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対

位

法

と

い
う

メ

デ
ィ

ア

〈要
旨

〉

「
対
位
法
」

と

い
う
用
語

は
今

日
、

メ
デ

ィ
ア
論

の
分

野

で
は
よ
く
知

ら
れ
た
も

の

に
な

っ
て
い
る
。
卓
抜

し
た
対
位
法

の
実
践
例
と

し
て
知

ら
れ

る
ピ

ア

ニ
ス
ト
、
グ

レ

ン

・
グ
ー

ル
ド

の
演
奏
ー

だ
け

に
は
と
ど
ま
ら
な

い
活

動

の
全
般
「

が
、
彼

の
傾

倒

し
て

い
た

マ
ー
シ

ャ
ル

・
マ
ク
ル
ー

ハ
ン

の
メ
デ
ィ
ア
論

に
結
び

つ
け
て
取
り
上
げ

ら

れ
て
き
た

の
が
、
そ

の
大
き

な
理
由

の

一
つ
で
あ

ろ
う
。

ま
た
、
特

に
最
近

の
カ

ル

チ

ュ
ラ
ル

・
ス
タ
デ

ィ
ー
ズ

の
隆
盛
と
と
も

に
、
並
列
性

、
複
数
性
、
相
補

性
な
ど
を

重
視
す

る

べ
く
、

「対
位
法

的
1ー
ポ

リ

フ
ォ
ニ
ッ
ク
」
な
観
点

が
注

目
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
て
き

て
も

い
る
。

た
だ
そ

の

一
方

で
、

「
対
位
法
」

は
頻
繁

に
引
き
合

い
に
出

さ
れ

る
音
楽
的
比
喩

の
域

を

い
ま
だ

出

て
い
な

い
よ
う

に
も

思
わ
れ

る
。

そ
こ

で
こ

の
試
論

で
は
、
そ

の
語
を

メ

デ
ィ
ア
論

的
概
念

と
し
て
位

置
づ

け
る
可
能
性
を
探

っ
て
み
た

い
。

第

-
節

で
は
、
ジ

ャ
ン
バ

ッ
テ
ィ
ス
タ

・
ヴ

ィ
ー

コ
の
修
辞
学

の
内

に

「
媒
介
」

作

用

に
関
す

る
先
駆
的
議
論

が
な
さ
れ

て
い
る

こ
と
を
確
認
す
る
。

第

2
節

で
は

、

マ
ー

シ
ャ
ル

・
マ
ク
ル
ー

ハ
ン
に
お

け
る
ヴ

ィ
ー

コ
受
容
と
、

そ

の

.有

田

亘

際
用

い
ら
れ
た

「
対
位
法
」
と

い
う
語

の
メ
デ
ィ
ア
論
的
含
意

に

つ
い
て
検
討
す
る
。

第
3
節

で
は
、

エ
ド

ワ
ー
ド

・
サ
イ
ー

ド

の
反
復

に
関
す

る
議
論
を
手

が
か
り

に
、

対
位
法

の
媒
介
的
性
格
に

つ
い
て
論
じ
る
。

第
4
節

で
は
、

グ
レ
ン

・
グ
ー
ル
ド
を
例

に
取
り
上
げ
、
対
位
法

を

メ
デ
ィ
ア
論
的

な
観
点

に
適
用
す
る
。

キ
ー

ワ
ー
ド

反
復
、
対
位
法
、

メ
デ

ィ
ア

対 位法とい うメデ ィァ377



は

じ
め
に

「対
位
法
(o
o
⊆
彗
Φ
6
0一彗
と

と

い
う
用
語
は
今
日
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ

っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
社
会
の
多
元
的
な
布
置
連
関
を
表
象
す
る
も
の
と
し
て
、
メ
デ
ィ
・

ア
論
の
分
野
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
卓
抜
し
た
対
位
法
の

実
践
例
と
し
て
知
ら
れ
る
ピ
ア
ニ
ス
ト
、
グ
レ
ン

・
グ
ー
ル
ド
の
演
秦
1
1
だ

け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
活
動
の
全
般
1

が
、
彼
の
傾
倒
し
て
い
た
M

・
マ
ク

ル

ー

ハ

ン

の

メ
デ

ィ

ア
論

に
結

び

つ
け

て
取

り

上

げ

ら

れ

て
き

た

の
は

、

そ

の

大

き

な

理

由

の

一
つ
で
あ

ろ
う

。

ま

た

最

近

は

カ

ル
チ

ュ
ラ

ル

・
ス
タ

デ

イ

ー

ズ

の
隆
盛

と

と

も

に

、

「対

位

法

的

1ー
ポ

リ

フ

ォ

ニ

ッ
ク
(o
o
p
昌
巷

⊆
⇒
富
一)」

な

観

点

が

注

目

さ

れ

る

よ
う

に
も

な

っ
て
き

て

い
る
。

た

だ

そ

の

一
方

で

「
対

位

法

」

は

、

し

ば

し

ば

「
多

声

音

楽

(O
o
帯
9

0
昌

)」

と
区
別
さ
れ
ず
に
l

M

・
パ
フ
チ

ン
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
か
ら
な
の
か
1

扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
見
て
と
れ
る
よ
う
に
、
頻
繁
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る

音
楽
的
比
喩
の
域
を
い
ま
だ
出
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
(た
だ
し
、
そ

の
錯
綜
し
た
社
会
性
が
多
く
の
場
合
、
音
楽
的
比
喩
に
よ

っ
て

「聴
き
取
ら
れ

る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
く
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と

え
ば
P

・
ギ

ル
ロ
イ
は

「
デ
イ
ア
ス
ポ
ラ

・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
ウ
ェ
ブ
」

を
バ
ン
グ
ラ
や
レ
ゲ

エ
と
い
っ
た
ブ
ラ
ッ
ク

・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
の
音
楽
に
見

出
し
て
お
り
、
H

・
バ
ー
バ
は
ト

ニ
・
モ
リ
ス
ン
の
小
説

『ビ
ラ
ヴ
ド
』
の
中

で
歌
わ
れ
る
黒
人
奴
隷
の
娘
の
鼻
歌
を
、
「
マ
ル
チ
ア
ク
セ
ン
ト
的
」
で

「共
約

不
可
能
性
」
を
持

っ
た

「
タ
イ
ム
ラ
グ
」
の

一
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
な
ど
。
(、))

と
は
い
え
、
こ
の
試
論
の
目
的
は
対
位
法
を
メ
デ
ィ
ア
論
的
概
念
と
し
て
精

783

緻
化
し
位
置
づ
け
る
こ
と
で
も
な
い
。
以
下
で
示
し
た
い
の
は
、
そ
の
比
喩
は

そ
も
そ
も
、
複
雑
な
図
像
的
レ
ト
リ
ッ
ク
の
駆
使
さ
れ
た
G

・・
ヴ
イ
ー
コ
の
理

論
を
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が
メ
デ
ィ
ア
論
的
に
読
み
替
え
る
際
に
用
い
た
も
の
だ

っ

た
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
理
論
は
グ
ー
ル
ド

に
よ
っ
て

「対
位
法
的
ラ
ジ
オ
」
を
制
作
す
る
際
に
参
照
さ
れ
た
、
と
い
っ
た

こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
論
的
過
程
の
検
討
を
通
じ
て
浮
び
上
が

っ
て

く
る
の
は
、
対
位
法
が
そ
れ
自
体
、
メ
デ
ィ
ア
論
の
重
視
す
る
並
列
性

・
複
数

性

・
相
補
性
な
ど
の
概
念
を
浮
上
さ
せ
る

"媒
介
"
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
て
い

る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
は
あ
る
意
味
、
グ
ー
ル
ド
と
ヴ
イ
ー

コ
を
対
位
法
的
観
点
か
ら
結
び
つ
け
て
論
じ
て
み
せ
た
E

・
サ
イ
ー
ド
が
言
う

と
こ
ろ
の

「旅
す
る
理
論
(け蕁
く
Φ
一ヨ
ゆq
島
Φo
蔓
)」
の
試
み
と
言
え
る
か
も
し
れ

な
い
。

1

ジ

ャ

ン

バ

ッ

テ

ィ

ス

タ

・
ヴ

ィ

ー

コ

「
最

近

は
、

[
オ

ー
ギ

ュ
ス
ト

・
コ
ン
ト

か
ら

]

さ

ら

に

さ
か

の
ぼ

っ
て

、

ナ

ポ

リ

の
修

辞

学

者

ジ

ャ

ン

バ

ッ

テ

ィ

ス
タ

・
ヴ

ィ

ー

コ
を

社
会

学

の
創

始

者

と

す
る
と

い
う
声
な
ど
も
あ
る
よ
う
だ
が
」
(、)、
言
葉
の
ー

「媒
介
」
と

い
う

語
も
含
め
て
1

原
義
に
さ
か
の
ぼ
る
修
辞
学
的
探
究
の
中
に
、
「広
義
の
メ
デ

ィ
ア
論
」
的
思
考
の
原
型
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

デ
カ
ル
ト
派
の
合
理
的
方
法
論
が
優
勢
だ

っ
た

一
入
世
紀
当
時
に
あ

っ
て
、

ヴ
ィ
ー
コ
が
力
説
し
た
こ
と
の

一
つ
は
、
ク
リ
テ
ィ
カ
(o
脱三
8
)に
対
す
る
ト
ビ



カ
(8
窟
$
)の
本
源
的
先
行
と

い
う
も
の
だ

っ
た
。
物
事
の
真
偽
を
判
断
す
る
の

も
重
要
だ
が
、
事
柄
の

「本
性
か
ら
し
て
」
、
そ
の
前
に
当
の
判
断
の
た
め
の
論

拠
(帥
N触四〇
bP①
P
けO)の
在
り
場
所
(8
0
0の)が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

つ
ま
り
真
理
性

の
判
断
術
よ
り
も
論
点
(8
窟
o)の
発
見
術
の
方
が
優
先
さ

れ
る
べ
き
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る

晝
。

そ

の
際

彼

は

、

〈
鋤
§

§
Φ
韓

o
>
と

い
う

の
は

、
普

通

そ
う

取

ら
れ

て

い
る
よ

う

な

単

な

る

〈
鋤
丶
晦
竃
謹

Φ
ミ

無

ご

(証

拠

の

配

列

)
〉

の

こ

と

で
は

な

く

、

〈
簡
磧

§

Φ
ミ

§

(論

点

)
〉

の

こ
と

で
あ

る

と

述

べ

て

い
る
。

ス

コ
ラ
論

理
学

で
は
三
段
論
法
で
用
い
ら
れ
る

〈
§
Φ匙
自白

(中
名
辞
)
〉
と
同
義
と
さ
れ
る
そ

の
語
に
あ
え
て
結
び

つ
け
、
し
か
も
そ
れ
が

「提
起
さ
れ
た
問
題
の
二
つ
の
観

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

念
を
統

一
す
る
た
め
に
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
第
三
の
観
念
」
で
あ
る
と
念
を

押
し
て
さ
え
い
る
彼
の
込
め
た
修
辞
学
的
意
図
に
は
、
注
目
し
な
い
わ
け
に
は

い
か
な

い
(、り。

中
名
辞
を
介
し
て
異
な
る
も

の
同
士
を
関
連
づ
け
る

"媒
介

"
作
用
が
そ
こ

で
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
実
際
ヴ
イ
ー
コ
は
、
「互
い
に
離
れ
た
と

こ
ろ
に
あ
る
相
異
な
る
こ
と
ど
も

を
ひ
と

つ
に
結
合
す
る
能
力
」

で
あ
る

〈
貯
晦
Φb
ご
鳶

(イ
ン
ゲ

ニ
ウ
ム
、
構
想
力
)
〉
の
持
ち
主
が

く
働
礒
ミ
丶
(鋭
敏
な

人
)
V
た
ち
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
彼
ら
が
身
に
つ
け
て

い
る

〈
鋤
お

ミ

§

(鋭

敏

さ

)
〉
こ

そ
が

〈
勘
お

に
§
Φ
ミ

竃
白

〉
の
語

源

で
あ

り

、

「鋭
角
」
を
表
す
幾
何
学
的
な
言
い
回
し
に
由
来
す
る
そ
の
語
は
、
全
く
異
な
る

(が
ゆ
え
に
関
連
づ
け
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
)
物
事
の
問
に
あ
ざ
や

か
な
関
係
性
を
見
出
す
機
知
の
鋭
さ

・
敏
速
さ
を
意
味
し
て
い
る

〔5)。
そ
れ
ゆ

え
ヴ
イ
ー
コ
に
と

っ
て
ト
ピ
カ
の
本
質
は
、
複
数
の
線
分

(脈
絡
)
を
鋭
く
交

わ
ら
せ
る
こ
と
、
そ
の
交
点

(論
点
)
を
機
敏
に
発
見
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

逆
に
言
え
ば
、
〈
証
拠
の
配
列
〉
に
よ

っ
て
論
理
的
に

一
貫
し
た
連
続
性
を
厳

密
に
た
ど
ろ
う
と
す
る
ク
リ
テ
ィ
カ
は
、
他
と
交
わ
る
こ
と
の
な
い

一
本
の
直

線
を
た
だ
引
き
伸
ば
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
鈍
く
て
遅
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
よ
う
な
思
考
は
語
の
原
義
、

つ
ま
り
起
源
に
お
け
る
真
実
に
直
接
到
達
で

き
る
と
い
う
、
ヴ
イ
ー
コ
に
言
わ
せ
れ
ば

「う
ぬ
ぼ
れ
(び
〇
二
蝉)」
に
と
ら
わ
れ

て
い
る
た
め
で
あ
る

亙
。
だ
が
神
な
ら
ぬ
人
間
は
真
実
を
知
る
こ
と
は
で
き
ず
、

〈
匙
≦
.憙

奴

(占

う

)
>
1

こ
れ

が

〈
ミ

ミ
駐

欝

(神

性

)
〉
の

語

源

で

あ

る
I

I

こ
と

し

か

で
き

な

い

.̂、
〕。

む

し

ろ
起

源

探

究

の
試

み

は

、

「
ト

ピ

カ
」

と

い

う

言

葉

自

体

が

そ

う

で
あ

る

の
と

同
様

に

、

い
た

る
と

こ

ろ

で

錯

綜

し

た
隣

接

性

、

並

列
性

、

相
補

性

を

見

出
す

こ
と

に
な

る
だ

ろ
う

。

ヴ

ィ

ー

コ
の
修

辞

学

的

探
究

は

語
源

に
素

直

に
さ

か

の
ぼ

ろ
う

と

し

て
.い

る

わ
け

で
は

な

い
。

直

接

的

11
無

媒
介

(帥b
Pb
P
Φ
ハμ
一⇔
け
Φ
)な

真

実

の
不

可

知

を

前
提

せ

ざ

る
を

え
な

い
の
は

、
彼

の
言
う

「
諸

国

民

の
世
界

(ヨ
o
民

o
仙
Φ
一一①
蠧

N
δ
三
と

つ
ま

り

わ

れ

わ

れ

人

間

の

"社

会

"

の

「
自

然

本

性

(⇒
鋤
け
⊆
門
9
)」

な

の

で
あ

っ

て
、

だ

が

そ
う

で
あ

る

か

ら

こ
そ

、

間

接

的

11
媒

介

的

(ヨ
Φ
集
9。
け
Φ
)で

し

か
あ

り

え
な
い
思
考
が
ま
さ
し
く
、
社
会
を
確
実
に
l
l
古
六実
に
で
は
な
ー

(8)知

る
た
め
の
唯

一
の
方
法
と
し
て
導
か
れ
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
主
著

『新
し

い
学
』
は
、
「「そ
の
よ
う
に
し
て
思
考
し
、
ま
た
自
分
の
考

尺
て
い
る
こ
と
を
説

明
す
る
し
か
な
か

っ
た
、
す
べ
て
の
異
教
諸
国
民
に
共
通

の
本
性
上

の
必

然
」
(,v
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
ト
ピ
カ
的
思
考
を
行
う

く
鋭
敏
な
人
々
V
と
し
て
、
ヴ
ィ
ー
コ
が

対位法 とい うメデ ィァ379



旦
ハ体

的

に
想

定

し

て

い
る

の
は

、

ま
ず

は

機

械

的
諸

技

芸

(9
『
け
Φ
ω
b
PΦ
0
び
9
づ
一〇
四
①
)

の
分
野
で
様
々
な
発
明

・
発
見
を
行

っ
て
き
た

〈
ざ
晦
謦

Φ
さ
.
(技
師
)
〉
た
ち

で
あ
る

.恥

.。

つ
ま
り

〈
イ

ン
ゲ

ニ
ウ
ム
〉
と
は
、
ガ
リ
レ
イ

の
天
体
観
測
、

ダ

・
ヴ
イ
ン
チ
の
芸
術
、
ウ
ォ
ー
バ
ン
の
築
城
術
、
フ
ッ
ク
の
顕
微
鏡
、
ハ
ー

ヴ

ェ
イ
の
医
学

.
生
理
学
な
ど
、
当
時
の

「新
し
い
科
学
(口
⊆
O<
蝉
ω〇
一Φ
P
NΦ
)」

を
支
え
た
機
械
学
上
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
能
力
を
意
味
し
て
い
る

璽

の
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
ヴ
イ
ー
コ
の
中
に
は
今
日
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
論
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
な
、
技
術
を
媒
介
し
た
思
考

の
先
駆
的
業
績
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と

い
う

の
も
、
薪
し
い
科
学
の
機
械
学
的
思
考
を
支
え

て
い
る
の
は
、
ク
リ
テ

ィ
カ
ル
な
代
数
的
方
法
で
は
な
く
、
「鋭
い
」
の
言
葉
遣
い
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
幾
何
学
的
な
方
法
論
だ
か
ら

で
あ
る
。
図
形
の
空
間
的
布
置
連
関
を
扱
う

幾
何
学
は
、
連
鎖
的
で
順
序
だ

っ
た
時
間
性
で
は
な
く
空
間
の
場
所
性
に
基
づ

く
ト
ピ
カ
ル
な
認
識
の
基
礎
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
ヴ
ィ
ー
コ
に
と

っ
て
の
新
し
い
科
学
に
相
当
す
る
の
は
修
辞
学
、
つ

ま
り
言
語
を
駆
使
す
る
機
械
的
技

術
で
あ

っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と

『新
し
い
学
(ω
9
Φ冒
9。
巨

o〈
鋤
)』
は
、

一
見
そ
う
見
え
る
よ
う
な
、
レ
ト
リ
カ
ル

な
語
源
探
索
の
絢
爛
た
る
し
か
し
無
意
味
な
羅
列
な
の
で
は
な

い
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
こ
で
企
図
さ
れ
て
い
た
の
は
言
語
を
ト
ピ
カ
ル
な
空
間
認
識
に
動
員
す

る
こ
と
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
社
会
は
文
字
通
り

「社
会
空
間
」

と
し
て
表
象
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
言
語
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
介

し
た
社
会
制
作
の
学
ー
i
文
字
通
り
の
意
味
に
お
け
る
詩
学
(O
oΦ
け一〇
〉ー
1
と
し

て
の
修
辞
学
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。

『新
し
い
学
』

の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た

一
枚

の
口
絵
と
そ
れ
に
付
さ
れ
た
序

文
に
、
そ
の
現
れ
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
神
の
目
か
ら
出
た

一
条
の
光

803

が
、
頭
に
翼
を
生
や
し
た
女
神
で
あ
る
形
而
上
学
に
反
射
し
、
盲
目
の
ホ
メ
ロ

ス
像
を
照
ら
し
出
す

一
方
、
形
而
上
学
の
両
足
は
天
球

(儀
)
に
、
そ
の
天
球

は
祭
壇
に
支
え
ら
れ
て
い
る
…
云
々
。

こ
う
し
た
複
雑
な
比
喩
に
彩
ら
れ
た
空
間
的
表
象
は
、
そ
の
認
識
や
伝
達
に

視
覚
的
水
準
を
持
ち
込
む
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
バ
ロ
ッ
ク
期
に
あ

っ
た
当
時
、

認
識
の
基
礎
と
な
る
感
覚
は
聴
覚
か
ら
視
覚

へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
り
、
ヴ
ィ
ー

コ
に
限
ら
ず
寓
意
的
な
絵
画

・
図
像
で
何
か
を
説
明
す
る
の
は
あ
る
種

の
流
行

と
な

っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
上
村
忠
男
に
よ
れ
ば
、
当
時
視
覚
的

表
象
は

〈
に
匙
Φ
儀
ミ
息

(有
益
な
も
の
を
甘
美
な
も
の
と
す
る
)
〉
よ
う
な
あ
る

種
の

「直
截
性
」
を
有
し
て
い
る
も
の
と
見
な
さ
れ
た
。

つ
ま
り
視
覚
的
表
象

は
、
ぱ

っ
と
見
て
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
な
説
得
的
な
訴
求
力
を
持

っ
て
い
る
と
同

時
に
、
歴
史
的

・
時
間
的
に
も
複
雑
で
錯
綜
し
た
社
会
的
連
関
の
全
体
を

コ

挙
総
覧
性
」
を
も

っ
て
把
握
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
敏
速
で
鋭

い
認
識
を
も

た
ら
す
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
ト
ピ
カ
的
な
思
考
は
、
社
会
空
間

の
複
数
性

・
並
行
性
を
通
覧
す
る
鋭
い
視
点
"
論
点
を
見
出
す
眼
差
し
の
思
考

で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

2
。

た
だ
し
、
ま
さ
し
く

「
バ
ロ
ッ
ク
」
的
に
歪
曲
し
錯
綜
し
た

「深
さ
」
を
と

も
な
う
ヴ
ィ
ー
コ
の
社
会
空
間
を
、
視
覚
的
な
直
截
性
11
直
接
性
に
無
媒
介
に

結
び
つ
け
る
べ
き
か
ど
う
か
に
は
、
た
し
か
に
議
論
の
余
地
が
生
じ
る
こ
と
に

な
る
Q



2

マ

ー

シ

ャ

ル

・

マ

ク

ル

ー

ハ

ン

ヴ

ィ
ー

コ
の
ト

ピ

カ
的

な

思

考

を

、

マ
ク

ル

ー

ハ
ン
は

『グ

ー

テ

ン

ベ

ル
ク

の
銀
河
系
』
の
中
で

「対
位
法
的
」
と
ー

±
日
楽
的
、
そ
れ
ゆ
え
聴
覚
的
に
ー

形
容
し
た
。

ヴ
イ
ー

コ
は
歴
史
の
時
間
構
造
を

「線
形
的
で
は
な
く
、
対
位
法
的
」
に
と

ら
え
た
の
だ

っ
た

「歴
史
は
単
線

で
は
な
く
、
複
線
に
そ

っ
て
展
開
し
て
ゆ

く
も
の
と
し
て
た
ど
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
…
…
」
ヴ
ィ
ー
コ
に
と

っ
て

す
べ
て
の
歴
史
は
同
時
代
的
も
し
く
は
同
時
発
生
的
で
あ
り
、
ジ
ョ
イ
ス
な

ら
付
言
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
同
時
性
は
全
経
験
の
同
時
的
貯
蔵

庫
で
あ
る
言
語
そ
れ
自
体
の
性
質

に
由
来
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
ヴ

ィ
ー
コ
に
お
い
て
は
、
事
件

の
繰
り
返
し
の
観
念
は

「諸
国
民
の
時
間
的
経

過
の
レ
ヴ

ェ
ル
」
で
は
と
ら
え
ら
れ
ず
、
も

っ
と
根
源
的
な
人
間
の
条
件
の

中
で
と
ら
え
ら
れ
る
。
「
〔す

べ
て
を
同
時
存
在
的
に
と
ら
え
る
〕
摂
理
の
確

立
が
普
遍
的
歴
史
の
可
能
性
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
観
念
の
中

で
は
人
間
の
精
神
の
す
べ
て
が
自
分
に
対
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
理
論
に
お
い
て
は
、
中
心
的
位
置
を
占
め
る

く
回
帰
V
は

〔単
線
的
時

間
上
の
繰
り
返
し
で
は
な
く
〕
.入

間
精
神

の
観
念
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
そ
れ
自
体
の
持

つ
歴
史
性
と
完
全
に
調
和
し
た
行
為
の
中
で
、
そ

れ
自
体
、
過
去
、
現
在
、
未
来
を
所
有
す
る
。
」
へB)

「対
位
法
」
と
は
、
音
楽
の
水
平
的
な
変
化
を
垂
直
的
に
調
和
時
協
和
さ
せ

る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
点
対
点
(O
O
⊆
⇒
け①民
b
O
一】Pけ)の
対
応
づ
け
の
原
理
で
あ
る
。

つ
ま
り
複
数
の
旋
律
を

一
つ
に
束
ね
、
和
声
的
に
ま
と
め
上
げ
る
技
法
な
い
し

様
式
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
垂
直
的
次
元
で
の
対
応
が
優
勢
な
場
合
ホ

モ
フ
ォ
ニ
ー

(和
声
音
楽
)
が
生
じ
、
水
平
的
次
元
で
の
対
応
が
優
勢
な
場
合

ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー

(多
声
音
楽
)
が
生
じ
る
が
、

一
般
に
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
音

楽
ほ
ど
対
位
法
の
効
果
は
大
き

い
。
相
互
に
独
立
し
た
複
数
の
旋
律
線
が
絡
み

合

い
、
音
楽
が
編
み
目
模
様
を
…織
り
な
し
な
が
ら
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
異
質
な
も
の
を
並
存
さ
せ
た
上
で

「す
べ
て
を
同
時

存
在
的
に
と
ら
え
る
」
あ
る
種
の
並
列
処
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

意
味
で
対
位
法
は
ト
ピ
カ
的
な
相
互
補
完
的
関
係
を
そ
の
本
質
に
置

い
て
い
る

こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

「単
線
で
は
な
く
複
線
」
と
い
う
言
葉
は
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ

し
て
実
際
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
議
論
は
ヴ
ィ
ー
コ
同
様
、
あ
る
種

の
空
間
的
思

考
に
貫
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「人
間
拡
張
と
し
て
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」

と

い
う
概
念
は
身
体
性
の
空
間
的
拡
張
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
し
、
「グ
ロ
ー
バ

ル

・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
」
の
構
想
は
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ッ
ク

・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
放
送

の
同
時
的
拡
散

(に
よ
る
人
間
の
相
互
依
存
的
結
合
)
を
想
定
し
て
い
る
、
と

い
う
よ
う
に
。
た
だ
し

「声
の
文
化
」
を
偏
愛
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
も
あ

っ
た

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
ヴ
ィ
ー
コ
と
は
異
な
り
空
間
性
を
視
覚
的
に
で
は
な

く
聴
覚
的
に
表
象
し
よ
う
と
す
る
。
彼
に
と

っ
て
の
社
会

(空
間
)
は
対
位
法

的
に

「複
数

の
要
素
が
共
鳴
し
あ
う
世
界
」
〔艮
)
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

そ
う
し
た
対
位
法
的
音
響
空
間
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
宗
教
性
と
の
間
に
親

和
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
対
位
法
は
、
ト

ピ
カ
的
な
側
面
の
ほ
か
に
、
神
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
た
か
の
よ
う
な
細
部
に
わ

対位法 とい うメデ ィァ381



た
る
厳
密
な
規
則
が
存
在
す
る
作
曲
技
巧
と

い
う
側
面
に
よ

っ
て
も
特
徴
づ
け

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
対
位
法
が

}
六
世
紀
、
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ

ク
な
教
会
音
楽
が
全
盛
期
を
迎
え

て
い
た
頃
に
高
度
な
完
成
の
域
に
達
し
た
こ

と
と
お
そ
ら
く
は
無
縁
で
は
な
い
。

「デ
ィ
ア
ボ
ル
ス

・
イ
ン

・
ム
ジ
カ

(音
楽

の
悪
魔
)」

つ
ま
り
規
則
違
反
を
完
璧
に
排
除
す
る
形
で
達
成
さ
れ
る
対
位
法
音

楽
の
極
度
の
複
雑
さ
と
整
然
と
し
た
構
成
美
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
声
部
、
あ
ら
ゆ

る
瞬
間
、
あ
ら
ゆ
る
休
止
が
書
き

つ
く
さ
れ
、
吟
味
し
つ
く
さ
れ
、
計
算
さ
れ

つ
く
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
と

い
っ
た
、
い
わ
ば
宇
宙
的
秩
序
の
構
築
を
志
向
す

る
か
の
よ
う
な
と
.こ
ろ
が
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
西
洋
音
楽
史
の
中
で
対
位
法
の
理

念
は
、
あ
る
種
宗
教
的
な
意
味
で

の
崇
拝
の
対
象
に
ま
で
昇
華
す
る
こ
と
に
な

る
。
ト
ー
マ
ス

・
マ
ン
の
長
編
小
説

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
博
士
』
の
主
人
公
、
ア
ド

リ
ア
ン

・
レ
ヴ

ァ
ー
キ
ユ
ー
ン
が
理
解
し
た
よ
う
に
、
対
位
法
を
修
め
る
こ
と

は
、
あ

る
意
味
で
神
を
演
奏
す
る
こ
と
と
同
義
な
の
で
あ
る

〔巧)。
高
度
に
洗
練

さ
れ
た
対
位
法
は
音
の
完
璧
な
配
置
で
あ
り
、
時
空
間
の
普
遍
的
な
支
配
に
ほ

か
な
ら
な

い
。

し
か
も
そ
う
し
た
支
配
の
構
造

の
基
礎
に
据
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
音
の
協

和
的
関
係
と

い
う
極
め
て
シ
ン
プ

ル
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
の
宇
宙

的
調
和
は
複
数
の
音
が
協
和
音
と
な

っ
て
響
き
合
う

「同
時
性
」
と
し
て
聴
き

取
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
そ
し
て
メ
デ
ィ
ア

・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
未
来
を
預
言
す

る
中
で
、
「普
遍
的
理
解
と
統

一
の
状
態
を
技
術
的
に
作
り
出
す
」
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
て
い
た
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
念
頭
に
あ

っ
た
の
も
、
「教
会
の
ミ
サ
で
響

く
声
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
あ

る
種
の
共
同
体
的
社
会
空
間
だ

っ
た
。
浜
日

出
夫
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば

、
「
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が

『グ
ロ
ー
バ
ル
・ヴ
イ

レ
ッ
ジ
』
の
中
に
見
て
い
た
の
は
、
い
わ
ば

『電
気
の
教
会
』
で
あ

っ
た
。」
(哲

し
か
し
こ
こ
で
、
社
会
空
間
を
視
覚
的
に
表
象
す
る
の
と
同
種

の
問
題
が
、

聴
覚
的
表
象
を
通
じ
て
よ
り
鮮
明
に
浮
上
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

複
雑
に
錯
綜
し
た
対
位
法
の
空
間
性
を
協
和
的
音
響
の
同
時
性
と
し
て
、
直
接

性
に
還
元
す
る
形
で
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と

い
う
問
題
で
あ

る
。
対
位
法
が
高
度
に
駆
使
さ
れ
た
楽
曲
の
構
造
は
、
あ
ま
り
に
複
雑
す
ぎ
て

聴
覚
的
に
聴
き
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
ば
し
ば
楽
譜
に
よ
っ
て
視
覚
的
に
把

握
せ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
す
ら
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
神
な
ら
ぬ
人
間
の
、
そ

れ
ゆ
え
多
分
に
世
俗
的
で

「異
教
徒
的
(σq
Φ
p
窪
Φ)」
な
社
会
を
思
考
し
た
ヴ
子

i

コ
の
媒
介
的
方
法
論
を
、
神
の
無
媒
介
な
顕
現
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
は
た

し
て
妥
当
だ
ろ
う
か
。

3

エ

ド

ワ

ー

ド

・
サ

イ

ー

ド

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が

「対
位
法
」
と
い
う
音
楽
的
比
喩
を
持
ち
込
ん
だ
こ
と
か

ら
生
じ
て
く
る
議
論
に
は
、
別
の
観
点
か
ら
の
も
の
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
ヴ
イ

ー
コ
は
社
会
を
空
間
性
に
還
元
し
て
論
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「ヴ
イ
ー
コ
が
記
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
歴
史
の
経
過
で
は
な

い
。

い
や
、
…
歴
史
の
経
過
だ
け
で
は
な
い
。
言
語
が
あ
ら
ゆ
る
時
代
、
あ
ら
ゆ
る

国
で
生
ま
れ
て
は
進
化
し
て
い
く
、
そ
の
た
え
ざ
る
反
復
の
条
件
を
記
述
し
よ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
曾
」
ウ
ン
ベ
ル
ト

・
エ
ー
コ
が

『完
全
言
語
の
探
究
』

の
中
で
こ
う
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
『新
し
い
学
』
は
諸
国
民
の
歴
史
と
い
う
時

間
的
な
主
題
を
扱

っ
た
著
作
で
あ
り
な
が
ら
、
歴
史
の
経
過
を
記
述
す
る
の
で

382

'



は
な
く
、
通
時
性
を
空
間
性
に
置
き

換
え
る
よ
う
な
特
異
な
現
象
の
成
立
条
件

を
記
述
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
ヴ
ィ
ー
コ
が

「過
程
と
回
帰

(oO
民邑

Φ
村同8
透

と

と
呼
ん
で
い
る
、
反
復
の
成
立
条
件
を
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
エ
ド
ワ
ー
ド

・
サ
イ
ー
ド
が

「反
復
に
つ
い
て
」
と
題

さ
れ
た
ヴ
ィ
ー
コ
論
で
よ
り
明
確
に
論
じ
て
い
る
.、)。
「過
程
と
回
帰
」
は
、
い

か
な
る
歴
史
的
事
象
も
そ
れ
以
前

(あ
る
い
は
以
後
)
に
遡
れ
る
ー

そ
れ
ゆ

え
遡
航
に
よ
っ
て
は
い
か
な
る
認
識

(起
源
)
へ
も
到
達
し
え
な

い
ー

と
い

う
歴
史
の
厳
然
た
る
本
質
に
対
す
る
認
識
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
従
来
の
起
源
遡
行
的
な
歴
史
認
識

の
前
提
の
無
効
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま

り
あ
ら
ゆ
る
事
象
は

「生
じ
(8
目
Φ
ぎ
8

ぴ
Φ5
0q
荐

在
を
受
け
継
ぐ
)、
様
々
な

方
向
に
展
開
し
、
数
多
く
の
絶
頂
と
衰
退

へ
と
移
行
し
、
再
び
始
め
る
」
よ
う

な
無
限
連
鎖

へ
と
置
き
換
え
ら
れ
ざ

る
を
え
な

い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
前
提

を
置
い
た
場
合
、
各
々
の
事
象
は
必
然
的
に
、
そ
の
前
後
の
事
象
を
媒
介
す
る

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う

篳
。

そ
れ
ゆ
え
空
間
的
布
置
連
関
の
思
考
と
し
て
の
ヴ
イ
ー
コ
の
学
説
は
、
そ
の

中
に
時
間
性
を
織
り
込
ん
で
も
い
る

の
で
あ
り
、
反
復
の
時
間
的
技
法
と
し
て

表
象
さ
れ
る
べ
き
側
面
も
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼

の
修
辞
学
が
語
源
探
究

の
無
限
連
鎖
を
こ
と
さ
ら
繰
り
返
し
積
み
重
ね
て
い
る
こ
と
の
う
ち
に
、
反
復

の
継
続
性

・
並
行
関
係

・
隣
接
性

・
相
補
性
に
対
す
る
ヴ
ィ
ー
コ
の

「鋭
敏
な
」

意
識
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、

一
貫
し
た
時
間
的
連
続
性
の
も

と
で
と
ら
え
ら
れ
た
歴
史
が
経
験
の
直
接
的
11
無
媒
介
な
再
結
合

(起
源
遡
行
)

を
志
向
す
る
と
す
れ
ば
、
反
復
は
何
も
の
か
を
媒
介
に
し
た
練
り
直
し
と
再
配

置
に
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
反
復
は
そ
の
内
部
に
あ
る

種
の
ア
イ

ロ
ニ
ー
を
帯
び
て
い
る
。
同
じ
物
事
の
繰
り
返
し
で
あ
り
な
が
ら

一

貫
し
た
連
続
性
は
維
持
で
き
ず
、
あ
る
事
象
と
あ
る
事
象
の
不

一
致
は
む
し
ろ
、

反
復
を
重
ね
る
た
び
に
増
大
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
こ
の
点
に
お
い
て
、
反
復
の
線
形
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
単
線
的
で
な

い
複
線
的
な
相
互
補
完
関
係
が
見
出
さ
れ
る
の

は
同
時
的
空
間
に
並
存
し
て
い
る
も
の
だ
け
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

を
。
反
復
に
よ

っ
て
生
じ
る
類
似
し
て
い
な
が
ら
差
異
を
孕
ん
だ
断
片
的
事
象

の
連
鎖
は
、
時
間
軸
に
沿

っ
た
並
列
性
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
そ
れ
は
ま
た
、
時
間
性
の
中
に
空
間
性
を
織
り
込
ん
で
も
い
る
こ
と
も
指

摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
空
間
性
は
布
置
連
関

(場
所
性
)

に
よ
る
以
外
に
も
、
『新
し
い
学
』
の
口
絵
に
あ
る
神
の
目
か
ら
出
た
光
が
形
而

上
学
で
反
射
し
間
接
的
に
ホ
メ
ロ
ス
像
に
達
す
る
よ
う
な
、
時
間
的
遅
れ
と
し

て
も
表
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

サ
イ
ー
ド
は
こ
の
よ
う
な
時
間
的
遅
れ
を
、
絵
画
や
図
像
に
よ

っ
て
視
覚
的

に
表
象
す
る
の
で
は
な
く
、
音
楽
に
よ

っ
て
聴
覚
的
に
表
象
し
よ
う
と
す
る
。

そ
こ
で
は
ヴ
ィ
ー
コ
の
バ
ロ
ッ
ク
的

「深
さ
」
を
と
も
な

っ
た
空
間
は
、
「複
数

の
声
の
共
鳴
す
る
世
界
」
と
し
て
、
た
だ
し
発
せ
ら
れ
た
声
が
遅
れ
と
歪
み
を

と
も
な

っ
て
反
響
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
聴
覚
的
空
間
と
し
て
立
ち
現

れ
る
。

そ
れ
が
、

一
定
の
音
の
連
な
り

(旋
律
)
が
少
し
ず

つ
変
貌
し
な
が
ら
羅
列

さ
れ
て
い
く
変
奏
曲
、
-あ
る
い
は
そ
れ
を
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
技
法
と
し
て
洗

練
さ
せ
、
各
声
部
が
互
い
を
追
い
か
け
合
う
よ
う

に
模
倣
と
変
化
を
繰
り
返
す

フ
ー
ガ

(遁
走
曲
)
の
よ
う
な
対
位
法
的
音
楽
形
式
で
あ
る
。
彼
が
特
に
そ
の

対位法 とい うメデ ィァ383



最
た
る
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
J

・
S

・
バ
ッ
ハ
の

『ゴ
ー
ル
ト

ベ
ル
ク
変
奏
曲
』
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
基
本
主
題
と
な
る
旋
律
が
様

々
に
精
緻
な
変
化
を
遂
げ
な
が
ら
反

復
さ
れ
、
最
終
的
に
最
初
と
全
く
同

一
の
主
題
が
回
帰
し
て
終
わ
る
と

い
う
あ

る
意
味
で
は
極
め
て
静
態
的
な
構

造
が
形
作
ら
れ
る
。
だ
が
そ
の
神
的
な
秩
序

を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
は
、
反
復

の
活
用
に
よ
る
緊
張
関
係
で
あ
る
。
同
じ
主

題
の
反
復
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
変
奏
は
自
ら
の
同

一
性
の
内
に
完
結
す

る
こ
と
は
な
く
、
た
え
ず
次

の
変
奏
を
準
備
せ
ざ
る
を
え
な

い
。
そ
の
変
化
を

導
く
駆
動
力
は
自
ら
に
先
行
す
る
変
奏

に
よ

っ
て
準
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
し
て
ま
た
自
ら
も
互
い
に
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
前
後
の
変
奏
を
ひ
と
つ
に

結
び
つ
け
る
と
い
う
媒
介
作
用
を
担

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

4

グ

レ

ン

・
グ

ー

ル

ド

対
位
法
は
こ
の
よ
う
に
、
時
間
的
継
続
性
を
織
り
込
ん
だ
並
列
処
理
と
し
て

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
よ
り
純
粋
な
形
で
提
示
し
て
み

せ
た
の
が
、
サ
イ
ー
ド
も
言
及
し
て
い
る
と
お
り
、
『ゴ
ー
ル
ト
ベ
ル
ク
変
奏
曲
』

の
比
類
な
い
演
奏
を
行

っ
た
グ
レ
ン

・
グ
ー
ル
ド
で
あ
る
ρ

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
生
涯
を
通
じ
て
対
位
法
に
こ
だ
わ
り
続
け
た

グ
ー
ル
ド
は
、
特
定
の
時
間

・
空
間
的
状
況
に
拘
束
さ
れ
る
コ
ン
サ
ー
ト
の

「死
」
を
宣
告
し
て
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ

・
ス
タ
ジ
オ
に
引
き
こ
も
り
、
録
音
編
集

技
術
を
駆
使
し
た
理
想
的
演
奏
、
す
な
わ
ち
レ
コ
ー
ド
を
無
限
に
再
生
産
す
る

道

へ
と
進
ん
だ
。
そ
の
特
異
な
経

歴
の
最
初

(
一
九
五
五
年
)
と
最
後

(
一
九

八

一
年

)

に
、

象

徴

的

に
も

位

置

し

て

い
る

の
が

『ゴ

ー

ル
ト

ベ
ル

ク
変

奏

曲

』

で
あ

る
が

、

こ

の

エ
.レ

ク

ト

ロ

ニ

ッ
ク

・
メ

デ

ィ

ア

に
よ

る
あ

る
種

の

「人

間

拡

張

」

に
は

、

ト

ロ

ン
ト

で

一
時

期

彼

の
隣

に
住

ん

で

い
た

マ
ク

ル

ー

ハ
ン

か

ら

の
影

響

が

働

い
て

い
る
。

そ

の

こ
と

の
顕
著

な

現

れ

を

、

グ

ー

ル
ド

が

制

作

し

た

ラ

ジ

オ

・
ド

キ

ュ

メ

ン
タ
リ
ー

『北
の
理
念
』
に
1

彼
の
レ
コ
ー
ド
演
奏
よ
り
も
む
し
ろ
1

見

る
こ
と
が
で
き
る
。
「蓄
音
機
の
世
界
に
真
に
電
気
的
な
充
電
を
ほ
ど
こ
し
た
の

は
、
ラ
ジ
オ
」
で
あ
り
、
「蓄
音
機
が
機
械
的
特
性
と
真
に
断
絶
し
」

エ
レ
ク
ト

ロ
ニ
ッ
ク

・
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
特
性
を
引
き
出
す
に
い
た

っ
た
の
は

「
テ
ー

プ
レ
コ
ー
ダ
ー
が
使
用
可
能
に
な

っ
た
と
き
で
あ
る
」
蓼
と
考
え
て
い
た
点
で

グ
ー
ル
ド
は
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
を
踏
襲
し
て
い
た
。

制
作

の
き

っ
か
け
と
な

っ
た
の
は
、
ラ
ジ
オ
で
放
送
さ
れ
る
言
葉
は

「
マ
ク

ル
ー
ハ
ン
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
つ
な
が

っ
て
線
形
的
に
」
聞
こ
え
て
し
ま

い
、

「平
面
的
に
」
聞
こ
え
な
い
、
と
い
う
当
時
の
ラ
ジ
オ
放
送
で
使
う
こ
と
の
で
き

た
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
彼
が
感
じ
て
い
た
不
満
だ

っ
た

毎
。
複
数
の
声
が

「同
時
に
」

聞
え
る
と

い
う
よ
う
な
こ
と
が
な
い
、
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
は
い
え
グ
ー

ル
ド
は
複
数
の
声
が
共
鳴
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
ラ

ジ
オ
が

「グ
ロ
ー
バ
ル

・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
」
の
よ
う
な
終
末
論
的
な
秩
序
構
造
を

裏
切
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
意
識
し
て
い
た
。
彼
に
と

っ
て
、

エ
レ
ク
ト
ロ
ニ

ッ
ク

・
メ
デ
ィ
ア
は
結
合
で
は
な
く
、
む
し
ろ
異
化
的
な
距
離
を
様
々
に
構
成

す
る
が
ゆ
え
に
重
要
な
も
の
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る

蓼
。

む
し
ろ
彼
が
感
じ
取

っ
て
い
た
の
は
、
テ
ー
プ
と
い
う

メ
デ
ィ
ア
が
元
々
持

っ
て
い
る
、
「線
と
し
て
分
離
す
る
方
向
」
に
向
か
う
性
質
だ

っ
た
と
言
え
る
だ

3



ろ
う
。
最
初
彼
は

一
本
の
テ
ー
プ
を

「ほ
と
ん
ど
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
よ
う
に
ぶ
つ

ぶ
つ
切
れ
る
」
断
片
に
分
離
す
る
よ
う
な
形
で
考
え
て
い
た
。
だ
が
最
終
的
に
、

そ
の
問
題
を
彼
は
き
わ
め
て
線
形
的

な
継
続
法
に
よ

っ
て
解
決
す
る
。
す
な
わ

・ち
、
フ
ー
ガ
や
変
奏
曲
と

い
っ
た
楽
曲
形
式
だ
け
で
な
く
、
人
間
の
声
に
も
対

位
法
が
適
用
で
き
る
、
と
い
う
着
想
を
得
る
に
至
る
。

『北
の
理
念
』
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
旋
律
が
フ
ー
ガ
と
い
う
形
式
を
無
視
し

て
ま

っ
た
く
別
個
に
作
曲
さ
れ
た
か

の
よ
う
に
、
実
際
に
は
出
会

っ
た
こ
と
も

な
い
五
人
の
登
場
人
物
が
ま

っ
た
く
別
々
に
語
り
出
す
。
そ
の
結
果
生
じ
る
情

報
過
多
に
よ
る
意
味
の
過
剰
に
よ

っ
て
、
ど
の
よ
う
な
語
句
も
内
容
を
聞
き
取

れ
な
い
状
態
が
作
り
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
雑
踏
の
中
に
佇
ん
だ
と
き
に
経
験
さ

れ
る
よ
う
な
、
と
い
う
こ
と
は
誰
し
も
ど
こ
か
で
日
常
的
に
体
験
し
て
い
る
が
、

ま
た
日
常
的
に
は
意
識
さ
れ
な
い
状
態
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

『北
の
理

念
』
が
そ
れ
を
意
識
に
の
ぼ
ら
せ
る

の
は
、
対
位
法
に
よ

っ
て
組
み
合
わ
さ
れ

た
そ
れ
ら
別
々
の
は
ず
の
言
葉
か
ら
、
似
た
よ
う
な
部
分
が
強
調
さ
れ
た
り
、

あ
る
種
の
う
ね
り
が
生
成
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
に

集
め
ら
れ
た
語
り
の
持

つ
共
通
の
理
念
、
「北
」
と
い
う
方
角
が
浮
か
び
上
が
る

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
純
粋
な
雑
踏
に
は
見
ら
れ
な
い
現
象
で
あ
る

參
。

こ
れ
が

「
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
i
」
し
て
は
い
る
が
線
形
的
な
継
続
性
で
あ
る
こ

と
は
強
調
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

い
わ
ば
対
位
法
に
よ
っ
て
時
間
的
並
列
処

理
が
施
さ
れ
て
い
る
の
だ
と

い
う
こ
と
を
、
グ
ー
ル
ド
は
苛
立
ち
な
が
ら
レ
コ

ー
デ
ィ
ン
グ

・
ス
タ
ッ
フ
た
ち
に
示
そ
う
と
し
て
い
た
。
「次
の
と
こ
ろ
、
と
く

に
注
意
し
て
聞
い
て
ほ
し
い
。
A

・
B

・
A

・
C

・
A

・
D

・
A

・
C

・
A

・

B

・
A
の

〔
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
お
け
る
典
型
的
な
ロ
ン
ド
〕
形
式
に
な

っ
て

る

ん
だ

Q
」
蓼

そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
が
も
は
や
同
時
性
の
1

少
な
く
と
も
、
多
く
の
声
が

ヘ

へ

同

一
空
間
内
で
聞
こ
え
る
と
い
う
意
味
で
の
ー

現
象
で
は
な

い
、
と

い
う
こ

と
も
強
調
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
グ
ー
ル
ド
は
コ
ン
サ
ー
ト
か
ら
の

ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
に
つ
い
て
語

っ
た
あ
る
対
談
に
お
い
て
、
ラ
ジ
オ
を

「そ
の

起
源
に
忠
実
な
や
り
方
」
で
使
う
た
め
に

『冬
の
理
念
』
を
制
作
し
た
と
述
べ

て
い
る
。

あ
の
最
初
の
人
た
ち
が
鉱
石
受
信
機
に
し
が
み
つ
い
て
い
た
こ
ろ
、
彼
ら
が

本
当
に
認
め
て
い
た
こ
と
は
別
の
人
間
の
声
と
い
う
現
象
だ

っ
た
。
…
…
言

わ
れ
た
こ
と
が
正
確
に
言
わ
れ
よ
う
が
、
不
正
確
だ
ろ
う
が
、
無
分
別
だ
ろ

う
が
、
真
面
目
だ
ろ
う
が
、
本
当
に
問
題
だ

っ
た
こ
と
は
、
あ
る
人
か
ら
別

の
人

へ
、
同
じ
音
の
聞
こ
え
る
地
域
の
同
じ
部
屋
に
い
な
い
で
、
声
が
し
た
、

た
と
え
何
で
も
、
電
波
が
何
か
を
伝
達
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ

っ
た
。
多

同
じ
音
の
聞
こ
え
る
同

一
空
間
に
い
な
い
の
に
音
が
聞
こ
え
る
、
と
い
う

「ま

っ
た
く
新
し
い
体
験
」
、
あ
る
い
は
特
異
な
空
間
性
を
グ
ー
ル
ド
は
表
現
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
差
異
を
孕
ん
だ
他
者
の
声
は
そ
の
よ
う
な
空
間
に
お
い
て

初
め
て
立
ち
現
れ
る
。
意
味
を
は
っ
き
り
と
聞
き
取
れ
な

い
ほ
ど

の
歪
み
と
遅

れ
を
と
も
な

っ
た
複
数
の
声
が
浮
か
び
上
が
ら
せ
る

「北
」
と
い
う
理
念
は
、

一
見
そ
う
見
え
る
ほ
ど
偶
発
的
な
も
の
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
に
は
グ
ー

ル
ド
に
よ
る
テ
ー
プ
の
編
集
作
業
と

い
う
技
巧
性
な
い
し
は
媒
介
性
が
入
り
込

ん
で
き

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
編
集
す
る
た
め
に
五
人
の
人
物
の
語
り
を

何
度
も
繰
り
返
し
聴
き
、
最
終
的
な
完
成
を
見
る
ま
で
に
い
く

つ
も
の
ヴ

ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
を
作
り
あ
げ
た
。
そ
れ
は
空
間
的
な
同
時
拡
散
、

マ
ク
ル
ー

ハ
ン
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的
な
調
和

・
結
合
と
は
対
極
に
あ
る
対
位
法
的
営
為
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
グ
ー
ル
ド
は
対
位
法

の
、
そ
し
て
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ッ
ク

・
メ
デ

ィ
ア
の
別
の
面
を
見
つ
め
て
い
た
。
彼
に
と

っ
て
重
要
な
の
は
レ
コ
ー
デ
ィ
ン

グ

・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
編
集
可
能
性
で
あ

っ
た
。
彼
は

〈
二
度
録
り
性
(け舞
Φ
-響

o
⇒
Φ
ωω)〉
と

い
う
言
葉
を
用
い
て
そ
の
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
。
録
音
は
、
単
な
る
記
録

・
保
存

(と
い
う
時
間
の
線
形
性
を
前
提
し

た
直
列
処
理
)
に
と
ど
ま
ら
ず
、
事
後
的
な
編
集
ー
1
録
り
直
し
、
複
製
、
再

配
置
な
ど
ー

と

い
う
本
質
的
に
並
列
処
理
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
受
け
手
は
音
楽
を
受
動
的
に
聴
く
だ
け
で
な
く
、
音
楽
の
創
造
に
能
動
的

に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
る
し
、
送
り
手
も
自
ら
の
演
奏
の
受
け
手
と
な

っ
て

批
判
的
な
チ

ェ
ッ
ク
を
差
し
挟
む

こ
と
が
可
能
と
な
る
。
実
際

『ゴ
ー
ル
ド
ベ

ル
ク
変
奏
曲
』
の

一
九
八

一
年
の
ヴ

ァ
ー
ジ

ョ
ン
は
、
そ
の
よ
う
な
手
続
き
の

最
た
る
例
で
あ
る
と
言
え
る
。

た
だ
し
、
録
音
技
術
に
よ
る
編
集
可
能
性
を
、
た
と
え
ば
ワ
ル
タ
ー
指
揮
の

ベ
ー
ト
ー
ヴ

ェ
ン

『運
命
』
第

一
楽
章
の
展
開
部
を
ク
レ
ン
ペ
ラ
i
指
揮
の
も

の
に
差
し
替
え
て
テ
ー
プ
を
編
集
し
、
理
想
的
な
演
奏
を
作
る
、
と
い
っ
た
空

間
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
限
定
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
グ
ー
ル
ド
は

そ
の
可
能
性
を
、
時
間
的
な
継
続
的
解
釈
に
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
も
と
ら
え

て
い
た
。
「芸
術
の
目
的
は
、
神
経
を
興
奮
さ
せ
る
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
を
瞬
間
的
に

射
出
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
少
し
ず
つ
、

　
生
を
か
け
て
、
わ
く

わ
く
す
る
よ
う
な
驚
き
と
落
ち
着

い
た
静
け
さ
の
心
的
状
態
を
構
築
し
て
い
く

こ
と
で
あ
る
。」
こ
う
述
べ
る
グ
ー
ル
ド
に
と
っ
て
、
編
集
と
は
同
じ
音
楽
を
何

度
も
反
復
し
な
が
ら
労
作
し
、
理
想

へ
と
近
づ
け
て
ゆ
く
作
業
だ

っ
た

多
。

そ
れ
は
空
間
的
並
列
性
の
中
か
ら
、
時
間
的
な
連
続
性
を
紡
ぎ
出
す
テ
ク
ノ

863

ロ
ジ
ー
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
グ
ー
ル
ド
は
そ
の
労
作
を
ま

さ
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
行
い
、
ま
た
人
々
に
も
そ
う
す

る
こ
と
を
勧
め
た
の
だ

っ
た
。
曰
く
、
「時
折
コ
ン
サ
ー
ト
へ
行
き
、
そ
こ
で
巡

り
会
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
特
別
な
時
に
そ
こ
で
だ
け
巡
り
会
う
こ
と
の
で
き

る
非
常
に
特
殊
な
企
画
の
た
め
に
コ
ン
サ
ー
ト
へ
出
向
く
わ
れ
わ
れ
大
部
分
の

者
は
、
私
た
ち
の
比
較
的
よ

い
ス
ピ
ー
カ
ー
で
も
、
家
庭

で
は
、
分
析
的
に
、

臨
床
的
に
、
そ
の
曲
を
分
解
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な

い
と

い
う
事
実
を
予
想
し

て
、

コ
ン
サ
ー
ト

へ
行
く
の
で
す
。
そ
れ
は
、
せ

い
ぜ

い
、
非
常
に
貧
弱
な
代

用
品
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
」
2

す
な
わ
ち
、
公
的
な

コ
ン
サ
ー
ト
と
い
う
場
で
は

わ
れ
わ
れ
は
け

っ
し
て
音
楽
の
並
列
性

・
相
補
性

・
隣
接
性
が
空
間
的
に
も
時

間
的
に
も
織
り
な
し
て
い
る
対
位
法
を

「分
析
的
に
」
聴
き
取
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
録
音
再
生
装
置
の
あ
る
家
庭
と
い
う
私
的
な
場
に
お
い
て
こ
そ
、
人
は

対
位
法
的
な
生
の
紡
ぎ
出
し
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お

い
て
象
徴
的
な
こ
と
に
、
「
コ
ン
サ
ー
ト
の
死
」
に
よ
っ
て
グ
ー
ル
ド
が
新
た
に

取
り
結
ん
だ
人
間
関
係
の
絆
と
は
、
コ
ン
サ
ー
ト

・
ホ
ー
ル
で
見
ら
れ
た
よ
う

な
演
奏
家
と
聴
衆
の
直
接
的
な
結
合
を
地
球
規
模
に

「拡
張
」
し
た
も
の
で
は

ま

っ
た
く
な
く
、
ス
タ
ジ
オ
の
技
術
者
や
レ
コ
ー
ド
会
社

の
ス
タ
ッ
フ
た
ち
と
,

の
個
人
的
で
親
密
な

つ
き
あ
い
で
あ

っ
た
。

た
だ
し
そ
の
よ
う
な
生
の
紡
ぎ
だ
し
は
、
対
位
法
と
い
う
技
法
の
高
度
に
集

中
的
で
人
為
的
な
練
り
上
げ
を
必
要
と
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
単
な
る
テ
ー
プ
編

集

(前
述
し
た
よ
う
な
)
や
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
切
り
替
え
程
度
の
主
体
的
関
与
で

は
そ
れ
は
達
成
さ
れ
な

い
こ
と
だ
ろ
う
。
実
際
、
グ
ー
ル
ド
は
そ
れ
ゆ
え
に



J

・
ケ

ー

ジ

の

ラ

ジ

オ

や

マ
イ

ク

な

ど

の

た

め

の

作

品

l

l

お

そ

ら

く

は

『出
勹
Go
O
U
』

な

ど
ー

を

揶
揄

し

て

い
る
。

チ

ャ

ン

ス

・
オ

ペ

レ
ー

シ

ョ
ナ

ル

な
偶
然
性
の
介
入
に
よ

っ
て
は
対
位
法
的
な
並
列
性
は
達
成
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。

む
し
ろ
同
じ
ラ
ジ
オ
の
た
め
の
作
品

で
も
K

・
シ
ュ
ト
ッ
ク
ハ
ウ
ゼ
ン
の

『ク

ル
ツ
ヴ

ェ
ル
レ
ン
』
の
方
が
ま
だ

「お
そ
ら
く
ま
し
な
例
」
と

い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
こ
に
は
短
波

ラ
ジ
オ
の
つ
ま
み
を
回
し
な
が
ら
偶
然
得
ら
れ
た
音
響
の

"電
子
的
変
調
"
と

い
う
彫
琢
の
過
程
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は

『ピ

ア
ノ
曲
H
』
。
譜
面
に
ば
ら
ま
か
れ
た
楽
譜
の
断
片
を
ピ
ア
ニ
ス
ト
は
た
ま
た
ま

「目
に
止
ま

っ
た
順
に
」
弾
い
て
い
く
よ
う
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
あ
ま
り
に
難

度
の
高

い
そ
れ
ら
の
断
片
は
、
ど
ん
な
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
も
初
見
で
弾
く
こ
と
は

で
き
な
い
。
結
果
、
彼
ら
は
難
度
も
練
習
を
積
み
重
ね
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、

そ
の
間
に
彼
ら
は
ど
の
断
片
が
ど
こ
に
書
か
れ
て
い
る
か
を
完
全
に
暗
記
し
て

し
ま
い
、
偶
然
に
任
せ
て
弾
く
と

い
う
こ
と
は
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
l

l
こ
の
よ
う
な
し
ば
し
ば
な
さ
れ
た
批
判
は
、
『ピ
ア
ノ
曲
阻
』
を
コ
ン
サ
ー
ト

に
聴
き
に
行
く
人
々
に
と

っ
て
の
み
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
だ

ろ
う
。

対
位
法

の
技
巧
的
側
面
、
そ
し
て
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
と
の
お
そ
ら
く
は
異
な
る

面
が
が
こ
う
し
て
明
ら
か
に
な
る
。
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
並
列
性

・
複
数
性

・

相
補
性
は
偶
発
的
、
そ
れ
ゆ
え
直
接
的
に
は
達
成
さ
れ
な
い
。
周
到
に
練
ら
れ

た
人
為
的

で
技
巧
的
な
対
位
法
的
営
為
に
よ

っ
て
間
接
的
11
媒
介
的
に
も
た
ら

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

確
か
に
、
以
上
は
性
急
な
議
論
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
が
こ
の
よ
う
に
要
約

し
て
き
た
の
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
の
理
論
が
対
位
法
と

い
う
比
喩
で
説
明

し
よ
う
と
し
て
い
る
社
会
的
現
実
と
は
、
あ
る
意
味
で
そ
れ
自
体
、
理
論
の
対

位
法
的
な
営
為
の
結
果
と
し
て
見
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
、
多

少
な
り
と
も
示
す
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
直
接
に
は
偶
発
的
で
恣
意
的
で
さ

え
あ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
が
、
練
り
上
げ
ら
れ
る
過
程
で
間
接
的
に
、
だ
が
確
実
に
、

聴
き
取
ら
れ
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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                Counterpoint as Medium 

                          Wataru ARITA 

 The term of "counterpoint" has been well-known in the field of media studies today. It is probably one 

of the major reasons that Glenn Gould, an expert pianist noted for his contrapuntal performances, has 

been connected with Marshall McLuhan's media sutudy devoted himself. And besides, with the recent 

prosperity of cultural studies, the "contrapuntal" standpoint is getting much attention, for its emphasis 
on parallelism, plurality, complementality etc. 

  But, on the other hand, "counterpoint" hasn't risen higher than the musical-figurative level yet, I 

think. So, this essay attempts to prove into the possibilities of the term as the concept of media 

studies. 

 Part 1 confirms that the rhetoric of Giambattista Vico pioneeringly argued on the function of 
"medium". 

 Part 2 examines the Vico receptionin Marshall McLuhan, and the implications of the word 
"counterpoint"

, from the viewpoint of media studies. 
 Part 3 argues the nature of counterpoint as media, based on Edward Said's argument about 

repetition. 

 Part 4 applys counterpoint to the viewpoint of media studies, making Glenn Gould as an example. 
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 repetition, counterpoint, media
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