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音
楽
に
よ
る
世
界
象
徴
―

特
権
的
な
芸
術
と
し
て
の
音
楽

 

ニ
ー
チ

ェ
は
そ
の
初
期
の

一
連

の
論
考

に
お
い
て
、
芸
術
と
く
に
音
楽
の
も
つ
、

言
語
を
越
え
る
力
と
い
う
こ
と
を
中
核
に
す
え
て
思
索
を
行
な

っ
て
い
る
。
古
典

文
献
学
と

い
う
堅
実
な
学
問
か
ら
脱
出

し
て
彼
独
自
の
思
想
を
紡
ぎ
始
め
た
と

き
、
そ
れ
を
導
い
て
い
た
の
は
、
古
代
ギ

リ
シ
ア
に
お
け
る
芸
術
の
理
想
的
な
あ

り
方

へ
の
強
い
憧
憬
と
、
そ
の
よ
う
な
芸

術
の
力
を
再
び
蘇
ら
せ
た
い
と
い
う
想

い
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
三
十
歳
ほ
ど
年

上
の
友
人
で
あ

っ
た
作
曲
家
ヴ

ァ
ー
グ

ナ
ー
と
の
交
流
に
よ

っ
て
育
ま
れ
、
そ
の
足
跡
は

一
八
七
二
年

の
処
女
作

『悲
劇

の
誕
生
』
か
ら

一
八
七
六
年

の

『反
時
代

的
考
察
』
第
四
論
文

「
バ
イ

ロ
イ
ト
に

お
け
る
リ
ヒ
ャ
ル
ト

・
ヴ

ァ
ー
グ
ナ
ー
」

に
い
た
る
ま
で
、
は

っ
き
り
と
現
わ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
初
期
論
考

に
お
い
て
は
、
「
メ
タ
フ
ァ
ー
」
（M
eta
p
h
e
r）
と

い
う
用
語
が
、
芸
術
の
も

つ
固
有
な
力
を
説
明
す
る
う
え
で
の

一
つ
の
有
効
な
観

点
を
提
供
し
て
い
る
と

い
え
る
。
彼
の
こ

の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
概
念
的
な
言
語

も
芸
術
の
各
ジ

ャ
ン
ル
も
す
べ
て
、
あ
る
根
源
的
な
も
の
―

そ
れ
は
、
世
界
真

理
、
物
自
体
、
意
志
、
根
源
的

一
者
、
事
物
の
内
的
本
質
、
自
然
な
ど
と
呼
ば
れ

る
―

を
別
の
表
象

へ
と
転
送
し
、
移

行
さ
せ
た
も

の
と
し

て
、
同
じ

「
メ
タ

フ

ァ
ー

」
と

い
う

資

格

を

も

ち
、

そ

こ

に

は

程

度

の
差

し

か
な

い
。

ニ
ー

チ

ェ
は

、

こ

の
よ

う

に

人

間

の

す

べ

て

の
表

象

作

用

を

「
メ

タ

フ

ァ
ー

」

と

し

た

う

え

で
、

そ

の
な

か

で

も

、

も

っ
と

も

特

権

的

な

（本

来

的

な

）

メ

タ

フ

ァ

ー

と

し

て
、

音

楽
と
い
う

一
つ
の
芸
術
ジ

ャ
ン
ル
に
中
心
的
な
位
置
を
与
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た

ニ
ー
チ

ェ
の
初
期

に
特
有
な
芸
術
の
捉
え
方

に
つ
い
て
、
そ
れ
が
彼
の
思
想
形
成
に
と

っ
て
も

っ
た
意
味
お
よ
び
そ
の
有
効
性

の
限
界
と
を
考
察
し
て
み
た
い
。

 

ニ
ー
チ

ェ
独
自

の
用
語
と
し
て
の

「
メ
タ
フ
ァ
ー
」
と
い
う
語
は
、

一
八
七
三

年
夏

に
書
か
れ
た
未
刊
の
論
考

「道
徳
外

の
意
味
で
の
真
理
と
虚
偽
」

（以
後

「真

理
」
論
考
と
呼
ぶ
）
の
な
か
で
、
初
め
て
は
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
を
与
え
ら
れ
て

い
る
。
本
来

「
メ
タ
フ
ァ
ー
」

（隠
喩
）
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
ま
で
遡
る
、

伝
統
的
な
修
辞
学
上
の

一
つ
の
手
法
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

ニ
ー
チ

ェ
は

そ
の
意
味
を
拡
大
さ
せ
、
言
語
以
外
の
領
域

に
ま
で

一
般
化
し
て
使

っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

『詩
学
』
の
な
か
で
「
メ
タ
フ
ォ
ラ
（m
e
ta
p
h
o
ra
）

と
は
、
あ
る
こ
と
が
ら
に
対
し
て
、
本
来
は
別
の
こ
と
が
ら
を
指
示
す
る
言
葉
を

転
用
す
る
こ
と
（e
p
ip
h
o
r
a
）
で
あ
る
」
と
定
義
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
「老

年
」
の
こ
と
を

「人
生

の
夕
暮
」
と
呼
ぶ
場
合
の
よ
う
に
、
年
老

い
た
人
生
の

一

時
期
の
代
わ
り
に
、

一
日
の
仕
事
を
終
え
た
静
か
な
ひ
と
と
き
を
表
わ
す
「夕
暮
」

と
い
う
言
葉
を
転
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
現
代
の
メ
タ
フ
ァ
ー
論

の
代

表
者
M
・ブ
ラ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
「人
間
は
狼

で
あ
る
」
の
よ
う
に
、
「狼
」
を

「人

間
」
と
結
び

つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
後
者

の
本
来
も

っ
て
い
た
字
義
通
り
の
意
味

を
拡
張
し
て
新
し
い
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
も

っ
ぱ
ら
言
語

表
現
の
内
部
で
の
こ
う
し
た
語
の
転
用
を
よ
り

一
般
化
し
て
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る



転
送
、
移
行
と
い
う

〈働
き
〉
の
み
に
注

目
す
る
な
ら
ば
、

つ
ま
り
、
あ
る
も
の

（A

：
例
え
ば
人
間
で
あ
る
こ
と
）
に
対

し
て
別
の
も
の

（B

：
例
え
ば
狼

で
あ

る
こ
と
）
を
転
送
す
る
と
い
う
作
用
そ
の
も
の
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま

た
、
元
の
も
の

（A
）
を
何

か
別
の
も
の

（B
）

へ
と
変
化
さ
せ
変
様
さ
せ
る
、

と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

こ
う
し
て
、
メ
タ
フ
ァ
ー
的
活
動
を

〈あ
る
も
の
を
他

の
も
の

へ
と
変
換
す
る
操
作
〉
と
し
て
、

一
般
化
し
拡
張
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
。
そ
し
て
こ
の
場
合

に
も
、
ブ
ラ
ッ
ク

の
主
張
す
る
如
く
、
元
の
も

の
の

「あ

る
細
部
を
抑
制
し
、
他

の
細
部
を
強
調
す
る
」
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て

の
わ
れ
わ
れ
の
捉
え
方

の
全
体
を
再
組
織
化
す
る
、
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
の
働
き

は
、
同
じ
よ
う
に
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
も
の
を
見
る
際
の
「
フ
ィ

ル
タ
ー
と
な

っ
て
、
そ
れ
に
変
形
を
も
た
ら
す
」
の
で
あ
る
。

 

さ
て
、

ニ
ー
チ
ェ
は

『悲
劇
の
誕
生
』
―

よ
り
正
確

に
は

『音
楽

の
精
神
か

ら

の

悲

劇

の

誕

生

』

（D
ie
 
G
e
b
u
r
t
 d
e
r
 
T

r
a
g
o
d
ie
 
a
u
s
 
d
e
m
 

G
e
is
t
 d
e
r

M

u
s
ik
）
―

で

は
、

ま

だ

明

示

的

に
は

「
メ

タ

フ

ァ
ー

」
と

い
う

用

語

を

使

用

し

て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
の
音
楽
の
位
置
づ
け
は
、

一
年
後
の

「真
理
」
論

考
に
お
け
る
芸
術

の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
位
置
づ
け
と
そ
の
ま
ま
つ
な
が

っ
て

い
る
と
い
え
る
。

ニ
ー
チ

ェ
の
用
語
法
は
、
と
く
に
初
期
に
お
い
て
は
あ
ま
り

一

定
し
て
い
な
い
。
『悲
劇
の
誕
生
』
で
は

メ
タ
フ
ァ
ー
の
代
わ
り
に
「
比
喩
」
（G
le
i-

ch
n
iss
）
と
「象
徴
」
（S
y
m
b
o
l）
の
語
が
多
く
用

い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

二
つ
は
厳
密
に
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
が
、
大
体
に
お
い
て
音
楽
に
つ
い
て
は
「象

徴
」
と
い
う
語
が
、
そ
れ
以
外
の
形
象
や
言
語
に
つ
い
て
は

「比
喩
」
と
い
う
語

が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
ニ
ー
チ

ェ
に
よ
れ
ば
、
「自
然

の
芸
術
衝
動
」
（K
un
s
ttrieb
e

d
e
r
 N
a
tu
r）
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な

も
の
と
ア
ポ

ロ
的
な
も
の
と

い
う
二
つ

の
仕
方
で
現
わ
れ
る
。
デ

ィ
オ

ニ
ュ
ソ
ス
的
な
陶
酔

の
芸
術
で
あ
る
音
楽
は
、
「自

然
の
本
質
を
象
徴
的

に
表
現
す
る
」
の
に
対
し
て
、
ア
ポ

ロ
的
な
夢

の
芸
術
で
あ

る
造
形
芸
術
は
、
「
一
つ
の
比
喩
的
な
夢

の
形
象
に
お
い
て
」自
然
を
可
視
的
な
も

の
に
し
よ
う
と
す
る
。
と
り
わ
け
音
楽
と

い
う
象
徴
世
界
に
お
い
て
、
人
間
は
近

代
的
な

「
主
観
」
と
い
う
意
味

で
の
小
さ
き
自
己
か
ら
抜
け
出
し
、
「真
に
存
在
す

る
唯

一
の
主
観
」
で
あ
る

「根
源
的

一
者
」

へ
と
没
入
し
、
ま
た
そ
の
か
ぎ
り
で

他
者
と
も
融
合
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
自
然
の
本
質
と
の

一
体
化
と
い
う
最

高

の
歓
喜
を
も
た
ら
す
。
し
か
し
同
時
に
、

こ
の
自
然
の
本
質
あ
る

い
は
世
界
の

根
源
的
な
あ
り
方
は
そ
れ
自
体
、
現
象
界
を
支
配
す
る

「個
体
化
の
原
理
」
を
越

え
た
、
存
在
そ
の
も
の
の
永
遠

の
矛
盾
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
く
る
過
度
の
苦
悩
に

ほ
か
な
ら
な

い
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
他
方
で
は
ま
た
、
ア
ポ

ロ
的
な
仮
象

に
よ
る

救
済
の
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン
も
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
 
「音
楽

の
世
界
象
徴
性
（W
e
ltsy
m
b
o
lik
）
が
言
語
を
も

っ
て
し
て
は
ど
う
し

 
 
て
も
十
分

に
言
い
現
わ
し
え
な
い
の
は
、
ま
さ
し
く
、
音
楽
が
根
源
的

一
者

 
 
（d
a
s
 U
r-
E
in
e
）
の
核
心
に
あ
る
根
源
的
矛
盾
お
よ
び
根
源
的
苦
痛
と
象
徴

 
 
的
に
連
関
を
も
ち
、
し
た
が

っ
て

一
切
の
現
象
以
上
の
と
こ
ろ
に
、

一
切
の

 
 
現
象
以
前

に
存
在
す
る
、
あ
る
領
域
を
象
徴
す
る
、
と
い
う
理
由
に
基
づ
く

 
 
の
で
あ
る
。
音
楽
に
対
比
す
れ
ば
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
比
喩

（G
ie
ich
-

 
 
n
iss）
に
す
ぎ
な

い
。
」

こ
こ
で
は
明
ら
か
に
、
「象
徴
」
と

い
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
元
の
も
の

（根
源
的
世

界
）
と
の
つ
な
が
り
の
直
接
性
が
強
調
さ
れ
、
「比
喩
」
に
よ

っ
て
は
む
し
ろ
、
元

の
も
の
と
似
て
は
い
て
も
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
差
異
性
の
方
が
含
意
さ
れ

て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
書

に
お
け
る
ニ
ー
チ

ェ
の
記
述
に
は
い
く

つ
か
あ
い
ま

い
な
点
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
の

一
つ
は
、
デ

ィ
オ

ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
と
ア
ポ

ロ

的
な
も
の
と
の
あ
い
だ
の
相
互
の
関
係
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
基
本
的

に
は
デ
ィ
オ

ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
は
、
自
然
の
二
つ
の
芸
術
衝
動
の
う
ち
の

一
方

の
も
の
と
し

て
、
他
方

の
ア
ポ

ロ
的
な
も
の
と
並
立
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
他
の
箇
所

で
は
、
例
え
ば
抒
情
詩
や
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
由
来
と
成
立
が
説
明
さ
れ
る
場
合

の

よ
う

に
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
は
、
ア
ポ
ロ
的
な
も
の
を
も
生
み
出
す
こ

と
が
で
き
る
、
よ
り
根
源
的
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
見
な
さ
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

抒
情
詩

に
つ
い
て
は
、
詩
人
シ
ラ
ー
の
言
葉
を
引

い
て
、
ま
ず
「音
楽
的
な
気
分
」

（m
u
sik
a
lisc
h
e
 S
tim
m
u
n
g
）
が
先
行
し
、
そ
れ
か
ら

「詩
的
イ
デ
ー

（着
想
）」

（p
o
etisch
e
 Id
e
e
）
が
生
ま
れ
る
、

つ
ま
り
ア
ポ

ロ
的
な
夢
の
作
用
の
も
と
で
前

者
が
形
象
や
概
念

へ
と
形
成
さ
れ
る
、
と
ニ
ー
チ

ェ
は
言
う
。
そ
し
て
悲
劇

の
起



源
は
、
デ
ィ
オ

ニ
ュ
ソ
ス
の
デ
ィ
テ

ュ
ラ
ン
ボ

ス
讃
歌
に
由
来
す
る
コ
ロ
ス

（合

唱
舞
踊
団
）
で
あ
り
、
そ
の
コ
ロ
ス
が
母
胎
と
な

っ
て
ア
ポ
ロ
的
な
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン

と
し
て
の
舞
台
世
界
が
そ
こ
か
ら
電
光
の
ご
と
く
発
散
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

結
局
は
こ
の
後
者
の
関
係

の
方
が
、
「音
楽

の
精
神
か
ら
」
の
悲
劇
の
誕
生
と
い
う

ニ
ー
チ

ェ
の
意
図
に
は
、
よ
り
沿

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

 

ま
た
こ
の
書

に
は
、

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

エ
ル
の
哲
学
の
影
響
が
ま
だ
色
濃
く

残

っ
て
お
り
、
そ
の
術
語

の
い
く

つ
か
が
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

こ
と
は
、

ニ
ー
チ

ェ
の
思
想
展
開
に
少
な

か
ら
ぬ
混
乱
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
と

り
わ
け
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

エ
ル
の
主
著

『意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
（
一
八

一
九
年
）
第
五
二
節
の
音
楽
論

に
、

ニ
ー
チ

ェ
が
大
き
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
得
た
こ
と
は
、

一
面
で
は
、
「音
楽
」
と

い
う
語
の
彼
自
身
の
用
法
に
お
け
る
あ

い
ま
い
さ
の

一
つ
の
原
因
と
な

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。 
『悲
劇
の
誕
生
』
第

一
六

節
で
、

ニ
ー
チ

ェ
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
長

い
文
章
を
引
用
し
て
い
る
。
.そ

こ
で
は
音
楽
は
、
「直
接
に
意
志
そ
の
も

の
の
模
像
」
（u
n
m
ittelb
a
r
 A
b
b
ild
 d
es

W
ille
n
s
 selb
st）
で
あ
り
、
「普
遍
的
な
言
語
」

（d
ie
 allge
m
e
in
e
 S
p
ra
c
h
e
）
と

見
な
さ
れ
、
ま
た

「事
物
以
後
の
普
遍
」

（u
n
iv
ersa
lia
 p
o
st
 rem
）
で
あ
る

「概

念
」
に
対
し
て

「事
物
以
前

の
普
遍
」
（u
n
iv
e
rsa
lia
 an
te
 re
m
）
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
現
象
と
し
て
の
世
界
は

「具
体
化

さ
れ
た
音
楽
と
も
ま
た
具
体
化
さ
れ
た

意
志
と
も
」
呼
ば
れ
う
る
と
さ
れ
る
。

ニ
ー
チ

ェ
は
こ
こ
か
ら
、
音
楽
を

「直
接

に
意
志

の
言
語
」
と
し
て
あ
る
い
は

「生

の
直
接
的
イ
デ
ー
」
と
し
て
理
解
す
る
。

「言
語
」

で
あ
る
な
ら
ば
や
は
り

一
つ
の
媒
介
す
る
も
の
と
な
ろ
う
が
、
し
か
し

ま
た

「直
接
」
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
永

遠
の
変
転
、
動
き
と
し
て
の
自
然
を
、

あ
た
か
も
透
明
に
そ
の
ま
ま
写
し
出
す
も

の
と
も
取
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
芸
術
と
し
て
の
音
楽
を
、

一
方
で
根
源
的

一
者
と
の
直
接

的
な

一
体
化
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
方
と
、
他
方
で
音
楽
と
い
え
ど
も
こ
の

根
源
的

一
者

の
象
徴
的
な
表
現
に
す
ぎ
ず
、
特
権
的
で
は
あ

っ
て
も
や
は
り

一
つ

の

「模
写
」

の
仕
方
で
し
か
な

い
、
と
す

る
見
方
と
の
奇
妙
な
共
存
が
生
じ
て
く

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
自
身
に
も
ま
た
当
て
は
ま
る
問

題
で
も
あ
る
。

 

そ
し
て
そ
れ
と
連
関
し
て
さ
ら
に
、
「音
楽
」
と
い
う
語
を

ニ
ー
チ

ェ
は
と
き
に

は
混
乱
さ
せ
る
よ
う
な
仕
方
で
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
そ
れ
は
、
実

際
に
鳴
り
響
く
音
楽
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
む
し
ろ
そ
れ
よ
り
も
、

「音
楽
的
気
分
」
あ
る
い
は

「音
楽

の
精
神
」
と
い
う
語
で
言
い
換
え
ら
れ
う
る

も
の
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
象
と
し
て
の
音
に
よ

っ
て
表
現

さ
れ
る
芸
術
と
し
て
の
音
響
世
界
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
を
通
し
て
実
現
さ
れ
う

る
よ
う
な
、何
か
世
界
意
志
と
直
接
に

一
体
化
し
て
い
る
状
態
そ
の
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は

「自
己
放
棄
と
融
合
帰

一
と

い
う
神
秘
的
状
態
」

（d
e
r
 
m
y
stisc
h
e

S
e
lb
ste
n
ta
u
B
eru
ng
s-
u
n
d
 E
in
h
e
itsz
u
sta
n
d
）
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
も
の

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

2
 
真
理
と
の

一
体
化
と
し
て
の
音
楽

―

音
楽
と
い
う

〈メ
タ
フ
ァ
ー
〉

 

い
ず
れ
に
せ
よ
、

ニ
ー
チ

ェ
に
と

っ
て

「音
楽
」
は
以
上
の
よ
う
に
、
芸
術

の

な
か
で
も
特
権
的
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
場
合
に

「
音

楽
」
と
い
う
語
で
意
味
さ
れ
て
い
る
の
は
、
必
ず
し
も
音
現
象
と
し
て
鳴
り
響
く

芸
術

の

一
ジ

ャ
ン
ル
、

一
つ
の
個
別
芸
術
で
あ

っ
た
り
、
ま
た
何
か
特
定
の
音
楽

作
品
と
い
う
形
で
実
際
に
聴
か
れ
た
り
す
る
も
の
と
は
い
え
な

い
の
で
あ
る
。
む

し
ろ
ニ
ー
チ

ェ
の
意
図
と
し
て
は
、
何
か
非

・
概
念
的

で
、
非

・
造
形
的
な
世
界

の
捉
え
方
を
、
比
喩
的
に

「音
楽
」
と
い
う
語
で
表
現
し
て
い
る
向
き
が
強
い
。

あ
る
い
は
、
既
成
の
言
葉
で
は
言
い
表
し
え
な
い
あ
る
特
殊
な
経
験
、
あ
る
特
殊

な
状
態
を
、
「音
楽
」
と
い
う
語
に
よ

っ
て
指
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ッ
ク
マ
ン
の
言
う
よ
う
に
、
「
ニ
ー
チ

ェ
の
第

一
の
関
心
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

一
つ
の
音
楽
作
品
と
い
っ
た
対
象

に
あ
る
の
で
は
な
く
、
自
己
放
棄
と
し
て
記
述

さ
れ
る
あ
る
特
殊
な
経
験
、
お
よ
び

こ
の
経
験
が
生
み
出
す
形
象
や
詩
や
ド
ラ
マ

の
産
出
で
あ
る
特
別
な
活
動
に
あ
る
の
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
は
、
「音
楽
」
は
た
し

か
に
根
源
的
世
界
の
直
接
的
象
徴
と
し
て
、
ま
た
そ
の
後
の
用
語
法
で
は
世
界
の

メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
特
別
の
意
味
づ
け
を
も

つ
が
、
そ
の

「音
楽
」
が
実
は
、
何

か
言
語
化
で
き
な
い
よ
う
な
特
殊
な
状
態
を
表
わ
す

一
つ
の

〈
メ
タ
フ
ァ
ー
〉
と



し
て

ニ
ー
チ

ェ
に
よ

っ
て
用

い
ら
れ
て
い
る
、
と
言
え
る
。

こ
の
〈
メ
タ
フ
ァ
ー
〉

と
し
て
の

「音
楽
」
を
あ
え
て
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、

音
楽
に
特
有
な

「聴
く
」
と
い
う
こ
と
の
も

つ
特
殊
性
が
、

一
つ
の
媒
介
項
と
し

て
考
え
ら
れ
る
。
「音
楽
」
と
い
う
メ
タ
フ

ァ
ー
と
、
こ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ

っ
て

言
い
表
そ
う
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
の
類
似
性
が
、
「聴
く
」
と
い
う
こ
と
の
う
ち

に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
音
楽
を
聴
く
聴
き
方
で
あ

り
、
言
葉
を
理
解
し
つ
つ
聴
く
聴
き
方
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
、
「
見
る
」

と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
視
覚
と
対
比
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
特
徴
が
よ
り
明
ら

か
に
な
る
よ
う
な
聴
覚

の
在
り
方
で
あ
る
。

 
第

一
に
、
も
の
の
姿
を

「見
る
」
た
め

に
は
対
象
と
の
距
離
が
ど
う
し
て
も
必

要
で
あ
る
が
、
「聴
く
」
と
い
う
場
合

に
は
、
音
源
と
し
て
の
対
象
は
聴
く
も
の
か

ら
物
理
的
に
離
れ
て
は
い
て
も
、
そ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
る
音
そ
の
も
の
は
、
聴
く

者
を
包
み
込
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
空
気
の
振
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
包

み
込
む
だ
け

で
な
く
、
鼓
膜
と
聴
神
経
を
介
し
て
何
ら

か
の
変
形
は
受
け
る
と
し
て
も
、
音
は

聴
く
者

の
内
部
に
浸
透
し
て
き
て
、
彼
を

そ
の
振
動
の
な
か
に
浸
す
。
聴
く
者
と

聴
か
れ
る
音
と
の
間

の
距
離
は
消
え
て
し

ま
う
。
第
二
に
、
「見
る
」
こ
と
は
そ
の

対
象
と
の
距
離
に
よ

っ
て
そ
れ
を

一
定
の
は

っ
き
り
と
し
た
形
を
も

っ
た
も
の
と

し
て
他

の
対
象
か
ら
空
間
的
に
見
分
け
る
と
同
時

に
、
見
る
者
か
ら
も
区
別
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「聴
く
」
こ
と
は
、
目
に
見
え
な
い
音
と
い
う

一
瞬
ご
と
に
変
化

し
定
ま

っ
た
形
を
も
た
な
い
も
の
を
、
聴

き
手
が
受
け
入
れ
て
そ
の
変
化
に
つ
い

て
ゆ
く
し
か
な

い
。

つ
ま
り
、
「聴
く
」
と

い
う
こ
と
の
も
つ
、
非
距
離
性
、
非
対

象
性
、
非
個
別
性
で
あ
り
、
そ
れ
を
ポ
ジ

テ
ィ
ヴ
に
表
現
す
れ
ば
、
対
象
と
の

一

体
性
で
あ
り
、
ま
た
運
動
性
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は

「自
然
の
本
質
」
そ
し

て

「真
理
」
と
は
、
見
る
も
の
で
は
な
く

て
、
聴
く
も
の
だ
、
と
い
う

ニ
ー
チ

ェ

独
特

の

「真
理
」

の
捉
え
方
が
、
こ
の

「音
楽
」
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ

っ
て

主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
自
然

の
本
質
と
は
、
あ
ら
ゆ

る
現
象
の
根
底

に
あ
る
不
可
視

の
生
成
、

運
動
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
真
理

把
握
が
あ
る
。

 
 
「
汚ギ
リ
シ
ア
の
デ
ィ
オ

ニ
ュ
ソ
ス
祭

に
お
い
て
は
汛
限
界
と
節
度
を
具
え
た

 
 
あ
ら
ゆ
る
個
別
者
は
こ
こ
で
、
デ
ィ
オ

ニ
ュ
ソ
ス
的
な
状
態
の
忘
我

に
没
入

 
 
し
去
り
、ア
ポ

ロ
ン
的
な
諸
規
定
を
忘
れ
去

っ
た
の
で
あ
る
。
超
節
度
（U
b
e
r-

 
 
m
a
ss
）が
真
理
と
し
て
示
現
し
、
矛
盾
・苦
痛
か
ら
生
ま
れ
た
歓
喜
が
、
自
然

 
 
の
心

の
な
か
か
ら
自
ら
に
つ
い
て
発
言
し
た
の
で
あ
る
。
」

 
け
れ
ど
も
、
「真
理
」
が
イ
デ
ア
の
よ
う
に
見
る
も
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
聴

く
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
真
理
観
は
、
例
え
ば
ピ

ュ
タ
ゴ
ラ
ス
の
教
え
を
受
け
た

神
秘
主
義
者
た
ち
の
集
団

「聴
く
人
々
」
（a
x
o
v
6 tta
ZCx
o
c）
に
も
す
で
に
顕
著

で
あ
り
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統

に
お
い
て
も
、
沈
黙
の
う
ち
に
神
の
声

（そ

れ
は
人
間
の
言
葉
で
語
り
か
け
る
と
は
限
ら
な
い
）
を
聴
く
、
と
い
う
姿
勢
は
む

し
ろ
当
然
の
あ
り
方
で
あ
る
。
ま
た
近
く
で
は
、

へ
ー
ゲ

ル
が

「聴

き
と
る
」

（v
e
rn
eh
m
en
）
と
い
う
真
理
の
受
け
取
り
方
を
強
調
し
て
お
り
、
彼
の

『美
学
』

で
は
、
感
覚
の
な
か
で
聴
覚
を
、
イ
デ
ア
的
で
理
論
的
で
あ
る
最
高
の
感
覚
と
し

て
い
る
。
目
に
見
え
な
い
も
の
、
不
可
視
の
も
の
、
そ
し
て
超
感
性
的
な
も
の
へ

の
接
近

の
仕
方
と
し
て
は
、
「聴
く
」
と
い
う
知
覚

の
仕
方
は
、
た
し
か
に
こ
れ
ま

で
も
た
び
た
び
比
喩
的

に
用

い
ら
れ
て
き
た
、
慣
習
的
な
あ

り
ふ
れ
た

メ
タ

フ
ァ
ー
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
デ
リ
ダ
に
よ
る
音
声
中
心
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
思
考

に
対
す
る
批
判
を
俟

つ
ま
で
も
な
い
。
し
か
し

ニ
ー
チ

ェ
の
場
合

に
は
、

そ
れ
を
単
に

「聴
く
」
と

い
う
動
詞

で
は
な
く
、
ま
さ
に

「音
楽
」
と
い
う
メ
タ

フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
も
ち
ろ
ん
不
可

視
な
も
の
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
「非
言
語
的
」
な
も
の
と
い
う
要
素
が
入

っ
て
い

る
。
し
か
し
さ
ら
に
、
そ
れ
と
同
時
に
、
た
だ
受
け
身
的
に

「聴
く
」
だ
け
で
は

な
く
て
、
み
ず
か
ら
も
そ
の
音
楽
に
合
わ
せ
て

「歌
う
」
と

い
う
能
動
的
な
働
き

が
入

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ニ
ー
チ

ェ
は
こ
と
あ
る
ご
と
に
、
「語
る
の
で
は
な
く

歌
え
」
「歩
く
の
で
は
な
く
踊
れ
」
と
言
う
。

「聴
く
」
こ
と
が
含
意
す
る
特
殊
性

を
媒
介
項
と
し
て
、

ニ
ー
チ

ェ
は
「音
楽
」
と
「自
然
の
本
質
」
（「意
志
」
「真
理
」）

と
の
あ

い
だ
に
類
似
性
を
立
て
、
そ
れ
を
さ
ら
に

「歌

い
」
「踊
る
」
こ
と
と
つ
な

げ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合

の

「真
理
」
は
、
も
は
や
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な

も
の
で
は
な
い
、

い
わ
ば

〈
遂
行
的
〉

（p
e
rfor
m
a
tiv
）
な
真
理
と

い
え
る
よ
う

な
、
異
質
の
真
理
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ま
た
、
認
識
的
な

（対
象
的
な
）
真



理
が
実
は
真
理
で
は
な
い
、
と
い
う
判
定
的

（メ
タ
）
真
理
も
、
萌
芽
的
に
含
ま

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

 
こ
う
し
て

『悲
劇

の
誕
生
』
で
は

「音
楽
」
は
、
対
象
と
し
て
の
音
楽
作
品
と

い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
非

・
概
念
的
な
真

理
把
握

（自
己
放
棄
の
経
験
、
像
を
引

き
出
す
創
造
力
）
を
表
わ
す
、
そ
れ
自
体

一
つ
の

〈
メ
タ
フ
ァ
ー
〉
と
な

っ
て
い

る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
書

の
後
半
で
は
ヴ
ァ
ー
グ

ナ
ー
の
音
楽
が
、
理
想
的
な
未
来

の

「音
楽
」
と
し
て
具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
に
、

一
つ
の
無
理
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
の
ち
に
や

っ
て

く
る
ヴ

ァ
ー
グ
ナ
ー
と
の
決
裂
に
も
影
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
ま
た
全
体

に
お
い

て
、
脱
自
、
救
済
と
結
び

つ
く

「音
楽
」

の
積
極
的
な
意
義
が
強
調
さ
れ
て
い
る

が
、
最
終
的
に
目
指
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
れ
に
よ

っ
て
可
能
と
な
る

「真
理
」
と

の

一
体
化
で
あ
る
点
は
、
次
の

「真
理
」
論
考
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
後
者

で
は
、
た
し
か
に
芸
術

の
固
有
な
力
は
依
然
と
し
て
称
揚
さ
れ
る
が
、
も
は
や
「真

理
」
と
の
合

一
そ
の
も
の
は
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

3
 

「真
理
」
と
い
う
虚
構

―

摩
滅

し
た
メ
タ
フ
ァ
ー

 

従

来

「
哲

学

者

の

書

」

と
名

づ

け

ら

れ

た

断

片

群

の

な

か

に
入

れ

ら

れ

て

い

た

「
道

徳

外

の

意

味

で

の
真

理

と

嘘

」
（U
b
e
r
 W

a
h
r
h
e
it
 u
n
d
 L
u
g
e
 im
 
a
u
s
s
e
r
-

m
o
r
a
lis
c
h
e
n
 S
in
n
e
）
と

い
う

論

考

は
、

ほ

と

ん

ど

完

成

さ

れ

て

い
る

と

言

っ
て

い

い
ほ

ど

の

ま

と

ま

り

を

も

ち
、

一
つ
の

明
確

な

主

張

を

も

っ
た

も

の

で

あ

る
。

こ
の
論
考
は
、

一
九
七
〇
年
代

に
フ
ラ
ン
ス
で
デ
リ
ダ

（「白
け
た
神
話

―

哲
学

テ
ク
ス
ト
の
な
か
の
メ
タ
フ
ァ
ー
」）
や
、
リ
ク
ー
ル

（『生
き
た
メ
タ
フ
ァ
ー
』
）

達

に
メ
タ
フ
ァ
ー
論
の
文
脈
で
注
目
さ

れ
て
以
来
、
哲
学

の
脱

構
築

（d
e
c
o
n
-

stru
ctio
n
）
と
い
う
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
な
方
法
を
支
え
る

一
つ
の
定
位
点
の
役

割
を
果
た
し
て
き
た
。

ニ
ー
チ

ェ
の
こ
こ
で
の
中
心
的
な
意
図
は
、
伝
統
的
な
「真

理
」
概
念

の
破
壊
に
あ
る
。
論
述

の

一
部

分
は
、
前
年

（
一
八
七
二
年
）
ヴ
ァ
ー

グ
ナ
ー
夫
人

コ
ジ

マ
に
献
呈
さ
れ
た

「
い
ま
だ
書
か
れ
ざ
る
五

つ
の
書

の
た
め
の

五

つ
の
序
文
」
の
第

一
序
文

「真
理

へ
の
パ
ト
ス
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
既
に
提

示
さ
れ
て
い
る
。

 
全
体
は
大
き
く
二
部

に
分
か
れ
て
い
る
。
ま
ず

一
つ
の
小
さ
な
寓
話
か
ら
始
め

ら
れ
る
。
無
限
大
の
宇
宙
の
ど
こ
か
片
す
み
で
、
か

つ
て
生
ま
れ
す
ぐ
に
消
え
て

い
っ
た
ち

っ
ぽ
け
な
天
体
。
そ
の
地
球
の
う
え
に
ほ
ん
の

一
瞬
の
あ

い
だ
存
在
し

た
知
性
。
そ
し
て
そ
の
知
性
の
と
ど
き
え
た
空
間
的

・
時
間
的
な
射
程
の
卑
小
さ

と
は
か
な
さ
。
徹
底
的
な
人
間
知
性

の
相
対
化
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
の
ニ
ー
チ

ェ

の
論
述

に
沿

っ
て
、
次

に
大
意
を
ま
と
め
る
。

一
―
1
 
知
性
と
は
人
間
の
自
己
保
存
の
た
め
の
手
段
と
し
て
生
ま
れ
、
そ
の
主

能
力
は

（他
人
お
よ
び
自
己
自
身

に
対
す
る
）
偽
装
、
欺
瞞

に
あ
る
。
自
然
は
人

間
の
体
そ
の
も
の
に
つ
い
て
さ
え
黙
し
て
お
り
、
ぺ
て
ん
師
的
な
意
識
の
う
ち
に

人
間
を
封
じ
込
め
て
い
る
。

一
―
2
 
そ
う
し
た
な
か
で
し
か
し
、
社
会
的

に
相
互
共
存
す
る
必
要
か
ら

「真

理
」
衝
動
が
出
て
く
る
。
単
に
欺
か
れ
て
害
を
被
ら
な

い
た
め
と
い
う
功
利
主
義

的
な
意
味

で
の
み
、
虚
偽
が
非
難
さ
れ
真
理
が
称
揚
さ
れ
る
。
結
果
を
生
ま
な
い

純
粋
な
真
理
に
は
用
は
な
く
、
敵
意
さ
え
向
け
ら
れ
る
。

一
―
3
 

こ
の
真
理
感
覚
に
よ

っ
て
言
語
の
因
襲
が
生
み
出
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は

記
号

（言
語
）
と
事
物
と
の
合
致
は
な
い
。
神
経
刺
激
か
ら
像

へ
の
転
送

（U
b
e
r-

tr
ag
u
n
g
）
が
第

一
の
メ
タ
フ
ァ
ー
（知
覚
）、
像
か
ら
音
＝
記
号

へ
の
転
送
が
第
二

の
メ
タ
フ
ァ
ー

（言
語
）
で
あ
る
。

一
―
4
 
概
念
が
形
成
さ
れ
る
に
は
、
不
等
な
も
の
の
等
化

（同

一
化
）
が
あ
る
。

例
え
ば

一
ひ
ら

一
ひ
ら
の
木
の
葉

の
個
別
性
、
多
様
性
の
忘
却

か
ら
、
そ
れ
ら
以

外
の
ど
こ
か
に

「木
の
葉
」
と
い
う
原
型
な
る
も
の
が
仮
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
―
5
 
真
理
と
は
な
に
か
？
 
自
己
の
メ
タ
フ
ァ
ー
的
起
源
を
忘
却
し
た
錯
覚

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
概
念
の

「水
上
楼
閣
」
は
し
な
や
か
さ
と
堅
牢
さ
と
を
そ
な



え
て
い
る
。
蜘
蛛
が
そ
の
糸
で
巣
を
紡

い
で
ゆ
く
よ
う
に
、
そ
の
材
料
は
自
分

の

な
か
か
ら
調
達
し
て
い
る
。

一
―
6
 
原
初
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
知
覚
が
そ
も
そ
も
、
創
造
的
な
芸
術
的
主

体
の
営
み
で
あ
る
こ
と
が
忘
却
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
美
的
な

（仮
構
的
）
営
み

で
あ
り
、
基
準
と
な
る
正
し
い
知
覚
な
ど

な
い
。
メ
タ
フ
ァ
ー
的
転
送

に
必
然
性

は
な
く
、
た
だ
因
襲
が
便
宜
的
に
そ
れ
を
因
果
性
と
見
な
し
て
い
る
。

一
―
7
 
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
の
自
然
法
則
は
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
時

間

・
空
間
と
い
う
原
形
式
が
す
べ
て
の
メ
タ
フ
ァ
ー
の
基
底

に
あ
り
、
知
覚
と

い

う
芸
術
的
メ
タ
フ
ァ
ー
形
成
も
そ
れ
を
前
提
と
し
て
い
る
。
数
概
念
さ
え
も
、
根

本
的
に
は
人
間
的
な
も
の
で
あ
る
。

二
―
1
 
メ
タ
フ
ァ
ー
形
成
の
衝
動
は
人
間
の
根
本
衝
動
で
あ

っ
て
、
言
語

・
学

問
の
牙
城

（古
い
メ
タ
フ
ァ
ー
）
の
な
か
に
は
閉
じ
こ
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
新
た

な
活
動
領
域
は
、
後
者
を
攪
乱

・
粉
砕
す

る
芸
術

で
あ
る
。

二
―
2
 
芸
術
活
動
に
お
い
て
、
偽
装
を
本
業
と
す
る
知
性
は
み
ず
か
ら
が
主
人

と
な
る
。
概
念

に
で
は
な
く
直
観
に
導
か
れ
る
こ
の
知
性
は
、
自
由
を
得
て
躍
動

し
、
古
い
残
骸

で
あ
る
概
念
を
も
そ
の
活
動
の
足
場
、
玩
具
と
す
る
。

二
―
3
 
直
観
的
メ
タ
フ
ァ
ー
が
水
を
え

て

一
つ
の
文
化
を
形
成
し
た
時
代
が
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
神
話
の
な
か
に
人
々
が
生
き
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
理
性
は
単

に
不
幸
を
防
ぎ
、
退
け
る
だ
け
だ
が
、
直

観
は
歓
喜
と
苦
痛
に
お
い
て
そ
の
つ
ど

過
度

で
あ
る
。

 
以
上

の
論
考
に
お
け
る
問
題
点
の

一
つ
は
、
言
語

（記
号
）
に
い
た
る
メ
タ

フ
ァ
ー
を
神
経
刺
激
か
ら
出
発
さ
せ
て
二
段
階
と
す
る
か
、
「物
自
体
X
」
か
ら
出

発
し
て
三
段
階
と
す
る
か
で
記
述
が
揺
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
立
場
を

暗
示
す
る
も
の
は
、
次
の
よ
う
な
文
章

で
あ
る
。

 
 
「樹
木
や
色
や
雪
や
花
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し
た
事
物
そ

 
 

の
も
の
に
つ
い
て
何
か
を
知

っ
て
い
る
と
思

っ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
実

 
 
際
に
は
、
根
源
的
な
本
質
存
在

に
は
全
然
対
応
し
て
い
な
い
よ
う
な
、
事
物

 
 
の
メ
タ
フ
ァ
ー
以
外

の
何
も

の
も
わ
れ
わ
れ
は
所
有
し
て
い
な
い
の
で
あ

 
 
る
。
汚ク
ラ
ー
ド
ニ
の
音
響
図
形
機
械
の
よ
う
に
汛
音
が
砂

の
図
形
と
し
て
見

 
 
え
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
物
自
体
の
謎
の
X
が
最
初
は
神
経
の
刺
激
と
し
て

 
 
見
え
、
そ
れ
か
ら
像
と
し
て
、
最
後

に
音
と
し
て
見
え
る
の
で
あ
る
。」

し
か
し
な
が
ら
、
X
を
起
点
と
し
て
そ
れ
以
後

の
段
階
と
同
列
の
線
上
に
お
く
よ

う
な
見
方
は
、
や
は
り
弱
点
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
と
い
う
の
も
、
「事

物
の
メ
タ
フ
ァ
ー
」
と
い
う
言
葉
遣

い
は
す
る
も
の
の
、
そ
れ
は
す
で
に
根
源
的

な
本
質
存
在
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。

 
 
「「物
自
体
」
（こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
純
粋
で
結
果
を
も
た
ら
さ
な

い
真
理
で
あ
ろ

 
 
う
）
は
、
言
語
の
作
り
手
に
も
ま

っ
た
く
の
と
こ
ろ
把
握
し
え
な
い
、
ま

っ

 
 
た
く
追
求
す
る
価
値

の
な
い
も
の
で
あ
る
。
言
語
の
作
り
手
は
、
た
だ
事
物

 
 
の
人
間

へ
の
関
係
を
記
号
化

（b
e
ze
ich
n
en
）
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ

 
 
の
関
係
を
表
現
す
る
た
め
に
き
わ
め
て
大
胆
な
メ
タ
フ
ァ
ー
を
補
助
手
段
と

 
 
し
て
用
い
る
の
で
あ
る
。
」

ニ
ー
チ

ェ
自
身
、
「
現
象
」
の
語
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

事
物
の
本
質
が
経
験
の
世
界
に
現
象
す
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
な

い
し
、
経
験
的

世
界
が
事
物

の
本
質
を
露
呈
す
る
こ
と
も
な

い
か
ら
で
あ
る
。
神
経
刺
激
か
ら
出

発
し
て
知
覚
と

い
う
第

一
の
メ
タ
フ
ァ
ー
、
音

（記
号
）
と
い
う
第

二
の
メ
タ

フ
ァ
ー
に
進
む
系
列
し
か
、
わ
れ
わ
れ
自
身
は
手
に
し
て
は
い
な

い
。
そ
の
外
に

あ
る
何
ら
か
の
原
因

へ
の
必
然
的
な
関
係
の
う
ち
に
こ
れ
ら
を
お
く

の
は
、
根
拠

律
の
不
当
な
適
用
と
な
る
の
で
あ
る
。
第

一
に
因
果
律
と
い
う
法
則
は
あ
く
ま
で

現
象
内
に
お
い
て
し
か
適
用
で
き
な
い
。
し
た
が

っ
て
こ
こ
に
は
何
の
因
果
関
係

も
な
く
、

一
つ
の
非
連
続
性
、
飛
躍
し
か
な

い
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も

ニ
ー
チ

ェ
の
主
張

の
う
ち
で
、
知
覚
そ
の
も
の
が
、

根
源
的
な
芸
術
家
的
過
程

で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
メ
タ
フ
ァ
ー
の
段
階
性
、
序



列
、
線
的
な
順
序
を
固
定
化
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。
「よ
り
根
源
的
」
と
い
う

こ
と
で

「根
源
性
」
を
肯
定
す
る
と
い
う
点
、
彼
自
身
が

〈
あ
と
か
ら
発
明
さ
れ

る
起
源
〉
と
い
う
思
考
に
陥

っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
言
語
的

（記
号
的
）
な

ど
ん
な
分
節
化

に
よ

っ
て
も
予
め
規
定
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
単
な
る
知
覚
が
時

間
的

に
先
行
し
て
、
そ
の
あ
と
か
ら
初
め

て
そ
れ
を
も
と
に
し
て
言
語
化
が
行
な

わ
れ
る
、
と
す
る
こ
と
は
そ
れ
自
体
、

一
つ
の
人
為
的
な
分
断

で
あ
り
仮
説
に
す

ぎ
な
い
。
ど
ん
な
知
覚
も
、
む
し
ろ
す
で
に
何
ら
か
の
図
式
化
を
す
で
に
帯
び
た

形
で

「知
覚
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
で
も

「自
己
意
識
」
以
前

の
創

造
的
主
体
性
を
ニ
ー
チ
ェ
が
こ
こ
で
強
調
し
た
こ
と
は
、

一
つ
の
生
産
的
な
仮
説

で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

 
第

一
部
で
も

っ
と
も
重
要
な
部
分
は
、
デ
リ
ダ
も
引
用
し
て
い
る
次

の
よ
う
な

文
章

で
あ
る
。

 
 
「
そ
れ
で
は
、
真
理
と
は
何
か
？
 

ゆ
れ
動
く
多
数
の
メ
タ
フ
ァ
ー
、
メ
ト

ニ

 
 
ミ
ー
（換
喩
）
、
擬
人
法
の

一
群

で
あ
り
、
要
す
る
に
詩
的
に
そ
し
て
修
辞
学

 
 
的
に
高
め
ら
れ
、
転
送
さ
れ
、装
飾
さ

れ
た
人
間
的
諸
関
係
の

一
総
和

で
み

っ

 
 
て
、
そ
れ
ら
は
長

い
慣
用
の
の
ち
に

一
民
族
に
と
っ
て
た
し
か
な
も
の
、
規

 
 
範
的
な
も
の
、拘
束
力
の
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
諸
々

 
 

の
真
理
と
は
、
そ
れ
が
錯
覚

（Illu
sio
n
）
で
あ
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
た
錯
覚
、

 
 
使
い
古
さ
れ
て
感
じ
さ
せ
る
力
を
失

っ
て
し
ま

っ
た
メ
タ
フ
ァ
ー
、
刻
印
さ

 
 
れ
た
像
を
摩
滅

さ
せ
、
い
ま
は
も

は
や
貨
幣

（M
u
n
z
e
）
で
は
な
く
金
属

 
 

（M
e
ta
ll）
と
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
貨
幣

で
あ
る
。
」

 
「万
物

の
尺
度
と
し
て
の
人
間
」
と
い
う
相
対
主
義
的
な
考
え
方
は
、
古
く
か
ら

あ
る
。
し
か
し
、
真
理
衝
動
を
支
え
る
根
本
的
な
偽
装
性
を
強
調
し
た
と
こ
ろ
、

そ
の
真
理
衝
動

の
プ
ラ
グ

マ
テ
ィ
ズ
ム
を
無
効

に
す
る
積
極
的
な
メ
タ
フ
ァ
ー
衝

動
を
対
置
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
、

ニ
ー
チ

ェ
の
独
自
性
が
あ
る
。
真
理
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
の
真
理
性
を
疑
う
こ
と
も
で
き

る
が
、
そ
れ
で
は
ラ
ッ
セ
ル
の

「嘘

つ

き
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
に
陥
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
ラ
ッ
セ
ル
が
解
決
し
た
よ
う

に
真
理
の
階
層
を
変
え
る
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
〈真
理
―
虚
偽
〉
の
対
に
よ

っ

て
把
握
さ
れ
る

〈
対
象
的
な
真
理
〉

（事
物

と
概
念
の

一
致
）
と
い
う
枠
組
そ
の
も

の
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
が
、

ニ
ー
チ

ェ
に
は
問
題
で
あ

っ
た
。
た
だ
、
そ
れ
を
し

も
別
様

の
〈
真
理
〉

（根
源
的

一
者
と
の

一
体
化
）
と
捉
え
ざ
る
を
え
な
い
思
考
法
、

そ
し
て
メ
タ
フ
ァ
ー
論
そ
の
も
の
が
含
意
す
る

「
元
の
も
の
」
の
存
在
お
よ
び
そ

れ
と
別
の
も
の
と
の
遡
及
的
関
係
づ
け
と
い
う
構
造
は
、
こ
こ
で
は
ど
う
し
て
も

払
拭
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
限
界
を
克
服
す
る
た
め
に
、
ニ
ー

チ

ェ
は
結
局
、
中
期
以
降
は
メ
タ
フ
ァ
ー
と
い
う
操
作
概
念
を
捨

て
、
ま
た
同
時

に

「芸
術
」
を
思
考
の
最
終
的
な
足
場
と
す
る
こ
と
か
ら
も
、
脱
皮
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

4
 
芸
術
に
よ
る
真
理
破
壊
―

直
観
的
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
芸
術

 
さ
て
、
原
初
の
メ
タ
フ
ァ
ー
の
世
界
が
忘
却
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
元
々
は

熱
を
帯
び
た
流
動
性
の
な
か
で
人
間
の
想
像
力
と
い
う
原
能
力
か
ら
ほ
と
ば
し
り

出
て
き
た
形
象

の
群
れ
が
、
固
定
化
し
凝
結
し
て
」
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
し
て

「概
念
の
巨
大
な
納
骨
堂
、
直
観
の
埋
葬
所
」
を
築

き
上
げ
、
そ
れ
を
管
理
し
整
理
し
か
つ
拠
り
所
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
人
間
は

い
く
ば
く
か
の
心
の
安
寧
を
え
て

「首
尾

一
貫
性
」
を
も

っ
て
生
き
て
ゆ
け
る
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「真
理
」
論
考
の
第
二
部
に
お
い
て
ニ
ー
チ

ェ
は
、
自
己
の

起
源
を
忘
却
し
た
メ
タ
フ
ァ
ー
に
か
わ

っ
て
、
も
う

一
度
こ
う
し
た
本
来
の
力
を

も

っ
た
メ
タ
フ
ァ
ー
を
台
頭
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
完
全
に
は
展
開
し
切
れ
て
い
な

い
こ
の
二
部
の
論
述
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
十
分
な
注
意
が
向
け
ら
れ

て
い
な
い
。

 
 
「
メ
タ
フ
ァ
ー
形
成

へ
の
あ

の
衝
動
、
人
間

の
あ
の
根
本
衝
動
、
そ
れ
は

一
瞬

 
 
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
な
ぜ
な
ら
そ
う
な
れ
ば
人
間
自

 
 
身
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
昇
華
さ
れ
た

 
 
産
物
で
あ
る
概
念
か
ら
整
然
と
し
た
不
動
の

一
世
界
が
牙
城
と
し
て
打
ち
建

 
 
て
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
実
際
に
抑
え
込
ま
れ
制
御
さ
れ
て
し
ま
う
の
で

 
 
は
な
い
。
こ
の
衝
動
は
、
そ
の
働
き
の
新
し
い
領
域
や
別

の
河
床
を
自
分
で

 
 
探
し
、
そ
れ
を
神
話
そ
し
て
と
り
わ
け
芸
術

の
な
か
に
見
い
だ
す
。
そ
れ
は



 
 
絶
え
ず
、
新
た
な
転
送
、
メ
タ
フ
ァ
ー
、
メ
ト
ニ
ミ
ー
を
差
し
出
す
こ
と
に

 
 
よ

っ
て
、
概
念

の
見
出
し
や
仕
切
り
を
混
乱
さ
せ
る
。
目
の
前
の
醒
め
た
人

 
 
間
世
界
を
、
夢

の
世
界
で
あ
る
か
の
よ
う
に
多
彩
、
無
規
則
、
無
結
果
、
無

 
 
連
関
、
魅
惑
的
に
い
つ
で
も
新
し
く
形
成
し
よ
う
と
す
る
渇
望
を
示
す
。
」

こ
こ
で
人
間
の
根
本
衝
動
と
し
て
の

「
メ
タ
フ
ァ
ー
形
成

の
衝
動
」

（T
rieb
 zu
r

M
e
ta
p
h
erb
ild
u
n
g
）
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
『悲
劇
の
誕
生
』
に
お
い
て
自
然

の

「芸
術
衝
動
」
と
言
わ
れ
て
い
た
も
の

に
対
応
す
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
第

一
部
で
の

「真
理
衝
動
」
と
は
異
な
る
。

「真
理
衝
動
」
は
、
社
会
生
活

の
必
要
上

出
て
き
た
功
利
主
義
的
な
も
の
で
あ
り
、
本
来
の
メ
タ
フ
ァ
ー
形
成
衝
動
の
派
生

的
な
形
態
で
し
か
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
前
者
は
人
間
に
本
性
的
に
備
わ

っ
て

い
る
自
発
的
な
躍
動
力
、
人
間
の
生
に
固
有
な
過
剰
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
っ
て
も

よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
の

「衝
動
」
と
い
う
語
は
、
後
期
の

「力

へ
の
意
志
」

と
い
う
思
想

に
お
い
て
、

ニ
ー
チ

ェ
自
身

の
用
語
と
し
て
の

「意
志
」

へ
と

つ
な

が
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
形
成
衝
動
が
新
た
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
取
り

戻
す
と
き
、
単
に
道
具
と
し
て
働

い
て
い
た
知
性
は
、
自
ら
の
主
人
と
な
り
、
概

念
を
も
そ
の
自
由
な
活
動
の
素
材
と
し
て
し
ま
う
。

 
 
「
あ
の
偽
装

の
名
手
で
あ
る
知
性
は
、
害
を
も
た
ら
す
こ
と
な
く
自
分
が
欺
き

 
 
う
る
か
ぎ
り
、
自
由

に
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
奴
隷
的
な
奉
仕
か
ら
解
放
さ
れ

 
 
る
。

（中
略
）知
性
が
こ
の
と
き
ほ
ど
横
溢
し
、
豊
満
で
、
誇
り
高
く
、
軽
快

 
 
で
、
大
胆
不
敵
で
あ
る
こ
と
は
決
し

て
な
い
。
知
性
は
創
造
者

の
愉
悦
を
抱

 
 

い
て
メ
タ
フ
ァ
ー
を
縦
横
に
投
げ
与
え
、
抽
象
作
用
の
境
界
石
を
ず
ら
し
て

 
 
ゆ
く
。」

 

こ
う
し
て
知
性
は
、
概
念
で
は
な
く
直
観
に
導
か
れ
る
が
ま
ま
に
自
己
の
本
領

を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
、
概
念
を
捨
て
て
直
観
に
導
か
れ
る
知
性
と
い

う
構
図
は
、
二
元
論
的
で
あ
り
十
分

に
ロ
マ
ン
主
義
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
、
根
本
的
な
偽
装
の
能
力
と
し

て
の
知
性
と
い
う

ニ
ー
チ

ェ
独
自

の
捉

え
方
は
、
最
後
ま
で
否
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
芸
術
と
し
て
の
こ

の
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
何
を
何

へ
と
転
送
す

る
の
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
真

理
と
の
直
接
的
な
合
致
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
は

「人
間

の
生
を
模
写
す
る
」
と
し
か
言
わ
れ
て
い
な

い
。
よ
り
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
む

し
ろ
、
芸
術
が
、
人
間
が
す
で
に
言
語
の
因
襲

に
囚
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

前
提
と
し
て
、
そ
れ
を
打
破
す
る
と
い
う

〈否
定
的
な
〉
行
為
か
ら
成
り
立

つ
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る

（例
え
ば
、
経
験
的
世
界
で
普
通
に
機
能
し
て
い
る
あ
ら
ゆ

る
も
の
の
形
式
と
内
容
、
目
的
と
手
段
、
意
味
と
媒
体
な
ど
を
逆
転
さ
せ
て
み
る

こ
と
…
…
）。
つ
ま
り
、
い
つ
も
す
で
に
根
底
に
は
、
因
襲
化
さ
れ
た
言
語
世
界
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
新
た
に
仮
構
す
る
こ
と

（メ
タ
フ
ァ
ー

を
形
成
す
る
こ
と
）

に
よ

っ
て
、
言
語
よ
り
以
前

の
世
界
に
再
び
遡
り
う
る
と
い

う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
概
念
言
語
が
基
づ
い
て

い
る
基
本
的
な
時
間
空
間
と
い
う
表
象
さ
え
も
、
た
と
え
そ
れ
を
攪
乱
す
る
た
め

で
あ
れ
、

つ
ね
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
ネ
ガ
と
し
て
の
概
念
世
界
に
す

で
に
決
定
的
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
こ
で
の
偽
装

に
支
え
ら
れ
た
真
理
衝
動
を
否
定
し
無
効
に
す
る
こ
と
に
こ
そ
、

つ
ま
り
〈否
定
〉

と
い
う
こ
の
破
壊
的
な
力
に
こ
そ
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
無
効

に
さ
れ

た
真
理
衝
動
に
代
わ

っ
て
、
メ
タ
フ
ァ
ー
形
成
衝
動
を
蘇
生
さ
せ
た
と
し
て
も
、

そ
こ
に
生
ま
れ
た
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
そ
の
う
ち
に
ま
た
摩
滅
し
、
別
種
の
「真
理
」

へ
と
凝
固
し
て
ゆ
か
な
い
と
は
か
ぎ
ら
な

い
。
そ
の
と
き
、
芸
術
は
何
度
で
も
生

き
た
メ
タ
フ
ァ
ー
を
送
り

つ
づ
け
、
い
わ
ゆ
る

「真
理
」
を
破
壊
し
て
ゆ
か
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
人
間
は
徹
頭
徹
尾
メ
タ
フ
ァ
ー
的
な
動
物
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
積
極
的
に
認
め
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
生
き
る
（実
践
す
る
）

べ
き
存
在
で
あ
り
、

『悲
劇
の
誕
生
』
で
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
「
こ
の
芸
術
は
…
…

す
べ
て
の
現
象

の
彼
方
に
、
す
べ
て
の
破
滅

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
永
遠
な
る
生
を

表
現
す
る
」
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
再
び
こ
の
こ
と
の
真
理
性
は
ど
う
証
明
さ
れ
う
る
の
か
。
そ
う
し
た

問
い
を
発
す
る
こ
と
自
体
、
偽
り
の
真
理
衝
動
に
陥

っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

発
見
さ
れ
、
証
明
さ
れ
、
獲
得
さ
れ
る
よ
う
な
真
理
と
は
、
結
局
は
予
め
目
指
し

て
い
た
も
の
を
確
認
す
る
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
も
人
間

の
本
来
の
メ
タ
フ
ァ
ー
形
成
衝
動
を
凝
結
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
あ
え
て
そ
れ
を
そ

の
ま
ま
生
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま

っ
た
く
別
様
の
真
理
、
も
は
や
真
理



と
は
い
え
な
い
よ
う
な
動
的
な
状
態
そ

の
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
メ
タ
フ
ァ
ー
の
残

滓
」
で
あ
る
概
念
世
界
の
絶
え
ま
な
い
攪
乱
装
置
と
し
て
の
芸
術
、
因
襲
と
な
り

あ
た
か
も

「牢
獄
」
と
化
す
る
言
語
世
界

の
絶
え
ま
な
い
粉
砕
装
置
と
し
て
働
く

芸
術
、
こ
の
よ
う
な
自
覚
さ
れ
た
虚
偽
と
し
て
の
芸
術
を
、

ニ
ー
チ

ェ
は

「崇
高

な
比
喩
」
「高
貴
な
欺
瞞
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
こ
の

「真
理
」
論
考
の
叙
述
自
体
、

ニ
ー
チ

ェ
に
よ
る
多
く
の
生

き
生
き
と
し
た
メ
タ
フ
ァ
ー
に
満
ち
て
い
る
。
例
え
ば
、
概
念
の
建
築
物
を
表
わ

す
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
自
分

の
内
部
か
ら
糸
を
紡
ぎ
出
し
張
り
め
ぐ
ら
す
蜘
蛛

の
巣
、
小
部
屋
に
分
か
れ
た
蜜
蜂

の
巣
、
直
観
の
埋
葬
所
と
し
て
硬
直
し
た
規
則

性
を
示
す
古
代

ロ
ー

マ
の
納
骨
堂
、
骨
で
で
き
た
骰
子
の
目
を
数
え
合
わ
せ
る
だ

け
の
骰
子
遊
び
等
々
。
こ
う
し
た
想
像
力
豊

か
な
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
で
も
際
立

っ

て
い
る
の
は
、
音
楽

に
か
か
わ
る
メ
タ
フ

ァ
ー
で
あ
る
。

一
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
「真

理
の
探
究
者
」
が
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
世
界
全
体
を
、
「人
間
と
い
う
原
音

の

無
数

に
砕
け
散

っ
た
反
響
と
し
て
」捉
え

る
メ
タ
フ
ァ
ー
。
も
う

一
つ
は
、
ク
ラ
ー

ド

ニ
の
機
械
に
よ
る
砂
に
描
か
れ
た
音
響

図
形
の
例
で
あ
る
。
と
り
わ
け
後
者

に

お
い
て
、
音

（楽
）
の
感
覚

の
欠
如
に
由

来
す
る

「
こ
れ
が
音
な
の
だ
」
と
い
う

思

い
込
み
を
取
り
上
げ
、
言
語
そ
の
も
の
の

（真
理
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
）

錯
覚
を
そ
れ
に
対
応
さ
せ
て
い
る
の
は
、
単
な
る
偶
然
の
思

い
つ
き
と
は
言
え
な

い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
は
、
も
は
や
音
楽
は
そ
れ
と
し
て
、
芸
術

の

な
か
で
と
く
に
特
権
化
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
と
の
内
的

な
戦

い
は
、
す
で
に
潜
行
的

に
始
ま
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー

へ

の
ニ
ー
チ

ェ
の
失
望
と
不
信
感

の
深
ま
り
と
と
も
に
、
最
終
的
に
、
特
権
的
な
芸

術
と
し
て
の

「音
楽
」
は
ニ
ー
チ

ェ
の
思
考
に
お
い
て
、
人
間
に
本
来
的
な
も

っ

と
も
優
れ
た
メ
タ
フ
ァ
ー
的
活
動
の
た
め

の
、
も

っ
と
も
優
れ
た
メ
タ
フ
ァ
ー
で

あ
る
役
目
を
終
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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