政
府
か
ら
の
特
に
命
令
が
あ
る
場
合
の
外
は
…
…
。
一

人
が
死
刑
に
な
れ
ば
、
政
府
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
る
一
人
の
女
性
が
手

術
に
よ
る
人
工
受
胎
法
に
よ
っ
て
一
人
の
嬰
児
を
懐
妊
し
、
そ
し
て
分

娩
す
る
た
め
に
国
立
生
殖
病
院
に
入
れ
ら
れ
、
そ
し
て
一
人
の
人
間
を

補
充
す
れ
ば
い
い
ん
だ
。（
中
略
）
わ
が
ミ
ル
キ
国
は
、
人
間
の
有
り

と
あ
ら
ゆ
る
自
由
を
奪
っ
て
、
只
一
つ
新
し
く
性
慾
の
独
立
と
自
由
と

だ
け
を
妾
た
ち
に
与
え
た
。（
中
略
）
彼
﹇
ポ
ー
ル
﹈
は
性
慾
を
更
に

ス
ポ
ー
ツ
化
し
、
人
間
を
新
し
き
自
由
の
世
界
に
解
放
す
る
た
め
に
、

（

）

性
の
束
縛
か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
考
え
つ
い
た
ん
だ
。

バ
ラ
が
描
写
し
て
い
る
の
は
、
ハ
ラ
ウ
ェ
イ
が
サ
イ
ボ
ー
グ
の
「
親
」
と
し

て
示
し
て
い
る
全
体
的
な
生
│
権
力
に
基
づ
い
た
制
度
で
あ
る
。
バ
ラ
が
提

示
し
て
い
る
と
お
り
、
住
民
の
健
康
・
死
亡
・
生
命
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
側
面

が
管
理
さ
れ
て
お
り
、
生
殖
ま
で
が
徹
底
的
な
政
府
の
統
制
下
に
あ
る
。
小

ビ
オ
・
ポ
リ
チ
ッ
ク

谷
真
理
の
表
現
を
借
用
す
る
な
ら
ば
、
ミ
ル
キ
国
の
生
│
政
治
学
は
「
自
己

複
製
能
力
を
獲
得
し
た
『
生
命
』
と
し
て
の
『
再
生
産
』
な
の
か
、
工
業
的

（

）

機
械
作
成
と
し
て
の
『
再
生
産
』
な
の
か
決
定
で
き
な
い
」
状
態
に
至
っ
て

い
る
と
言
え
る
。

サ
イ
ボ
ー
グ
が
出
現
す
る
の
は
こ
の
状
況
か
ら
で
あ
る
。
ポ
ー
ル
が
自
分

の
体
に
手
術
を
し
始
め
る
瞬
間
に
、
そ
れ
ま
で
抑
圧
・
管
理
の
道
具
で
あ
っ

た
恐
る
べ
き
科
学
技
術
は
、
そ
こ
か
ら
の
解
放
を
も
た
ら
す
画
期
的
方
法
と

し
て
肯
定
的
に
定
義
し
な
お
さ
れ
る
。
バ
ラ
が
人
間
の
「
新
し
き
自
由
」
と

捉
え
て
い
る
の
は
、
体
の
統
一
性
を
放
棄
し
科
学
技
術
に
よ
る
そ
の
改
変
を

受
け
入
れ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
う
し
た
性
転
換
の
捉
え
方
は
、
科
学
技
術

を
全
否
定
す
る
の
で
は
な
く
受
容
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
論
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
機
械
化
さ
れ
て
い
る
自
分
の
身
体
を
さ
ら
に
自
ら
分
裂
さ
せ
、
変

化
さ
せ
、
自
ら
を
サ
イ
ボ
ー
グ
の
象
徴
へ
と
導
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

（

）

ハ
ラ
ウ
ェ
イ
が
断
り
を
入
れ
る
よ
う
に
「
普
遍
の
統
一
理
論
」
へ
と
墜
落

す
る
危
険
性
が
あ
る
と
は
い
え
ど
も
、「
十
八
時
の
音
楽
浴
」
に
描
か
れ
て

い
る
の
は
サ
イ
ボ
ー
グ
と
い
う
象
徴
に
よ
っ
て
具
現
化
さ
れ
る
科
学
技
術
の

肯
定
的
な
可
能
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
性
別
・
階
級
・
人
種
な
ど
の
境
界
を
サ

イ
ボ
ー
グ
を
媒
介
と
し
て
無
効
化
す
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
衝
動
で
あ
る
。
海

（

）

野
の
描
き
出
し
た
物
語
に
お
い
て
は
、「
不
思
議
な
ほ
ど
活
力
を
欠
く
」
こ

と
に
な
っ
て
い
た
人
間
が
、
こ
の
よ
う
な
肯
定
的
な
可
能
性
に
よ
っ
て
自
ら

の
身
体
の
活
力
を
取
り
戻
す
。
ミ
ル
キ
国
の
住
民
は
サ
イ
ボ
ー
グ
に
な
り
、

ポ
ス
ト
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ワ
ー
ル
ド

（

）

「
脱
性
差
時
代
の
世
界
の
産
物
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「
十
八
時
の
音
楽
浴
」
に
お
け
る
制
御
さ
れ
た
音
楽
は
、「
迫
害
」
│
│
洗

海
野
十
三
「
十
八
時
の
音
楽
浴
」
に
お
け
る
音
楽

七
一



脳
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
「
国
楽
第

番
」
│
│
と
「
恩
恵
」
│
│
最
後
の

場
面
で
博
士
コ
ハ
ク
が
流
す
「
人
間
性
讃
美
の
曲
」
│
│
、
つ
ま
り
科
学
の

表
と
裏
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
作
品
と
同
時
代
の
日
本
に
お
い
て
音
楽

は
、
海
野
が
描
い
て
い
る
の
と
近
し
い
方
法
で
実
際
に
政
治
利
用
さ
れ
て
い

た
。
将
来
の
予
言
で
あ
り
な
が
ら
、
時
局
の
鏡
で
も
あ
る
と
い
う
点
が
本
作

品
の
特
徴
で
あ
る
。
音
楽
取
調
掛
が
掲
げ
て
い
た
理
想
が
、
音
楽
浴
が
発
揮

す
る
効
果
と
基
本
的
に
は
同
じ
も
の
を
想
定
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
両

者
の
背
景
に
は
同
じ
機
械
主
義
的
な
思
想
が
潜
ん
で
い
る
。
ま
た
身
体
の
機

械
化
の
主
題
に
よ
っ
て
、
日
本
だ
け
で
な
く
機
械
文
明
の
結
果
と
し
て
世
界

中
に
現
れ
て
い
た
身
体
解
釈
へ
の
再
考
察
を
促
し
て
い
た
と
も
言
え
る
。

さ
ら
に
本
作
品
は
性
転
換
手
術
と
い
う
主
題
を
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ハ

ラ
ウ
ェ
イ
の
「
サ
イ
ボ
ー
グ
」
を
め
ぐ
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
テ
ィ
に
関
す
る
一

つ
の
結
論
を
提
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
作
中
で
手
術
を
受
け
始
め
た
人
間

は
そ
れ
に
よ
っ
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
科
学
へ
の
恐
怖
を
乗
り
越
え
る
の
で
あ

り
、
サ
イ
ボ
ー
グ
は
機
械
と
人
間
の
総
合
体
／
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
の
象
徴
で
あ

る
。
ハ
ラ
ウ
ェ
イ
の
「
サ
イ
ボ
ー
グ
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
か
ら
再
び
読
解
す

れ
ば
、
本
作
の
現
代
的
意
義
が
こ
の
よ
う
に
浮
か
び
上
が
る
。
特
に
人
体
を

機
械
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
に
抵
抗
の
な
い
、
す
で
に
超
管
理
社
会
に
至
っ

て
い
る
現
代
に
お
い
て
、
先
駆
的
な
海
野
の
こ
の
よ
う
な
作
品
は
今
一
度
検

討
を
必
要
と
し
て
い
る
。

注（
１
）
海
野
十
三
「『
十
八
時
の
音
楽
浴
』
作
者
の
言
葉
」『
海
野
十
三
全

集

別
巻
一

評
論
・
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
』
三
一
書
房
、
一
九
九

一
年
（
初
出
『
十
八
時
の
音
楽
浴
』
ラ
ヂ
オ
科
学
社
、
一
九
三
九

年
）、
四
〇
〇
頁
。

（
２
）
瀬
名
堯
彦
「
解
題
﹇
第
四
巻
『
十
八
時
の
音
楽
浴
』﹈
海
野
十
三

『
海
野
十
三
全
集

第
四
巻

十
八
時
の
音
楽
浴
』
三
一
書
房
、
一

九
八
九
年
、
三
九
三
頁
。

（
３
）
一
九
七
九
年
のM

etam
orphoses

of
Science

Fiction

に
お
い
て

ダ
ル
コ
・
ス
ー
ヴ
ィ
ン
は
「
Ｓ
Ｆ
を
認
識
異
化
（cognitive

es
trangem

ent

）
の
文
学
と
し
て
理
解
す
べ
き
」
と
出
張
し
、
そ
の

「
異
様
な
新
し
さ
」
を
《
新
事
像
》（novum

）
と
名
付
け
て
い
る
。

ス
ー
ヴ
ィ
ン
の
定
義
は
今
で
も
Ｓ
Ｆ
研
究
に
お
い
て
頻
繁
に
論
じ
ら

れ
て
い
る
が
、
特
に
海
野
作
品
の
よ
う
な
初
期
の
「
古
典
Ｓ
Ｆ
」
作

品
に
適
用
さ
れ
や
す
い
。『
Ｓ
Ｆ
の
変
容
│
あ
る
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の

詩
学
と
歴
史
』
国
文
社
、
一
九
九
一
年
、
三
八
頁
。

（
４
）K

aw
ana,

Sari

（2007

）“Science
W
ithout

C
onscience

:
U
nno

Juza
and

Tenko
of
C
onvenience”,

D
ennis

W
ashburn,

K
evin

R
einhart

（ed.

）C
onverting

C
ultures

:
Religion,

Ideology
and

Transform
ations

ofM
odernity,

B
oston

:
B
rill,p.183.

（
５
）『
地
球
盗
難
』
ラ
ヂ
オ
科
学
社
、
一
九
三
七
年
。

（
６
）
海
野
十
三
「『
地
球
盗
難
』
作
者
の
言
葉
」『
海
野
十
三
全
集

別

巻
一

評
論
・
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
』
三
一
書
房
、
一
九
九
一
年
、

三
九
四
頁
。

（
７
）M

izuno,
H
irom

i

（2009

）Science
for

the
Em
pire.

Scientific

七
二



N
ationalism

in
M
odern

Japan.
Stanford

&
C
alifornia

:
Stan-

ford
U
niversity

Press,p.181.

（
８
）
前
掲
、K

aw
ana,2007

:
184.

（
９
）
海
野
十
三
「
十
八
時
の
音
楽
浴
」『
海
野
十
三
全
集

第
四
巻

十

八
時
の
音
楽
浴
』
三
一
書
房
、
一
九
八
九
年
、
一
九
九
頁
。

（

）
海
野
十
三
「
十
八
時
の
音
楽
浴
」（
同
前
）、
一
九
九
頁
。

（

）
海
野
十
三
「
十
八
時
の
音
楽
浴
」（
同
前
）、
一
九
六
頁
。

（

）
海
野
十
三
「
十
八
時
の
音
楽
浴
」（
同
前
）、
一
九
九
頁
。

（

）
海
野
十
三
「
十
八
時
の
音
楽
浴
」（
同
前
）、
二
二
六
頁
。

（

）「
振
動
」
が
一
番
重
要
な
要
素
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
作
品
は
「
振

動
魔
」（『
新
青
年
』
一
九
三
一
年
一
一
月
）
で
あ
る
。「
振
動
魔
」

は
科
学
者
が
振
動
で
人
を
殺
し
、
同
時
に
流
産
を
起
こ
さ
せ
る
と
い

う
内
容
で
あ
る
。

（

）V
itz,

Paul
C
and

A
rnold

B
.
G
lim
cher

（1984
）M

odern
Art

and
M
odern

Science.The
Parallel

Analysis
of
Vision.

Praeger

Publishers,p.8.

（

）
穴
沢
健
明
「
ア
ナ
ロ
グ
デ
ィ
ス
ク
レ
コ
ー
ド
技
術
の
系
統
化
報
告

と
現
在
資
料
の
状
況
〜
機
械
式
録
音
か
ら
電
気
式
録
音
へ
、
そ
し
て

長
時
間
化
と
ス
テ
レ
オ
化
〜
」『
国
立
科
学
博
物
館
技
術
の
系
統
化

調
査
報
告

第
二
一
号
』
二
〇
一
四
年
三
月
、
七
〜
一
〇
頁
。

（

）
大
正
琴
以
前
に
は
機
械
装
置
を
伴
っ
た
和
楽
器
は
存
在
し
な
か
っ

た
。
吉
川
英
史
は
大
正
琴
の
構
造
を
「
幕
末
の
頃
か
ら
あ
っ
た
二
弦

琴
に
ピ
ア
ノ
や
オ
ル
ガ
ン
の
鍵
盤
装
置
を
応
用
し
た
も
の
で
、
タ
イ

プ
ラ
イ
タ
ー
の
キ
イ
に
似
た
も
の
に
音
名
を
書
き
、
こ
れ
を
左
手
で

押
し
、
右
手
に
持
っ
た
ピ
ッ
ク
（
義
甲
）
で
、
弦
を
弾
く
の
で
あ

る
」
と
解
説
す
る
。『
日
本
音
楽
の
歴
史
』
創
元
社
、
一
九
八
六
年

（
初
出
一
九
六
五
年
）、
四
二
三
頁
。
吉
川
に
よ
る
と
、
同
時
代
に
出

現
し
た
他
の
楽
器
と
し
て
十
七
弦
、
ゼ
ロ
三
味
線
と
大
三
味
線
、
玲

琴
、
隆
笛
、
多
孔
尺
八
、
八
十
弦
、
感
弦
、
大
胡
弓
、
短
琴
、
オ
ー

ク
ラ
ウ
ロ
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（

）A
dal,

R
aja

（2009

）N
ationalizing

Aesthetics
:
Art

Education

in
Egypt

and
Japan,

1872-1950

（D
octoral

dissertation

）,
p.106.

Available
from

ProQ
uest

D
issertations

&
Theses

A
&
I.

（304893518

）.Retrieved
from

https
:
//search.proquest.com

/

docview
/304893518?accountid＝

130155.

（
閲
覧
日：

二
〇
一
七

年
一
二
月
四
日
）

（

）M
iller,R

ichard
C
.

（2004

）M
usic

and
M
usicology

in
the

En-

gineering
of
N
ational

Identity
in
M
eiji

Japan
:
M
odernization

Strategies
of
the

M
usic

Investigation
C
om
m
ittee,

1870-1900

（D
octoral

dissertation

）,p.23.A
vailable

from
ProQ

uest
D
isser-

tations
&
Theses

A
&
I.

（305110319

）.R
etrieved

from
https

://

search.proquest.com
/docview

/305110319?accountid＝
130155.

（
閲
覧
日：

二
〇
一
七
年
一
二
月
四
日
）

（

）
河
西
秀
哉
「
総
力
戦
下
に
お
け
る
合
唱
│
そ
の
論
理
の
検
討
」『
神

戸
女
学
院
大
学
論
集
第
五
九
巻
第
一
号
』
二
〇
一
二
年
、
五
一
頁
。

音
楽
取
調
掛
は
文
部
省
直
属
の
音
楽
研
究
教
育
機
関
と
し
て
一
八
七

海
野
十
三
「
十
八
時
の
音
楽
浴
」
に
お
け
る
音
楽

七
三



九
年
一
〇
月
に
発
足
し
、
一
八
九
九
年
四
月
に
東
京
音
楽
学
校
と
し

て
独
立
し
た
。
一
九
四
九
年
五
月
に
東
京
美
術
学
校
と
統
合
さ
れ
、

東
京
芸
術
大
学
と
し
て
新
た
に
発
足
し
た
。
山
住
正
己
「
解
説
」、

伊
沢
修
二
、
山
住
正
己
『
洋
楽
事
始
│
音
楽
取
調
成
績
申
報
書
』
平

凡
社
、
一
九
七
一
年
、
三
一
九
頁
。

（

）
伊
沢
修
二
、
山
住
正
己
『
洋
楽
事
始
│
音
楽
取
調
成
績
申
報
書
』

（
同
前
）、
一
〇
九
〜
一
一
〇
頁
。

（

）
伊
沢
修
二
、
山
住
正
己
『
洋
楽
事
始
│
音
楽
取
調
成
績
申
報
書
』

（
同
前
）、
一
一
〇
〜
一
一
一
頁
。

（

）
河
西
秀
哉
「
総
力
戦
下
に
お
け
る
合
唱
│
そ
の
論
理
の
検
討
│
」

（
前
掲
）、
五
一
頁
。

（

）
河
西
秀
哉
「
総
力
戦
下
に
お
け
る
合
唱
│
そ
の
論
理
の
検
討
│
」

（
同
前
）、
五
一
頁
。

（

）
伊
沢
に
よ
る
と
音
楽
は
「
長
短
二
音
階
」
に
大
別
で
き
、
そ
れ
ぞ

れ
が
人
間
に
対
し
異
な
る
影
響
を
与
え
る
と
い
う
。
長
音
階
の
曲
は

人
間
に
快
楽
を
及
ぼ
し
、
短
音
階
の
曲
は
悲
し
み
や
悲
嘆
な
ど
を
も

た
ら
す
。
そ
の
上
、
音
階
の
効
果
は
そ
れ
ら
が
使
用
さ
れ
る
社
会
の

発
展
度
合
と
関
係
が
あ
る
と
し
、
短
音
階
は
「
古
代
の
も
の
」
で
、

長
音
階
の
楽
曲
は
「
文
教
最
進
の
国
」
に
多
く
み
ら
れ
る
の
で
、
音

楽
は
特
定
の
文
化
の
成
熟
度
合
を
表
す
指
標
と
な
り
得
る
、
と
述
べ

て
い
る
。
伊
沢
修
二
、
山
住
正
己
『
洋
楽
事
始
│
音
楽
取
調
成
績
申

報
書
』（
前
傾
）、
一
〇
六
〜
一
〇
七
頁
。

（

）Shilling,C
hris

（2005

）The
Body

in
C
ulture,Technology

and

Society,
London,

Thousand
O
aks

and
N
ew

D
elhi

:
Sage,

p.128.

（

）
同
前
、Shilling,2005

:
132.

（

）
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
定
義
に
よ
る
「
全
体
主
義
」
を
こ
こ
で

は
使
用
し
て
い
る
。
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
全
体
主
義
の
起
原

三
』
大
久
保
和
郎
、
大
島
か
お
り
共
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
四

年
（
ド
イ
ツ
語
原
版
一
九
五
一
年
）、
二
三
一
頁
。

（

）
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
全
体
主
義
の
起
原

三
』（
同
前
）、
三

四
頁
。

（

）
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
全
体
主
義
の
起
原

三
』（
同
前
）、
三

三
頁
。

（

）
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
全
体
主
義
の
起
原

三
』（
同
前
）、
二

三
一
頁
。

（

）
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
全
体
主
義
の
起
原

三
』（
同
前
）、
二

三
一
頁
。

（

）
海
野
十
三
「
十
八
時
の
音
楽
浴
」（
前
掲
）、
二
〇
〇
頁
。

ビ
オ
・
ポ
リ
チ
ッ
ク

（

）
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
と
「
生
│
政
治
学
」
は
「
生
と
そ
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
あ
か
ら
さ
ま
な
計
算
の
領
域
に
登
場
さ
せ
、〈
知
で
あ
る
権
力
〉

を
人
間
の
生
の
変
形
の
担
い
手
に
仕
立
て
る
も
の
」
で
あ
る
。
生
に

対
す
る
権
力
に
は
二
つ
の
極
が
あ
る
。
一
つ
目
は
身
体
を
機
械
と
し

て
捉
え
、
体
力
と
効
果
性
を
強
化
し
身
体
に
規
律
を
も
た
ら
す
「
人

ア
ナ
ト
モ
・
ポ
リ
チ
ッ
ク

間
の
身
体
の
解
剖
│
政
治
学
」
で
あ
る
。
二
つ
目
は
生
殖
を
管
理
す

ビ
オ
・
ポ
リ
チ
ッ
ク

る
「
人
口
の
生
│
政
治
学
」
で
あ
る
。
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
性

七
四



の
歴
史
Ⅰ
│
知
へ
の
意
志
』
渡
辺
守
章
訳
、
新
潮
社
、
一
九
八
六

年
、
一
八
〇
頁
、
一
七
六
〜
一
七
七
頁
。

（

）
海
野
十
三
「
十
八
時
の
音
楽
浴
」（
前
掲
）、
一
九
八
頁
。

（

）
海
野
十
三
「
十
八
時
の
音
楽
浴
」（
同
前
）、
二
一
八
頁
。

（

）R
abinbach,

A
nson

（1992

）The
H
um
an
M
otor.

Energy,
Fa-

tigue,and
the
O
rigins

ofM
odernity,

B
erkeley

&
Los

A
ngeles:

U
niversity

of
C
alifornia

Press,p.2.

（

）
同
前
、R

abinbach,1992
:
23.

（

）
同
前
、R

abinbach,1992
:
202.

（

）
同
前
、R

abinbach,1992
:
44.

（

）
同
前
、R

abinbach,1992
:
190.

（

）H
ård,M

ikael
and

A
ndrew

Jam
ison,eds.

（1998

）“C
onceptual

Fram
ew
ork

:
Technology

D
ebates

as
A
ppropriation

Processes”

in
The

IntellectualAppropriation
ofTechnology.D

iscourses
on

M
odernity,

1900-1939,
M
assachusetts

&
London

:
The

M
IT

Press,p.8.

（

）
人
体
の
機
械
化
の
象
徴
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
未
来
派
の
フ
ィ
リ
ポ
・

ト
マ
ー
ゾ
・
マ
リ
ネ
ッ
テ
ィL’uom

o
m
oltiplicato

e
il
regno

della
m
acchina

（
一
九
一
〇
年
）
や
画
家
の
カ
ル
ロ
・
カ
ッ
ラ
、

ジ
ャ
コ
モ
・
バ
ッ
ラ
ら
な
ど
の
作
品
に
表
現
さ
れ
て
い
た
。

（

）W
oodcock,

G
eorge

（1956

）“U
topias

in
N
egative”,

Sew
anee

Review
64,1

（pp.81-97

）,p.92.R
etrieved

from
:
http

://w
w
w
.

jstor.org/stable/27538509.

（
閲
覧
日：

二
〇
一
七
年
一
二
月
四

日
）。
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
広
ま
っ
た
メ
カ
ノ
モ
ル

フ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
経
済
・
社
会
学
者
ソ
ー
ス
テ

イ
ン
・
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
が
『
企
業
の
理
論
』（
一
九
一
五
年
）
に
お
い
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