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一
、
は
じ
め
に

二
〇
一
二
年
版
に
て
作
品
解
説
を
書
い
た
美
術
家
の
奈
良
美
智
は
、「
文
の
リ
ズ
ム

も
内
容
も
、
音
楽
的
」
で
、「『M

U
S

IC

』
は
、
そ
の
名
の
通
り
音
楽
的
だ
」①

と
述
べ

て
い
る
。
各
章
で
登
場
人
物
が
「
そ
れ
ぞ
れ
個
性
的
な
演
奏
」
を
な
し
、
最
終
場
面

で
「
全
員
そ
ろ
っ
て
メ
イ
ン
ス
テ
ー
ジ
に
登
場
す
る
」
作
品
の
構
造
を
、
ロ
ッ
ク
・

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
よ
う
だ
と
奈
良
は
形
容
す
る
。「
演
奏
者
」
と
な
る
の
は
佑
多
、

美
余
、
か
ず
み
と
Ｊ
Ｉ
、
四
人
の
人
間
と
、
バ
タ
フ
ラ
イ
効
果
の
よ
う
に
全
員
の
人

生
に
決
定
的
に
影
響
を
与
え
る
ス
タ
バ
と
い
う
一
匹
の
猫
で
あ
る②
。
音
楽
と
動
物
の

モ
チ
ー
フ
は
古
川
作
品
に
頻
繁
に
表
れ
る③
。
音
楽
が
作
品
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る

だ
け
で
は
な
く
、
文
体
自
体
が
「
音
楽
性
」
を
持
つ
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
古

川
の
文
字
、
特
に
カ
タ
カ
ナ
の
使
い
方
は
よ
く
言
及
さ
れ
る
点
で
あ
る
が
、
文
の
長

短
と
連
関
性
の
あ
る
リ
ズ
ム
感
に
よ
っ
て
も
「
音
楽
性
」
が
生
ま
れ
て
い
る④
。

『M
U

S
IC

』
は
「
痛
快
な
小
説
を
書
き
た
か
っ
た
」
と
い
う
欲
望
か
ら
生
ま
れ
た

作
品
で
あ
り
、
痛
快
な
小
説
を
書
く
た
め
に
は
「
あ
ら
ゆ
る
ボ
ー
ダ
ー
に
い
る
人
種

も
そ
れ
ど
こ
ろ
か
人
間
以
外
も
〝
こ
の
作
品
〞
に
招
集
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
」⑤

と
古
川
本
人
は
述
べ
て
い
る
。
猫
が
主
人
公
と
な
っ
て
い
る
こ
の
作
品⑥
に
お
い

て
、
そ
の
ボ
ー
ダ
ー
と
は
ま
ず
、
人
間
と
動
物
を
区
別
す
る
境
界
で
あ
る
。
デ
リ
ダ

に
よ
れ
ば
、
近
代
社
会
が
経
験
し
た
最
も
大
き
な
変
化
は
、
自
分
の
こ
と
を
人
間
と

呼
ぶ
生
き
物
と
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
動
物
と
呼
ば
れ
る
生
き
物
と
の
関
係
の
規
定
で

あ
る⑦
。
こ
の
関
係
は
、す
な
わ
ち
前
例
の
な
い
動
物
の
支
配
で
も
あ
る⑧
。「
動
物
」
と

い
う
概
念
は
人
間
が
他
種
を
支
配
す
る
権
利
を
正
当
化
す
る
た
め
に
作
っ
た
も
の
で

あ
る
。
デ
リ
ダ
は
「
肉
食
・
男
根
・
論
理
中
心
主
義
（carn

oph
allogocen

trism
e

）」

と
い
う
概
念
を
用
い
て
人
間
社
会
の
本
質
を
突
く
。
彼
に
よ
る
と
、
西
洋
哲
学
と
宗

教
の
主
観
を
め
ぐ
る
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
は
「
犠
牲
の
構
造
」
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
は
「
違
犯
に
な
ら
な
い
命
の
終
わ
ら
せ
方
」⑨

が
存
在
可
能

で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
「
犠
牲
を
犠
牲
に
し
な
い
」⑩

構
造
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の

犠
牲
と
は
す
な
わ
ち
、「
他
者
」
の
「
身
体
」
を
摂
取
す
る
こ
と
で
あ
る
。
対
象
が
人

間
の
身
体
の
場
合
は
象
徴
的
な
摂
取
と
な
り
、
非
人
間
の
身
体
の
場
合
は
「
真
の
」

摂
取
と
な
る
。
こ
の
構
造
が
前
提
で
あ
れ
ば
、
権
力
の
獲
得
と
自
立
は
、
主
観
の
概

念
を
支
配
す
る
「
男
性
」

―
「h

om
o

（
人
間
）」
と
「vir

（
男
）」

―
の
み
に
認

め
ら
れ
て
い
る
と
デ
リ
ダ
は
説
明
す
る⑪
。
つ
ま
り
女
性
よ
り
男
性
、動
物
よ
り
人
間
、

こ
の
優
劣
構
造
は
最
も
根
本
的
な
人
間
社
会
の
基
礎
と
な
っ
て
き
た
。
要
す
る
に
、

「
動
物
」
と
い
う
概
念
は
逆
説
的
に
、
人
間
と
は
何
か
、
つ
ま
り
人
間
概
念
の
境
界
を

定
め
る
の
に
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
人
間
は「
非
・
動
物
」で
あ
る
。
故
に
、『M

U
S

IC

』

の
登
場
人
物
が
歩
む
の
は
、
規
範
的
な
主
体
の
輪
郭
を
定
め
る
ボ
ー
ダ
ー
な
の
で
あ

る
。動

物
論
を
枠
と
し
、
本
論
で
は
安
定
的
で
固
定
さ
れ
た
主
体
か
ら
流
動
的
な
主
体

【
ク
ィ
ア
理
論
と
日
本
文
学
―
世
界
文
学
と
の
接
点
を
求
め
て
】

動
物
に
な
る
こ
と
、
音
楽
に
な
る
こ
と
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へ
の
変
化
に
着
目
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
に
焦
点
を
当
て
、『M

U
S

IC

』
に

お
け
る
音
楽
を
言
語
と
身
体
と
い
う
二
つ
の
軸
か
ら
分
析
す
る
。
ま
ず
、
人
物
の
名

前
の
変
化
を
注
視
し
、
生
成
変
化
の
概
念
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
そ
れ
に
伴
う
多
様

性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
つ
ぎ
に
、現
象
学
に
触
れ
な
が
ら
身
体
性
の
問
題
に
移
り
、

最
後
に
言
語
に
論
及
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
作
中
の
音
楽
が
ど
の
よ
う
に
人
間
対

動
物
、
男
対
女
、
内
対
外
の
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
ボ
ー
ダ
ー
を
乗
り
越
え
る
方
法
と
し

て
機
能
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
、
名
前
が
表
す
生
成
変
化

『M
U

S
IC

』
で
は
、
各
人
物
が
紹
介
さ
れ
る
際
に
必
ず
そ
の
名
前
の
変
化
に
つ
い

て
語
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
。
こ
の
書
き
方
は
序
盤
か
ら
継
続
さ
れ
て
い
て
、
も
っ
と

も
、
作
品
の
冒
頭
か
ら
「
そ
の
猫
に
は
名
前
が
な
い
。
い
ず
れ
は
名
前
が
付
け
ら
れ

る
。
そ
の
雄
猫
に
は
ス
タ
バ
と
。
し
か
し
、
い
ま
は
ま
だ
名
前
が
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
ま
だ
目
も
見
え
な
い
」⑫

と
切
り
出
さ
れ
る
。
名
前
が
な
い
状
態
の
ス
タ
バ
は
、つ

ま
り
ま
だ
ス
タ
バ
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
ス
タ
バ
に
「
な
る
」
猫
に
過
ぎ
な
い
の
で

あ
る
。

第
二
章
で
登
場
す
る
田た

ぶ
ち渕

佑ゆ
う

多た

は
、
子
供
の
こ
ろ
か
ら
自
分
の
苗
字
を
拒
絶
し
、

ユ
ウ
タ
と
呼
ば
れ
、「
響
き
だ
け
のU

-ta

だ
っ
た
」⑬

と
紹
介
さ
れ
る
。
ユ
ウ
タ
に
は

「
猫
を
数
え
る
」
才
能
が
あ
り
、
彼
に
よ
る
と
「
目
が
い
い
か
ら
」⑭

誰
よ
り
も
正
確
か

つ
迅
速
に
、
あ
る
地
域
に
お
け
る
猫
の
頭
数
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
能
力

は
小
学
生
の
ユ
ウ
タ
の
自
己
認
識
の
核
と
な
る
。
し
か
し
六
年
生
の
あ
る
時
、
猫
を

数
え
る
能
力
で
対
決
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
猫
を
引
き
寄
せ
る
力
を
持
つ
六
十
歳
の

女
に
敗
北
す
る
。
彼
女
が
「
口
笛
を
奏
で
る
と
き
、
地
域
じ
ゅ
う
の
猫
た
ち
が
闇
か

ら
現
れ
た
」⑮
。
ユ
ウ
タ
の
目
の
前
か
ら
猫
た
ち
が
消
え
、
残
る
の
は
女
の
「
猫
笛
」⑯

の

響
き
だ
け
で
あ
る
。
女
の
猫
笛
が
ユ
ウ
タ
を
猫
の
世
界
か
ら
追
放
す
る
。
猫
が
見
え

な
く
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
持
っ
て
い
た
猫
た
ち
の
世
界
と
の
つ
が
な
り
が
消
え
、
ユ

ウ
タ
は
人
間
と
し
か
接
点
の
な
い
「
佑
多
」
に
戻
り
、
嫌
い
だ
っ
た
苗
字
「
田
渕
」

で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。

第
三
章
で
紹
介
さ
れ
る
佐
藤
美
余
は
、小
学
生
の
頃
シ
ュ
ガ
ー
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

シ
ュ
ガ
ー
に
は
「
作
図
問
題
」
を
解
く
「
超
・
数
学
と
し
て
の
数
学
」⑰

の
才
能
が
あ

る
。
シ
ュ
ガ
ー
は
第
二
次
ね
こ
う
さ
戦
争
に
関
与
し
、「
う
さ
う
さ
王
国
」
の
成
立
を

見
届
け
る
。
し
か
し
同
時
に
、
シ
ュ
ガ
ー
は
「
小
学
校
の
い
き
も
の

0

0

0

0

係
」⑱

の
名
前
で

あ
り
、「
限
定
さ
れ
た
環
境
で
自
然
発
生
し
た
」⑲

現
象
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
環
境
の

一
部
で
あ
る
小
学
校
の
校
庭
に
埋
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
名
前
を
埋
め
た
シ
ュ
ガ
ー
は

中
学
生
に
な
り
、
シ
ュ
ガ
ー
の
語
源
で
あ
っ
た
苗
字
の
「
佐
藤
」
を
拒
絶
し
、
シ
ュ

ガ
ー
で
も
佐
藤
美
余
で
も
な
く
、
単
な
る
「
美
余
」
へ
と
変
化
す
る
。
こ
こ
で
決
し

て
美
余
は
「
中
学
校
の
い
き
も
の

0

0

0

0

係
」⑳

と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

す
で
に
自
明
で
あ
る
が
、
佐
々
木
敦
が
述
べ
る
通
り
、
名
付
け
る
、
あ
る
い
は
名

付
け
ら
れ
る
こ
と
は
登
場
人
物
の
決
定
的
な
変
化
を
示
し
て
い
る㉑
。
田
渕
佑
多
と
佐

藤
美
余
は
異
種
の
生
物
と
接
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ユ
ウ
タ
や
シ
ュ
ガ
ー
へ
と
変

化
し
て
い
た
。
こ
の
接
触
の
際
に
起
き
て
い
る
現
象
は
、
ま
さ
に
「
生
成
変
化
」
と

呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。

「
生
成
変
化
」
は
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
が
『
千
の
プ
ラ

ト
ー
』
で
提
起
し
た
概
念
で
あ
る
。
ブ
レ
ン
ト
・
ア
ド
キ
ン
ス
に
よ
る
と
「
連
続
性

（con
tin

u
ity

）」
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
の
思
考
の
根
本
で
あ
る㉒
。
こ
の
連
続
体

（con
tin

u
u

m

）
は
点
（
有
限
・
不
連
続
）
に
対
す
る
線
（
無
限
・
連
続
）
と
い
う
対
比
が

象
徴
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
線
は
二
点
を
つ
な
げ
る
線
分
で
は
な
い㉓
。
生
成
変

化
の
線
は
〈
あ
い
だ
〉
を
示
す
。
点
は
「
常
に
起
源
で
あ
る
」
が
、
線
に
は
「
始
ま

り
も
終
わ
り
も
な
く
」、「
起
源
も
目
的
も
な
い
」
の
で
あ
る
。
生
成
変
化
と
は
つ
ま

り
、「
線
が
点
か
ら
解
放
さ
れ
、線
が
点
を
識
別
不
可
能
に
す
る
運
動
」㉔

で
あ
る
。「
生

成
変
化
」
に
よ
っ
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
、
人
間
対
自
然
、
あ
る
い
は
人
間
対
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動
物
の
よ
う
な
二
分
法
を
超
え
よ
う
と
し
、
二
分
法
の
要
素
を
一
つ
の
〈
持
続
体
・

連
続
体
〉
の
両
極
端
と
し
て
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
生
成
変
化
は
「
一
で
も
二
で
も

な
く
、
一
と
二
の
関
係
で
も
な
く
、
二
つ
の
〈
あ
い
だ
〉
で
あ
り
、
二
つ
の
も
の
に

対
し
て
垂
直
を
な
す
境
界
」㉕

で
あ
る
。
そ
し
て
動
物
へ
の
生
成
変
化
は
「
多
数
多
様

体
」

―
「
群
れ
」、「
徒
党
」、「
個
体
群
」、「
群
生
」

―㉖
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

生
成
変
化
（
動
物
に
な
る
こ
と
）
は
、
安
定
的
な
個
人
と
し
て
の
主
体
の
、「
群
れ
」
に

対
す
る
主
体
の
脱
領
土
化
で
あ
る
。

ユ
ウ
タ
の
名
前
の
変
化
に
は
、
彼
と
他
の
も
の
と
の
接
触
に
際
す
る
緊
張
が
表
れ

て
い
る
。
猫
を
数
え
る
ユ
ウ
タ
の
世
界
は
人
間
以
外
の
生
物
が
生
息
す
る
場
所
、
つ

ま
り
、
生
成
変
化
の
世
界
で
あ
る
。
猫
を
〈
見
る
〉
こ
と
に
よ
っ
て
佑
多
は
〈
猫
に

な
る
〉
と
い
う
生
成
変
化
を
経
験
し
、ユ
ウ
タ

―
響
き
だ
け
のU

-ta

―
と
な
る
。

苗
字
だ
け
で
な
く
、
漢
字
に
ま
で
縛
ら
れ
な
く
な
る
と
、
点
状
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
規

範
的
な
人
間
社
会
か
ら
線
状
シ
ス
テ
ム
へ
と
牽
引
さ
れ
る
。
し
か
し
、
女
の
猫
笛
に

立
ち
会
う
と
き
は
、ユ
ウ
タ
が
初
め
て
〈
目
〉
を
媒
介
と
し
な
い
〈
猫
に
な
る
方
法
〉

を
垣
間
見
る
瞬
間
で
あ
る
。
猫
を
〈
見
る
〉

―
猫
を
数
え
る
、
つ
ま
り
一
定
の
距

離
を
保
っ
て
一
方
的
に
行
う

―
の
で
は
な
く
、猫
を
〈
聞
き
〉
猫
に
〈
聞
か
れ
る
〉

と
い
う
の
は
、
相
互
的
な
関
係
な
の
で
あ
る
。

こ
の
猫
笛
女
と
の
遭
遇
の
結
果
と
し
て
ユ
ウ
タ
は
猫
と
の
つ
な
が
り
を
失
う
。
ユ

ウ
タ
は
自
ら
が
属
し
な
い
「
群
れ
」
に
立
ち
会
い
、
そ
こ
に
は
接
続
で
き
る
猫
が
い

な
い
。
言
う
な
れ
ば
、
自
分
の
世
界
に
生
息
し
て
い
る
の
は
「
ゼ
ロ
の
猫
」
と
な
っ

て
い
る㉗
。
物
理
的
な
（
肉
体
を
持
っ
た
）
猫
の
存
在
・
不
在
と
は
関
係
な
く
、
ユ
ウ
タ

が
属
し
な
い
猫
の
「
群
れ
」
は
、「
ゼ
ロ
の
猫
」
な
の
で
あ
る
。
生
成
変
化
を
な
す
猫

と
の
つ
な
が
り
を
失
う
と
、
ユ
ウ
タ
は
ま
た
点
状
シ
ス
テ
ム
に
引
き
戻
さ
れ
る
。
ユ

ウ
タ
は
田
渕
佑
多
に
戻
り
、
以
後
は
、
自
分
に
は
成
し
え
な
か
っ
た
「
猫
笛
の
生
成

変
化
」
を
想
起
さ
せ
る
猫
か
ら
、
逃
げ
る
こ
と
を
選
ぶ
し
か
な
い㉘
。

佑
多
や
美
余
と
違
っ
て
、
第
四
章
で
紹
介
さ
れ
る
か
ず
み
の
変
化
は
動
物
と
の
出

会
い
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な
く
、か
ず
み
自
身
に
潜
ん
で
い
る
多
様
性
に
起
因
す
る
。

か
ず
み
は
男
性
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
十
四
歳
の
と
き
女
性
の
格
好
を
す
る
欲
求
が

生
ま
れ
、
心
身
の
性
が
不
一
致
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、「
思
春
期
の
肉
体
の
変
調
と

と
も
に
魂
も
ま
た
変
調
し
て
」㉙

も
う
一
人
の
か
ず
み
、
女
性
で
あ
る
か
ず
み
が
現
れ

た
。
北
川
和
身
は
男
性
な
の
で
、
そ
の
も
う
一
人
の
か
ず
み
は
自
分
の
こ
と
を
「
響

き
だ
け
のk

az‘m
i

」㉚

と
し
て
認
識
し
て
い
た
。
し
か
し
、
恋
人
に
よ
っ
て
女
性
で
あ

る
か
ず
み
が
和
美
と
名
付
け
ら
れ
、
北
川
和
美
が
出
現
す
る
。
つ
ま
り
、
和
美
と
呼

ば
れ
た
途
端
に
、
和
美
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
和
身
が
和
美
に
「
な
っ
た
」
の
で

は
な
く
、
和
身
と
和
美
は
〈
同
時
に
〉
存
在
し
て
い
る
。
佑
多
と
美
余
と
は
違
い
、

か
ず
み
の
名
前
は
変
化
す
る
の
で
は
な
く
、
倍
増
す
る
。

名
前
は
自
分
の
所
属
す
る
世
界
内
に
お
け
る
位
置
付
け
を
示
し
、
特
定
な
名
前
に

は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
社
会
的
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
名
前
を
媒
介
と
し
て

主
体
は
固
定
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
田
渕
佑
多
」
は
人
間
社
会
で
活
躍
す
る
特
定
の

人
類
の
男
性
を
意
味
し
て
い
る
が
、
人
間
社
会
で
の
位
置
づ
け
を
失
う
と
き
、
あ
る

い
は
人
間
社
会
を
超
え
た
つ
な
が
り
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と
き
に
は
、
ユ
ウ
タ
が
現

れ
る
。
佐
藤
美
余
に
は
、
校
庭
の
ウ
サ
ギ
管
理
委
員
会
の
委
員
長
と
し
て
兎
と
接
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
シ
ュ
ガ
ー
が
現
れ
る
。
和
美
の
場
合
は
、〈
呼
び
か
け
ら
れ
る
〉
こ

と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
主
体
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。

ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
〈
呼
び
か
け
〉
の
概
念
で
は
「
あ

ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
主
体
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
機
能
に
よ
っ
て
、
具
体
的

な
諸
主
体
と
し
て
の
具
体
的
な
諸
個
人
に
呼
び
か
け
る
」㉛

と
さ
れ
る
。
主
体
は
「
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
呼
び
か
け
を
認
め
る
と
き
に
」
生
ま
れ
、
呼
び
か
け
ら
れ
た
者
が
、

社
会
規
範
で
「〈
自
然
〉
で
〈
正
し
い
〉
と
認
め
ら
れ
て
い
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」

が
自
ら
の
「〈
本
当
〉
の
自
分
」
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い32
。〈
呼
び
か
け
〉
に
よ
っ
て
社
会
的
に
認
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、自
ら
の
社
会
的
位

置
づ
け
を
認
識
す
る
。
こ
の
概
念
は
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
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パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
概
念
を
提
唱
す
る
際
に
も
用
い
て
い
る
。
バ
ト
ラ
ー
に
よ

る
と
、性
は
「
時
間
を
経
て
強
制
的
に
具
体
化
さ
れ
る
観
念
的
な
構
築
物
」
で
あ
り
、

「
規
定
を
及
ぼ
す
規
範
に
よ
っ
て
」
具
体
化
さ
れ
る
。
し
か
し
、具
体
化
さ
れ
る
過
程

は
「
常
に
未
完
成
」
で
あ
る
た
め
、常
に
規
範
を
反
復
す
る
必
要
が
あ
る33
。〈
呼
び
か

け
〉
は
反
復
の
引
き
金
と
な
る
。〈
性
〉
は
こ
の
規
範
内
で
し
か
理
解
不
可
能
で
あ

り
、〈
性
〉
は
身
体
の
〈
要
素
〉
で
は
な
く
、
主
体
が
存
在
し
得
る
、
そ
し
て
理
解
さ

れ
得
る
よ
う
に
な
る
一
つ
の
規
範
で
あ
る34
。
つ
ま
り
、
性
は
「
身
体
の
具
体
化
を
規

定
す
る
文
化
的
な
規
範
」
で
あ
り
、「
性
別
化
さ
れ
て
い
な
い
人
間
な
ど
存
在
し
な

い
」35
。こ

れ
ら
の
〈
呼
び
か
け
〉
の
背
後
に
あ
る
力
関
係
が
、「
和
美
」
が
生
ま
れ
る
と
き

の
恋
人
と
の
会
話
に
現
れ
て
い
る
。
そ
の
場
面
で
彼
は
、
和
身
は
男
の
名
前
な
の
で

別
の
名
前
が
必
要
だ
と
言
い
、「
お
れ
だ
け
が
そ
う
呼
ぶ
の
が
要
る
ん
だ
。
お
ま
え
を

縛
る
た
め
に
さ
」36

と
発
言
す
る
。
つ
ま
り
、
女
性
と
し
て
の
か
ず
み
を
固
定
す
る
た

め
に
は
女
性
の
名
前
、
女
性
と
し
て
〈
呼
び
か
け
ら
れ
る
〉
名
前
が
必
要
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。
彼
は
さ
ら
に
、「
改
名
し
た
お
ま
え
を
所
有
す
る
。
わ
か
る
か
？
お
ま
え

の
内
緒
の
名
前
は
、
お
れ
だ
け
の
、
女
と
し
て
の
名
前
は
、
だ
か
ら
…
…
和
美
だ
」37

と

続
け
る
。
生
物
学
的
な
「
性
」
に
か
か
わ
ら
ず
、
女
と
し
て
呼
び
か
け
ら
れ
た
、
そ

し
て
女
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
和
美
は
、
彼
と
の
間
で
男
女
的
な

―
伝
統
的
・

家
父
長
的
な
意
味
で
の

―
上
下
関
係
を
構
築
す
る
。
こ
れ
は
、
和
美
も
自
ら
「
名

前
で
所
有
」
さ
れ
る
の
を
認
め
た
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
和
美

―
女
性
と
し
て

呼
び
か
け
ら
れ
た
か
ず
み

―
は
、
女
性
と
し
て
呼
び
か
け
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、「
単

純
に
」
女
と
し
て
、
つ
ま
り
〈
本
物
〉
の
女
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て

い
る
。
か
ず
み
の
言
葉
が
示
し
て
い
る
通
り
、
本
物
の
女
と
し
て
認
め
て
い
る
の
な

ら
ば
、
彼
は
自
分
の
こ
と
を
「
異
性
愛
者
」
と
し
て
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、「
単
純
に
」
女
で
も
な
く
男
で
も
な
い
か
ず
み
は
、
非
人

間
、
あ
る
い
は
規
範
的
な
身
体
形
態
が
生
み
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
余
剰
物
、
つ
ま
り

「
怪
物
」「
おア

ブ

ジ

ェ

ク

ト

ぞ
ま
し
き
も
の
」
そ
の
も
の
に
な
る
。
か
ず
み
の
多
数
多
様
性

―
和

身
、
和
美
、
そ
し
て
「
い
か
な
る
場
合
に
も
存
在
し
」「
そ
れ
を
超
越
し
て
い
た
」38

k
az‘m

i

の
共
存

―
は
、「
本
物
の
女
」
と
は
何
か
を
問
う
こ
と
自
体
に
対
し
て
疑

問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

三
、「
群
れ
」
を
形
成
す
る
「
変
則
者
」

前
節
で
示
し
た
通
り
、
動
物
へ
の
生
成
変
化
は
常
に
「
多
数
多
様
性
」、
あ
る
い
は

「
群
れ
」
と
関
係
し
て
い
る
。「
あ
ら
ゆ
る
動
物
は
実
際
に
群
れ
を
な
す
し
、
潜
在
的

に
も
群
れ
を
な
し
う
る
」39

の
で
あ
る
。『M

U
S

IC

』
に
は
多
様
体
の
モ
チ
ー
フ
が
頻

繁
に
表
れ
て
い
る

―
佑
多
が
猫
を
数
え
た
り
、
呼
び
集
め
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
あ
る
い
は
ス
タ
バ
の
鴉
た
ち
と
の
戦
争
に
よ
っ
て
な
ど

―
が
、
そ
の
モ
チ
ー

フ
を
最
も
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
の
は
美
余
で
あ
る
。
美
余
は
、
ク
マ
ゼ
ミ
を
食
べ

た
鴉
を
狩
り
、
そ
の
鴉
を
食
べ
て
い
る
ス
タ
バ
を
目
撃
す
る
。
彼
女
は
そ
の
姿
に
魅

了
さ
れ
て
ス
タ
バ
を
追
跡
す
る
の
だ
が
、ま
さ
に
そ
の
場
面
で
多
様
性
を
体
験
す
る40
。

猫
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
美
余
は
「
一
」
と
「
多
」
が
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
感
知

す
る
。
彼
女
は
独
り
、
つ
ま
り
一
で
あ
る
が
、
し
か
し
一
人
の
人
間
と
し
て
「
ヒ
ト

科
」
と
い
う
多
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
ス
タ
バ
を
追
い
か
け
て
い
る
美
余
は
ま
た
、

猫
か
ら
鴉
へ
と
つ
な
が
る
食
物
連
鎖
に
よ
っ
て
新
た
な
多
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
を

認
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
連
鎖
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
関
連
性
、
つ
ま
り
連
続

性
を
表
す
。
捕
食
の
連
鎖
に
お
い
て
も
、
自
由
意
志
の
連
鎖
に
お
い
て
も
、
一
は
常

に
多
で
あ
り
、
多
と
の
出
会
い
は
生
成
変
化
を
も
た
ら
す
。

し
か
し
、「
多
様
体
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
必
ず
例
外
的
な
個
体
」41

が
い
る
。
つ
ま
り
、

群
れ
と
し
て
の
〈
動ア

ニ
マ
ル物

〉
が
必
ず
持
つ
〈
変ア

ノ
マ
ル

則
者
〉
が
い
る42
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ

リ
は
こ
の
論
理
か
ら
表
れ
る
矛
盾

―
「
群
れ
と
隠
者
」、「
群
集
に
よ
る
伝
染
と
選

択
的
同
盟
」、「
純
粋
な
多
様
体
と
例
外
的
個
体
」
の
矛
盾43

―
を
認
知
し
て
い
る
が
、
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動
物
に
な
る
こ
と
、
音
楽
に
な
る
こ
と

―
古
川
日
出
男
『M

U
SIC

』
に
お
け
る
生
命
の
音
楽

41

変
則
者
は
「
一
個
の
多
様
体
と
の
関
係
に
お
け
る
一
つ
の
位
置
や
、
一
の
総
体
」44

で

し
か
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
変
則
者
は
常
に
群
れ
と
関
連
し
、
群
れ
の
中

に
し
か
存
在
し
得
な
い
と
い
う
説
明
に
よ
っ
て
こ
の
矛
盾
が
否
定
さ
れ
る
だ
け
で
な

く
、
そ
の
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
二
面
は
、
不
可
分
な
要
素
と
し
て
現
れ
る

の
で
あ
る
。
変
則
者
は
「
個
体
で
も
、
種
で
も
」
な
く
、「
ボ
ー
ダ
ー
の
現
象
」
で
あ

る45
。『M

U
S

IC

』
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
個
体
同
士
の
関
係
あ
る
い
は
生
成
変
化
に
お

け
る
中
央
点
に
立
っ
て
い
る
の
は
、
ス
タ
バ
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
者
と
ス
タ
バ
と
が

出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ス
タ
バ
を
核
と
す
る
、
一
種
の
群
れ
が
出
来
上
が
っ
て
く

る
。
し
か
し
、
ス
タ
バ
と
言
う
存
在
が
誘
発
す
る
動
物
﹇
猫
﹈
へ
の
生
成
変
化
を
体

現
し
た
群
れ
に
対
し
て
は
、
ス
タ
バ
自
身
は
「
局
外
者
」
と
し
て
現
れ
る46
。
ス
タ
バ

は
多
様
体
を
成
す
ボ
ー
ダ
ー
そ
の
も
の
と
し
て
、「
線
の
上
に
身
を
置
い
た
り
、
線
を

ひ
き
つ
つ
あ
る
」
か
ら
こ
そ
、「
集
団
内
部
に
い
る
か
、
そ
れ
と
も
す
で
に
集
団
の
外

に
で
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
集
団
を
他
の
集
団
か
ら
区
切
る
流
動
的
な
境
界

に
位
置
す
る
の
か
、
ま
っ
た
く
見
分
け
が
」47

付
き
が
た
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ス
タ

バ
の
孤
独
状
態
は
彼
の
自
己
認
識
上
の
も
の

―
家
族
を
失
っ
た
ス
タ
バ
に
は
自
分

の
所
属
す
べ
き
「
群
れ
」
と
し
て
認
め
る
も
の
が
い
な
い

―
に
過
ぎ
ず
、
登
場
人

物
を
つ
な
げ
る
軸
と
し
て
の
位
置
、
そ
し
て
そ
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
く

る
群
れ
の
境
界

―
「
ボ
ー
ダ
ー
」

―
の
位
置
と
無
関
係
で
あ
る
。
ス
タ
バ
自
身

の
生
成
変
化
は
、
Ｊ
Ｉ
が
ス
タ
バ
を
誘
拐
し
、
庭
で
戦
わ
せ
る
最
終
場
面
で
起
こ
っ

て
い
る
。

Ｊ
Ｉ
は
三
十
代
の
「
猫
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
」
で
あ
り
、
ス
タ
バ
を
核
と
し
た
群
れ
の

敵
と
し
て
登
場
す
る
。
な
ぜ
彼
が
敵
と
し
て
断
定
さ
れ
う
る
の
か
と
言
え
ば
、
結
果

的
に
彼
が
佑
多
や
ス
タ
バ
と
戦
う
こ
と
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
彼
が
、
こ
こ
で
群

れ
と
示
さ
れ
て
い
る
他
の
登
場
人
物
が
体
験
す
る
生
成
変
化
と
は
異
な
っ
た
プ
ロ
セ

ス
を
表
す
か
ら
で
あ
る
。
例
に
も
れ
ず
、
Ｊ
Ｉ
の
作
中
へ
の
登
場
は
名
前
の
解
説
か

ら
始
ま
る48
。
彼
の
素
性
に
つ
い
て
は
、「
人
で
も
な
け
れ
ば
獣
で
も
な
い
」
と
さ
れ
、

彼
は
人
間
で
あ
り
な
が
ら
猫
で
も
あ
り
、「
半
人
半
獣
」
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る49
。
し

か
し
、
Ｊ
Ｉ
の
獣
的
要
素
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
こ
ま
で
論
じ
て

き
た
動
物
へ
の
生
成
変
化
と
は
根
本
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
Ｊ
Ｉ

に
は
名
前
が
一
つ
し
か
な
い
、
つ
ま
り
、
Ｊ
Ｉ
に
は
多
様
性
が
表
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
Ｊ
Ｉ
は
入い

り
ざ
わ
じ
ゅ
ん

沢
潤
と
い
う
実
名
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
で
あ
る
た
め
、
Ｊ
Ｉ
は
「
本
当
の

名
前
」
で
「
偽
称
の
要
素
が
な
い
」50
。
さ
ら
に
、Ｊ
Ｉ
の
獣
的
要
素
に
は
身
体
性
が
伴

わ
な
い
。

佑
多
は
自
分
の
口
を
笛
に
し
て
、
体
を
楽
器
に
変
え
、
猫
と
肉
体
的
な
関
係
性
を

構
築
し
て
い
く
。
美
余
も
か
ず
み
も
、
自
ら
の
身
体
を
中
心
的
媒
体
と
し
た
変
化
を

成
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
Ｊ
Ｉ
は
自
分
が
猫
で
あ
る
証
拠
と
し
て
本
物
の
猫

の
皮
製
の
服
飾
を
身
に
着
け
て
い
る
、つ
ま
り
文
字
通
り
「
猫
の
皮
を
被
っ
て
い
る
」

の
で
あ
る
。
ま
た
Ｊ
Ｉ
は
猫
の
皮
が
張
っ
て
あ
る
三
味
線
を
所
持
し
て
い
る
が
、
弾

け
る
わ
け
で
は
な
い
ど
こ
ろ
か
「
猫
皮
の
音
楽
は
か
な
で
ら
れ
な
い
」51

と
さ
れ
、「
猫

の
の
び
の
真
似
は
し
な
い
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
が
言
う

通
り
、「〈
な
る
〉
と
は
、
決
し
て
模
倣
す
る
こ
と
で
は
な
い
し
、
同
一
化
す
る
こ
と

で
も
な
い
」52

の
だ
と
す
れ
ば
、
Ｊ
Ｉ
と
猫
と
の
関
係
は
「
生
成
変
化
」
で
は
な
い
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
Ｊ
Ｉ
が
自
分
を
猫
た
ら
し
め
て
い
る
要
素
と
し
て
認
識
し
て
い
る

も
の
は
、
ま
さ
に
模
倣
に
す
ぎ
な
い
。
猫
に
な
る
こ
と
は
、
猫
を
模
倣
す
る
の
で
は

な
く
、「
み
ず
か
ら
の
有
機
体
を
別
の
も
の

0

0

0

0

と
組
み
合
わ
せ
、
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
全

体
か
ら
微
粒
子
が
流
れ
出
す
、
そ
し
て
流
れ
出
し
た
微
粒
子
が
運
動
と
静
止
の
関
係

に
応
じ
て
、
あ
る
い
は
み
ず
か
ら
そ
こ
に
入
っ
て
い
く
分
子
状
の
近
傍
に
し
た
が
っ

て
犬0

﹇
猫
﹈
め
い
た

0

0

0

も
の
と
化
す
」53

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｊ
Ｉ
の
描
写

に
は
自
分
以
外
の
い
か
な
る
個
体
と
の
繋
が
り
も
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、彼
は
「
何
匹
ぶ
ん
も
の
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
に
し
て
」「
生
命
力
は
い
ま
は
皆
無
の

猫
皮
」54

を
着
て
い
る
。
外
見
上
は
猫
に
近
づ
い
て
い
る
が
、
自
分
の
肉
体
そ
の
も
の
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を
使
っ
て
「
猫
め
い
た
も
の
と
化
す
」
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

彼
の
芸
術
は
、「
視
覚
を
排
し
た
部
分
に
お
い
て
は
全
面
的
に
猫
楽
器
で
あ
る
」が
、

「
音
楽
と
ぎ
り

0

0

で
呼
べ
そ
う
な
も
の
を
奏
で
る
」55

に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
そ
の
音
楽
は

「
激
怒
し
た
猫
た
ち
の
咆
哮
だ
け
が
カ
ッ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
て
、
盤
は
〈
猫
跳
ん

じ
ゃ
っ
た
〉
を
変
ト
長
調
と
は
思
え
な
い
硬
さ
で
エ
ン
ド
レ
ス
に
弾
く
」56

と
い
う
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
他
の
生
物
と
の
生
々
し
い
関
係
を
作
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
猫
へ
の
生
成
変
化
、
つ
ま
り
自
分
の
器
官
を
使
っ
て
「
猫
め
い
た
」
微
粒
子
を

放
射
す
る
こ
と
な
ど
も
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
の
芸
術
は
猫
を
消
費
す
る
こ
と
で

成
り
立
っ
て
い
る
。
猫
の
外
見
を
得
る
た
め
に
何
匹
も
の
個
体
を
殺
し
、
猫
皮
の
服

を
作
り
、「
激
怒
し
た
猫
た
ち
の
咆
哮
」
を
サ
ン
プ
リ
ン
グ
し
て
繰
り
返
し
再
生
す
る

過
程
に
お
い
て
は
、
猫
が
そ
の
芸
術
の
素
材
と
な
り
、
消
費
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ

る
。

四
、
身
体
を
貫
く
音
楽

こ
こ
ま
で
に
検
討
し
た
生
成
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
音
楽
が
大
い
に
関
係
し
て

い
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
、
音
楽
に
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
生
成
変
化
が
包
含

さ
れ
て
い
る
と
断
言
す
る
。
彼
ら
に
よ
る
と
「
歌
っ
た
り
、作
曲
し
た
り
す
る
こ
と
、

描
く
こ
と
、
そ
し
て
書
く
こ
と
に
は
、
お
そ
ら
く
生
成
変
化
を
解
き
放
つ
以
外
に
目

的
は
」
な
い
。
そ
し
て
そ
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
生
成
変
化
が
、「
音
楽
全
体
を
貫
い
て

い
る
」57
。

『
生
物
か
ら
見
た
世
界
』
に
お
い
て
生
物
学
者
の
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
は
「
環
境
世
界

（U
m

w
elt

）」
の
概
念
を
提
起
す
る
。
環
境
世
界
と
は
「
知
覚
世
界

0

0

0

0

（M
erk

w
elt

）」

―
「
主
体
が
知
覚
す
る
す
べ
て
の
物
」

―
と
「
作
用
世
界

0

0

0

0

（W
irkw

elt

）」

―

「
主
体
が
お
こ
な
う
作
用
の
す
べ
て
」
―
が
統
一
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る58
。
ユ
ク
ス

キ
ュ
ル
に
よ
る
と
「
わ
れ
わ
れ
が
知
り
、
体
験
し
て
い
る
現
実
は
結
局
主
観
的
に
知

覚
で
き
る
世
界
」
に
過
ぎ
ず
、「
意
味
の
あ
る
世
界
を
創
造
す
る
個
人
的
で
主
観
的
な

経
験
以
外
の
も
の
は
」
一
切
な
い59
。
つ
ま
り
、
生
物
と
い
う
も
の
は
生
息
し
て
い
る

環
境
か
ら
切
り
離
せ
な
い
の
で
あ
る
。
生
物
は
環
境
と
「
自
然
の
生
成
変
化
と
完
全

に
混
合
す
る
ま
で
体
の
境
界
を
延
長
さ
せ
る
機
能
的
で
本
質
的
な
関
係
を
構
成
」60

す

る61
。
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
は
「
旋
律
」
と
「
和
音
」
を
例
に
自
然
の
関
係
系
を
説
明
す
る
。

音
楽
に
お
い
て
「
一
つ
の
和
音
を
つ
く
る
に
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
音
が
必
要
で
あ

る
」
の
と
同
様
に
、「
自
然
か
ら
取
っ
た
す
べ
て
の
実
例
の
場
合
に
も
、
協
力
し
て
一

つ
の
統
一
体
を
作
り
上
げ
る
二
つ
の
要
因
」
が
存
在
す
る
は
ず
だ
と
い
う62
。
自
然
を

作
曲
に
な
ぞ
ら
え
た
場
合
、「
主
体
の
有
機
体
は
、
意
味
の
利
用
者
か
、
少
な
く
と
も

意
味
の
受
信
者
を
形
づ
く
る
」
た
め
に
、「
こ
れ
ら
二
つ
の
要
因
が
一
つ
の
同
じ
意
味

に
統
一
さ
れ
た
場
合
」
に
楽
曲
が
生
み
出
さ
れ
る
。

音
楽
か
ら
自
然
を
説
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
は
生
物
と
そ
の
生
息

環
境
と
の
具
体
的
な
結
び
つ
き
を
理
論
化
し
た
。
同
様
の
観
点
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
や
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
の
思
想
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。『
行
動
の
構
造
』に

て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
世
界
を
交
響
曲
と
す
る
な
ら
ば
、
有
機
体
が
楽
器
で
あ

る
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
を
用
い
て
い
る
。
彼
が
発
展
さ
せ
た
「
行
動
」
を
め
ぐ
る
理

論
に
よ
れ
ば
、有
機
体
の
行
動
は
周
囲
の
環
境
と
相
互
的
な
関
係
を
形
成
し
て
い
る
。

ブ
レ
ッ
ト
・
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
い
う
行
動
は

「
有
機
体
の
環
境
の
〈
結
果
〉
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る

―
つ
ま
り
、環
境
が
有
機

体
に
特
定
な
行
動
を
と
ら
せ
る

―
。
し
か
し
、
環
境
は
有
機
体
が
事
前
に
取
っ
た

行
動
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る

―
し
た
が
っ
て
環
境
が
表
す
状
態
は
最
初
に

行
っ
た
行
動
の
結
果
」63

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
音
楽
の
モ
チ
ー
フ
で
論
を
進
め
る

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
も
ま
た
旋
律
の
概
念
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
各
音
符
の
意
味
が

全
体
の
メ
ロ
デ
ィ
の
な
か
で
の
位
置
づ
け
と
、
他
の
音
符
と
の
関
係
か
ら
現
れ
て
く

る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
る
身
体
、
あ
る
い
は
有
機
体
、
そ
し
て
そ
の
有
機
体
を
形

成
し
て
い
る
各
器
官
の
意
味
は
具
体
的
な
環
境
と
の
関
係
、関
連
性
か
ら
発
現
す
る
。
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動
物
に
な
る
こ
と
、
音
楽
に
な
る
こ
と

―
古
川
日
出
男
『M

U
SIC

』
に
お
け
る
生
命
の
音
楽

43

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
常
に
「
世
界
に
お
け

る
（
へ
の
）
存
在
」（l’être au

 m
on

de

）
で
あ
る
。「
身
体
は
〈
世
界
に
お
け
る
（
へ

の
）
存
在
〉
の
媒
体
」
で
あ
り
、「
身
体
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
い
き
る
も
の
に

と
っ
て
、
一
定
の
環
境
に
加
わ
り
、
若
干
の
企
投
と
一
体
と
な
り
、
た
え
ず
こ
れ
に

自
己
を
拘
束
す
る
と
い
う
こ
と
」64

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
身
体
の
「
運
動
」
と
つ

な
が
っ
て
い
る
。

前
節
で
述
べ
た
『M

U
S

IC
』
に
お
け
る
生
成
変
化
は
、身
体
の
次
元
で
行
わ
れ
て

い
た
。
佑
多
は
自
分
の
身
体
を
楽
器
に
し
、
動
物
に
な
り
、
音
楽
に
な
る
。
美
余
は

走
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
大
地
の
音
楽
」
が
聞
こ
え
、
音
楽
に
な
る
。
こ
こ
で
注
目
し

て
い
る
音
楽
と
し
て
の
環
境
世
界
は
、
特
に
美
余
に
対
し
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
美

余
の
決
定
的
な
特
徴
は
「
運
動
」
で
あ
る
。
シ
ュ
ガ
ー
の
時
は
「
歩
い
た
」、つ
ま
り

シ
ュ
ガ
ー
は
歩
く
者
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
美
余
に
な
っ
た
途
端「
走
っ
た
」。
走
り

始
め
る
と
い
う
の
は
決
定
的
な
変
化
で
あ
る
。
走
る
こ
と
に
よ
っ
て
美
余
は
自
分
の

身
体
性
を
意
識
し
、自
分
の
「
世
界
に
お
け
る
（
へ
の
）
存
在
」
を
感
じ
る
よ
う
に
な

る
。美

余
の
「
世
界
に
お
け
る
（
へ
の
）
存
在
」
は
音
楽
へ
の
生
成
変
化
と
い
う
形
で
現

れ
る
。
こ
の
大
地
の
音
楽
は
「
走
っ
て
い
れ
ば
聞
こ
え
る
の
、
聞
こ
え
て
い
る
の
、

ち
ゃ
ん
と
」65

と
い
う
性
質
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
運
動
の
要
素
は
美
余
に
お
い
て
特

に
顕
在
化
し
て
い
る
も
の
の
、
美
余
だ
け
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

運
動
は
『M

U
S

IC

』
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
登
場
人
物
を
貫
い
て
い
る
モ
チ
ー
フ
で
あ

る
。
ス
タ
バ
は
青
山
霊
園
か
ら
赤
坂
に
移
動
す
る
。
佑
多
は
移
動
し
な
が
ら
猫
笛
を

吹
く
。
か
ず
み
は
京
都
に
行
き
、
そ
の
街
を
歩
く
。
そ
し
て
皆
、
移
動
し
て
い
る
最

中
に
音
楽
を
発
見
す
る
。
そ
の
音
楽
は
自
分
の
身
体
と
環
境
と
の
つ
な
が
り
を
強
調

し
て
い
る
。
美
余
の
場
合
は
「
肉
体
の
な
か
に
音
楽
は
内
蔵
さ
れ
た
ま
ま
」
で
あ
る

と
し
、「
東
京
の
大
地
に
鳴
り
響
い
て
い
る
音
楽
、
ず
ば
り
大
地
の
ビ
ー
ト
は
」
美
余

の
「
体
内
に
音そ

れ楽
を
孕
ん
だ
」
と
さ
れ
て
い
る66
。
ま
た
、
か
ず
み
は
京
都
タ
ワ
ー
ま

で
歩
い
て
、
望
遠
鏡
か
ら
宇
宙
と
星
を
眺
め
る
と
き
に
太
陽
系
と
い
う
自
分
の
居
場

所
を
認
識
す
る
。
地
域
と
の
関
連
性
を
感
じ
て
い
る
か
ず
み
は
地
域
に
「
ア
ー
ス
し

て
い
る
」
と
宣
言
す
る
。「
導
体
」
と
な
っ
た
か
ず
み
の
体
は
地
域
の
鼓
動
、地
域
の

「
搏ビ

ー
ト動

」
を
感
じ
、「
そ
の
震
動
が
、
音
楽
に
な
る
」
こ
と
を
知
覚
す
る67
。
つ
ま
り
、

二
人
の
身
体
は
世
界
に
お
け
る
（
へ
の
）
存
在
の
媒
介
と
な
り
、「
世
界
を
と
お
し
て

私
の
身
体
を
意
識
す
る
」
と
同
時
に
「
身
体
が
世
界
の
枢
軸
」
と
な
る68
。
そ
の
瞬
間

に
身
体
と
世
界
と
の
間
に
現
れ
、
そ
れ
ら
を
接
続
す
る
と
同
時
に
そ
の
境
界
を
ぼ
や

か
し
て
い
る
の
が
音
楽
で
あ
る
。
こ
の
シ
ー
ン
で
は
、言
語
も
「
世
界
に
お
け
る
（
へ

の
）
存
在
」
の
一
部
分
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
言
語
も
ま
た
、
肉
体
的
で
身
体
が
媒

介
し
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

五
、
異
種
間
共
通
語
と
し
て
の
音
楽

動
物
論
に
関
し
、
こ
れ
ま
で
最
も
活
発
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
テ
ー
マ
は
動
物
が
思

考
可
能
か
ど
う
か
、つ
ま
り
、ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
の
観
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
は
人
間
の
知
性
が
人
間
に
よ
る
世
界
支
配
の
最
も
強
力
な
理
由
づ
け
と

な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
知
性
は
人
間
の
特
権
と
考
え
ら
れ
、
知
性
の
有
無
を
判
断

す
る
時
点
で
す
で
に
、
人
間
の
知
能
水
準
が
基
準
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
最

も
浮
き
彫
り
に
す
る
の
は
言
語
の
描
か
れ
方
で
あ
る
。
動
物
を
扱
う
作
品
は
、
そ
の

非
人
間
の
登
場
人
物
が
言
語
を
持
つ
か
ど
う
か
、
そ
し
て
、
も
し
持
つ
の
で
あ
れ
ば

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
描
く
の
か
、
と
い
う
設
定
の
検
討
が
作
品
構
造
に
大
き
く
影
響

を
与
え
る69
。
し
か
し
、
動
物
に
知
性

―
有
無
や
程
度
に
か
か
わ
ら
ず

―
を
与
え

る
場
合
で
も
、
そ
の
発
達
の
た
め
に
人
間
の
言
語
が
不
可
欠
の
条
件
と
し
て
提
示
さ

れ
る
作
品
は
多
い
。
オ
ラ
フ
・
ス
テ
ー
プ
ル
ド
ン
の
『
シ
リ
ウ
ス
』（
一
九
四
四
年
）
や

ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
Ｄ
・
シ
マ
ッ
ク
の
『
都
市
』（
一
九
五
二
年
）、
そ
し
て
グ
ラ
ン
ト
・

モ
リ
ソ
ン
の
『W

e3
』（
二
〇
〇
四
年
）
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
で
登



四
四

44

場
す
る
動
物
は
、
手
術

―
人
間
の
発
声
器
官
を
持
た
せ
る
手
術
や
体
に
機
械
を
埋

め
込
む
こ
と
な
ど

―
に
よ
っ
て
人
間
の
言
語
能
力
が
与
え
ら
れ
る
。『M

U
S

IC

』

と
違
っ
て
、
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
動
物
が
人
間
の
世
界
に
迎
合
さ
せ
ら
れ
、
人
間
社

会
の
再
現
を
行
っ
て
い
る
の
み
で
、
生
成
変
化
は
起
こ
ら
な
い
。

ス
タ
バ
の
「
言
葉
」、
あ
る
い
は
思
考
の
表
し
方
は
「
世
界
に
お
け
る
（
へ
の
）
存

在
」
を
示
す
。
ス
タ
バ
は
、
実
際
に
世
界
に
存
在
し
、
そ
の
世
界
と
具
体
的
な
関
係

を
な
し
て
い
る
彼
の
身
体
と
環
境
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
情
動
、
あ
る
い
は
可
能
性
と

の
繋
が
り
を
明
確
に
思
考
し
て
い
る
。佑
多
か
ら
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
も
ら
う
と
き
、

ス
タ
バ
は
そ
れ
を
「
乳
に
分
類
さ
れ
る
」
も
の
と
し
て
認
識
し
、そ
れ
は
「〈
原は

じ
ま
り始

の

食
〉
に
し
て
食
の
起
源
で
あ
る
ス
タ
バ
の
母
親
の
乳
に
、
通
じ
る
」70

と
考
え
る
。「
始

原
の
食
」
の
匂
い
、「
危
な
い
匂
い
」、「
美
味
し
い
」
匂
い
、「
う
れ
し
い
匂
い
」
の

よ
う
に
、
ス
タ
バ
に
と
っ
て
匂
い
は
具
体
的
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
自
分
の
「
な

わ
ば
り
」
を
マ
ー
キ
ン
グ
す
る
た
め
に
ス
タ
バ
は
尿
を
噴
射
し
、「
匂
い
の
言
語
で
」

表
現
し
よ
う
と
す
る71
。

匂
い
だ
け
で
な
く
、
音
も
同
じ
よ
う
な
意
味
を
伝
え
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
が
顕

著
に
表
れ
る
の
は
、
佑
多
と
の
関
係
を
構
築
す
る
時
で
あ
る
。
初
め
て
佑
多
と
出
会

う
と
き
ス
タ
バ
は
「
人
間
の
鳴
き
声
」
を
理
解
し
て
お
ら
ず
、
佑
多
が
一
方
的
に
彼

に
呼
び
か
け
、
話
し
続
け
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
行
わ
れ

て
い
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
異
種
間
の
意
思
疎
通
の
過
程
が
こ
こ
か
ら
展
開
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
ス
タ
バ
は
人
間
の
「
鳴
き
声
」
が
理
解
で
き
な
い
が
、
二
回
目
に
佑

多
の
そ
れ
を
聞
く
と
き
、そ
の
「
人
間
の
鳴
き
声
は
不
快
に
は
感
じ
な
い
」72
。
三
番
目

の
夜
の
遭
遇
で
、
今
度
は
佑
多
は
初
め
て
ス
タ
バ
の
鳴
き
声
を
聞
き
、
こ
れ
が
佑
多

に
決
定
的
な
気
づ
き
を
も
た
ら
す
。
佑
多
は
ス
タ
バ
の
そ
の
時
の
鳴
き
声
が
「
い
の

0

0

ち0

の
本
能
」、「
気
力
じ
み
た
も
の
を
、
生
き
る
気
力
に
類
し
た
も
の
を
た
だ
宣
言
と

し
て
形
に
し
た
」
も
の
と
理
解
し
、「
記
憶
に
焼
き
つ
け
」
て
い
る
。
さ
ら
に
、
子
猫

時
代
の
ス
タ
バ
の
「
ミ
ー
」
と
い
う
鳴
き
声
が
、
佑
多
の
猫
へ
の
生
成
変
化
を
開
く

き
っ
か
け
を
作
る73
。
四
番
目
の
夜
佑
多
は
ス
タ
バ
の
姿
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、

日
本
語
で
一
方
的
に
話
し
て
も
通
じ
な
い
と
思
い
、「
だ
っ
た
ら
鳴
か
な
い
と
」
と
考

え
る
に
至
る74
。
彼
は
口
笛
を
用
い
、そ
の
口
笛
に「
い
か
に
も
子
猫
っ
て
感
じ
の
ミ
ー

の
響
き
」を
含
ま
せ
る
よ
う
に
し
た75
。
佑
多
が「
ミ
ー
。
ミ
ー
。
ミ
ー
。
す
る
と
憂ブ

ル
ー鬱

は
膨
張
」76

し
、
雨
の
日
に
陸
橋
の
下
で
雨
宿
り
す
る
う
ち
に
、
口
笛
に
よ
っ
て
模
倣

さ
れ
た

―
口
笛
に
「
な
っ
た
」
―
ス
タ
バ
の
鳴
き
声
は
「
そ
の
環
境
ゆ
え
に
」77

音

楽
と
し
て
聞
こ
え
始
め
る
。

そ
こ
に
ス
タ
バ
が
現
れ
、
佑
多
が
再
び
声
を
出
し
た
時
、
ス
タ
バ
は
そ
の
声
の
主

が
佑
多
で
あ
る
こ
と
を
確
か
に
識
別
し
「
鳴
き
返
す
」78

こ
と
に
な
る
。
佑
多
が
出
し

た
口
笛
の
音
に
ス
タ
バ
は
惹
き
つ
け
ら
れ
る
。
口
笛
の
音
が
気
に
入
っ
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
、
ス
タ
バ
は
日
本
語
を
話
し
て
い
る
普
通
の
佑
多
の
声
を
「
不
快
」
に
思

う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、「
人
の
鳴
き
声
」
と
し
て
認
識
し
て
い
る
佑
多
の
通
常

の
話
し
声
を
、ス
タ
バ
は
「
心
地
よ
さ
を
と
も
な
い
出
し
て
い
る
鳴
き
声
。
い
い

0

0

声
」

と
感
じ
て
い
る79
。
猫
と
の
接
触
の
結
果
と
し
て
佑
多
は
猫
へ
、
そ
し
て
音
楽
へ
の
生

成
変
化
を
経
験
し
、
同
時
に
ス
タ
バ
は
人
間
へ
の
生
成
変
化
を
経
験
し
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
過
程
に
、
人
間
の
言
語
で
も
猫
の
言
語
で
も
な
い
、
佑
多
と
ス

タ
バ
双
方
に
と
っ
て
「
非
・
母
語
」
で
あ
る
新
た
な
言
語
が
発
生
し
て
く
る
。
つ
ま

り
、
佑
多
と
ス
タ
バ
は
共
に
生
成
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
佑
多
と
ス
タ
バ
が
お
互
い
を
理
解
し
合
う
過
程
は
、ダ
ナ
・
ハ
ラ
ウ
ェ

イ
と
ヴ
ィ
ッ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
の
「
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」
概
念
と
も
類
似
し
て
い
る
。
ハ

ラ
ウ
ェ
イ
と
ハ
ー
ン
は
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
は
異
種
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
領

土
、つ
ま
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
発
生
す
る
き
っ
か
け
だ
と
述
べ
て
い
る
。ハ
ー

ン
に
よ
る
と
「
臭
跡
追
及
の
訓
練
は
、
あ
ら
ゆ
る
対
話
が
生
み
だ
す
の
と
同
じ
種
類

の
認
識
を
生
み
だ
す
。
ま
た
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
対
話
と
い
う

意
志
と
受
容
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
に
つ
い
て
の
認
識
、
言
語
に
よ
っ
て
言
語
を
認
識

す
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る80
。
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
は
異
種
同
士
が
接
触
す
る
機
会
で
あ
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動
物
に
な
る
こ
と
、
音
楽
に
な
る
こ
と

―
古
川
日
出
男
『M

U
SIC

』
に
お
け
る
生
命
の
音
楽

45

り
、
接
触
の
結
果
と
し
て
新
た
な
言
語
を
誕
生
さ
せ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
ハ
ラ
ウ
ェ

イ
は
、『
伴
侶
種
宣
言

―
犬
と
人
の
「
重
要
な
他
者
性
」』
に
お
い
て
、
人
間
と
動

物
の
関
係
を
再
考
察
す
る
「
伴
侶
種
」
と
「
重
要
な
他
者
性
」
の
概
念
を
提
示
し
て

い
る
。
ハ
ラ
ウ
ェ
イ
に
よ
る
と
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
目
標
は
一
方
的
な
命
令
伝
達
で

は
な
く
、
相
互
的
な
「
や
り
と
り
」、
つ
ま
り
間
主
体
性
の
獲
得
で
あ
る
。
ハ
ラ
ウ
ェ

イ
の
言
う
間
主
体
性
は
「〈
平
等
〉
を
意
味
」
す
る
の
で
は
な
く
、「
顔
と
顔
を
つ
き

あ
わ
せ
た
〈
重
要
な
他
者
性
〉
の
結
合
し
た
ダ
ン
ス
に
注
意
を
払
う
こ
と
」
を
意
味

し
て
い
る81
。こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
は
、人
間
と
動
物
は
相
互
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
加
わ
り
、「
異
種
間
敬
意
を
あ
ら
わ
す
身
体
的
威
勢
」
を
表
す
こ
と
に
よ
っ
て

「
か
れ
ら
が
お
互
い
に
と
っ
て
〈
重
要
な
他
者
〉」
と
な
る
必
要
が
あ
る82
。

先
述
し
た
佑
多
と
ス
タ
バ
の
関
係
構
築
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
こ
の
「
お
互
い
に
と
っ

て
〈
重
要
な
他
者
〉」
に
な
る
過
程
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
〈
やコ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

り
と
り
〉
の
根
源

的
な
土
台
は
音
楽
で
あ
る
。「
重
要
な
他
者
」に
な
り
得
た
そ
の
瞬
間
を
照
ら
し
出
す

の
は
、
ス
タ
バ
が
、
佑
多
が
口
笛
（
猫
笛
）
で
言
っ
て
い
る
内
容
を
初
め
て
理
解
で
き

る
場
面
で
あ
る83
。
そ
の
時
の
二
人
（
匹
）
の
関
係
は
ペ
ッ
ト
と
飼
い
主
の
そ
れ
で
は

な
い
。
佑
多
と
ス
タ
バ
は
お
互
い
の
こ
と
「
ブ
ラ
ザ
ー
」
と
し
て
認
識
、つ
ま
り
「
親

族
関
係
（k

in
sh

ip lin
k

）」84

を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、「
非
対
称
的
平
等
」
と

呼
べ
る
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
互
い
の
異
な
っ
た
〈
力
能
〉
と
異
種
間
の
距
離
を

認
め
な
が
ら
、決
し
て
上
下
関
係
に
は
導
か
れ
な
い
と
い
う
状
態
を
意
味
し
て
い
る
。

む
ろ
ん
、
ハ
ー
ン
と
ハ
ラ
ウ
ェ
イ
が
言
及
す
る
現
実
世
界
で
の
犬
と
の
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
と
完
全
に
は
合
致
し
な
い
が
、「〈
方
法
〉
は
伴
侶
種
に
お
い
て
い
ち
ば
ん
の
問マ

タ
ー題

」

で
は
な
く
、重
要
な
の
は
「
還
元
不
能
な
差
異
を
横
断
す
る
〈
やコ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

り
と
り
〉」85

で
あ
る
。

こ
の
〈
やコ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

り
と
り
〉
を
可
能
に
す
る
の
は
佑
多
の
「
以
心
伝
心
音
楽
」86

な
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
、『M

U
S

IC

』
に
お
け
る
音
楽
が
あ
ら
ゆ
る
生
成
変
化
と
結
び
つ
き
、

世
界
に
お
け
る
（
へ
の
）
存
在
を
示
し
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
最

後
に
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
の
底
流
に
あ
っ
た
着
想
へ
と
展
開
し
た
い
。
そ
れ
は
、

『M
U

S
IC

』
に
お
け
る
音
楽
は
生
命
そ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
い
、
き
、
て
、
る
」
と
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
で
声
を
出
し
た
。

 

そ
の
フ
レ
ー
ズ
自
体
が
音
楽
だ
っ
た87
。

人
間
を
動
物
に
対
置
さ
せ
る
二
分
法
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、『M

U
S

IC

』
で

は
身
体
の
中
心
的
存
在
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
生
き

物
を
繋
げ
る
連
鎖
を
構
築
し
、「
連
続
体
」
の
よ
う
な
世
界
が
生
ま
れ
て
い
る
。
ま

た
、
名
前
の
モ
チ
ー
フ
を
通
じ
て
個
体
の
統
一
性
を
問
題
化
し
、「
個
と
し
て
存
在
す

る
こ
と
は
、
常
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
一
緒
に
な
る

0

0

0

0

0

こ
と
で
あ
る
」88

と
い
う
視
点
を
提

示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
連
鎖
」
に
は
、
生
成
変
化
や
出
会
い
だ
け
で
は
な
く

「
摂
取
」
も
含
ま
れ
て
い
る
。『M

U
S

IC

』
が
提
示
す
る
異
種
間
接
触
は
、童
話
の
よ

う
な
理
想
的
で
平
和
的
な
関
係
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
最
も
生
々

し
く
肉
体
的
な
残
酷
性

―
「
摂
取
」

―
を
頻
繁
に
描
い
て
い
る
。
ス
タ
バ
の
狩

猟
場
面
が
こ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
が
、
連
鎖
と
し
て
の
そ
れ
を
最
も
明
確
に
表
し
て

い
る
の
は
二
八
章
で
あ
る
。「
生
命
力
が
連
鎖
す
る
」89

と
い
う
文
章
か
ら
始
ま
る
最
初

の
数
頁
に
は
、
鴉
に
攻
撃
さ
れ
、
ク
マ
ゼ
ミ
が
摂
取
さ
れ
る
場
面
が
あ
る90
。
鴉
に
食

べ
ら
れ
た
ク
マ
ゼ
ミ
の
求
愛
の
音
楽
は
悲
鳴
と
な
り
、
鴉
の
体
に
入
り
、
鴉
の
体
の

一
部
と
な
り
な
が
ら
残
響
す
る
。
鴉
の
嘴
は
雌
蝉
の
「
共
鳴
器
官
の
代
用
に
は
な
ら

な
い
」
一
方
で
、
鴉
は
身
体
内
に
残
響
し
て
い
る
蝉
の
音
楽
を
継
承
し
、
音
楽
が
変

化
し
、
喜
び
の
音
楽
へ
と
変
貌
す
る
。
し
か
し
、
蝉
と
同
じ
く
、
鴉
も
ま
た
ス
タ
バ

に
攻
撃
さ
れ
、
捕
食
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ス
タ
バ
が
鴉
を
食
べ
る
と
き
、
鴉
が
継

承
し
て
い
た
音
楽
は
ス
タ
バ
の
も
の
と
な
り
、
摂
取
が
蝉
と
鴉
を
関
連
付
け
る
。
そ
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し
て
、
蝉
の
音
楽
を
嚥
下
し
た
鴉
が
そ
の
音
楽
と
共
鳴
し
「
喜
び
の
咆
哮
」
を
あ
げ

た
の
と
同
じ
く
、
ス
タ
バ
も
、
蝉
に
始
ま
り
変
化
し
て
き
た
音
楽
と
共
鳴
し
咆
哮
す

る
。先

述
の
通
り
、
こ
こ
で
の
音
楽
は
身
体
と
連
鎖
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
る
生
命
そ

の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
か
ら
だ
」
と
い
う
概
念
に
は
す
で
に
「
生
命
」
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
ハ
ラ
ウ
ェ
イ
が
述
べ
る
通
り
、「
死
体
は
〈
か
ら

だ
〉
で
は
な
い
」
た
め
、
生
物
が
死
ぬ
と
き
は
、
か
ら
だ
が
存
在
し
な
く
な
る
瞬
間

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「〈
か
ら
だ
〉
は
、
常
に
、
つ
く
ら
れ
つ
づ
け
る
存
在
で
あ
っ

て
、「
か
ら
だ
」
で
は
、
異
質
な
尺
度
、
時
間
、
存
在
の
あ
り
方
が
生
き
生
き
と
交
絡

し
つ
つ
血
肉
の
網
の
目
に
か
た
ち
づ
く
ら
れ
、「
か
ら
だ
」
に
な
り
つ
づ
け
な
が
ら
、

関
係
性
を
は
ら
む
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
」91

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
肉
体

的
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
常
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
出
会
い
、
あ
ら
ゆ
る
変
化

を
遂
行
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
変
化
は
つ
ね
に
動
き
を
伴
う
。
こ

れ
は
、
古
川
自
身
の
こ
と
ば
で
「
運
動
体
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る92
。

『M
U

S
IC

』は
人
間
の
言
語
以
外
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
を
提
示
し
、

そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
異
種
を
人
間
の
言
語
領
域
に
引
き
込
む
の
で
は
な

く
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
生
物
の
脱
領
土
化
と
再
領
土
化
を
促
し
、
音
楽
へ
の
生
成
変

化
を
促
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
音
楽
に「
な
る
」こ
と
は
、「
現
実
世
界
的（w

orldly

）

に
な
る
」93

こ
と
で
あ
り
、
常
に
あ
ら
ゆ
る
生
成
変
化
を
な
す
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

注① 

奈
良
美
智「
青
春
は
依
然
と
し
て
疾
走
し
て
い
る
の
だ
！
」古
川
日
出
男『M

U
S

IC

』

二
〇
一
二
年
（
原
著
二
〇
一
〇
年
）
新
潮
社
、
四
三
五
頁
。

② 

同
前
。

③ 

『
沈
黙
』（
一
九
九
八
年
）
に
始
ま
り
、『
ア
ビ
シ
ニ
ア
ン
』（
二
〇
〇
〇
年
）、『
ベ
ル

カ
、
吠
え
な
い
の
か
？
』（
二
〇
〇
五
年
）『L

O
V

E

』（
二
〇
〇
五
年
）『
馬
た
ち
よ
、

そ
れ
で
も
光
は
無
垢
で
』（
二
〇
一
一
年
）、『
ド
ッ
グ
マ
ザ
ー
』（
二
〇
一
二
年
）、『
南

無
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ル
二
十
一
部
経
』（
二
〇
一
三
年
）
が
そ
の
例
で
あ
ろ
う
。

④ 

古
川
の
文
体
に
関
し
て
小
沼
純
一
「
指
／
声
の
ホ
ケ
ト
ゥ
ス

―
あ
る
い
は
、進
化

す
る
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス
ム
」（『
ユ
リ
イ
カ
』
二
〇
〇
六
年
八
月
、
一
九
〇－

一
九
九

頁
）
と
山
本
亮
介
『
小
説
は
還
流
す
る

―
漱
石
と
鷗
外
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
音
楽
』

（
二
〇
一
〇
年
、
水
声
社
）
を
参
照
。

⑤ 

古
川
『M

U
S

IC

』
四
三
〇
頁
。

⑥ 

波
戸
岡
景
太
『
動
物
と
は
誰
か
？
』
二
〇
一
二
年
、
水
声
社
、
九
〇
頁
。

⑦ 
D

errid
a

, Ja
cq

u
es

（2008

）T
h

e A
n

im
a

l th
a

t T
h

erefore I a
m

, N
Y

: 

F
ordh

am
 U

P, p.24.

⑧ 

同
前
二
五
頁
。

⑨ 
D

errida, Jacqu
es

（1991

）'“E
atin

g W
ell”, or th

e C
alcu

lation
 of th

e 

S
u

bject: A
n

 In
terview

 w
ith

 Jacqu
es D

errida

（W
h

o C
om

es A
fter th

e 

S
u

bject?  E
du

ardo C
adava, P

eter C
on

n
or an

d Jean
-L

u
c N

an
cy

（eds

）. 
L

on
don

: R
ou

tledge, p.96-119

）, p.112.

⑩ 

同
前
一
一
三
頁
。

⑪ 

同
前
一
一
六
頁
。

⑫ 

古
川
『M

U
S

IC

』
五
頁
。

⑬ 

同
前
九
頁
。

⑭ 

同
前
。

⑮ 

同
前
。

⑯ 

同
前
。

⑰ 

同
前
一
三
頁
。

⑱ 

同
前
。

⑲ 

同
前
。

⑳ 

古
川
『M

U
S

IC

』
一
三
頁
。

㉑ 

佐
々
木
敦
「C

O
U

N
T

L
E

S
S

 M
U

S
IC

―
古
川
日
出
男
『M

U
S

IC

』
論
」（『
新

潮
』
二
〇
一
〇
年
六
月
、
二
一
八－

二
二
一
頁
）
二
一
八
頁
。

㉒ 
A

dkin
s, B

ren
t

（2015

）D
eleu

ze an
d

 G
u

attari’s A
 T

h
ou

san
d

 P
lateau

s, 

G
reat B

ritain
: E

din
bu

rgh
 U

P, p.1.

㉓ 

ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＋
フ
ェ
リ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』（
宇
野
邦
一
・

小
沢
秋
広
・
田
中
敏
彦
・
豊
崎
光
一
・
宮
林
寛
・
守
中
高
明
訳　

二
〇
〇
〇
年
﹇
原
著



四
七

動
物
に
な
る
こ
と
、
音
楽
に
な
る
こ
と

―
古
川
日
出
男
『M

U
SIC

』
に
お
け
る
生
命
の
音
楽

47

一
九
八
〇
年
﹈
河
出
書
房
新
社
）
三
三
七
頁
。

㉔ 

同
前
三
三
八
頁
。

㉕ 
同
前
三
三
七
頁
。

㉖ 
同
前
二
七
六
頁
。

㉗ 

古
川
『M

U
S

IC

』
一
一
頁
。

㉘ 

同
前
。

㉙ 

同
前
三
八
頁
。

㉚ 

同
前
。

㉛ 

ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
装
置
」（『
再

生
産
に
つ
い
て
〈
下
〉』
西
川
長
夫
・
伊
吹
浩
一
・
大
中
一
彌
・
今
野
晃
・
山
家
歩
訳

　

二
〇
一
六
年
（
原
著
一
九
九
五
年
）
平
凡
社
）
二
三
二
頁
。

32 
V

in
t, S

h
erryl

（2001

）“D
ou

ble Iden
tity: In

terpellation
 in

 G
w

yn
eth

 

Jon
es’s A

leu
tian

 T
rilogy”

（S
F

S
, vol. 28, n

. 3, p. 399-425

）, p. 400.

33 
B

u
tler, Ju

dith

（1993

）B
od

ies T
h

at M
atter, N

Y
: R

ou
tledge, p. 1-2.

34 

同
前
二
頁
。

35 

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ト
ラ
ブ
ル

―
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
攪
乱
』（
竹
村
和
子
訳　

一
九
九
九
年
（
原
著
一
九
九
〇
年
）
青
土
社
）

二
〇
〇
頁
。

36 

古
川
『M

U
S

IC

』
三
九
頁
。

37 

同
前
三
九－

四
〇
頁
。

38 

同
前
五
〇
頁
。

39 

ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
二
七
八
頁
。

40 

古
川
『M

U
S

IC

』
二
二
五－

二
二
六
頁
。

41 

ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
二
八
一
頁
。

42 

同
前
。

43 

同
前
二
八
二
頁
。

44 

同
前
。

45 

同
前
二
八
三
頁
。

46 

古
川
『M

U
S

IC

』
一
六
九
頁
。

47 

ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
二
八
三
頁
。

48 

古
川
『M

U
S

IC

』
一
五
四
頁
。

49 

同
前
。

50 

同
前
一
五
七
頁
。

51 

同
前
一
五
六
頁
。

52 

ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
二
七
六
頁
。

53 

同
前
三
一
五－

三
一
六
頁
。

54 

古
川
『M

U
S

IC

』
一
五
六
頁
。

55 

同
前
二
六
二－

二
六
三
頁
。

56 

同
前
二
六
三
頁
。

57 

ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
三
一
三
頁
。

58 

ヤ
ー
コ
プ
・
フ
ォ
ン
・
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
『
生
物
か
ら
見
た
世
界
』（
日
高
敏
隆
・
野

田
保
之
訳　

一
九
九
五
年
（
原
著
一
九
七
〇
年
）
新
思
索
社
）
九
頁
。

59 
B

u
ch

an
an

, B
rett

（2008

）O
n

to-E
th

ologies. T
h

e A
n

im
al E

n
viron

m
en

ts 

of U
exk

ü
ll, H

eid
eg

g
er, M

erlea
u

-P
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ty, a
n

d
 D
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ze, U

S
: S
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te 

U
n

iversity of N
Y

 P
ress, p.13. 

60 
H

eredia, Ju
an

 M
an

u
el

（2011

）“D
eleu

ze, von
 U

exkü
ll y ‘la n

atu
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o m

ú
sica”, A

 P
arte d

e R
ei, n

. 75, p. 2. h
ttps://dialn

et.u
n

irioja.es/

ejem
plar/279496

（2020/3/27

）

61 

こ
れ
を
巧
く
説
明
し
て
い
る
の
は
、そ
の
後
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
の
研
究
で
も
扱

わ
れ
る
、
ダ
ニ
の
例
で
あ
る
。
盲
目
で
聴
覚
も
な
い
ダ
ニ
の
世
界
は
、
光
、
匂
い
、
温

度
と
い
う
三
つ
の
記
号
の
み
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
情
動
に
よ
っ
て
ダ
ニ
は「
自

然
の
、
調
和
的
生
成
変
化
を
統
御
す
る
生
物
学
的
な
あ
ら
ゆ
る
整
理
さ
れ
た
関
係
系
」

と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
前
。

62 

ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
『
生
物
か
ら
』
一
八
七
頁
。

63 
B

u
ch

an
an

, 2008:125.

64 

モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
『
知
覚
の
現
象
学
』（
中
島
盛
夫
訳  

二
〇
一
五
年

﹇
原
著
一
九
四
五
年
﹈
法
政
大
学
出
版
局
）
一
四
九
頁
。

65 
古
川
『M

U
S

IC

』
一
四
一
頁
。

66 
同
前
二
二
三
頁
。

67 
同
前
二
四
六－

二
四
七
頁
。

68 

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
『
知
覚
の
現
象
学
』
一
五
〇
頁
。

69 

古
川
に
よ
る
と
『M

U
S

IC

』
執
筆
当
初
は
ス
タ
バ
が
喋
る
設
定
に
な
っ
て
い
た
が
、



四
八

48

結
局
動
物
が
人
間
の
言
語
を
話
す
設
定
を
排
除
し
た
と
い
う
。
波
戸
岡
『
動
物
と
は
』

九
〇
頁
。

70 
古
川
『M

U
S

IC

』
五
四
頁
。

71 
同
前
九
〇
頁
。

72 

同
前
五
五
頁
。

73 

同
前
六
三
頁
。

74 

同
前
六
五
頁
。

75 

同
前
六
七
頁
。

76 

同
前
。

77 

同
前
六
八
頁
。

78 

同
前
八
三
頁
。

79 

同
前
八
四
頁
。

80 

ヴ
ィ
ッ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
『
人
が
動
物
た
ち
と
話
す
に
は
？
』（
川
勝
彰
子
・
小
泉
美

樹
・
山
下
利
枝
子
訳　

一
九
九
二
年
﹇
原
著
一
九
八
六
年
﹈
晶
文
社
）
一
三
七
頁
。

81 

ダ
ナ
・
ハ
ラ
ウ
ェ
イ
『
伴
侶
種
宣
言

―
犬
と
人
の
「
重
要
な
他
者
性
」』（
永
野
文

香
・
波
戸
岡
景
太
訳　

二
〇
一
三
年
﹇
原
著
二
〇
〇
三
年
﹈
以
文
社
）
六
五
頁
。

82 

同
前
六
六
頁
。

83 

古
川
『M

U
S

IC

』
八
八
頁
。

84 

ハ
ラ
ウ
ェ
イ
『
伴
侶
種
宣
言
』
七
五
頁
。

85 

同
前
七
五－

七
六
頁
。

86 

古
川
『M

U
S

IC

』
一
七
三
頁
。

87 

同
前
一
九
二
頁
。

88 
H

araw
ay, D

on
n

a

（2008

）W
h

en
 S

pecies M
eet, M

in
n

esota: U
n

iversity of 

M
in

n
esota P

ress, p. 4.

89 

古
川
『M

U
S

IC

』
二
一
二
頁
。

90 

同
前
二
一
五－

二
二
〇
頁
。

91 

ダ
ナ
・
ハ
ラ
ウ
ェ
イ
『
犬
と
人
が
出
会
う
と
き

―
異
種
協
働
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』

（
高
橋
さ
き
の
訳　

二
〇
一
三
年
（
原
著
二
〇
〇
八
）
青
土
社
）
二
五
〇
頁
。

92 

「
つ
ま
り
俺
は
運
動
体
で
あ
っ
て
、
変
わ
る
と
い
う
よ
り
移
動
し
て
い
る
」
内
田
真

由
美
「
古
川
日
出
男
の
カ
タ
リ
カ
タ

―
「
雑
」
の
力
を
信
じ
て
」（『
ユ
リ
イ
カ
』

二
〇
〇
六
年
八
月
、
一
五
五－

一
七
二
頁
）
一
六
二
頁
。

93 

ハ
ラ
ウ
ェ
イ
『
犬
と
人
』
一
〇
頁
。

（
え
す
て
る
・
あ
ん
ど
れ
う　

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


