
円ま
ど

光み
つ

門も
ん

（
中
国
／
上
海
中
学
国
際
部
十
二
年（
高
等
学
校
三
年
））

選
択
課
題
5　

罪
を
償
う

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
見
る

浄
化
、超
越
、贖
罪

次席
前
言

　
ａ　

哲
学
的
思
想
を
音
楽
面
か
ら
語
る
意
義

子
在
齐
闻
《
韶
》、三
月
不
知
肉
味
。
曰
：
「
不

图
为
乐
之
至
于
斯
也
！
」

こ
れ
は
論
語
、
述
而
第
七
の
一
節
で
あ
る
。
曹

金
洪
主
編
「
论
语
」
の
現
代
語
訳
に
よ
る
と
、「
孔

子
在
齐
国
听
到
《
韶
》
乐
、
沉
浸
其
中
、
以
至
于

有
三
个
月
的
时
间
都
不
曾
感
到
肉
的
滋
味
。
说
：

『
不
曾
想
到
音
乐
竟
然
达
到
了
如
此
神
妙
的
境
界



と
い
う
考
え
に
至
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、（
こ
れ
は
作
品
表
現

全
て
に
対
し
て
言
え
る
こ
と
だ
が
）
音
楽
に
対
す
る

あ
ら
ゆ
る
論
説
は
、
作
曲
家
が
明
確
な
記
述
を
遺

し
て
い
な
い
限
り
、
個
人
的
な
解
釈
の
域
を
出
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
音
楽
と
言
う
メ

デ
ィ
ア
の
性
質
に
起
因
す
る
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
自
ら
の
思
想
を
こ
の
表

現
メ
デ
ィ
ア
に
載
せ
て
世
に
発
信
し
た
。
音
楽
と

い
う
メ
デ
ィ
ア
が
持
つ
長
所
は
、
受
け
手
に
広
い

解
釈
の
幅
を
持
た
せ
、
宗
教
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、

人
種
や
階
層
と
い
う
繊
細
な
話
題
を
安
全
に
、
物

議
を
醸
し
出
す
こ
と
な
く
提
示
で
き
る
と
い
う
こ

と
だ
。
対
し
て
短
所
は
、
音
楽
は
一
旦
受
け
手
に

渡
る
と
受
け
手
の
所
有
物
に
な
っ
て
し
ま
う
所
に

あ
る
。
筆
者
の
考
え
と
し
て
は
、
全
人
類
の
、
生

物
で
あ
る
が
故
引
き
起
こ
さ
れ
る
宗
教
間
の
争
い

や
、
人
種
差
別
、
そ
の
他
の
俗
世
間
の
醜
い
い
ざ

こ
ざ
に
関
す
る
罪
を
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
こ
の

ソ
ナ
タ
を
通
じ
て
神
に
償
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
。
仮
に
彼
が
こ
の
旨
を
よ
り
受
け
手
に
よ
る
解

釈
の
幅
の
狭
い
メ
デ
ィ
ア
、
例
え
ば
啓
蒙
的
な
文

章
な
ど
を
用
い
て
表
し
た
と
し
よ
う
。
す
る
と
、

直
接
的
な
表
現
の
た
め
、
当
然
世
の
物
議
を
醸
し

出
す
こ
と
に
な
り
、
彼
の
思
想
は
、
狂
信
者
や
純

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
作
曲
の
「
ピ
ア
ノ
ソ
ナ
タ
第

三
一
番
、
変
イ
長
調
、
作
品
一
一
〇
」
は
、
古
今

東
西
の
ピ
ア
ノ
ソ
ナ
タ
の
中
で
も
屈
指
の
名
作
と

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
評
価
の
元
は
、
作
曲
者
が

長
い
年
月
を
か
け
て
熟
成
さ
せ
た
独
自
の
哲
学
的

思
想
が
こ
の
曲
の
、
特
に
中
心
で
あ
る
第
三
楽
章

の
随
所
に
明
確
に
表
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
故

に
こ
の
ソ
ナ
タ
は
聞
き
手
の
想
像
力
を
搔
き
立

て
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
言
わ
ん
と
し
た
こ
と
が

一
体
何
だ
っ
た
の
か
、
あ
ら
ゆ
る
解
釈
を
生
ん
で

き
た
。

筆
者
は
こ
の
曲
を
二
〇
一
一
年
ピ
ー
タ
ー
・
ゼ

ル
キ
ン
の
演
奏
会
で
初
め
て
聴
い
た
の
だ
が
、
大

き
な
衝
撃
を
覚
え
た
の
を
記
憶
し
て
い
る
。
そ
れ

か
ら
他
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
ら
の
演
奏
を
聴
き
、
こ
の

曲
に
関
す
る
文
献
を
紐
解
く
う
ち
に
独
自
の
解
釈

を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
こ
の
曲
を
通
じ
て
、
人
類
の
代
表

と
し
て
我
々
の
罪
を
償
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

　
ｃ　

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
音
楽

そ
こ
で
自
ら
の
こ
の
曲
に
対
す
る
解
釈
を
提
示

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
罪
を
償
う
と
い
う
概
念
を

論
じ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、

啊
！
』」
こ
れ
を
和
訳
す
る
と
、「
孔
子
は
齐
の
国

で
韶
の
音
楽
を
聴
く
と
思
い
に
耽
り
出
し
、
そ
れ

か
ら
の
三
ヶ
月
は
肉
の
味
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。

そ
し
て
言
っ
た
、『
音
楽
が
こ
の
よ
う
な
神
妙
な

域
に
達
し
て
い
た
と
は
考
え
も
し
な
か
っ
た
！
』

と
。」（
筆
者
訳
）

肉
の
味
と
は
食
す
る
こ
と
の
楽
し
み
で
あ
り
、

生
存
本
能
の
比
喩
だ
と
も
言
え
る
。
生
存
本
能
ま

で
を
も
覆
す
ほ
ど
の
強
力
な
何
か
を
精
神
に
訴
え

か
け
て
く
る
も
の
、
そ
れ
が
孔
子
の
言
う
「
神
妙

な
域
」
で
あ
ろ
う
。
音
楽
は
、
バ
ッ
ハ
の
宗
教
曲

等
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
古
来
よ
り
宗
教
に
使
わ

れ
、
現
代
で
も
イ
ス
ラ
ム
教
の
ナ
シ
ー
ド
の
よ
う

な
楽
器
を
否
定
し
て
い
る
宗
教
で
あ
り
な
が
ら
音

楽
を
使
っ
て
人
の
心
を
誘
導
し
よ
う
と
し
て
い
る

例
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
読
み
解
け
る
こ
と
は
、「
す

な
わ
ち
音
楽
は
能
弁
で
あ
り
、
人
を
洗
脳
す
る
武

器
に
も
な
り
う
る
」
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
作

曲
家
は
依
頼
人
の
、
或
い
は
自
ら
の
思
想
を
音
楽

に
注
入
し
、
聞
き
手
の
精
神
に
直
接
訴
え
か
け
る

と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
よ
っ
て
哲
学
的
思

想
は
音
楽
の
方
面
か
ら
も
研
究
す
る
に
値
す
る
も

の
だ
と
言
え
よ
う
。

　

ｂ　

作
品
一
一
〇
と
贖
罪



わ
せ
な
が
ら
検
証
し
て
い
き
た
い
。
尚
、
解
釈
は

全
楽
章
の
中
で
最
も
長
く
、
物
語
的
、
思
想
的
要

素
が
豊
富
な
第
三
楽
章
に
つ
い
て
の
み
論
じ
る
。

第
一
小
節
～
第
二
六
小
節
の
解
釈

こ
の
ソ
ナ
タ
の
第
三
楽
章
は
短
く
ゆ
っ
た
り
と

し
た
序
章
に
よ
っ
て
幕
を
あ
け
、
作
曲
者
自
ら
題

し
た
「
嘆
き
の
歌
」
が
挿
入
さ
れ
る
。
こ
の
悲
痛

な
歌
は
作
曲
者
自
身
、
人
間
の
生
存
本
能
に
よ
っ

て
作
ら
れ
た
排
他
的
社
会
、
異
質
な
者
を
拒
み
、

相
容
れ
ぬ
者
の
足
を
引
っ
張
ろ
う
と
す
る
気
運
を

嘆
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
た
め
に
ど
れ

だ
け
の
人
々
が
虐
げ
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
。
最
大

の
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
罪
の
原
因
で
あ
る
、
人
間

が
生
物
で
あ
る
証
の
生
存
本
能
、
す
な
わ
ち
自
分

の
同
胞
や
思
想
を
同
じ
く
す
る
仲
間
を
優
位
に
立

た
せ
る
べ
く
、
競
争
に
よ
っ
て
他
者
を
ね
じ
伏
せ

よ
う
と
す
る
衝
動
は
、
そ
の
性
質
が
故
永
遠
に
消

滅
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
メ
ロ
デ
ィ
は

時
々
高
音
域
ま
で
昇
り
、
こ
の
状
況
を
打
開
す
べ

く
希
望
の
光
を
渇
望
す
る
。
し
か
し
本
能
と
は
強

大
な
も
の
で
、
結
局
打
ち
勝
て
ず
に
引
き
戻
さ
れ

て
し
ま
う
（
譜
例
１
参
照
）。

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
こ
の
難
問
に
立
ち
向
か
お

う
と
思
い
立
つ
。
こ
の
行
動
は
キ
リ
ス
ト
の
最
期

た
理
由
の
一
つ
と
し
て
石
井
宏
著
の
「
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
と
ベ
ー
ト
ホ
ー
フ
ェ
ン
」
に
出
会
っ
た
こ

と
は
大
い
に
心
強
か
っ
た
。
石
井
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ

ェ
ン
の
後
期
の
ソ
ナ
タ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。「
そ
こ
に
あ
る
の
は
あ
く
ま
で
生
身

の
人
間
の
歌
で
あ
り
、
自
分
の
思
い
描
く
神
と
の

対
話
で
あ
る
。
彼
は
す
べ
て
を
許
し
て
く
れ
る
こ

の
神
に
対
し
て
、
甘
え
、
泣
き
、
わ
め
き
、
祈
り
、

赦
し
を
乞
う
の
で
あ
る
」。
こ
こ
に
記
さ
れ
る「
赦

し
を
乞
う
」
と
は
、
正
に
罪
の
償
い
を
指
し
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
石
井
は
作
品

一
一
〇
第
三
楽
章
の
フ
ー
ガ
を
言
及
す
る
に
あ
た

っ
て
ダ
ン
テ
「
神
曲
」
か
ら
引
用
を
し
て
い
る
。

「
も
は
や
心
配
す
る
こ
と
な
く
お
ま
え
の
道
を

行
く
が
よ
い

道
は
ま
っ
す
ぐ
で
登
っ
て
い
く
だ
け
だ
」

勿
論
こ
の
引
用
と
楽
曲
の
関
係
は
石
井
独
自
の

解
釈
に
よ
る
も
の
だ
が
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
自

ら
の
重
荷
や
世
間
の
い
ざ
こ
ざ
を
、
こ
の
フ
ー
ガ

を
出
発
点
と
し
て
一
つ
ず
つ
取
り
除
い
て
い
く

「
浄
化
」（
後
述
）
に
よ
る
贖
罪
を
見
事
に
表
し
て

い
る
引
用
だ
と
い
え
る
。

次
に
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
一
体
誰
の
、
何
の

罪
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
償
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
筆
者
の
解
釈
と
照
ら
し
合

血
主
義
者
、
差
別
者
な
ど
に
よ
っ
て
本
来
の
意
味

を
捻
じ
曲
げ
ら
れ
て
後
世
に
伝
わ
る
可
能
性
が
あ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
こ
で
文
字
に
頼
ら
な
い
メ

デ
ィ
ア
の
価
値
が
生
き
て
く
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
音
楽
の
み
で
筆
者
の
考
え
を
主
張
す

る
の
は
、
説
得
の
限
界
を
感
じ
る
こ
と
を
認
め
ざ

る
を
得
な
い
。
な
の
で
、
よ
り
説
得
力
の
あ
る
議

論
を
展
開
す
る
た
め
に
は
、
前
述
の
「
よ
り
受
け

手
に
よ
る
解
釈
の
幅
の
狭
い
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て

の
文
章
を
証
拠
と
し
て
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。罪

を
償
う
と
い
う
抽
象
的
な
概
念
を
考
え
る
に

あ
た
っ
て
明
確
に
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
罪

と
は
何
を
指
す
の
か
、
償
う
と
は
ど
の
よ
う
な
行

動
を
伴
う
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二

点
を
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
プ
ラ
ト
ン
哲
学
を
用
い

て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
小

論
文
は
、筆
者
の
作
品
一
一
〇
に
対
す
る
解
釈
を
、

キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
二
方
面
よ

り
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
罪
の
償
い
と

は
何
で
あ
る
の
か
を
探
求
す
る
と
い
う
試
み
で
あ

る
。

後
期
ソ
ナ
タ
に
示
さ
れ
る
罪
の
償
い

こ
の
曲
を
贖
罪
の
音
楽
だ
と
解
釈
す
る
に
至
っ



『
原
罪
』
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
」
と
い
う
論
説

に
沿
う
と
、
生
存
本
能
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る

宗
教
間
の
争
い
や
人
種
差
別
は
全
人
類
に
と
っ
て

の
罪
で
あ
る
と
結
論
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
よ
っ
て
筆
者
の
作
品
一
一
〇
に
対
す
る
解
釈

は
強
く
裏
付
け
ら
れ
る
。

第
二
七
小
節
～
第
一
一
五
小
節
の
解
釈

己
の
本
能
に
従
い
生
み
出
し
た
数
々
の
苦
痛
か

ら
人
間
を
救
う
た
め
、
罪
を
償
う
こ
と
を
決
意
し

た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
短
調
の
「
嘆
き
の
歌
」

か
ら
長
調
の
フ
ー
ガ
へ
と
お
も
む
ろ
に
移
行
す

る
。
フ
ー
ガ
の
テ
ー
マ
内
の
上
昇
す
る
三
音
（
譜

例
２
参
照
）
は
、
そ
ん
な
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
堅

こ
こ
で
、
罪
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
キ
リ
ス

ト
教
思
想
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
キ
リ
ス
ト
教
に

お
け
る
罪
と
言
え
ば
原
罪
だ
が
、
そ
も
そ
も
原
罪

と
は
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
近
藤
剛
著

「
キ
リ
ス
ト
教
思
想
断
想
」
に
よ
る
と
、
ア
ダ
ム

と
エ
バ
が
蛇
の
誘
惑
に
よ
っ
て
好
奇
心
に
駆
ら
れ

て
禁
断
の
実
を
食
べ
た
こ
と
は
「
可
能
性
の
実
現

を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
自
己
形

成
の
途
上
で
必
要
な
決
断
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
の
で
、「
神
の
禁
令
を
破
っ
た
こ

と
が
、
そ
の
ま
ま
罪
に
な
る
と
は
言
え
な
い
」。

罪
と
な
る
の
は
、「
可
能
性
を
実
現
し
た
後
の
人

間
の
対
応
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
神
が
ア
ダ
ム
に

禁
断
の
実
を
食
べ
た
の
か
と
聞
い
た
時
、「
ア
ダ

ム
は
エ
バ
に
、
エ
バ
は
蛇
に
責
任
転
嫁
し
た
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
責
任
転
嫁
の
理
由
と
し
て
、

「
自
分
自
身
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
他
者
を

犠
牲
に
し
て
も
構
わ
な
い
。
あ
る
い
は
、
他
者
を

犠
牲
に
し
て
で
も
、
自
分
自
身
の
み
を
守
り
通
そ

う
と
す
る
。
そ
れ
も
ま
た
、
人
間
の
本
性
な
の
で

あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
本
性
で
あ
る
故
そ

れ
を
変
え
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。
こ
れ
は
冒

頭
で
述
べ
た
「
生
存
本
能
」
と
同
等
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
近
藤
の
「
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
自
己

愛
こ
そ
人
間
の
根
源
に
巣
食
う
罪
性
、
す
な
わ
ち

と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
キ
リ
ス
ト
は
救
世

主
と
し
て
人
類
を
罪
か
ら
救
っ
た
と
さ
れ
る
。
ベ

ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
自
己
犠
牲
で
は
な
い
が
、
人

類
の
代
表
と
し
て
我
々
の
罪
を
償
い
、
苦
し
み
を

取
り
除
こ
う
と
し
た
の
だ
。

キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
け
る
罪

高音域

譜例 1

譜例 2



ォ
ニ
ー
を
用
い
た
の
か
を
考
え
る
と
明
白
に
な

る
。
フ
ー
ガ
は
、
あ
る
主
唱
に
対
す
る
応
答
、
そ

れ
に
対
す
る
対
唱
な
ど
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
音

楽
だ
が
、
主
唱
の
性
質
に
よ
っ
て
義
務
付
け
ら
れ

る
「
変
応
」
や
、
主
唱
の
構
成
音
を
基
に
し
て
作

ら
れ
る
べ
き
対
唱
な
ど
、
数
々
の
規
定
が
存
在
す

る
。
こ
れ
ら
の
細
か
な
フ
ー
ガ
の
規
定
を
、
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
俗
世
間
の
し
が
ら
み
に
例
え
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
は
人
類
の
罪
を
償

い
に
神
に
哀
願
を
し
た
が
、
哀
願
に
は
己
の
欲
も

合
ま
れ
て
お
り
、
自
ら
知
ら
ぬ
間
に
そ
れ
ら
に
溺

れ
て
い
た
の
だ
。
そ
こ
で
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
贖

罪
に
は
別
の
方
法
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
気
づ
く
。こ
う
し
て
辿
り
着
い
た
答
え
は「
超

越
」
で
あ
る
。
真
の
贖
罪
は
俗
世
間
に
蔓
延
る
欲

望
を
超
越
し
な
け
れ
ば
成
し
得
な
い
の
だ
。

贖
罪
と
超
越

近
藤
剛
に
よ
る
関
根
清
三
の
引
用
部
分
に
、

「『
こ
の
世
の
生
へ
の
欲
望
（
中
略
）
に
束
縛
さ
れ

る
こ
と
は
悪
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
超
え
て
む
し

ろ
己
れ
の
干
か
ら
び
た
「
塵
」
の
よ
う
な
生
に
真

の
「
生
命
」
を
与
え
る
も
の
と
の
他
律
・
自
律
を

超
出
し
た
神
律
的
交
わ
り
に
入
る
と
、
そ
れ
が
善

で
あ
る
』」
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
筆

い
。
フ
ー
ガ
は
神
に
向
か
っ
て
、「
ど
う
か
人
間

の
罪
を
赦
し
て
下
さ
い
」
と
哀
願
す
る
よ
う
に
音

の
波
を
生
み
出
す
（
譜
例
３
参
照
）。
そ
の
哀
願
が

頂
点
に
達
し
た
と
思
わ
れ
る
所
で
、
フ
ー
ガ
は
ト

リ
ル
と
分
散
和
音
に
よ
っ
て
崩
れ
去
り
（
譜
例
４

参
照
）、
再
び
「
嘆
き
の
歌
」
が
挿
入
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
贖
い
は
成
就
し

な
か
っ
た
の
だ
。

な
ぜ
成
就
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
に
対

す
る
答
え
は
、
な
ぜ
彼
が
フ
ー
ガ
と
い
う
ポ
リ
フ

い
意
志
を
表
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
し
か
し

こ
の
時
点
で
彼
は
贖
罪
の
仕
方
を
ま
だ
知
ら
な

音の波 音の波 音の波

譜例 3

トリル 分散和音

譜例 4



を
穢
れ
か
ら
清
め
る
儀
式
の
作
用
で
す
」。
こ
れ

は
、
前
述
の
「
救
済
と
し
て
の
癒
し
」
に
通
ず
る

所
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
雑

多
で
相
反
す
る
感
覚
事
物
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
肉

体
の
地
平
か
ら
切
り
離
さ
れ
魂
が
浄
化
さ
れ
る

と
、（
中
略
）
美
し
く
あ
り
、
か
つ
美
し
く
な
い

と
い
っ
た
両
義
的
で
変
転
す
る
目
の
前
の
状
況
か

ら
抜
け
出
し
、
美
そ
れ
自
体
に
出
会
う
」
と
い
う

記
述
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
作
品
一
一
〇
の
解

釈
を
語
る
上
で
極
め
て
興
味
深
い
も
の
だ
。
何
故

な
ら
、「
両
義
的
で
変
転
す
る
」
状
況
と
は
「
俗

世
間
の
し
が
ら
み
」、
そ
の
「
状
況
か
ら
抜
け
出
」

す
と
は
「
超
越
」、
そ
し
て
「
浄
化
」
と
は
前
述

の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
沿
っ
て
「
贖
罪
」
を
表
す

と
仮
定
す
る
と
、
筆
者
の
こ
の
曲
に
対
す
る
解
釈

が
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

そ
し
て
納
富
は
続
け
る
。「
イ
デ
ア
論
と
は
、

し
た
が
っ
て
、
認
識
対
象
の
超
越
で
あ
る
と
同
時

に
、
私
た
ち
主
体
が
超
越
す
る
経
験
で
す
」。

し
か
し
こ
こ
で
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と

が
一
つ
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
思
想
が
贖
罪
の
た
め

の
超
越
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
は

超
越
の
た
め
の
浄
化
で
あ
る
。よ
っ
て
前
述
の「
浄

化
は
贖
罪
を
表
す
」
と
い
う
旨
は
誤
り
で
あ
り
、

正
し
く
は
「
浄
化
は
超
越
を
促
す
」
で
あ
る
。
つ

疾
患
の
ひ
と
ま
と
ま
り
（
例
え
ば
、
罪
と
悪
霊
と
熱

病
の
ワ
ン
セ
ッ
ト
）
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
」。

よ
っ
て
癒
し
と
は
患
者
の
罪
や
悪
を
取
り
除
く
こ

と
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
前
述
の
文「
欲
望（
＝

生
存
本
能
）
に
浸
か
る
こ
と
は
罪
で
あ
り
、
そ
れ

ら
を
超
え
る
（
＝
超
越
す
る
）
こ
と
が
善
で
あ
る
。」

は
、
言
い
換
え
れ
ば
生
存
本
能
に
浸
か
る
と
い
う

罪
を
取
り
除
く
た
め
に
は
そ
れ
ら
を
超
越
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
、
と
な
る
。
さ
ら
に
言
い
換
え

る
と
、
生
存
本
能
に
浸
か
る
と
い
う
罪
を
癒
す
、

あ
る
い
は
償
う
た
め
に
は
そ
れ
ら
を
超
越
す
る
必

要
が
あ
る
、
と
い
う
意
味
だ
と
分
か
る
。

プ
ラ
ト
ン
に
よ
る
超
越
と
浄
化

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
俗
世
間
の
し
が
ら
み
に
囚

わ
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
、
言
い
か
え
れ
ば
現
実

の
ま
や
か
し
に
よ
っ
て
、
物
事
の
本
質
を
見
定
め

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
の
「
物
事
の
本
質
」
と
い
う
概
念
は
プ
ラ

ト
ン
の
「
イ
デ
ア
」
に
始
ま
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
も

イ
デ
ア
を
観
る
に
は
超
越
が
必
要
だ
と
論
じ
て
い

る
。
納
富
信
留
著
「
プ
ラ
ト
ン
と
の
哲
学
」
で
は

こ
れ
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
イ
デ
ア
の
認
識
は
『
浄
化
』
で
成
立
し
ま
す
。

浄
化
と
は
、（
中
略
）
宗
教
用
語
と
し
て
は
、
心

者
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
解
釈
と
多
く
の
重
な
り

が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。す
な
わ
ち
、

欲
望（
＝
生
存
本
能
）に
浸
か
る
こ
と
は
罪
で
あ
り
、

そ
れ
ら
を
超
え
る
（
＝
超
越
す
る
）
こ
と
が
善
で

あ
ろ
う
。

次
に
、
贖
罪
と
は
何
か
。「
キ
リ
ス
ト
教
思
想

断
想
」
で
は
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
か
ら
の
引
用

と
共
に
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。「
救
済
と

し
て
の
癒
し
は
、神
的
領
域
か
ら
来
る
の
で
あ
り
、

超
越
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
認
識
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
贖
い
（redem

ption
）
と

再
生
（regeneration

）
を
含
む
救
済
は
、
時
間
と

空
間
に
お
い
て
救
う
力
と
し
て
、
同
時
に
、
時
間

と
空
間
を
超
え
た
救
済
の
断
片
的
諸
要
素
の
超
越

的
統
合
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。』」。
こ
こ
に
「
超
越
」
と
い
う
言
葉
が
現
れ

る
が
、
対
象
が
「
時
間
と
空
間
」
で
あ
る
の
で
、

安
易
に
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
行
う
超
越
と
結
び
付

け
る
の
は
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
記
述
か

ら
読
み
取
る
べ
き
な
の
は
、
救
済
と
し
て
の
癒
し

と
、贖
い
と
の
関
連
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
贖
い
」

は
「
救
済
」
に
分
類
さ
れ
、そ
の
「
救
済
」
は
「
癒

し
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
ま
た
「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が

行
っ
た
イ
エ
ス
の
治
癒
軌
跡
か
ら
の
例
証
」
に
よ

る
と
、「
病
気
が
罪
責
と
精
神
的
疾
患
と
身
体
的



前
に
比
べ
随
分
と
落
ち
着
い
て
響
く
の
だ
。
よ
っ

て
、
そ
こ
に
は
も
う
哀
願
は
な
い
。
そ
し
て
複
重

線
の
後
（
譜
例
７
参
照
）、
フ
ー
ガ
は
徐
々
に
フ
ー

ガ
と
し
て
の
性
格
を
失
っ
て
い
く
。
テ
ン
ポ
が

し
か
し
今
度
は
同
じ
間
違
い
は
繰
り
返
さ
な
い
。

歌
が
終
わ
る
と
、
そ
の
静
け
さ
の
中
か
ら
徐
々
に

鳴
り
響
く
鐘
の
音
に
彼
は
耳
を
澄
ま
せ
る
の
だ

（
譜
例
５
参
照
）。
こ
の
鐘
の
音
を
連
想
さ
せ
る
一

連
の
和
音
の
使
い
方
は
、
印
象
主
義
的
な
性
格
を

持
つ
点
に
お
い
て
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
楽
曲
の
中

で
も
特
異
な
も
の
で
あ
る
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は

鐘
の
音
の
残
響
に
よ
っ
て
非
現
実
的
な
空
間
を
作

り
出
し
、
よ
り
自
ら
を
超
越
へ
の
門
に
近
づ
け
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
残
響
の
中
で
フ
ー

ガ
が
静
か
に
戻
っ
て
く
る
が
、
主
題
は
前
回
の
音

型
を
留
め
て
い
る
も
の
の
、
上
昇
で
は
な
く
下
降

で
あ
る
（
譜
例
６
参
照
）。
そ
の
た
め
か
音
楽
は
以

ま
り
浄
化
→
超
越
→
贖
罪
と
い
う
図
式
が
出
来
上

が
る
の
だ
。
す
る
と
作
品
一
一
〇
の
フ
ー
ガ
は
、

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
罪
は
超
越
に
よ
っ
て
の
み
償

わ
れ
る
と
い
う
考
え
を
持
つ
き
っ
か
け
を
与
え
た

こ
と
か
ら
、「
浄
化
」
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
一
六
小
節
～
最
終
小
節
の
解
釈

前
回
の
失
敗
よ
り
贖
罪
に
は
超
越
が
必
要
だ
と

学
ん
だ
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
二
度
目
の
「
嘆
き

の
歌
」
の
後
、再
び
「
浄
化
の
フ
ー
ガ
」
に
移
る
。

鐘をつく音

譜例 5

譜例 6

複重線

譜例 7



結
語こ

れ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
る
と
、

一
、
本
能
に
操
ら
れ
る
こ
と
は
罪
で
あ
り
、
そ

れ
を
取
り
除
く
た
め
に
は
本
能
を
超
越
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

二
、
贖
罪
と
は
救
済
に
よ
る
癒
し
で
あ
る

三
、
罪
を
取
り
除
く
こ
と
は
癒
し
で
あ
る

四
、
よ
っ
て
罪
は
本
能
を
超
越
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
償
わ
れ
る

五
、
ま
た
、
俗
世
間
か
ら
の
解
放
は
浄
化
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る

六
、
よ
っ
て
、
超
越
は
浄
化
に
よ
り
行
わ
れ
る

最
終
的
に
、
罪
は
浄
化
に
よ
っ
て
償
わ
れ
る
と

い
う
結
論
に
な
る
が
、
こ
こ
で
生
ま
れ
る
大
き
な

疑
問
は
、
そ
の
浄
化
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

行
動
を
伴
う
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。
プ
ラ
ト
ン
哲

学
に
よ
る
と
、
浄
化
が
完
了
す
る
の
は
「
魂
が
そ

れ
自
体
に
な
っ
た
時
、つ
ま
り
『
死
』
に
お
い
て
」

な
の
で
、
人
々
は
「
死
の
訓
練
」
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。生
き
て
い
る
内
に
死
の
訓
練
を
す
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
は
罪
を
償
う
た
め
に
本
能

の
超
越
を
試
み
る
が
、
生
き
て
い
る
限
り
完
全
な

超
越
は
成
し
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

恐
ら
く
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
真
の
超
越
と
は

や
か
に
、
ま
る
で
映
像
を
観
せ
る
よ
う
に
描
き
だ

す
音
楽
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ホ
モ
フ
ォ
ニ
ー
に

変
化
後
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
決
意
を
示
す
上

昇
す
る
三
音
を
持
つ
フ
ー
ガ
の
テ
ー
マ
（
譜
例
９

参
照
）
が
、「
歓
喜
の
歌
」
を
彷
彿
さ
せ
る
よ
う

に
高
ら
か
に
鳴
り
響
く
。
人
間
で
あ
る
以
上
切
り

離
さ
れ
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
本
能
を
超
越
し
た

先
に
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
見
た
も
の
は
、
完
全
な

る
贖
罪
で
あ
っ
た
。

M
eno	allegro

と
指
示
さ
れ
て
か
ら
は
、
音
楽

は
い
よ
い
よ
大
き
く
変
容
し
て
い
く
。
三
声
体
は

維
持
し
て
い
る
も
の
の
、
基
準
音
価
が
八
分
音
符

か
ら
十
六
分
音
符
に
変
更
さ
れ
、
後
に
右
手
が
分

散
和
音
と
な
る
準
備
を
す
る
（
譜
例
８
参
照
）。
そ

し
て
と
う
と
う
第
一
七
四
小
節
で
音
楽
は
完
全
に

ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
の
性
格
を
捨
て
、
ホ
モ
フ
ォ
ニ
ー

と
な
る
の
だ
。
こ
れ
は
人
間
が
、
そ
れ
ま
で
除
去

不
可
能
と
さ
れ
て
き
た
感
情
や
本
能
（
＝
フ
ー
ガ
）

か
ら
解
き
放
た
れ
、
理
性
一
つ
に
な
っ
て
、
或
い

は
プ
ラ
ト
ン
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
イ
デ
ア
を

見
据
え
（
＝
ホ
モ
フ
ォ
ニ
ー
）
突
き
進
む
様
子
で

あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
超
越
と
い
う
概
念
を
鮮

16 分音符

16分音符
16分音符

譜例 8

譜例 9



一
三
頁

納
富
信
留
（
二
〇
一
五
年
）「
プ
ラ
ト
ン
と
の
哲
学

　

対
話
篇
を
よ
む
」
岩
波
新
書
、
九
四
、
九
五

頁

ー
ト
ホ
ー
フ
ェ
ン　

神
話
の
終
わ
り
」
七
つ
森

書
館
、
三
七
九
、
三
八
四
頁

近
藤
剛
（
二
〇
一
三
年
）「
キ
リ
ス
ト
教
思
想
断
想
」

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
九
―
一
一
、
一
一
二
、
一

ど
の
よ
う
な
こ
と
か
想
像
し
た
も
の
を
こ
の
曲
に

表
し
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
自
身
超
越
は
で
き
な
か

っ
た
筈
だ
。
し
か
し
彼
は
そ
れ
を
、
時
代
を
超
え

た
無
数
の
聴
衆
に
伝
え
た
。
こ
れ
こ
そ
が
「
人
類

の
代
表
と
し
て
我
々
の
罪
を
償
う
」
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
超
越
を
し
た
先
に
は
こ
の
よ
う
な
美

し
い
光
景
が
広
が
る
の
だ
、
と
い
う
考
え
を
多
く

の
人
に
伝
え
、
我
々
を
一
歩
で
も
償
い
に
近
づ
か

せ
る
。
我
々
は
生
き
て
い
る
限
り
本
能
に
動
か
さ

れ
て
い
る
の
で
、
罪
を
完
全
に
償
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
、
本
能
を
超
越
し
た
先
の
光
景
を

想
像
し
、
日
々
浄
化
に
少
し
で
も
近
づ
こ
う
と
心

を
持
つ
こ
と
と
、
あ
き
ら
め
て
欲
望
を
む
き
出
し

に
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
で
は
、
そ
の
後
の
人
生

の
感
じ
方
が
圧
倒
的
に
違
う
、と
筆
者
は
考
え
る
。

日
々
浄
化
に
近
づ
こ
う
と
し
て
い
る
者
は
、
例
え

本
能
を
む
き
出
し
に
し
た
他
人
の
攻
撃
性
に
直
面

し
て
も
動
じ
な
い
。
何
故
な
ら
超
越
を
知
っ
て
い

る
人
間
は
、
も
は
や
知
ら
な
い
人
間
と
同
じ
土
俵

に
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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