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き
ま
す
。

　

最
初
は
音
楽
を
例
に
取
っ
て
み
ま
す
。
先
程
か
ら
流
れ
て
い
る
音
楽
で

す
が
、
こ
れ
は
エ
リ
ッ
ク
・
ド
ル
フ
ィ
ー
（Eric 

D
olphy

、
一
九
二
八

〜
六
四
）
と
い
う
ジ
ャ
ズ
の
ア
ル
ト
・
サ
キ
ソ
フ
ォ
ン
、
バ
ス
・
ク
ラ
リ

ネ
ッ
ト
、
フ
ル
ー
ト
奏
者
の
演
奏
で
、Last D

ate

と
い
う
ア
ル
バ
ム
に

収
め
ら
れ
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
ナ
ン
バ
ー
、Y

ou 
donʼt 

know
 

w
hat 

love 
is

で
す
。
彼
が
亡
く
な
る
直
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
演
奏
旅
行
の
際
、

オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
ジ
オ
局
で
録
音
さ
れ
た
も
の
で
、
元
が
放
送
用
音
源
だ
っ

た
か
ら
で
し
ょ
う
、
ア
ル
バ
ム
の
最
後
に
ド
ル
フ
ィ
ー
自
身
の
声
で
、
次

の
よ
う
な
一
言
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

言
語
社
会
研
究
科
は
、
一
橋
大
学
初
め
て
の
独
立
研
究
科
（
学
部
を
設

け
ず
、
修
士
課
程
と
博
士
課
程
だ
け
を
持
つ
大
学
院
）
と
し
て
、
一
九
九

六
年
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
今
年
で
設
立
か
ら
ち
ょ
う
ど
二
十
年

を
経
過
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
大
学
院
の
目
的
と
使
命
は
、
何
よ

り
人
文
学
の
教
育
研
究
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
一
橋
大
学
で
は
唯
一
、

言
語
社
会
研
究
科
だ
け
が
担
う
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
す
。

　

以
下
で
は
、
公
開
講
座
開
会
の
挨
拶
と
す
る
に
は
些
か
破
格
で
す
が
、

「
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
」
と
題
し
て
、
言
語
社
会
研
究
科
が
教

育
研
究
の
柱
に
据
え
る
「
人
文
学
」
に
つ
い
て
お
話
し
し
よ
う
と
思
い
ま

す
。
後
に
登
壇
す
る
各
位
の
専
門
領
域
や
話
題
に
繫
が
る
よ
う
知
恵
を
巡

ら
せ
、
音
楽
や
絵
画
と
い
っ
た
、
身
に
つ
か
な
い
話
題
も
取
り
上
げ
ま
し

た
が
、
内
容
は
飽
く
ま
で
私
個
人
の
見
解
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お

報
告
1
　
平
成
二
七
年
度
一
橋
大
学
春
季
公
開
講
座

見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の

坂
井
洋
史
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〔
…
…
〕
あ
の
ソ
ナ
タ
は
実
に
恐
ろ
し
い
曲
で
す
。
殊
に
こ
の
初
め
の

部
分
が
〔
…
…
〕
そ
れ
に
全
体
と
し
て
、
音
楽
と
い
う
や
つ
は
恐
ろ
し

い
も
の
で
す
！

一
体
あ
れ
は
な
ん
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
？

わ
た

し
は
合
点
が
ゆ
き
ま
せ
ん
。
ぜ
ん
た
い
音
楽
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
？

音
楽
と
は
一
体
何
を
す
る
も
の
で
し
ょ
う
？

ま
た
な
ぜ
現
在
し
て
い

る
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
で
し
ょ
う
？
／
音
楽
は
霊
魂
を
高
め
る
よ
う

な
働
き
を
す
る
と
人
は
い
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
ノ
ン
セ
ン
ス
で
す
。
で

た
ら
め
で
す
！

音
楽
は
恐
ろ
し
い
作
用
を
し
ま
す
、〔
…
…
〕
決
し

て
霊
魂
を
高
め
る
よ
う
な
働
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
音
楽
は
霊
魂
を
高

め
も
低
め
も
し
ま
せ
ん
、
た
だ
魂
を
い
ら
い
ら
さ
す
働
き
を
持
っ
て
い

る
の
で
す
。〔
…
…
〕
／
音
楽
は
そ
れ
を
作
っ
た
人
と
同
じ
心
境
へ
、

否
応
な
し
に
人
を
連
れ
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
。〔
…
…
〕
そ
の
心
境

た
る
や
、
彼
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
こ
と
で
す
。
が
、
他
人
に
と
っ
て

は
ぜ
ん
〳
〵
無
意
味
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
た
め
に
、
音
楽
は
た
だ

人
を
い
ら
〳
〵
さ
せ
る
だ
け
で
、
解
決
を
つ
け
て
く
れ
な
い
。
／

〔
…
…
〕
演
奏
さ
れ
た
音
楽
の
呼
び
起
こ
す
気
分
に
従
っ
て
、
行
為
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
反
対
に
、
行
為
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
な

い
エ
ネ
ル
ギ
イ
や
感
情
を
、
や
た
ら
に
時
と
場
所
を
考
え
ず
に
呼
び
さ

ま
し
た
ら
、
そ
れ
は
恐
ろ
し
い
反
応
を
示
さ
な
い
で
は
お
き
ま
せ
ん
。

　

W
hen you hear m

usic, after itʼs over, itʼs gone in the air. 

Y
ou can never capture it again.

（
聴
い
て
い
る
音
楽
は
、
終
わ

れ
ば
虚
空
に
消
え
て
い
き
ま
す
。
あ
な
た
は
二
度
と
そ
れ
を
捉
え
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
）。

　

こ
の
言
葉
を
、
先
程
聴
い
た
、
天
翔
け
る
よ
う
に
奔
放
で
あ
り
な
が
ら
、

誠
に
美
し
い
イ
ン
プ
ロ
ヴ
ィ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
自
ら
施
し
た
注
釈
で

あ
る
と
考
え
る
と
、
エ
リ
ッ
ク
・
ド
ル
フ
ィ
ー
は
「
音
楽
は
形
に
残
ら
な

い
、
見
え
な
い
、
そ
の
手
に
摑
む
し
っ
か
り
と
し
た
手
応
え
も
な
い
、
し

か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
美
し
い
の
だ
」
と
言
い
た
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て

な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
で
も
う
一
つ
の
例
を
挙
げ
て
み
ま
す
。
聴
い
て
頂
く
の
は
、
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
・
ソ
ナ
タ
第
九
番
「
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
」
で

す
。

　

良
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
こ
の
曲
を
狂
言
回
し
に
使
っ
た
小
説
に
、

レ
フ
・
ト
ル
ス
ト
イ
（Lev N

ikolayevich T
olstoy

、
一
八
二
八
〜
一

九
一
〇
）
の
『
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
』（
一
八
九
九
）
が
あ
り
ま
す
。

ご
く
簡
単
に
言
え
ば
、
浮
気
を
し
た
（
ら
し
い
）
妻
を
殺
し
た
顚
末
の
告

白
と
い
う
、
そ
れ
だ
け
の
実
に
呆
気
な
い
小
説
で
す
。
そ
の
中
に
、
次
の

よ
う
な
音
楽
談
義
が
あ
り
ま
す
。
少
し
長
く
な
り
ま
す
が
確
か
め
て
み
ま

し
ょ
う
。
訳
は
岩
波
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る
米
川
正
夫
訳
で
す
。
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の
身
廊
と
大
オ
ル
ガ
ン
」
と
い
う
作
品
で
す
。
い
ず
れ
も
明
確
な
遠
近
法

を
採
り
入
れ
た
構
図
に
な
っ
て
い
て
、
今
日
の
私
た
ち
が
違
和
感
を
覚
え

な
い
、
目
に
見
え
た
ま
ま
の
現
実
を
忠
実
に
再
現
し
た
、
写
実
的
な
絵
画

と
言
っ
て
構
わ
な
い
で
し
ょ
う
。

　

ほ
ぼ
同
時
代
の
中
国
の
絵
画
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
図
③
は
仇
英
（
一

四
九
四
？
〜
一
五
五
二
）
の
「
清
明
上
河
図
」
と
い
う
作
品
で
す
。
有
名

な
国
宝
「
清
明
上
河
図
」
は
北
宋
の
都
、
汴
京
（
今
の
河
南
省
開
封
）
の

盛
り
場
の
殷
賑
を
描
い
た
も
の
で
す
が
、
こ
れ
は
そ
の
構
図
を
明
代
に
繁

盛
し
た
江
蘇
省
蘇
州
に
移
し
て
描
い
た
も
の
で
す
。
こ
ち
ら
に
描
か
れ
た

モ
チ
ー
フ
は
、
よ
く
見
る
と
実
に
不
思
議
な
有
様
に
な
っ
て
い
ま
す
。
画

題
の
中
心
と
も
言
う
べ
き
太
鼓
橋
は
、
メ
ビ
ウ
ス
の
輪
さ
な
が
ら
妙
な
形

に
捩
じ
れ
て
い
ま
す
し
、
画
面
右
手
、
水
面
に
も
や
っ
て
い
る
舟
は
殆
ど

水
没
し
て
い
ま
す
。
何
よ
り
、
こ
の
画
面
を
見
る
視
点
か
ら
一
番
遠
く
離

れ
た
位
置
の
人
物
が
、
一
番
近
い
所
の
人
物
よ
り
大
き
く
描
か
れ
て
い
る

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
今
日
ま
で
継
承
さ
れ
る
科
学
性
、

客
観
性
に
基
づ
い
て
、
視
覚
に
忠
実
な
絵
画
を
構
築
し
た
／
し
得
た
が
、

近
代
以
前
の
中
国
は
科
学
、
科
学
的
な
観
念
が
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
か

ら
、
遠
近
法
も
理
解
せ
ず
、
こ
の
よ
う
に
「
不
自
然
」
な
絵
を
描
い
て
一

向
に
怪
し
ま
な
か
っ
た
…
…
果
た
し
て
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

遠
近
法
が
科
学
的
、
客
観
的
な
描
写
、
対
象
の
忠
実
な
再
現
で
あ
る
と

　

こ
れ
は
小
説
の
登
場
人
物
の
披
瀝
す
る
音
楽
観
で
す
が
、
ト
ル
ス
ト
イ

自
身
の
考
え
と
し
て
も
構
わ
な
い
で
し
ょ
う
。
信
仰
を
通
し
て
、
魂
と
世

界
の
救
済
と
平
和
を
希
求
し
た
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
目
に
見
え
ず
、
手
応
え

も
な
い
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
人
間
の
感
情
に
強
く
訴
え
、
魂
の
平
安
を

搔
き
乱
し
て
「
い
ら
〳
〵
」
さ
せ
る
よ
う
な
音
楽
に
対
し
て
否
定
的
だ
っ

た
よ
う
で
す
。

　

目
に
見
え
な
い
「
音
楽
」
と
い
う
芸
術
を
ど
う
考
え
る
か
、
エ
リ
ッ

ク
・
ド
ル
フ
ィ
ー
と
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
対
極
に
あ
る
二
つ
の
考
え
方
を
代

表
し
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
そ
の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
、
性
急
な
判

定
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
の
よ
う
な
判
定
に
意
味
が
あ
る
と
も
思

わ
れ
ま
せ
ん
。
人
文
学
は
、
目
に
見
え
る
／
見
え
な
い
、
手
応
え
が
あ
る

／
な
い
、
そ
の
両
方
を
、
そ
の
ま
ま
の
姿
で
認
め
る
と
こ
ろ
か
ら
思
索
を

始
め
る
、
そ
う
い
う
立
場
を
採
る
か
ら
で
す
。

　

し
か
し
、
見
え
る
／
見
え
な
い
と
言
っ
て
、
そ
も
そ
も
「
見
る
」
と
い

う
行
為
、
人
間
の
視
覚
に
は
信
を
置
け
な
い
と
い
う
の
が
、
今
日
の
人
文

学
の
基
本
的
な
認
識
で
あ
る
こ
と
は
銘
記
し
て
お
く
べ
き
で
す
。
こ
の
問

題
を
、
絵
画
を
例
に
取
っ
て
考
え
て
み
ま
す
。

　

図
①
は
十
六
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
の
画
家
、
テ
ィ
ン
ト
レ
ッ
ト（T

intoretto

、

一
五
一
八
〜
九
四
）
の
「
聖
マ
ル
コ
の
奇
蹟
」、
図
②
は
十
七
世
紀
の
オ

ラ
ン
ダ
の
画
家
、
サ
ー
ン
レ
ダ
ム
（Pieter Jansz Saenredam

、
一
五

九
七
〜
一
六
六
五
）
の
「
内
陣
か
ら
見
た
ハ
ー
ル
レ
ム
の
聖
バ
フ
ォ
教
会



図③

図② 図①

11　　見えるものと見えないもの



言語社会　第 10号　　12

と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
局
部
が
見
る
者
の
期
待
や
興
味
に
応
じ
た
感
興
を
そ
れ

ぞ
れ
に
与
え
て
く
れ
ま
す
。
こ
の
絵
が
「
全
体
」
と
し
て
何
ら
か
の
感
動

を
見
る
者
に
も
た
ら
す
、
こ
の
「
一
幅
の
絵
画
」
テ
ク
ス
ト
に
回
収
さ
れ

る
魅
力
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
局
部
が
も
た

ら
す
一
つ
一
つ
の
感
動
や
魅
力
を
合
算
し
た
総
和
の
こ
と
な
の
で
す
。
こ

の
事
態
は
私
た
ち
に
何
を
教
え
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

　

見
え
る
／
見
え
な
い
と
言
っ
て
も
、
そ
も
そ
も
「
見
る
」
と
い
う
行
為

自
体
、
実
は
見
る
側
が
見
た
い
よ
う
に
見
る
、
見
る
側
が
見
よ
う
と
し
な

け
れ
ば
見
え
な
い
、
そ
う
い
っ
た
不
確
定
で
、
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ

と
を
、
仇
英
の
絵
は
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
外

に
あ
る
世
界
、
見
ら
れ
る
側
＝
客
体
の
在
り
様
と
は
、
見
る
側
＝
主
体
の

精
神
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
考
え
る
の
が
、
人
文
学
の
基
本
的
な
姿
勢
、

人
文
精
神
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
実
に
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
事
態
が
生
じ
て
い
る
こ
と

に
気
付
か
さ
れ
ま
す
。
前
の
議
論
を
受
け
て
言
う
な
れ
ば
、
自
由
な
認
識

の
主
体
の
在
り
方
、
人
文
精
神
の
体
現
は
、
仇
英
の
よ
う
な
対
象
認
識
、

そ
し
て
そ
れ
を
自
由
に
眺
め
る
観
者
の
方
に
こ
そ
属
す
る
筈
で
す
。
し
か

し
、「
我
思
う
故
に
我
在
り
」
と
人
文
精
神
を
高
ら
か
に
唱
え
た
デ
カ
ル

ト
は
、
仇
英
の
よ
う
な
絵
画
を
否
定
す
る
遠
近
法
原
理
の
始
祖
と
さ
れ
る

の
で
す
。

　

そ
の
遠
近
法
に
基
づ
い
て
現
実
の
再
現
を
目
指
す
絵
画
は
、
画
面
に
描

い
う
考
え
も
、
決
し
て
揺
る
が
し
難
い
真
理
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
第
一
、

平
面
の
絵
画
世
界
（
二
次
元
）
に
立
体
の
現
実
世
界
（
三
次
元
）
を
再
現

す
る
こ
と
な
ど
端
か
ら
出
来
な
い
相
談
で
す
か
ら
、
つ
ま
り
、
遠
近
法
を

駆
使
し
た
絵
と
い
う
の
は
、
錯
覚
を
利
用
し
て
「
現
実
の
忠
実
な
再
現
」

ら
し
く
見
え
る
よ
う
に
虚
構
し
た
、
見
る
者
の
目
を
欺
く
こ
と
を
専
ら
と

す
る
「
騙
し
絵
（
ト
ロ
ン
プ
ル
イ
ユ
）」
だ
と
言
っ
て
過
言
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

立
体
が
平
面
上
に
、
如
何
に
も
「
忠
実
」
に
「
再
現
」
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
絵
画
か
ら
何
か
を
感
じ
取
ろ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
否
、
絵
画

そ
れ
自
身
に
と
っ
て
も
然
程
の
意
味
を
持
た
な
い
の
だ
と
考
え
、
そ
の
よ

う
な
詐
術
を
相
対
化
し
て
絵
画
に
向
き
合
う
時
、
そ
れ
で
は
私
た
ち
は
何

を
、
ど
の
よ
う
に
「
見
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
も
う

一
度
、
仇
英
の
絵
を
見
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

清
明
節
の
頃
、
長
い
冬
を
抜
け
、
漸
く
青
み
つ
つ
あ
る
若
草
を
踏
み
に

浮
か
れ
出
た
人
々
で
混
雑
す
る
盛
り
場
の
賑
わ
い
が
、
こ
の
絵
か
ら
は
良

く
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
絵
は
、
視
野
に
納
ま
る
限
り
の
景
観
を
、
全

体
と
し
て
「
再
現
」
す
る
こ
と
な
ど
、
当
初
か
ら
企
図
し
て
い
な
い
、
こ

の
賑
や
か
さ
、
華
や
か
さ
、
言
う
な
れ
ば
雰
囲
気
や
気
分
を
伝
え
る
複
数

の
局
部
或
い
は
瞬
間
を
継
ぎ
合
わ
せ
て
、
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
よ
う
に
し
て

出
来
て
い
る
の
で
す
。
見
る
側
は
全
体
を
鳥
瞰
す
る
の
で
は
な
く
、
各
自

の
期
待
や
興
味
に
従
っ
て
、
任
意
の
局
部
に
視
線
を
集
中
さ
せ
る
、
す
る
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時
に
感
じ
て
は
花
に
も
涙
を
濺そ
そ

ぎ　

別
れ
を
恨
ん
で
は
鳥
に
も
心
を

驚
か
す

烽
火
三さ
ん

月げ
つ

に
連
な
り　

家
書
萬
金
に
抵あ
た

る

白
頭
搔
け
ば
更
に
短
く　

渾す

べ
て
簪し
ん

に
勝た

え
ざ
ら
ん
と
欲
す

　

改
め
て
紹
介
す
る
ま
で
も
な
い
、
唐
詩
の
中
で
も
人
口
に
膾
炙
し
た
杜

甫
「
春
望
」
で
す
。
こ
れ
は
五
言
律
詩
と
い
う
近
体
詩
で
す
か
ら
、「
対

句
」
に
関
す
る
約
束
事
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
即
ち
、
第
三
、

四
句
の
顎が
ん

聯れ
ん

、
第
五
、
六
句
の
頸
聯
が
、
単
語
の
品
詞
及
び
配
列
つ
ま
り

文
法
を
同
じ
形
に
揃
え
て
あ
っ
て
、
ペ
ア
＝
対つ
い

を
構
成
し
ま
す
。
感
時
／

恨
別
、
花
／
鳥
、
濺
涙
／
驚
心
が
そ
れ
ぞ
れ
対
に
、
烽
火
／
家
書
、
連
／

抵
、
三
月
／
萬
金
が
そ
れ
ぞ
れ
対
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
実
に
素
朴
な
理
屈
で
す
。
対
句
の
構
成
要
素

で
あ
る
各
単
語
は
、
そ
こ
に
「
見
え
る
も
の
」
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る

か
ら
、
字
や
単
語
そ
の
も
の
の
、
見
え
る
限
り
の
意
味
は
分
か
り
ま
す
。

し
か
し
、
対
句
が
対
句
と
し
て
妙
味
、
効
果
を
発
揮
す
る
の
は
、
対
を
構

成
す
る
要
素
の
「
間
」
に
存
在
し
て
い
る
不
可
視
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
見
え

な
い
形
で
結
ば
れ
て
い
る
関
係
性
に
負
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
な
関
係
性
に
つ
い
て
、
こ
れ
と
こ
れ
は
対
を
構
成
し
て
い
る
、
こ

こ
に
は
同
じ
品
詞
や
単
語
の
組
み
合
わ
せ
が
対
照
的
に
配
置
さ
れ
て
い
る

か
ら
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
効
果
を
生
ん
で
い
る
の
だ
、
な
ど
と
い
う
説
明

か
れ
た
景
観
の
消
失
点
に
向
か
う
視
線
／
視
点
の
固
定
、「
見
る
」
行
為

の
一
元
化
を
見
る
者
に
強
要
す
る
暴
力
性
を
す
ら
秘
め
て
い
る
と
考
え
ら

れ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
即
ち
、「
こ
の
絵
は
、
こ
の
角
度
か
ら
見
て
、
そ

の
よ
う
な
構
図
を
採
用
し
た
画
家
の
視
線
と
一
体
化
す
る
こ
と
で
、
画
家

の
現
実
に
向
き
合
っ
た
際
の
視
覚
を
追
体
験
す
る
契
機
で
あ
る
」
と
い
う

見
方
の
強
要
で
す
。
遠
近
法
を
柱
に
据
え
た
近
代
的
な
視
の
制
度
（
ス
コ

ピ
ッ
ク
・
レ
ジ
ー
ム
）
に
あ
っ
て
、
人
文
精
神
を
把
持
す
る
主
体
の
特
権

化
と
そ
の
抑
圧
は
、
表
裏
一
体
な
の
で
す
。
こ
の
事
態
は
近
代
の
持
つ
両

義
性
や
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
い
う
問
題
に
も
通
じ
て
い
る
で
し
ょ
う
が
、
こ

こ
で
議
論
す
る
に
は
余
り
に
大
き
く
、
複
雑
な
の
で
、
こ
れ
以
上
論
じ
る

こ
と
は
し
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
は
矢
張
り
、「
見
え
る
／
見
え
な
い
」
と
い
う
問
題
に
立
ち
戻
り

ま
し
ょ
う
。
私
は
中
国
文
学
を
学
ぶ
者
な
の
で
、
そ
の
方
面
に
例
を
取
っ

て
考
え
て
み
ま
す
。

國
破
山
河
在　

城
春
草
木
深

感
時
花
濺
涙　

恨
別
鳥
驚
心

烽
火
連
三
月　

家
書
抵
萬
金

白
頭
搔
更
短　

渾
欲
不
勝
簪

国
破
れ
て
山
河
在
り　

城
春
に
し
て
草
木
深
し
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れ
は
言
語
で
す
。
言
語
が
な
ぜ
ア
ポ
リ
ア
に
な
る
の
か
。
こ
れ
も
ま
た
中

国
思
想
、
文
学
の
例
で
説
明
し
て
み
ま
す
。

　

子
曰
く
、「
書
は
言
を
尽
く
さ
ず
、
言
は
意
を
尽
く
さ
ず
。」
然
れ
ば

則
ち
聖
人
の
意
は
、
其
れ
見
る
べ
か
ら
ざ
る
か
。

　

こ
れ
は
儒
学
の
経
典
の
一
つ
、『
易
』
の
繫
辞
伝
（
上
）
に
見
え
る
文

句
で
す
。
も
う
一
つ
、
次
の
よ
う
な
名
高
い
文
句
も
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら

は
三
世
紀
後
半
の
陸
機
（
二
六
一
〜
三
〇
三
）
が
著
し
た
「
文
賦
」
と
い

う
、
長
編
韻
文
の
体
裁
で
書
か
れ
た
、
ま
と
ま
っ
た
形
の
文
学
論
と
し
て

は
、
中
国
で
も
最
も
古
い
も
の
に
見
ら
れ
る
も
の
で
す
。

　

恒つ
ね

に
意
は
物
に
称か
な

わ
ず
、
文
は
意
に
逮お
よ

ば
ざ
る
を
患
う
。
蓋
し
知
る

こ
と
の
難
き
に
非
ず
、
能
く
す
る
こ
と
の
難
き
な
り
。

　

二
つ
の
例
と
も
、
思
索
に
用
い
る
概
念
は
共
通
し
て
い
ま
す
。「
意
」

と
は
認
識
、
思
想
、
情
感
等
の
こ
と
で
す
。
こ
の
意
は
「
物
」
＝
現
実
に

存
在
す
る
対
象
を
充
分
に
は
把
握
出
来
な
い
と
い
う
の
で
す
。
即
ち
認
識

の
限
界
で
す
。「
言
」
と
は
音
声
言
語
で
す
。
言
は
「
意
」
を
忠
実
に
は

媒
介
し
な
い
と
い
う
の
で
す
。「
書
」
と
は
書
記
言
語
で
す
（
陸
機
は
こ

れ
を
「
文
」
と
し
て
い
ま
す
）。「
書
」
に
至
っ
て
は
、「
言
」
に
す
ら
及

や
指
示
は
、
テ
ク
ス
ト
の
中
に
目
に
見
え
る
形
で
は
提
示
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
対
句
に
意
味
を
持
た
せ
る
潜
在
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
関
係
性
を
察
知

し
、
そ
こ
に
、
目
に
見
え
る
文
字
の
背
後
に
潜
む
意
味
や
効
果
を
認
知
す

る
の
は
、
飽
く
ま
で
見
る
側
＝
主
体
な
の
で
す
。

「
見
え
な
い
も
の
を
見
え
る
よ
う
に
す
る
、
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
を
明
る

み
に
出
し
て
、
見
る
側
の
興
味
に
従
っ
て
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、

人
文
学
が
目
指
す
こ
と
な
の
か
」
…
…
こ
れ
ま
で
の
話
か
ら
、
こ
の
よ
う

に
考
え
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
間
違
っ
て
は

い
ま
せ
ん
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
学
問
研
究
と
い
う
の
は
、
自
然
科

学
、
社
会
科
学
、
人
文
学
、
い
ず
れ
を
問
わ
ず
、
未
知
の
領
域
や
現
象
の

探
究
の
結
果
を
知
の
世
界
へ
配
置
し
て
い
く
と
い
う
性
格
を
、
程
度
の
差

こ
そ
あ
れ
帯
び
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

し
か
し
、
人
文
学
は
か
か
る
探
究
の
挙
句
に
、
一
つ
の
ア
ポ
リ
ア
に
逢

着
し
ま
す
。
未
知
の
対
象
を
発
見
す
る
、
現
象
と
現
象
の
間
に
法
則
性
を

見
出
し
て
、
そ
れ
を
解
釈
し
、
定
式
化
す
る
、
見
え
な
い
も
の
を
見
え
る

よ
う
に
し
て
、
そ
れ
で
終
わ
り
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
知
の
在
り
様
の
終
末

ま
で
想
像
し
、
意
識
す
る
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
終
末
の
想
像
と
い
う
光

源
を
用
い
て
、
可
視
化
し
果
せ
た
と
思
わ
れ
る
眼
前
の
状
態
を
逆
に
照
ら

し
返
し
て
み
る
、
そ
の
よ
う
な
思
考
を
反
復
す
る
の
が
人
文
学
だ
、
と
言

っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
た
人
文
学
を
待
ち
受
け
る
ア
ポ
リ
ア
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
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論
と
規
範
に
基
づ
く
学
問
研
究
の
成
果
を
、
ま
さ
か
歌
や
舞
踊
で
表
現
す

る
訳
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
は
や
は
り
言
語
、
し
か
も
書
記
言
語
を
用

い
て
、
言
語
化
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
見
え
な
い
も
の
を
見

え
る
よ
う
に
す
る
と
言
っ
て
も
、
そ
も
そ
も
見
え
な
い
も
の
を
十
分
に
は

表
現
出
来
な
い
言
語
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。

　

と
な
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
も
の
は
、
表
現

し
た
瞬
間
に
、
必
ず
や
表
現
し
切
れ
な
い
も
の
を
残
す
、
結
局
は
見
え
な

い
も
の
を
生
み
出
す
、
そ
し
て
、
探
求
者
は
可
視
／
不
可
視
の
間
を
永
遠

に
往
復
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
異
化
と
い
う
概
念
を
定
式
化
し
た

ロ
シ
ア
の
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ト
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
シ
ク
ロ
フ
ス
キ
ー
（V

ik-

tor 
Borisovich 

Shklovskii

、
一
八
九
三
〜
一
九
八
四
）
が
言
語
の
異

化
と
自
動
化
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
異
化
さ
れ
た
言
語
の

衝
撃
も
、
い
ず
れ
鮮
度
を
失
い
、
日
常
化
し
、
無
意
識
に
遣
り
過
し
て
し

ま
う
よ
う
な
、
自
動
化
言
語
に
な
っ
て
い
く
、
そ
こ
で
詩
的
言
語
は
更
な

る
異
化
を
求
め
て
探
求
を
続
け
る
…
…
こ
れ
と
同
じ
道
理
で
す
。
い
ま
だ

見
え
な
い
ま
ま
に
埋
も
れ
て
い
る
「
宝
」
を
掘
り
当
て
る
べ
く
、
探
求
は

永
遠
に
続
き
ま
す
。
人
文
学
の
永
遠
性
と
は
正
に
こ
こ
に
存
し
て
い
る
で

し
ょ
う
。

　

こ
れ
ま
で
話
し
て
き
た
問
題
に
関
し
て
は
、
ま
だ
論
ず
べ
き
こ
と
が
多

く
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
人
文
学
は
長
い
間
こ
う
い
う
こ
と
を
あ
れ

こ
れ
と
考
え
て
き
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
講
座
開
始
に
当
っ
て
の
挨
拶
、

ば
な
い
と
い
う
の
で
す
。
即
ち
言
語
、
言
語
に
よ
る
表
象
の
限
界
で
す
。

　

ま
た
こ
う
い
っ
た
考
え
方
も
あ
り
ま
し
た
。

　

詩
は
志
の
之ゆ

く
所
な
り
。
心
に
在
る
を
志
と
為
し
、
言
に
発
す
る
を

詩
と
為
す
。
情
、
中
に
動
い
て
、
而
し
て
言
に
形あ
ら

わ
る
。
之こ
れ

を
言
い
て

足
ら
ず
、
故
に
之
を
嗟
嘆
す
。
之
を
嗟
嘆
し
て
足
ら
ず
、
故
に
之
を
永

歌
す
。
之
を
永
歌
し
て
足
ら
ざ
れ
ば
、
手
の
之
を
舞
い
、
足
の
之
を
蹈ふ

む
を
知
ら
ざ
る
な
り
。

　

こ
れ
は
や
は
り
儒
学
の
経
典
の
一
つ
『
詩
経
』
の
全
体
に
冠
せ
ら
れ
た

序
文
「
大
序
」
に
見
え
る
文
句
で
す
。
こ
の
一
段
、
差
し
当
た
っ
て
は
詩

の
成
り
立
ち
、
そ
の
音
楽
性
や
舞
踊
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
言
及
で
し
ょ

う
が
、
こ
こ
で
も
「
言
い
て
足
ら
ず
」、「
嗟
嘆
し
て
足
ら
ず
」、「
永

（
詠
）
歌
し
て
足
ら
ず
」
と
、
音
声
言
語
は
内
面
に
蔵
さ
れ
た
「
志
」、
そ

れ
を
言
語
化
す
る
契
機
と
し
て
の
「
情
」
の
表
現
に
は
「
足
ら
ず
」、
む

し
ろ
自
然
と
動
く
身
体
に
よ
っ
て
こ
そ
よ
り
よ
く
表
現
さ
れ
る
と
言
う
の

で
す
。

　

こ
れ
ら
の
例
に
見
る
よ
う
に
、
中
国
の
伝
統
思
想
も
夙
に
考
え
て
い
た

こ
と
で
す
が
、
要
す
る
に
言
語
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
目
に
見
え
な
い
不

可
視
の
、
内
密
性
に
包
ま
れ
た
何
か
を
十
全
に
表
現
し
、
可
視
化
す
べ
く
、

全
く
信
用
で
き
な
い
手
段
、
媒
介
な
の
で
す
。
し
か
し
、
近
代
的
な
方
法
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間
の
本
質
を
知
り
た
い
、
そ
こ
に
迫
り
た
い
と
い
う
慾
望
こ
そ
、
人
間
存

在
に
根
差
し
た
根
源
的
な
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
人
文
学
と
は
、

そ
こ
に
触
れ
る
学
問
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

 

（
さ
か
い　

ひ
ろ
ぶ
み
／
言
語
社
会
研
究
科
教
授
）

問
題
提
起
と
い
う
に
は
長
過
ぎ
る
前
置
き
に
な
っ
た
よ
う
な
の
で
、
最
早

こ
こ
ま
で
と
し
ま
す
。

　

言
語
に
よ
っ
て
思
考
す
る
の
が
人
間
で
あ
る
、
或
い
は
、
言
語
の
限
界

が
世
界
の
限
界
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。
人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
以
上
、
人


