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は
じ
め
に

　

私
は
長
い
間
、
音
楽
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
考
え
な
が
ら
い
つ
も
気
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
私
が
考
え
る
「
音
楽
」
と
い
う
も
の
が

他
者
に
と
っ
て
も
同
じ
「
音
楽
」
な
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
音
楽
に
つ
い
て
考
え
る
「
私
」
と
い
う
も
の
、
あ

る
い
は
そ
の
「
考
え
」
が
他
者
に
と
っ
て
も
理
解
し
て
貰
え
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
「
音
楽
」
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
世
界
中
に
無
限
に

0

0

0

多
様
な
種
類
の
も
の
・
あ
り
方
が
存
在
す
る
。
私
が
考
え
る
「
音
楽
」
と
あ
な

た
が
考
え
る
「
音
楽
」
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
大
い
に
あ
り
得
る
。
し
か
し
「
無
限
」
に
対
応
し
て
い
る
時
間
も
能
力
も
私
に
は
な
い

の
で
、
私
自
身
が
一
番
身
近
に
切
実
に
感
じ
て
い
る
「
音
楽
」
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
他
は
な
い
。
少
な
く
と
も
そ
こ
で
一
個
の
人
間
存

在
の
経
験
の
真
実
は
語
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

音
楽
に
つ
い
て
考
え
る
「
私
」
そ
し
て
／
あ
る
い
は
そ
の
「
考
え
」
に
つ
い
て
は
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
そ
こ
で
私
が
考
え

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
・
そ
の
や
り
方
に
つ
い
て
は
、
他
者
に
も
そ
れ
を
共
有
し
て
貰
え
る
よ
う
に
、
で
き
る
だ
け
単
な
る
主
観
的
な
夢

幻
の
類
・
想
像
や
妄
想
で
な
い
よ
う
に
努
力
し
て
い
る
つ
も
り
だ
。
い
わ
ば
理
性
的
に

0

0

0

0

考
え
る
こ
と
を
心
が
け
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
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理
性
的
に
物
事
を
考
え
る
こ
と
、
そ
れ
も
何
ら
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
論
理
を
前
提
と
せ
ず
に
、
自
ら
考
え
る
こ
と
。

　

ア
ン
ド
レ
・
コ
ン
ト
＝
ス
ポ
ン
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
「
哲
学
と
は
﹇
…
…
﹈
理
論
的
だ
が
、
非
・
科
学
的
な
実
践
で
あ
る
。
そ
れ
が
服
す

る
の
は
理
性
と
経
験
だ
け
で
あ
る
」（

1
）。
と
す
れ
ば
、
私
の
こ
の
行
為
「
音
楽
に
つ
い
て
考
え
る
」
と
い
う
の
も
哲
学
と
呼
べ
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
は
続
け
て
﹇
哲
学
と
は
﹈「
認
識
す
る
こ
と
よ
り
は
、
思
考
し
、
問
い
か
け
る
こ
と
を
め
ざ
し
、
私
た
ち

の
知
を
豊
か
に
す
る
こ
と
よ
り
は
、
私
た
ち
が
な
に
を
知
り
、
な
に
を
知
ら
な
い
か
を
反
省
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
」（

2
）
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
私
は
音
楽
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
哲
学
的
思
索
が
私
の
考
え
を
助
け
て
く
れ
る
こ
と
を
感
じ
、
多
く
の
哲
学
者
の

思
想
を
手
掛
か
り
と
し
て
き
た
。
そ
れ
は
直
接
的
に
音
楽
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
、
フ
ッ
サ
ー
ル

で
あ
っ
た
り
、
直
接
に
は
音
楽
を
扱
っ
て
は
い
な
い
が
、
音
楽
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
っ
て
様
々
な
点
で
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
よ

う
な
思
想
家
で
あ
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
フ
ー
コ
ー
で
あ
っ
た
り
し
た
。
西
田
幾
多
郎
は
後
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
哲
学
者
で
あ
る
。

　

本
項
で
は
、
こ
う
し
て
、
私
の
こ
れ
ま
で
の
思
索
・
現
在
の
思
索
・
そ
し
て
（
恐
ら
く
）
未
来
の
思
索
が
ど
の
よ
う
に
西
田
哲
学
と
関

わ
っ
て
き
た
（
い
く
）
の
か
、
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
西
田
の
哲
学
は
芸
術
や
美
学
の
方
面
で
は
余
り
取
り
上
げ
て
こ

ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
し
か
し
、
私
に
は
、
認
識
論
や
存
在
論
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
哲
学
の
「
王
道
的
」
分
野
で
の
西
田
哲

学
の
貢
献
は
明
ら
か
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
と
は
異
な
る
、
も
っ
と
感
性
的

0

0

0

な
分
野
、
芸
術
や
美
学
的
な
分
野
で
も
西
田
哲
学
は
可
能

性
を
多
く
孕
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
西
田
哲
学
と
の
私
の
関
わ
り
の
過
去
へ
遡
り
、
現
在
を
突
き
抜
け
て
、
未
来
を
見

据
え
る
と
い
う
形
で
、
私
の
そ
の
よ
う
な
方
向
へ
の
探
求
の
一
種
の
「
助
走
」
と
な
る
こ
と
も
目
論
ん
で
い
る
。
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一　

音
楽
的
時
間

　

こ
の
項
で
は
、
私
の
最
初
の
著
作
『
音
楽
的
時
間
の
変
容
』（
二
〇
〇
五
年
）（

3
）
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
と
西
田
哲
学
と
の
関
連
に
つ

い
て
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
も
と
も
と
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
に
提
出
さ
れ
た
博
士
論
文
で
あ
る
。
指
導
教
官
は
、
パ
リ
第
八
大
学
に
音
楽
学
部

を
創
設
し
た
音
楽
学
者
の
ダ
ニ
エ
ル
・
シ
ャ
ル
ル
教
授
で
あ
り
、
彼
の
専
門
が
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
を
通
し
て
見
た
現
代
音
楽
、
特
に
ジ
ョ

ン
・
ケ
ー
ジ
（
彼
に
は
ケ
ー
ジ
と
の
対
談
書
も
あ
る
）
研
究
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
影
響
は
明
白
で
あ
る
。

　

主
に
以
下
の
三
つ
の
点
か
ら
述
べ
る
：
差
異
と
し
て
の
音
楽
的
時
間
、
禅
と
音
楽
、
演
奏
行
為
と
音
楽
的
時
間
。

（
一
）
差
異
と
し
て
の
音
楽
的
時
間
：「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」

　

ま
ず
差
異
と
し
て
の
音
楽
的
時
間
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
の
考
え
方
の
出
発
点
と
し
て
は
木
村
敏
の
思
想
が
あ
る
。
木
村
の
思
想
を
媒
介

と
し
て
西
田
哲
学
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
木
村
の
時
間
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
彼
の
精
神
科
医
師
と
し
て
の
臨
床
経
験
が
そ
の
根
本
に

あ
る（

4
）。そ
こ
で
彼
の
診
た
離
人
症
患
者
の
時
間
体
験
が
、一
般
に
我
々
の
感
じ
て
い
る
一
筋
に
連
続
し
て
流
れ
て
い
く
時
間
で
は
な
く
、

一
瞬
一
瞬
が
途
切
れ
て
、繋
が
ら
ず
に
ば
ら
ば
ら
に
や
っ
て
く
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、正
常
な
時
間
経
験
に
は
一
瞬
の
「
今
」、

時
計
で
測
ら
れ
る
よ
う
な
「
今
、
何
時
」
と
い
う
よ
う
な
、
点
の
時
間
を
、
包
み
込
む
よ
う
な
継
続
的
な
一
連
の
流
れ
と
感
じ
る
よ
う
に

す
る
契
機
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。「
モ
ノ
と
し
て
の
時
間
」
を
、
連
続
し
て
流
れ
る
時
間
と
す
る
た
め
の
「
コ
ト
と
し
て

の
時
間
」
が
必
要
な
の
だ
。
離
人
症
患
者
に
は
「
モ
ノ
と
し
て
の
時
間
」
し
か
な
い
。
時
間
が
流
れ
る
た
め
に
は
、
コ
ト
の
背
景
の
上
に

モ
ノ
が
点
描
さ
れ
、
そ
の
コ
ト
と
モ
ノ
と
の
差
異

0

0

と
し
て
時
間
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
作
用
が
必
要
と
さ
れ
る
。
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ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
に
代
表
さ
れ
る
現
代
音
楽
、
い
わ
ゆ
る
「
実
験
音
楽
」
に
お
け
る
音
楽
的
時
間
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
音
楽

に
お
け
る
音
楽
的
時
間
と
の
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
音
楽
的
な
構
造
の
有
無
に
よ
っ
て
い
る
。
ケ
ー
ジ
は
有
名
な
無
音
の
音
楽

《
四
分
三
十
三
秒
》（
一
九
五
二
年
）
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
構
造
を
放
棄
し
た
。
そ
も
そ
も
音
楽
に
お
け
る
構
造
は
何
の
た
め
に
あ
る
か

と
言
え
ば
、
聴
者
を
最
初
か
ら
最
後
ま
で
時
間
的
に
誘
導
す
る
た
め
に
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
音
響
に
よ
っ
て
念
入
り
に
構
築
さ
れ
た
、
説

得
力
の
あ
る
時
間
経
験
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
ケ
ー
ジ
は
「
音
楽
に
よ
る
音
の
搾
取
」
と
断
じ
、
拒
否
し
た
の
だ
っ
た
。

　

説
得
力
の
あ
る
時
間
経
験
と
は
何
か
。
そ
れ
は
音
楽
を
聴
い
て
い
る
間
に
得
ら
れ
る
意
味
深
い
経
験
で
あ
り
、
日
常
的
経
験
で
は
得
ら

れ
な
い
美
的
経
験
や
深
い
感
動
で
あ
る
。
い
わ
ば
真
に
深
い
人
生
経
験
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
は　

― 

音
楽
が
時
間
芸
術
で
あ
る
こ
と

か
ら 

―　

時
間
の
経
験
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
、
と
い
う
よ
り
、
ま
さ
に
人
生
経
験
＝
時
間
経
験
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。
そ
し
て

こ
こ
に
モ
ノ
と
コ
ト
の
差
異
と
い
う
契
機
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ー
ル
・
ダ
ー
ル
ハ
ウ
ス
の
現
象
学
的
音
楽
論
、
ジ
ゼ
ー
ル
・
ブ

ル
レ
の
い
わ
ば
「
実
存
主
義
的
な
」
音
楽
的
時
間
論
、
そ
し
て
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
ズ
ッ
カ
ー
カ
ン
ド
ル
の
や
は
り
現
象
学
的
音
楽
論
の

検
討
に
よ
っ
て
論
証
し
た
、
音
楽
的
時
間
に
お
け
る
コ
ト
と
モ
ノ
の
契
機
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
で
き
な
い
が（

5
）、

人
間
的
時
間
と
そ
の
類ア
ナ
ロ
ゴ
ン

似
物
と
し
て
の
音
楽
的
時
間
と
い
う
考
え
方
が
こ
こ
で
示
唆
さ
れ
る
。

　

人
間
的
時
間
に
お
い
て
は
、
コ
ト
が
自
ら
を
否
定
す
る
よ
う
な
モ
ノ
と
の
差
異
か
ら
自
己
の
存
在
を
引
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

存
在
論
的
差
異
を
自
ら
に
引
き
受
け
る
形
で
自
己
定
立
す
る
と
い
う
動
的
な
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
。
自
ら
を
否
定
す
る
よ
う
な
存
在
と
の
差

異
を
引
き
受
け
な
が
ら
自
己
を
立
て
る
と
い
う
「
自
己
否
定
」
の
契
機
が
あ
っ
て
こ
そ
真
の
時
間
経
験
が
可
能
と
な
る
。
こ
こ
で
は
自
己

存
在
と
時
間
経
験
が
等
価
で
あ
り
、
木
村
に
よ
れ
ば
時
間
こ
そ
が
自
己
な
の
で
あ
る
。
木
村
の
論
に
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
デ
リ
ダ
の
主

張
す
る
「
存
在
論
的
差
異
」
や
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
論
じ
る
「
程
度
の
差
異
と
性
質
の
差
異
、
そ
の
間
の
差
異
」
と
い
う
議
論
も
取
り
入
れ

ら
れ
、
哲
学
的
に
緻
密
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
西
田
哲
学
、
特
に
そ
の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
考
え
も
援
用
さ



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
六
号

四
〇

れ
る
。「
現
在
の
矛
盾
的
自
己
同
一
か
ら
時
が
成
立
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
か
ら
、
時
が
成
立
す

る
と
も
い
う
所
以
で
あ
る
」（

6
）
と
西
田
は
述
べ
る
。

　

翻
っ
て
音
楽
に
お
け
る
差
異
と
し
て
の
時
間
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。私
の
手
掛
か
り
と
し
た
の
は
、ジ
ゼ
ー

ル
・
ブ
ル
レ
の
論
じ
る
「
空
間
的
リ
ズ
ム
」
と
「
持
続
的
リ
ズ
ム
」
の
差
異
で
あ
り
、
カ
ー
ル
・
ダ
ー
ル
ハ
ウ
ス
の
論
の
中
の
「
リ
ズ
ム
」

と
「
メ
ロ
デ
ィ
ー
」
の
差
異
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
ブ
ル
レ
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
批
判
か
ら
出
発
す
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
彼
の
「
純
粋
持
続
」

概
念
を
説
明
す
る
の
に
、
音
楽
を
聴
き
な
が
ら
そ
れ
に
身
も
心
も
任
せ
切
っ
て
い
る
状
態
（
西
田
な
ら
「
主
客
未
分
」
と
呼
ぶ
だ
ろ
う
）

を
例
と
す
る
。
し
か
し
ブ
ル
レ
は
、
そ
こ
に
は
「
持
続
」
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
「
音
楽
的
時
間
」
は
存
在
し
な
い
と
言
い
切
る
。
或

る
種
の
主
客
未
分
の
融
解
的
経
験
は
あ
る
が
、
音
楽
は
な
い
。
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
聴
き
分
け
る
た
め
に
は
一
音
一
音
が
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
全
て
が
混
沌
と
し
た
中
で
は
そ
れ
は
不
可
能
だ
。
し
か
し
音
楽
が
持
続
的
な
側
面
も
持
っ
て
い
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
そ
れ

で
は
我
々
の
音
楽
経
験
＝
音
楽
的
時
間
は
ど
の
よ
う
な
存
在
と
捉
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。

　

ブ
ル
レ
は
音
楽
を
構
成
し
て
い
く
よ
う
な
構
築
的
要
素
と
し
て
「
空
間
的
リ
ズ
ム
」
を
挙
げ
、
音
楽
の
実
現
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
生
じ

る
そ
の
構
成
的
要
素
と
の
実
際
上
の
差
異
と
し
て
の
「
持
続
的
リ
ズ
ム
」
が
、そ
の
「
空
間
的
リ
ズ
ム
」
と
の
差
異
を
引
き
受
け
る
形

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
（
こ

の
よ
う
に
ブ
ル
レ
が
述
べ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
）音
楽
的
時
間
が
生
じ
る
と
言
う
。こ
れ
と
同
様
な
主
張
は
、ダ
ー
ル
ハ
ウ
ス
の「
リ
ズ
ム
」（
構

築
的
要
素・空
間
的
要
素
）
と
「
メ
ロ
デ
ィ
ー
」（
単
な
る
「
旋
律
」
の
意
味
で
は
な
く
、音
楽
の
持
続
的・流
動
的
要
素
）
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。

　

以
上
、非
常
に
簡
単
に
見
た
音
楽
的
時
間
の
成
立
契
機
の
分
析
は
、古
典
派
音
楽
に
よ
っ
て
そ
の
様
式
が
完
成
さ
れ
、現
代
音
楽
に
よ
っ

て
否
定
さ
れ
た
「
近
代
音
楽
」、
い
わ
ゆ
る
「
古ク
ラ
シ
カ
ル

典
的
」
な
音
楽
に
お
け
る
音
楽
的
時
間
に
お
い
て
有
効
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
音
楽
的
時

間
の
擬
人
化
・
衝
迫
化
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
成
立
要
因
に
つ
い
て
は
、
近
代
音
楽
美
学
の
特
殊
性
が
そ
の
一
端
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
、

近
代
西
欧
社
会
の
文
化
・
社
会
・
経
済
的
な
影
響
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
純
粋
な
「
絶
対
音
楽
」
の
高
価
値
は
、
ま
さ
に
不
純
で
無
価
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値
な
近
代
西
欧
社
会
の
「
現
実
」
か
ら
の
離
脱
・
逃
避
と
い
う
側
面
か
ら
理
解
で
き
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
現
実
逃
避
」
と
い
う
意

味
で
非
真
実
・
欺
瞞
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、そ
れ
ら
に
対
し
て
、「
根
源
的
時
間
」
と
し
て
の
ケ
ー
ジ
的
な
「
実
験
音
楽
」
に
お
け
る
音
楽
的
時
間
は
そ
の
ア
ン
チ
テ
ー

ゼ
と
し
て
生
ま
れ
た
と
も
言
え
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
例
え
ば
《
四
分
三
十
三
秒
》
の
よ
う
に
い
わ
ば
「
コ
ト
と
し
て
の
時
間
」
し
か
流
れ
て
い

な
い
作
品
も
あ
れ
ば
、あ
ら
ゆ
る
関
係
性
を
拒
否
す
る
純
粋
な
音
響
が
ば
ら
ま
か
れ
て
い
る
「
モ
ノ
と
し
て
の
時
間
」
を
体
現
す
る
モ
ー
ト
ン・

フ
ェ
ル
ド
マ
ン
の
音
楽
な
ど
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
否
定
の
否
定
」
と
し
て
の
真
実
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
音
楽
家
た
ち
が
い
る
。

（
二
）
禅
と
音
楽
：「
見
性
」

　

ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
は
戦
前
か
ら
イ
ン
ド
思
想
な
ど
の
東
洋
思
想
に
非
常
に
興
味
を
持
ち
、
影
響
を
受
け
て
い
た
が
、
戦
後
に
な
っ
て
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
鈴
木
大
拙
の
講
義
を
受
講
し
、
決
定
的
な
衝
撃
を
受
け
る
。
ケ
ー
ジ
は
鈴
木
に
よ
っ
て
、
禅
の
思
想
か
ら
「
無
為
」

や
「
空
」、「
仏
性
」
と
い
う
よ
う
な
概
念
を
そ
の
言
葉
と
共
に
学
ん
で
い
る
。
音
楽
に
お
け
る
「
無
為
」
す
な
わ
ち
何
も
し
な
い
こ
と
、

と
は
何
か
。
文
字
通
り
、
何
も
し
な
い
。
作
曲
家
が
作
曲
を
し
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
当
時
の
現
代
音
楽
の
世
界
に
お
い
て
は
、
主

情
的
な
ロ
マ
ン
主
義
思
想
に
基
づ
く
音
楽
観
を
否
定
し
て
、
感
情
表
現
ど
こ
ろ
か
あ
ら
ゆ
る
「
表
現
」
を
否
定
し
、
作
曲
家
と
し
て
の
主

体
を
否
定
し
て
、
即
物
的
・
客
観
的
に
音
楽
を
見
る
見
方
が
主
流
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
の
影
響
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
、
作
曲
家
が
「
表
現
」
し
な
い
と
い
う
こ
と
と
、「
何
も
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
は
か
な
り
の
逕
庭
が
あ
る
の
も
確
か
で
あ
る
。

　

彼
は
こ
の
方
向
を
推
し
進
め
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
「
音
を
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
抽
象
的
理
念
か
ら
解
放
し
、
音
を
物
理
的
な
も
の
、
個

有
な
も
の
と
し
て
そ
れ
自
身
で
あ
る
よ
う
に
す
る
」（

7
）と
い
う
主
張
に
至
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
主
張
を
裏
付
け
る
実
践
と
し
て
、作
品《
四

分
三
十
三
秒
》
が
存
在
す
る
。
作
曲
家
は
作
曲
を
せ
ず
に
、
時
間
の
枠
だ
け
を
提
示
す
る
。
四
分
三
十
三
秒
の
枠
組
み
の
中
に
偶
然
に
落
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ち
込
ん
で
き
た
音
響
全
て
が
「
音
楽
」
と
な
る
。
そ
の
考
え
の
背
後
に
は
ケ
ー
ジ
自
身
が
無
響
室
で
経
験
し
た
音
響
体
験
が
あ
る
こ
と
は

良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
理
論
的
に
は
何
も
聞
こ
え
な
い
筈
の
無
響
室
に
入
っ
た
ケ
ー
ジ
に
は
、
実
際
に
は
二
種
類
の
音
響　

― 

神
経
系

の
発
す
る
高
い
音
と
循
環
器
系
が
発
す
る
低
い
音 

―　

が
聞
こ
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
聴
く
も
の
の
な
い
沈
黙
な
ど
は
存

在
し
な
い
」
と
ケ
ー
ジ
は
結
論
す
る
。
な
ら
ば
沈
黙
を
提
供
す
る
「
音
楽
」
作
品
が
あ
っ
て
も
良
い
、と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
「《
四

分
三
十
三
秒
》
は
無
音
の
作
品
で
あ
る
」
と
良
く
言
わ
れ
る
け
れ
ど
も
そ
れ
は
間
違
い
で
、
少
な
く
と
も
ケ
ー
ジ
の
意
図
と
し
て
は
そ
こ

に
は
「
聴
く
べ
き
音
」
が
必
ず

0

0

存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　

ケ
ー
ジ
の
考
え
る「
沈
黙
」と
い
う
の
が
一
筋
縄
で
い
か
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
嘗
て
小
論
を
草
し
た
こ
と
が
あ
り（

8
）詳
述
し
な
い
が
、

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
ケ
ー
ジ
が
無
響
室
で
聞
い
た
音
響
は
彼
の
生
体
の
発
す
る
音
、
す
な
わ
ち
「
生
き
て
い
る
こ
と
の
証
」
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
、
も
し
も
無
響
室
の
中
で
仮
に
彼
が
死
ん
で
い
た
と
し
た
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

本
当
の
真
の
沈
黙
が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
（
そ
れ
を
聴
く
者
も

ま
た
存
在
し
な
い
が
）。
そ
こ
に
あ
る
の
は
彼
の
死ボ

デ

ィ

体
＝
モ
ノ
で
あ
り
、
生
き
て
い
る
と
い
う
コ
ト
は
な
い
の
だ
。
彼
が
こ
の
自
作
に
つ

い
て
述
べ
て
い
る
実
に
重
要
な
言
葉　

― 

殆
ど
誰
も
注
目
し
て
い
な
い
が 

―　

に
「
あ
の
作
品
は
何
人
か
の
人
々
が
一
緒
に
居
合
わ
せ

る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
」（

9
）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
一
人
の
人
間
が
自
ら
の
生
体
の
発
す
る
音
響
を
聴
く
こ
と
だ
っ
て
「
音

楽
」
な
の
だ
が
、
二
人
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
人
間
が
そ
こ
に
存
在
す
れ
ば
、
彼
ら
の
人
数
分
だ
け
そ
の
音
響
は
増
え
て
い
く
だ
ろ
う
。

数
が
増
え
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
共
鳴
や
唸
り
、
引
き
込
み
、
同
調
、
不
協
和
な
ど
の
複
雑
な
関
係
が
現
れ
て
く
る
こ
と
だ
ろ

う
。
多
く
の
音
響
に
よ
っ
て
織
り
出
さ
れ
る
、
非
常
に
豊
か
な
「
音
楽
」
が
聴
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
多
く
の
人
に
よ
っ
て
織
り

出
さ
れ
る
豊
か
な
関
係
性
と
い
う
の
は
、
我
々
の
生
き
て
い
る
社
会
の
在
り
方
そ
の
も
の
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

ケ
ー
ジ
は
《
四
分
三
十
三
秒
》
の
十
年
後
に
《
四
分
三
十
三
秒
》
第
二
番
と
し
て
の
《
〇
分
〇
〇
秒
》
を
発
表
す
る
。《
四
分
三
十
三
秒
》

が
時
間
の
枠
を
提
示
し
た
作
品
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
の
《
〇
分
〇
〇
秒
》
は
「
零
時
間
」
を
提
示
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
時
間
を
水
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平
的
に
捉
え
ず
に
、
時
間
が
垂
直
的
に
な
る
状
態
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
の
演
奏
に
際
し
て
は
、
何
の
指
示
も
な
い
の
で
何
を
し

て
も
良
く
、
ケ
ー
ジ
自
身
の
演
奏
で
は
喉
に
コ
ン
タ
ク
ト
マ
イ
ク
を
装
着
し
て
ア
ン
プ
を
最
大
に
し
、
オ
レ
ン
ジ
ジ
ュ
ー
ス
を
飲
む
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
日
常
的
行
為
を
コ
ン
タ
ク
ト
マ
イ
ク
と
ア
ン
プ
で
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
音
楽
と
す
る
と
い
う
、
彼
の
も

う
一
つ
の
主
張
で
あ
る
「
生
活
を
芸
術
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
則
っ
た
演
奏
で
あ
る
。
し
か
し
ア
ン
プ
で
目
一
杯
に
拡
大
さ
れ
た

喉
の
音
は
轟
音
を
立
て
て
部
屋
中
を
満
た
し
、
居
合
わ
せ
た
聴
衆
た
ち
は
驚
き
の
目
を
見
張
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
、
こ
こ
で
屹
立
す

る
「
垂
直
的
時
間
」
は
、
禅
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
さ
と
り
」
の
時
間
、「
見
性
」
の
時
間
と
も
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

西
田
と
鈴
木
の
友
情
に
つ
い
て
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
し
、
西
田
哲
学
が
禅
の
考
え
方
と
近
い
と
い
う
の
も
良
く
語
ら
れ
る
。
西
田

自
身
が
禅
に
つ
い
て
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。「
禅
と
い
う
の
は
、
多
く
の
人
の
考
え
る
如
き
神
秘
主
義
で
は
な
い
。
見
性
と
い
う
こ
と
は
、

深
く
我
々
の
自
己
の
根
柢
に
徹
す
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
は
絶
対
者
の
自
己
否
定
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
絶
対
的
一
者
の

自
己
否
定
に
、
即
ち
個
物
的
多
と
し
て
、
我
々
の
自
己
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
我
々
の
自
己
は
根
柢
的
に
は
自
己
矛
盾
的
存
在
で

あ
る
。
自
己
が
自
己
自
身
を
知
る
と
い
う
そ
の
事
が
、
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
故
に
我
々
の
自
己
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
の
底
に
自
己
を
越

え
た
も
の
に
お
い
て
自
己
を
有
つ
、
自
己
否
定
に
お
い
て
自
己
自
身
を
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
矛
盾
的
自
己
同
一
の
根
柢
に
徹
す

る
こ
と
を
、見
性
と
い
う
の
で
あ
る
」（
10
）。
ま
さ
に
《
〇
分
〇
〇
秒
》
は
音
楽
の
自
己
否
定
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
作
曲
も
な
け
れ
ば
、

演
奏
時
間
が
〇
で
は
演
奏
さ
え
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
自
己
否
定
を
突
き
抜
け
た
と
こ
ろ
、「
自
己
の
底
に
自
己
を
越
え
た
も
の
」
に

お
い
て
見
出
さ
れ
る
自
己
＝
音
楽
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
し
て
そ
の
「
見
出
さ
れ
た
音
楽
」
は
実
は
非
常
に
日
常
的
な
も
の
で
あ
り
、
普
通
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
ケ
ー
ジ
が
自
ら
の
作

品
の
中
に
引
用
す
る
禅
の
言
葉
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
日
日
是
好
日
」（《
ソ
ン
グ
・
ブ
ッ
ク
ス
》﹇
一
九
七
〇
年
﹈
よ
り
）。

ま
た
彼
が
好
ん
で
語
る
大
拙
の
話
の
通
り
、「
禅
を
学
ぶ
前
に
は
、
人
は
人
で
あ
り
、
山
は
山
で
あ
る
。
禅
を
学
ん
で
い
る
間
は
、
も
の
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ご
と
が
解
ら
な
く
な
る
。
何
が
何
だ
か
解
ら
な
い
。
し
か
し
禅
を
学
び
終
わ
っ
た
後
は
、
人
は
人
、
山
は
山
で
あ
る
」（
11
）。
し
か
し
我
々

の
足
は
地
上
か
ら
僅
か
に
浮
い
て
い
る
の
だ
。

（
三
）
演
奏
行
為
と
時
間
：「
行
為
的
直
観
」

　

音
楽
の
成
立
し
つ
つ
あ
る
現
場
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
に
も
、西
田
哲
学
が
非
常
に
役
に
立
つ
。
音
楽
の
成
立
し
つ
つ
あ
る
現
場
と
は
、

演
奏
行
為
が
ま
さ
に
今
こ
こ
で

0

0

0

0

為
さ
れ
て
い
る
そ
の
状
態
の
こ
と
だ
。
私
は
自
分
が
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
演
奏
を
す
る
と
は

ど
の
よ
う
な
こ
と
か
を
考
え
た
。
そ
し
て
ま
ず
第
一
に
、
演
奏
を
す
る
た
め
に
は
、
演
奏
が
可
能
で
あ
る
、
演
奏
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

な
い

0

0

こ
と
に
気
が
付
い
た
。
で
は
「
で
き
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　
「
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
私
は
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
議
論
を
拠
り
所
と
し
た（
12
）。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

は
「
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
数
列
の
規
則
を
発
見
す
る
例
を
挙
げ
て
い
る
。
あ
る
一
定
の
規
則
を
守
っ
た
い
く

つ
か
の
数
字
の
羅
列
を
見
て
い
た
人
が
、
あ
る
瞬
間
に
「
今
や
私
は
続
け
る
こ
と
が
で
き
る

0

0

0

」
と
叫
ぶ
。
そ
し
て
そ
の
数
列
の
続
き
を
書

い
て
い
く
。「
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
を
そ
の
人
は
自
分
の
内
面
に
感
じ
て
「
で
き
る
」
と
叫
ん
だ
の
だ
が
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

は
こ
こ
で
何
が
起
こ
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
数
列
の
規
則
な
の
だ
が
、
必
ず
し
も
こ

の
人
の
頭
に
こ
の
規
則
が
浮
か
ん
だ
こ
と
は
意
味
し
な
い
、
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
規
則
が
頭
に
浮
か
ん
で
も
、
そ
れ
を
理
解
し
て
い
な
い

こ
と
は
あ
り
得
る
か
ら
だ
。「
で
き
る
」
と
い
う
の
は
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
で
き
る
」
と
叫
ん
だ
彼
が
実
際

に
や
っ
て
み
る
と
「
で
き
な
い
」
こ
と
が
あ
り
得
る
。「
で
き
る
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
内
面
（
理
解
）
と
外
面
（
行
為
）
の
合
間
に
存

在
す
る
逆
説
的
な
事
実
な
の
だ
。「
で
き
る
」
は
不
思
議
な
仕
方
で
そ
こ
に
あ
る
。

　

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
哲
学
の
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
側
面
に
自
ら
の
思
考
を
限
定
し
た
た
め
に
身
体
論
に
ま
で
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踏
み
込
む
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、演
奏
に
お
い
て
「
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
を
論
じ
る
の
に
は
身
体
に
つ
い
て
考
え
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
。

そ
こ
で
私
は
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
身
体
論
を
援
用
し
た
。
彼
の
論
じ
る
「
第
四
の
身
体
」
は
私
た
ち
の
考
え
を
進
め
る
の
に
非
常
に

役
に
立
つ
。
と
い
う
の
は
、こ
の
「
第
四
の
身
体
」
こ
そ
が
「
非
存
在
の
権
化
」
と
し
て
の
「
で
き
る
」
身
体
だ
か
ら
だ
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
、

そ
の
ほ
か
の
三
つ
の
身
体
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
定
義
す
る
。ま
ず
、第
一
の
身
体
は「
私
の
身
体
」で
あ
り
、私
と
い
う
主
体
の
起
源
で
あ
る
。

次
の
第
二
の
身
体
は
他
者
に
よ
っ
て
「
見
ら
れ
る
」
身
体
で
あ
り
、
私
と
い
う
「
客
体
」
の
起
源
と
な
る
。
そ
し
て
第
三
の
身
体
は
、
解

剖
学
的
な
意
味
で
の
身
体
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
主
体
も
客
体
も
な
い
。
そ
し
て
第
四
の
身
体
は
、動
く
身
体
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
働
く
身
体
」

で
あ
り
、
も
は
や
私
の
も
の
で
は
な
く
、
世
界
の
創
造
的
中
心
と
し
て
世
界
の
オ
ブ
ジ
ェ
を
超
越
し
て
い
る
「
非
存
在
の
権
化
」
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
説
明
す
る
の
に
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
も
う
一
つ
「
錯ア
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

綜
体
」
の
概
念
を
導
入
す
る
。
こ
れ
は
当
時
流
行
し
て
い
た
フ
ロ
イ
ト
の
「
無

意
識
」や「
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」の
考
え
方
に
対
し
て
、い
わ
ば
対
抗
す
る
よ
う
な
形
で
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
。「
錯
綜
体
」

は
無
意
識
で
も
な
け
れ
ば
、
下
意
識
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
「
活
動
で
は
な
く
、
能
力
」
だ
か
ら
だ
。
彼
は
こ
の
錯
綜
体
と
し
て

の
身
体
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
、
動
詞
の
活
用
を
例
に
し
て
説
明
し
て
い
る
。「
私
は
歩
く
」
と
い
う
動
詞
を
活
用
さ

せ
る
と
き
に
、
私
た
ち
が
感
じ
る
身
体
の
変
化
、
そ
れ
が
錯
綜
体
な
の
だ
。「
私
は
歩
く
、
私
は
歩
い
て
い
た
、
私
は
歩
い
た
、
私
は
歩

い
て
し
ま
っ
た
、
私
は
歩
く
だ
ろ
う
…
…
」。
あ
ら
ゆ
る
時
制
、
あ
ら
ゆ
る
法モ
ー
ド（
直
説
法
、
条
件
法
、
命
令
法
…
…
…
）
に
従
っ
て
、
こ

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
無
限
に
多
様
な
も
の
と
な
り
得
る
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
な
「
で
き
る
」
の
身
体
、
錯
綜
体
と
し
て
の
身
体
は
、
実
際
の
行
為
が
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
、
自
己
否
定
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
単
な
る
「
理
解
」
は
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
一
つ
の
「
行
為
」
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
錯
綜
体

の
無
限
に
多
様
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
あ
る
一
つ
の
「
遂
行
」
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
そ
し
て
そ
の
「
行
為
」
や
「
遂
行
」
は
、

何
で
も
良
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
音
楽
の
演
奏
行
為
を
成
立
（
そ
れ
も
成
功
裏
に
成
立
）
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
常
に
私0
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コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
て
い
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
「
私
」
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
が
例
え
ば
単
純
に
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
言
う
「
第
一
の
身
体
」
と
一
致
す
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。

む
し
ろ
「
演
奏
行
為
を
行
う
私
」
と
は
「
錯
綜
体
」
の
一
部
と
で
も
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
「
行
為
」
は
「
第
一

の
身
体
」
と
し
て
の
「
私
」
の
自
由
に
は
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
も
し
も
そ
れ
が
自
由
に
な
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
こ
で
音
楽
は
成
立
し

な
い
。
し
か
し
ま
た
こ
こ
で
難
し
い
の
は
、
そ
れ
が
自
由
で
あ
る
よ
う
に
見
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
。

　

こ
こ
に
は
自
己
否
定
の
契
機
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
、
西
田
の
「
行
為
的
直
観
」
の
議
論
が
役
に
立
つ
。「
作

ら
れ
た
も
の
は
作
る
も
の
を
作
る
べ
く
作
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
作
ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
否
定
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
作
ら
れ
た
も
の
な
く
し
て
作
る
も
の
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
な
く
、
作
る
も
の
は
作
ら
れ
た

も
の
と
し
て
作
る
も
の
を
作
っ
て
行
く
」（
13
）
と
西
田
は
述
べ
て
い
る
。
行
為
と
し
て
実
現
さ
れ
た
演
奏
は
刻
々
と
音
楽
を
作
っ
て
い
く
が
、

そ
の
作
ら
れ
た
音
楽
は
同
時
に
身
体
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
、
そ
れ
が
錯
綜
体
と
し
て
の
身
体
を
否
定
し
つ
つ
、
あ
る
い
は
作
ら
れ
た
音

楽
自
体
も
場
合
に
よ
っ
て
は
否
定
さ
れ
な
が
ら
、次
の
新
た
な
行
為
へ
と
導
い
て
い
く
。こ
れ
が
瞬
時
に
行
わ
れ
つ
つ
音
楽
が
生
成
し
て
い
く
。

　

音
楽
の
演
奏
行
為
は
、
そ
の
行
為
自
体
が
音
楽
を
生
み
出
し
て
い
く
と
い
う
意
味
で
、
ま
さ
に
西
田
の
言
う
「
行
為
的
直
観
」
の
具
体

的
実
例
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
自
己
言
及
的
な
無
限
循
環
が
存
在
す
る
の
だ
。『
音
楽
的
時
間
の
変
容
』

を
書
い
た
と
き
に
は
知
ら
な
か
っ
た
が
、
後
に
西
田
幾
多
郎
が
「
イ
ギ
リ
ス
に
居
な
が
ら
イ
ギ
リ
ス
の
地
図
を
書
く
」
と
い
う
自
己
言
及

的
無
限
循
環
の
例
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
を
知
り
（『
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』）、
こ
こ
に
も
こ
の
複
雑
な
事
態
を
理
解
す
る
鍵
が
あ

る
よ
う
に
思
え
た
。
西
田
は
「
無
限
」
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
、
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
ロ
イ
ス
の
「
自
覚
」
に
つ
い
て
の
論
証
を
引
用
し

て
い
る
の
だ
が
、
自
分
が
イ
ギ
リ
ス
に
い
る
以
上
そ
の
地
図
を
書
く
自
分
が
書
か
れ
て
い
る
地
図
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
地
図
は
完
全
で
は

な
く
、
自
分
が
地
図
を
刻
々
と
書
い
て
い
る
う
ち
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
地
図
は
同
時
に
刻
々
と
変
わ
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
よ
う
に
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無
限
後
退
し
て
い
っ
て
し
ま
う
。
音
楽
の
演
奏
も
そ
う
で
、
演
奏
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
音
楽
は
無
限
に
生
成
さ
れ
て
い
き
、
演
奏
そ
の

も
の
が
同
時
に
無
限
に
変
化
し
て
い
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
変
化
し
て
い
っ
た
音
楽
が
ま
た
そ
れ
に
よ
り
演
奏
に
影
響
を
与
え
、
音
楽
を
変

化
さ
せ
る
。
た
だ
し
、地
図
を
書
く
行
為
と
違
う
と
こ
ろ
は
、す
で
に
こ
の
行
為
は
成
立
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、こ
こ
か
ら
「
行

為
的
直
観
」
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
否
定
的
な
契
機
が
出
来
す
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
事
態
こ
そ
が
「
今
こ
こ
で
」

生
成
し
て
い
る
も
の
ご
と
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

二　

西
洋
音
楽
史
の
底
流

　

こ
の
項
で
は
私
の
二
番
目
の
理
論
的
著
作
と
も
言
う
べ
き
『
狂
気
の
西
洋
音
楽
史
』（
二
〇
一
〇
年
）（
14
）
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
の
著

作
は
直
接
的
に
は
西
田
哲
学
を
扱
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
い
わ
ば
前
著
『
音
楽
的
時
間
の
変
容
』
に
お
け
る
古
典
的
音
楽
的
時
間
に
つ

い
て
の
議
論
の
前
提
と
な
る
べ
き
、
西
洋
音
楽
史
に
底
流
す
る
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
的
な
要
素
に
つ
い
て
、
そ
の
源
流
に
ま
で
遡
り
、
そ
の

流
れ
を
現
代
に
ま
で
辿
り
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
す
る
作
業
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
前
著
に
お
い
て
も
、
音
楽
と
い
う
も
の
が
人
間
の

活
動
の
、
芸
術
と
呼
ば
れ
る
一
分
野
の
そ
の
ま
た
小
分
け
さ
れ
た
小
さ
な
部
分
と
だ
け
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
存
在
全
体
の
存

立
の
規
制
を
理
解
す
る
た
め
の
大
き
な
手
掛
か
り
と
な
る
こ
と
を
確
認
し
た
の
だ
っ
た
が
、
そ
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
西
田
哲
学
は
思
索
の

強
力
な
援
助
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
が
、
本
著
『
狂
気
の
西
洋
音
楽
史
』
に
お
い
て
も
そ
の
考
え
方
の
基
本
は
、
狭
い
意
味
で
の
西
田
的
な

哲
学
で
は
な
い
に
し
て
も
、
本
来
的
な
哲
学
的
思
索
が
支
え
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
項
で
は
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
ま
ず
西
洋
音
楽
史
の
流
れ
に
沿
っ
た
形
で
簡
単
に
紹
介
し
、
次
い
で
、
そ
の
考
え
方
の
手
掛
か
り

と
な
っ
た
哲
学
的
思
索
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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私
が
思
索
の
き
っ
か
け
と
し
た
の
は
フ
ロ
イ
ト
の
報
告
で
有
名
と
な
っ
た「
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
議
長
」の
症
例
で
あ
る
。
ダ
ニ
エ
ル・パ
ウ
ル・

シ
ュ
レ
ー
バ
ー
は
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
法
学
部
を
優
秀
な
成
績
で
卒
業
し
た
後
ト
ン
ト
ン
拍
子
に
出
世
し
て
、
非
常
に
若
く
し
て
ド
レ
ス

デ
ン
控
訴
院
民
事
部
部
長
（
議
長
）
と
な
っ
た
途
端
に
、「
神
の
声
」
を
聞
く
よ
う
に
な
る
。
そ
の
幻
聴
は
ど
ん
ど
ん
と
酷
く
な
り
、
そ
れ

と
共
に
彼
の
周
囲
に
は
様
々
な
「
奇
跡
」
が
起
こ
る
よ
う
に
な
り
、
世
界
は
滅
亡
し
、
人
々
は
「
か
り
そ
め
に
急
ご
し
ら
え
さ
れ
た
」
も
の

と
な
り
、
彼
は
神
に
よ
っ
て
男
性
性
を
剥
奪
さ
れ
、
女
性
と
な
っ
て
神
に
懐
胎
さ
せ
ら
れ
新
し
い
人
類
を
産
む
こ
と
で
、
世
界
を
救
う
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
急
激
に
亢
進
す
る
幻
覚
・
幻
聴
に
苛
ま
れ
な
が
ら
も
、
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
に
日
常
的
な
生
活
を
可
能
に
す
る
行

為
が
二
つ
あ
っ
て
、
そ
れ
が
チ
ェ
ス
を
す
る
こ
と
と
ピ
ア
ノ
を
弾
く
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
正
常
な
意
味
を
失
い
、
解

体
し
荒
廃
し
て
い
く
世
界
の
中
で
、
音
楽
が
そ
の
滅
び
つ
つ
あ
る
意
味
を
か
ろ
う
じ
て
保
ち
、生
を
可
能
に
し
て
い
く
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
音
楽
も
十
八
〜
二
十
世
紀
の
間
の
音
楽
史
・
美
学
史
の
変
遷
の
中
で
、
実
は
音
楽
的
意
味
を
変
化
さ
せ
、
確
か
な
意
味

を
失
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
と
、
ロ
マ
ン
派
の
音
楽
家
ロ
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ー
マ
ン
の
密
接
な
関
係
を
発
見
し
た
私
は
、

そ
こ
に
重
要
な
暗
合
を
見
て
取
っ
た
。
つ
ま
り
、
音
楽
的
意
味
の
解
体
の
亢
進
期
に
あ
た
っ
て
古
典
派
的
な
堅
固
な
構
築
物
と
し
て
の
音

楽
作
品
（
こ
れ
は
実
は
そ
れ
以
前
の
静
的
な
音
楽
的
意
味
の
動
体
化
を
手
段
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
わ
ば
「
危
う
い
均
衡
」
の
上
に

成
り
立
っ
て
い
た
も
の
だ
が
）
を
目
標
と
し
て
悪
戦
苦
闘
し
、
つ
い
に
は
敗
れ
て
狂
気
の
淵
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
シ
ュ
ー
マ
ン
に
と
っ
て

の
「
解
体
し
つ
つ
あ
る
」
音
楽
的
意
味
と
、
抗
い
難
く
怒
涛
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
る
幻
覚
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
り
つ
つ
、
か
ろ
う

じ
て
世
界
に
意
味
を
繋
ぎ
止
め
る
（
そ
れ
が
い
か
に
微
か
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
）
音
楽
的
意
味
に
縋
り
付
く
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
が
、同
時
代
・

同
所
に
お
い
て
交
錯
す
る
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
私
は
本
書
に
お
い
て
、
十
八
〜
二
十
世
紀
の
西
洋
音
楽
史
・
美
学
史
を
「
音
楽
的
意
味
の
解
体
の
歴
史
」
と
し
て
捉
え
直
す

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
音
楽
史
的
に
は
十
八
世
紀
は
バ
ロ
ッ
ク
か
ら
前
古
典
、
そ
し
て
古
典
派
へ
と
音
楽
の
様
式

が
全
く
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
変
化
す
る
時
期
で
あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
機
能
和
声
に
基
づ
い
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
時
間
進
行
・
音
響

構
築
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
前
か
ら
す
で
に
機
能
和
声
は
十
全
に
機
能
し
て
い
た
の
だ
が
、
和
声
そ
れ
自
体
が
リ
ズ
ム
を
生
み
出
す

こ
と
は
な
く
、
音
楽
全
体
の
リ
ズ
ム
は
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
て
お
り
（
大
抵
の
場
合
に
は
パ
ル
ス
的
な
も
の
）、
和
声
の
動
き
と
音
楽

の
リ
ズ
ム
が
ば
ら
ば
ら
だ
っ
た
。
和
声
の
変
化
の
動
き
そ
の
も
の
が
音
楽
全
体
の
リ
ズ
ム
を
決
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
古
典
派
の
時

代
だ
っ
た
（
音
楽
家
た
ち
は
そ
の
こ
と
に
十
分
意
識
的
で
あ
り
、例
え
ば
ハ
イ
ド
ン
は
一
七
八
二
年
の
い
わ
ゆ
る
《
ロ
シ
ア
四
重
奏
曲
集
》

作
品
三
十
三
に
つ
い
て
「
全
く
新
し
い
方
法
」
で
作
曲
し
た
と
述
べ
て
い
る
）。
こ
の
変
化
が
ハ
イ
ド
ン
、モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
、ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
と
い
っ
た
巨
匠
た
ち
に
よ
っ
て
練
り
上
げ
ら
れ
、
深
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
音
響
の
み
に
よ
っ
て
説
得
力
の
あ
る
音
楽
的
時

間
構
築
を
可
能
に
す
る
、
意
味
深
い
大
形
式
と
し
て
の
ソ
ナ
タ
形
式
を
生
み
出
し
、
発
展
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
変
化
は
当
然
、
同
時
代
的
な
文
化
社
会
的
な
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
の
変
化
と
し
て
も
現
れ
て
く
る
。
ま
ず
哲
学
（
特
に
認
識
論
）
の

一
分
野
と
し
て
「
感
性
に
よ
る
認
識
論
」
と
し
て
の
「
美
学
」（
一
七
五
〇
年
の
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
『
美
学
』）
が
誕
生
す
る
。
音
楽
の
分

野
に
お
い
て
は
美
学
は
間
も
無
く
当
時
の
常
識
と
し
て
の
「
趣
味
論
」
に
吸
収
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
の
ロ
マ
ン
主
義
思
想
の
発
展
の
中
で

「
音
楽
美
学
」
は
特
別
な
位
置
を
占
め
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
同
時
期
の
「
ブ
フ
ォ
ン
論
争
」
が
重
要
で
、
従

来
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
保
守
派
（
国
王
派
、
フ
ラ
ン
ス
音
楽
擁
護
）」
と
「
進
歩
派
（
王
妃
派
、
イ
タ
リ
ア
音
楽
擁
護
）」
の
対
立
に
つ
い

て
の
み
語
ら
れ
て
き
た
が
（
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
ル
ソ
ー
や
デ
ィ
ド
ロ
な
ど
の
百
科
全
書
派
は
後
者
に
与
し
て
い
る
）、
音
楽
学
的
・
音
楽

美
学
的
に
言
っ
て
、
こ
こ
で
よ
り
注
目
す
べ
き
は
パ
ル
ス
的
リ
ズ
ム
の
上
で
静
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク

的
な
和
声
変
化
を
守
っ
て
き
た
い
わ
ゆ
る
バ
ロ
ッ
ク
音
楽

の
ス
タ
イ
ル
と
、
和
声
そ
の
も
の
の
リ
ズ
ム
に
基
づ
い
て
縦
横
無
尽
に
自
由
に
（
す
な
わ
ち
滑
稽
な
劇
の
変
化
に
も
柔
軟
に
対
応
し
な
が
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ら
）
進
行
し
て
い
く
動
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

的
な
古
典
派
的
ス
タ
イ
ル
の
対
立
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
の
対
立
の
最
中
に
自
ら
の
出
自
と

激
動
の
音
楽
の
間
で
引
き
裂
か
れ
て
い
た
の
が
、
デ
ィ
ド
ロ
に
よ
っ
て
活
写
さ
れ
た
狂
気
の
音
楽
家
、
甥
の
ラ
モ
ー
、
ジ
ャ
ン
＝
フ
ラ
ン

ソ
ワ
・
ラ
モ
ー
だ
っ
た
。
彼
の
伯
父
ジ
ャ
ン
＝
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
モ
ー
は
、
伝
統
の
形
式
「
抒ト
ラ
ジ
ェ
デ
ィ
・
リ
リ
ッ
ク

情
的
悲
劇
」
の
大
家
で
あ
り
、
ル
ソ
ー
の

旋
律
優
位
論
に
対
抗
す
る
『
和
声
論
』
の
著
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
甥
ラ
モ
ー
は
狂
気
の
発
作
の
中
で
「
あ
ら
ゆ
る
感
情
を
表
現
」
し

よ
う
と
す
る
ほ
ど
の
劇
的
な
（
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
）
人
物
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
古
典
派
的
な
音
響
に
よ
る
動
的
な
構
築
物
と
し
て
の
音
楽

様
式
は
、
十
八
世
紀
の
当
初
か
ら
狂
気
に
包
ま
れ
て
始
ま
る
の
で
あ
る
。

　

十
九
世
紀
に
お
い
て
そ
の
「
狂
気
」
は
亢
進
し
て
行
か
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
古
典
派
以
前
に
安
定
し
て
い
た
音
楽
に
お
け
る
意

味
作
用
（
そ
の
顕
著
な
証
が
バ
ッ
ハ
と
の
交
流
も
あ
っ
た
ヨ
ハ
ン
・
マ
ッ
テ
ゾ
ン
『
完
全
な
る
楽
長
』
に
見
ら
れ
る
）
は
、
言
語
に
よ
る

側
面
か
ら
の
支
え
に
よ
っ
て
完
全
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
だ
が
（『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
言
葉
を
持
た
な
い
音
響
の
み

の
音
楽
作
品
を
「
単
な
る
戯
れ
」
と
低
く
評
価
し
て
い
た
）、
動
的
な
音
響
構
築
物
と
し
て
、
言
語
抜
き
で
も
音
響
の
み
に
よ
っ
て
説
得

力
の
あ
る
時
間
構
成
を
可
能
に
し
た
古
典
派
的
音
楽
作
品
の
そ
の
構
築
性
は
、
同
時
期
の
音
楽
美
学
の
発
展
（
内
的
に
完
璧
な
構
築
物
を

評
価
す
る
こ
と
で
、
進
歩
・
進
化
を
促
進
す
る
動
的
歴
史
を
生
み
出
し
た
）
と
も
相
俟
っ
て
、
自
ら
を
否
定
し
て
い
く
よ
う
な
契
機
を
孕

む
、
意
味
と
音
響
の
危
う
い
均
衡
の
も
と
に
成
り
立
っ
て
い
た
か
ら
だ
。

　

内
的
に
念
入
り
に
構
築
さ
れ
た
音
響
構
成
物
と
し
て
の
、
例
え
ば
交
響
曲
や
ピ
ア
ノ
ソ
ナ
タ
と
い
っ
た
作
品
は
、
そ
れ
を
完
璧
な
頂
点

に
ま
で
導
い
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
作
品
群
の
後
に
、
後
代
の
作
曲
家
た
ち
を
翻
弄
せ
ず
に
は
置
か
な
か
っ
た
。
美
学
的
視
点
の
発
達
に

よ
っ
て
、
作
者
や
作
品
の
唯
一
性
が
擁
護
さ
れ
る
。
芸
術
家
の
社
会
的
地
位
が
高
ま
り
、
作
品
も
（
法
的
に
言
え
ば
す
ぐ
に
で
は
な
い
が
）

著
作
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
後
代
の
作
曲
家
た
ち
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
と
同
じ
も
の
は
書
け
な
い
、
書

い
た
ら
盗
作
・
贋
作
に
な
っ
て
し
ま
う
。
シ
ュ
ー
マ
ン
は
、
最
初
は
ピ
ア
ノ
曲
、
次
に
歌
曲
、
そ
し
て
管
弦
楽
曲
と
い
う
よ
う
に
専
門
性
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に
よ
っ
て
個
性
を
発
揮
し
よ
う
と
す
る
。
シ
ョ
パ
ン
は
ピ
ア
ノ
曲
、
ヴ
ォ
ル
フ
や
デ
ュ
パ
ル
ク
は
歌
曲
、
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
は
管
弦
楽
曲
な

ど
他
に
も
専
門
化
の
例
は
多
い
。
ま
た
大
形
式
を
捨
て
、
小
さ
な
「
性
格
的
小
品
」
を
書
く
と
い
う
態
度
も
あ
り
得
る
（
ま
さ
に
「
性
格

的
小
品
」と
い
う
言
葉
を
作
っ
た
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
が
そ
う
で
、他
に
シ
ュ
ー
マ
ン
も
シ
ョ
パ
ン
も
ピ
ア
ノ
曲
は
小
品
が
多
い
）。差
別
化
、

個
性
化
の
動
き
は
、
徐
々
に
音
楽
そ
の
も
の
の
変
化
も
齎
し
、
例
え
ば
動
的
な
和
声
リ
ズ
ム
は
シ
ュ
ー
マ
ン
に
お
い
て
は
殆
ど
有
効
で
は

な
く
な
っ
て
い
る
（
ソ
ナ
タ
形
式
に
お
い
て
、緊
張
を
高
め
る
属
調
で
は
な
く
、緩
め
る
下
属
調
の
方
向
へ
の
動
き
が
優
勢
な
こ
と
な
ど
）。

　

音
楽
の
構
造
そ
の
も
の
の
解
体
は
後
期
ロ
マ
ン
派
に
お
い
て
顕
著
で
あ
り
、
最
も
有
名
な
の
は
半
音
階
的
な
和
声
を
多
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
調
性
を
曖
昧
な
も
の
と
し
た
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
（
ト
リ
ス
タ
ン
和
音
）
や
リ
ス
ト
だ
が
、
そ
の
動
き
は
二
十
世
紀
初
頭
に
お
い
て

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
よ
っ
て
決
定
的
な
も
の
と
な
る
。
後
期
ロ
マ
ン
派
的
様
式
か
ら
出
発
し
た
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
、
そ
の
半
音
階
的
和

声
を
極
限
に
ま
で
推
し
進
め
て
行
っ
て
到
達
し
た
「
無
調
」（
こ
こ
に
は
だ
か
ら
未
だ
仄
か
に
和
声
の
香
り
が
残
る
）
を
通
っ
て
、
音
楽

的
意
味
を
そ
れ
自
体
で
は
持
ち
得
な
い
「
無
調
」
の
作
品
（
歌
詞
な
ど
の
言
語
的
支
柱
が
あ
れ
ば
そ
の
意
味
に
よ
っ
て
作
品
構
築
は
可
能

だ
が
）
が
ど
の
よ
う
に
し
た
ら　

― 

過
去
の
方
法
に
頼
る
こ
と
な
く 

―　

構
築
可
能
に
な
る
の
か
と
い
う
問
題
を
十
二
音
技
法
の
開
発

に
よ
っ
て
解
決
し
た
。
こ
の
発
明
に
よ
り
、
全
く
無
調
の
作
品
で
も
恣
意
的
な
カ
オ
ス
に
陥
る
こ
と
な
く
、
ま
た
過
去
の
和
声
に
戻
る
こ

と
も
な
く
、
音
響
の
み
に
よ
る
構
造
化
が
可
能
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
同
時
に
十
二
音
技
法
は
あ
ら
ゆ
る
音
響
的
意
味
の
可
能
性
も
排
除

し
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
音
楽
的
意
味
は
死
を
迎
え
る
。
我
々
は
こ
こ
に
ほ
ん
の
微
か
に
で
も
過
去
に
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
音
楽
的
・

音
響
的
連
関
を
聴
き
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
の
は
数
学
的
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
音
響
の
構
成
物
の
み
で
あ
る
。

　

た
だ
実
際
に
は
十
二
音
技
法
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
る
の
は
音
高
の
要
素
だ
け
な
の
で
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
リ
ズ
ム
や
形
式
の
面
で

伝
統
的
な
も
の
と
繋
が
る
こ
と
で
音
楽
的
意
味
を
救
助
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
点
を
厳
し
く
非
難
し
た
の
が
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ー
レ
ー

ズ
だ
っ
た
。
二
十
世
紀
後
半
に
な
っ
て
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
、音
高
の
み
な
ら
ず
、他
の
全
て
の
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
を
音
列
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
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ル
す
る
ト
ー
タ
ル
・
セ
リ
ア
リ
ズ
ム
を
主
張
す
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
や
は
り
配
慮
さ
れ
た
の
が
、
音
楽
の
進
行
感
で
あ
り
、
す
な
わ
ち

音
楽
的
意
味
の
基
礎
と
し
て
の
音
楽
的
時
間
の
感
覚
で
あ
っ
た
（
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
音
の
「
密
度
」
の
操
作
に
よ
っ
て
そ
れ
を
実
現
で
き
る

と
す
る
）。
こ
の
よ
う
な
作
曲
家
に
よ
る
音
楽
構
築
を
「
音
の
搾
取
」
と
見
做
し
た
の
が
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
前
節

で
述
べ
た
よ
う
な
作
曲
の
放
棄
と
い
う
態
度
に
ま
で
至
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
哲
学
的
・
美
学
的
視
点

　

以
上
、
十
八
〜
二
十
世
紀
の
西
洋
音
楽
史
・
美
学
史
を
「
音
楽
的
意
味
の
解
体
の
歴
史
」
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
に
つ
い
て
ざ
っ
と
概

観
し
た
。
こ
こ
で
は
哲
学
的
・
美
学
的
に
重
要
な
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

十
八
世
紀
以
前
に
お
い
て
は
、
音
楽
は
「
言
語
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
歌
詞
の
よ
う
な
言
語
を
用
い
る
場
合
で
も
、
そ
う
で
な
い
場
合

で
も
言
え
る
こ
と
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
前
述
の
マ
ッ
テ
ゾ
ン
の
証
言
や
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ア
ー
ノ
ン
ク
ー
ル
の
著
作
（『
古
楽
と
は
何

か
』（
15
）
な
ど
）
で
も
は
っ
き
り
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
交
通
も
不
便
で
、
諸
外
国
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
ま
ま
な

ら
な
か
っ
た
当
時
の
文
化
・
社
会
的
サ
ー
ク
ル
の
狭
さ
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
サ
ー
ク
ル
の
内
部
で
は
濃

密
で
意
味
深
い
美
学
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が「
趣
味
判
断
」の
言
説
で
は
フ
ラ
ン
ス
趣
味
で
あ
っ

た
り
、
イ
タ
リ
ア
趣
味
で
あ
っ
た
り
の
名
で
呼
ば
れ
る
よ
う
な
も
の
と
な
る
。
た
だ
し
フ
ォ
ン
ト
ネ
ル
や
カ
ン
ト
の
よ
う
に
歌
詞
の
な
い

器
楽
音
楽
に
は
深
い
意
味
の
な
い
「
音
の
戯
れ
」
だ
け
を
見
る
よ
う
な
識
者
も
い
た
わ
け
で
、
こ
こ
で
成
立
し
て
い
る
音
楽
的
意
味
が
ど

の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
の
か
は
様
々
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
ま
た
そ
れ
は
全
く
無
意
味
の
音
の
羅
列
と
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
決
し
て

な
い
。
必
ず
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
意
味
が
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
が
十
八
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
の
音
楽
の
（
と
同
時
に
音
楽
美
学

的
思
想
の
）
変
化
に
伴
っ
て
解
体
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
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私
は
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
症
例
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
い
く
中
で
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
に
よ
る
パ
ラ
ノ
イ
ア
に
関
す
る
理
論
に
出
会
っ

た
。そ
れ
に
よ
れ
ば
無
意
識
は
言
語
の
よ
う
に
構
造
化
さ
れ
て
お
り
、そ
こ
に
存
在
す
る
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
結
び
目（「
ク
ッ

シ
ョ
ン
の
綴
じ
目
」）
が
き
ち
ん
と
結
び
つ
い
て
お
れ
ば
問
題
は
な
い
が
、
そ
れ
が
一
度
外
れ
て
し
ま
う
と
パ
ラ
ノ
イ
ア
の
よ
う
な
症
状

の
精
神
病
に
な
っ
て
し
ま
う
、と
さ
れ
る
。
ま
さ
に
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
症
例
は
そ
の
一
例
で
、正
常
な
無
意
識
に
必
要
な
意
味
作
用
が
「
ク
ッ

シ
ョ
ン
の
綴
じ
目
」
が
外
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
く
な
り
、
幻
聴
や
幻
覚
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
「
綴
じ
目
」
を
強
引
に

で
も
結
び
合
せ
る
の
が
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
の
ピ
ア
ノ
演
奏
で
あ
り
、
チ
ェ
ス
の
試
合
だ
っ
た
の
だ
。
こ
こ
に
も
意
味
作
用
を
齎
す

音
楽
と
い
う
図
式
が
見
て
取
れ
る
。

　

さ
て
十
八
世
紀
半
ば
に
生
ま
れ
、
十
九
世
紀
に
入
っ
て
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
隆
盛
に
伴
っ
て
発
展
し
た
「
音
楽
美
学
」
の
観
点
か
ら

言
え
ば
、
芸
術
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
も
音
楽
、
特
に
器
楽
音
楽
は
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
的
な
要
素
か
ら
離
脱
し
て
い
る
が
た
め
に
絶
対
で

あ
り
、
音
響
以
外
の
不
純
物
を
含
ま
な
い
が
た
め
に
純
粋
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
で
説
得
力
の
あ
る
構
築
物
を
内
的
に
構
成
す
る
の
で
高
度

に
自
律
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
性
格
を
持
っ
た
音
楽
を
「
絶
対
音
楽
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
中
で
も
最
高
の
地

位
を
占
め
る
も
の
だ
。
絵
画
や
彫
刻
は
現
実
を
モ
デ
ル
と
し
、詩
や
小
説
は
現
実
的
な
使
用
を
基
と
す
る
言
語
を
用
い
て
い
る
と
い
う
点
で
、

非
絶
対
的
で
不
純
で
あ
る
。
ひ
と
り
音
楽
の
み
が
現
実
と
無
関
係
な
楽
音
を
用
い
、
全
く
現
実
的
で
は
な
い
意
味
を
持
っ
た
作
品
を
織
り

上
げ
て
い
く
の
だ
。
し
か
し
そ
の
「
絶
対
的
な
」
構
築
物
が
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
も
、
十
八
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
ま
で
だ
っ
た
。
と

い
う
こ
と
は
「
音
楽
美
学
」
の
歴
史
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
音
楽
的
意
味
の
解
体
の
歴
史
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
絶
対
音
楽
を

最
も
理
想
的
な
最
上
の
芸
術
と
規
定
し
た
時
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
「
音
楽
美
学
」
的
な
言
説
に
よ
っ
て

覆
い
隠
さ
れ
て
い
た
音
楽
の
真
の
姿
が
現
れ
て
き
た
と
も
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
ケ
ー
ジ
は
そ
の
最
後
の
一
押
し
を
し
た
の
だ
、
と
。

　

ち
な
み
に
西
田
幾
多
郎
の
著
作
中
に
見
ら
れ
る
音
楽
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
も
ち
ろ
ん
当
時
の
地
理
的
・
時
代
的
制
約
も
あ
り
、
絶
対
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音
楽
を
無
類
の
理
想
と
す
る
西
洋
近
代
音
楽
美
学
に
律
せ
ら
れ
た
音
楽
を
対
象
と
し
て
い
る
。『
善
の
研
究
』
中
の
「
純
粋
経
験
」
に
つ

い
て
の
有
名
な
説
明
「
直
接
経
験
の
上
に
お
い
て
は
た
だ
独
立
自
全
の
一
事
実
あ
る
の
み
で
あ
る
、
見
る
主
観
も
な
け
れ
ば
見
ら
る
る
客

観
も
な
い
。
恰
も
我
々
が
美
妙
な
る
音
楽
に
心
を
奪
わ
れ
、
物
我
相
忘
れ
、
天
地
た
だ
嚠
喨
た
る
一
楽
声
の
み
な
る
が
如
く
、
こ
の
刹
那

い
わ
ゆ
る
真
実
在
が
現
前
し
て
い
る
」（
16
）
と
い
う
よ
う
な
記
述
は
、
も
ち
ろ
ん
直
接
的
に
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
な
ど
か
ら
来
て
い
る
の
だ
ろ

う
が
、
遠
く
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
ヴ
ァ
ッ
ケ
ン
ロ
ー
ダ
ー
な
ど
の
音
楽
観
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。『
続
思
索
と
体
験
』
に
収
め
ら
れ

た
「
書
の
美
」
に
も
「
芸
術
に
は
客
観
的
対
象
を
写
す
と
い
う
こ
と
が
主
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
、
主
観
的
感
情
の
発
現
と
い
う
こ
と
が

主
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
が
あ
る
。
絵
画
と
か
彫
刻
と
か
い
う
も
の
は
前
者
に
属
し
、
音
楽
と
い
う
如
き
も
の
は
後
者
に
属
す
る
の
で
あ

る
」（
17
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
感
情
表
現
に
重
き
を
置
い
た
ロ
マ
ン
主
義
的
音
楽
観
で
あ
る
。

三　

音
楽
を
巡
る
言
説

　

最
近
の
私
の
音
楽
を
巡
る
哲
学
的
思
索
と
し
て
は
、
私
が
監
修
し
た
『
音
楽
を
考
え
る
人
の
た
め
の
基
本
文
献
34
』（
二
〇
一
七
年
）

に
付
し
た
序
文
が
あ
る（
18
）。
こ
の
書
物
は
西
洋
音
楽
に
関
す
る
重
要
な
言
説
を
古
代
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
現
代
ま
で
歴
史
的
に
追
っ
て
、
そ

の
重
要
な
一
部
を
解
説
文
付
き
で
紹
介
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
歴
史
順
に
「
第
一
部
古
代
」「
第
二
部
中
世
・
近
世
」「
第
三

部
近
代
・
現
代
」
と
い
う
よ
う
に
並
ん
で
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
始
め
に
「
本
書
の
使
い
方
、
そ
の
一
例
」
と
い
う
文
章
が
添
え
ら
れ
て
い

る
。
実
を
言
え
ば
、
こ
の
文
章
は
も
と
も
と
ひ
と
繋
が
り
の
も
の
だ
っ
た
の
だ
が
、
編
集
の
都
合
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
漠
然
と
扱
っ

て
い
る
部
分
に
三
等
分
さ
れ
て
配
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
私
が
中
心
に
論
じ
た
の
は
、も
ち
ろ
ん
西
洋
音
楽
を
対
象
と
し
た
言
説
の
思
想
的
な
変
遷
を
多
少
と
も
解
説
し
た
の
も
あ
る
が
、
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そ
れ
ら
に
常
に
通
底
し
て
い
る
或
る
種
の
考
え
方
、
ニ
ー
チ
ェ
的
に
言
え
ば
、
ア
ポ
ロ
ン
的
な
も
の
に
対
し
て
の
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
も

の
を
重
要
な
も
の
と
捉
え
る
考
え
方
で
あ
る
。
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
「
エ
ー
ト
ス
論
」
や
「
カ
タ
ル
シ
ス
」「
天
体
の
音
楽
」
な

ど
の
考
え
方
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
「
第
二
の
作
法
」、
バ
ロ
ッ
ク
か
ら
古
典
派
の
過
渡
期
に
現
れ
た
「
感
情
過
多
様
式
」、
そ
し
て
ロ
マ
ン

主
義
は
そ
れ
自
体
が
そ
の
よ
う
な
考
え
方
の
塊
の
よ
う
な
も
の
だ
。
次
い
で
、シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の「
意
志
の
現
れ
と
し
て
の
音
楽
」、

も
ち
ろ
ん
ニ
ー
チ
ェ
の
「
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
」、
そ
し
て
現
代
に
お
け
る
「
実
験
音
楽
」
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
に
共
通
す
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
客
観
的
で
合
理
的
な
思
考
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
、
科
学
や
理
論
の
枠
組
み
を

摺
り
抜
け
て
い
っ
て
し
ま
う
も
の
、
省
察
や
言
葉
で
は
表
現
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
一
節
で
述
べ
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
や
ブ
ル
レ
に
と
っ

て
は
「（
純
粋
）
持
続
」、
ダ
ー
ル
ハ
ウ
ス
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
メ
ロ
デ
ィ
」
に
当
た
る
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
そ
れ
と
の
差
異

が
差
異
と
し
て
の
存
在
を
生
み
出
す
よ
う
な
根
源
的
な
コ
ト
で
あ
る
。
こ
れ
を
敢
え
て
言
え
ば
「
生
命
」
と
呼
ん
で
も
良
い
か
も
知
れ
な

い
。
あ
る
い
は
西
田
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
時
間
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
の
「
永
遠
の
今
」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
自
己
否
定
を
し

な
け
れ
ば
存
在
し
得
な
い
も
の
だ
。「
永
遠
の
今
」
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
客
観
的
に
も
合
理
的
に
も
考
え

る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
を
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
厳
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
我
々
の
誰
も
が
感
じ
て

い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
と
の
差
異
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
そ
の
自
己
否
定
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
音
楽
を
感
じ
た
り
、
時
間
を
感

じ
た
り
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
音
楽
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
背
後
に
常
に
伏
在
し
て
い
る
の
を
私
は
見
て
取
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
音
楽
の
世
界
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
て
、
他
の
芸
術
分
野
、
絵
画
や
彫
刻
、
詩
や
小
説
に
お
い

て
も
、あ
る
い
は
思
想
の
世
界
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
ポ
ロ
ン
的
な
も
の
に
対
し
て
の
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
も
の
、

現
実
世
界
に
対
し
て
の
イ
デ
ア
の
世
界
、
理
性
に
対
し
て
の
感
情
、
デ
ッ
サ
ン
に
対
し
て
の
色
彩
、
古
典
主
義
に
対
す
る
ロ
マ
ン
主
義
、
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そ
れ
自
体
認
識
不
可
能
な
「
物
自
体
」、
世
界
の
裏
側
に
あ
っ
て
世
界
を
動
か
し
て
い
る
「
意
志
」、
空
間
に
対
し
て
の
持
続
、
そ
し
て
モ

ノ
に
対
し
て
の
コ
ト
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
全
て
の
対
が
そ
の
ま
ま
で
パ
ラ
レ
ル
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
余
り
に
大
雑

把
な
議
論
に
な
っ
て
し
ま
う
。
単
な
る
神
秘
主
義
と
し
て
片
付
け
て
し
ま
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
私
た
ち
は
こ
こ
に
或
る
種
の

真
実
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
も
間
違
い
な
い
と
思
う
。

　

禅
の
経
験
な
ど
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
西
田
の
哲
学
の
方
法
が
そ
の
よ
う
な
も
の
も
含
み
込
み
な
が
ら
も
、
最
終
的

に
は
自
分
自
身
の
ぎ
り
ぎ
り
の
現
実
的
な
経
験　

― 

神
秘
主
義
な
ど
と
は
無
縁
の
ご
く
日
常
的
な
経
験 

―　

へ
の
問
い
掛
け
に
よ
っ
て

成
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
私
に
と
っ
て
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
古
代
か
ら
簡
単
に
は
捉
え
難
い
も
の
と
し
て
あ
り
、
言

葉
に
し
て
し
ま
え
ば
単
純
だ
が
そ
れ
で
は
何
も
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
西
田
は
自
分

の
そ
の
時
々
の
思
考
に
よ
っ
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。

四　

音
楽
と
哲
学

　

最
後
に
、
以
上
の
よ
う
な
思
考
の
遍
歴
を
経
た
現
在
、
そ
し
て
以
来
様
々
な
音
楽
に
つ
い
て
思
考
し
て
き
た
今
、
西
田
哲
学
の
助
け
を

借
り
て
、
少
し
で
も
考
え
を
進
め
て
行
け
そ
う
な
問
題
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
そ
れ
ら
は
大
き
く
分
け
て
三
つ
、
音
楽
の
存
在
論
、
日
常

的
時
間
と
音
楽
的
時
間
の
差
異
、
演
奏
行
為
に
つ
い
て
、
で
あ
る
。

（
一
）
音
楽
の
存
在
論

　

音
楽
と
い
う
も
の
の
存
在
に
つ
い
て
は
今
ま
で
様
々
な
議
論
が
あ
っ
た
。
近
年
は
特
に
分
析
哲
学
の
領
分
で
議
論
が
多
く
為
さ
れ
て
い
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る
よ
う
だ
が
、そ
れ
ら
の
出
発
点
と
し
て
ロ
ー
マ
ン
・
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
の
『
音
楽
作
品
と
そ
の
同
一
性
の
問
題
』（
19
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
や
シ
ョ
パ
ン
な
ど
の
古
典
的
な
音
楽
作
品
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
に
、
や
や
古
風
な
感
は
否
め
な
い
。
つ
ま
り
作
曲
家
が

作
品
を
楽
譜
に
書
き
、
そ
れ
を
演
奏
者
が
演
奏
し
、
そ
の
演
奏
を
聴
者
が
聴
く
と
い
う
図
式
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
解
り

や
す
い
古
典
的
図
式
で
も
音
楽
作
品
の
存
在
の
特
異
性
は
す
ぐ
に
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
図
式
の
中
の
ど
こ
に

0

0

0

音
楽
作

品
は
存
在
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
だ
。
作
品
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
全
て
の
人
に
共
有
さ
れ
て
い
る
。
シ
ョ
パ
ン
の
《
ピ
ア
ノ

ソ
ナ
タ
第
三
番
》
が
こ
の
世
に
存
在
し
て
い
な
い
、
な
ど
と
主
張
す
る
人
間
は
い
な
い
。
こ
の
作
品
は
あ
る

0

0

。
し
か
し
、
そ
れ
は
楽
譜
の

中
に
か
、
演
奏
の
中
に
か
、
あ
る
い
は
作
曲
家
や
演
奏
家
、
聴
者
の
頭
の
中
に
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
演
奏
に
も
素
晴
ら

し
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
下
手
糞
な
も
の
も
あ
る
。
こ
の
似
て
も
似
つ
か
ぬ
演
奏
が
、
ど
ち
ら
も
同
じ
作
品
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

例
え
ば
、
こ
こ
に
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
作
曲
家
、
フ
ラ
ダ
リ
ッ
ク
・
モ
ン
ポ
ウ
の
《
歌
と
踊
り
》
第
三
番
が
あ
る
（
正
確
に
は
カ
タ
ル
ー

ニ
ャ
の
民
族
舞
踊
で
あ
る
サ
ル
ダ
ー
ナ
に
よ
る
「
踊
り
」
の
部
分
）。
実
を
言
う
と
そ
の
出
版
さ
れ
て
い
る
楽
譜
に
つ
い
て
も
二
種
類
が

混
在
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
反
映
し
て
市
販
さ
れ
て
い
る
Ｃ
Ｄ
も
少
な
く
と
も
三
種
類
の
も
の
が
あ
る
。
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
ア

リ
シ
ア
・
デ
・
ラ
ロ
ー
チ
ャ
の
一
九
八
三
年
の
も
の
、
こ
れ
は
作
曲
者
自
身
の
演
奏
（
一
九
七
四
年
）
に
も
近
く
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
は

彼
ら
の
実
際
の
人
間
関
係
の
近
さ
も
あ
る
だ
ろ
う
。
興
味
深
い
の
は
、
最
初
に
作
品
が
発
表
さ
れ
た
年
代
（
一
九
二
六
年
）
に
最
も
近
い

時
代
に
残
さ
れ
た
録
音
、
一
九
五
八
年
の
ゴ
ン
サ
ロ
・
ソ
リ
ア
ー
ノ
の
演
奏
で
、
テ
ン
ポ
も
速
い
上
に
最
初
の
モ
チ
ー
フ
の
音
が
違
う
。

さ
ら
に
先
の
低
音
部
で
も
違
う
音
型
が
弾
か
れ
、最
後
に
は
和
音
が
一
つ
足
り
な
い
の
で
あ
る（
20
）。
こ
れ
ら
は
し
か
し
同
じ《
歌
と
踊
り
》

第
三
番
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
か
。

　

も
ち
ろ
ん
音
楽
学
的
に
は
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
の
違
い
で
あ
っ
た
り
、
作
曲
者
の
書
き
直
し
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
演
奏
者
の

解
釈
の
違
い
で
あ
っ
た
り
が
問
題
と
な
る
事
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
シ
ョ
パ
ン
な
ど
に
も
数
多
い
（
ル
ー
ビ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
演
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奏
す
る
《
幻
想
即
興
曲
》
は
流
布
版
と
は
全
く
違
う
初
版
に
基
づ
い
て
い
る
し
、
内
田
光
子
の
《
ピ
ア
ノ
ソ
ナ
タ
第
二
番
》
は
一
般
と
は

違
う
彼
女
の
解
釈
が
聴
か
れ
る
）。
こ
の
モ
ン
ポ
ウ
の
場
合
は
、
彼
自
身
が
演
奏
を
残
し
て
い
る
の
で
問
題
は
複
雑
だ
し
、
ま
た
彼
の
他

の
作
品
で
は
非
常
に
厳
密
で
緻
密
な
音
へ
の
配
慮
が
見
ら
れ
る
の
に
、
こ
の
作
品
だ
け
は
い
わ
ば
「
な
げ
や
り
」
な
態
度
と
も
取
ら
れ
兼

ね
な
い
楽
譜
や
録
音
の
存
在
様
態
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
、《
歌
と
踊
り
》
シ
リ
ー
ズ
は
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
民
謡
や
民
族
舞

踊
に
基
づ
い
て
お
り
、
特
に
こ
の
第
三
番
の
部
分
は
サ
ル
ダ
ー
ナ
と
い
う
、
実
際
に
も
即
興
性
の
強
い
音
楽
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
自
由

さ
が
あ
る
の
だ
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
つ
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
即
興
性
が
強
い
音
楽
、
あ
る
い
は
端
的
な
即
興
の
音
楽
に
つ
い
て
は
、
音
楽
の
存
在
論
と
し
て
の
議
論
は
ま
す
ま
す
一
筋

縄
で
は
い
か
な
い
も
の
と
な
る
。
モ
ン
ポ
ウ
の
サ
ル
ダ
ー
ナ
は
一
応
き
ち
ん
と
記
譜
さ
れ
て
い
る
し
、
現
在
の
通
常
の
サ
ル
ダ
ー
ナ
は
作

曲
さ
れ
た
も
の
が
殆
ど
だ
が
、伝
統
的
に
は
（
他
の
地
域
の
民
族
音
楽
と
同
様
）
か
な
り
口
頭
伝
承
的
な
部
分
と
即
興
的
な
部
分
が
あ
る
。

た
だ
し
リ
ズ
ム
構
成
の
規
則
性
は
厳
密
に
守
ら
れ
る
の
で
、
即
興
と
言
っ
て
も
何
を
や
っ
て
も
良
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
規
則

を
守
っ
た
即
興
と
い
う
も
の
も
世
界
中
に
数
多
く
存
在
し
、
北
イ
ン
ド
の
音
楽
に
お
け
る
ラ
ー
ガ
（
旋
法
）
と
タ
ー
ラ
（
リ
ズ
ム
）
の
規

則
な
ど
は
そ
の
最
た
る
も
の
だ
ろ
う
。
音
楽
は
全
て
即
興
で
出
来
て
い
る
が
、
音
の
動
き
や
作
品
の
形
式
は
選
ば
れ
た
ラ
ー
ガ
と
タ
ー
ラ

の
規
則
に
厳
密
に
従
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
に
お
い
て
音
楽
の
存
在
論
は
そ
の
「
今ヒ
ッ
ク
・
エ
ト
・
ヌ
ン
ク

こ
こ
で
」
の
純
粋
な
経
験
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
音
楽
作
品
と
端
的
な

0

0

0

音

楽
経
験
（
こ
れ
は
純
粋
経
験
と
も
呼
べ
る
だ
ろ
う
）
の
関
係
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
経
験
は
今
現
在
に

0

0

0

0

存
在
す
る
も
の
で
、

こ
れ
か
ら
に
は
未
だ
存
在
し
て
い
な
い
し
、
か
つ
て
は
既
に
存
在
し
な
い
。
今
現
在
に
生
成
し
つ
つ
あ
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
以
後

も
な
く
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
し
か
存
在
し
得
な
い
。
演
奏
者
が
そ
れ
を
刻
々
と
存
在
さ
せ
て
い
る
。
聴
い
て
い
る
者
も
そ
う
だ
。

そ
し
て
録
音
さ
れ
た
も
の
を
聴
く
場
合
に
は
、
聴
い
て
い
る
者
し
か
そ
こ
に
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
演
奏
者
が
録
音
し
た
時
に
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は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
音
楽
の
存
在
が
先
送
り
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

し
か
し
ま
た
同
時
に
演
奏
を
可
能
に
し
て
い
る
契
機
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
品
を
（
あ
る
い
は
規
則
を
）
練
習
し
て
自
分
の
も
の

と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
っ
た
く
フ
リ
ー
の
場
合
は
ど
う
か
。
そ
れ
で
も
何
か
そ
れ
を
音
楽
と
呼
べ
る
も
の
に
す
る
条
件
が
あ

る
だ
ろ
う
。
滅
茶
苦
茶
に
楽
器
を
叩
い
て
い
る
よ
う
な
、
単
な
る
「
い
た
ず
ら
」
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
、
と
す
る
条
件
で
あ
る
。
猫

が
鍵
盤
の
上
を
歩
い
て
鳴
っ
た
と
い
う
も
の
と
違
う
も
の
。
し
か
し
な
が
ら
、
滅
茶
苦
茶
に
楽
器
を
叩
い
た
り
、
猫
が
鍵
盤
の
上
を
歩
い

た
り
し
た
音
だ
と
し
て
も
、そ
れ
を
音
楽
と
聴
く
者
が
い
れ
ば
そ
れ
は
音
楽
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、こ
の
場
合
「
条
件
」
と
か
「
規
則
」
と
言
っ

て
も
、
も
ち
ろ
ん
厳
し
い
も
の
は
ラ
ー
ガ
や
タ
ー
ラ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
が
、
単
に
そ
れ
を
「
音
楽
」
と
聴
く
人
が
存
在
す
る
、
と
い

う
だ
け
の
条
件
で
も
良
い
か
も
知
れ
な
い
。
こ
こ
に
は
音
楽
を
す
る
「
私
」
と
音
楽
を
聴
く
「
汝
」
の
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
西
田
に
は
「
私
と
汝
」（
21
）
と
い
う
難
解
な
論
文
が
あ
る
。
私
の
予
感
と
し
て
は
、
こ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
他
我
問
題
も
あ
る
け
れ
ど
も
、

同
時
に
や
は
り
純
粋
経
験
の
問
題
、
ひ
い
て
は
時
間
の
問
題
も
関
係
が
あ
る
。

（
二
）
日
常
の
時
間
と
音
楽
の
時
間

　

日
常
の
時
間
と
音
楽
の
時
間
と
の
違
い
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
音
楽
が
そ
こ
に
あ
る
場
合
に
ど
の
よ
う
に
時
間
は
異
な
っ
て
流
れ
る
の
だ

ろ
う
。
音
楽
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
常
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
日
常
に
音
楽
が
あ
る
の
と
な
い
の
と
で
違
う
と

い
う
こ
と
は
、
は
っ
き
り
と
感
じ
る
。
で
は
ど
う
違
う
の
か
。
こ
こ
で
示
唆
的
だ
っ
た
の
が
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
サ
ッ
ク
ス
の
報
告
す
る
「
妻

を
帽
子
と
間
違
え
た
男
」（
22
）
だ
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
音
楽
家
Ｐ
の
症
例
な
の
だ
が
、
彼
は
或
る
時
か
ら
身
近
な
人
物
た
ち
の

顔
が
解
ら
な
く
な
り
、
日
常
の
物
品
も
自
分
の
身
体
も
解
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
知
覚
に
は
何
ら
異
常
は
な
く
、
理
解
に
問
題
が
あ
る

の
だ
。
自
分
の
足
と
靴
の
区
別
が
つ
か
な
い
、
手
袋
は
単
な
る
五
つ
の
小
さ
な
袋
が
付
い
て
い
る
袋
で
あ
る
。
ポ
ス
ト
に
挨
拶
を
し
、
妻
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を
帽
子
と
間
違
え
て
か
ぶ
ろ
う
と
す
る
。
物
理
的
な
モ
ノ
は
知
覚
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
が
何
ら
か
の
実
感
や
表
情
を
持
っ
て
い
る
コ
ト
が

解
ら
な
い
。
し
か
し
そ
ん
な
彼
も
歌
を
歌
い
な
が
ら
な
ら
、
一
人
で
身
支
度
も
で
き
る
し
、
何
の
問
題
も
な
い
。
音
楽
が
彼
に
一
繋
が
り

の
意
味
を
持
っ
た
行
動
を
導
い
て
く
れ
る
の
だ
。

　

こ
こ
で
解
る
こ
と
は
、
私
た
ち
の
普
通
の
日
常
的
行
動
で
あ
っ
て
も
何
の
関
連
も
な
い
動
作
が
続
い
て
い
る
訳
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。
単
に
歩
く
と
い
う
行
動
で
も
非
常
に
複
雑
な
一
連
の
動
き
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
の
研
究
者
が
最
新
の
科
学
技

術
を
用
い
て
も
人
間
の
動
き
を
そ
の
ま
ま
真
似
た
ロ
ボ
ッ
ト
を
作
成
す
る
の
が
大
変
に
困
難
で
あ
る
こ
と
で
解
る
。
自
然
な
滑
ら
か
な
動

き
、
日
常
生
活
は
、
音
楽
的
な
一
連
の
意
味
の
あ
る
時
間
の
繋
が
り
の
よ
う
な
時
間
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
症
例
は
我
々
に
日
常
の
時
間
と
音
楽
の
時
間
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
間
の
類
似
性

を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
我
々
も
い
つ
何
時
、
音
楽
家
Ｐ
の
よ
う
に
日
常
的
な
自
然
な
動
き
、
い
わ

ば
自
明
性
を
喪
失
し
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。
Ｐ
の
よ
う
な
失
認
症
、
あ
る
い
は
加
齢
に
伴
う
認
知
症
な
ど
は
そ
の
原
因
と
な
る
だ
ろ

う
が
、
そ
う
で
な
く
て
も
我
々
は
日
常
的
に
、
例
え
ば
或
る
漢
字
が
そ
れ
ま
で
問
題
な
く
書
け
て
い
た
の
が
突
然
書
け
な
く
な
っ
て
し
ま

う
と
い
う
よ
う
な
経
験
を
し
て
い
る
。

　

自
然
さ
、
自
明
性
の
保
証
と
し
て
の
音
楽
。
そ
れ
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
フ
ッ
サ
ー
ル
、
そ
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
（
内
的
）
時
間
意

識
の
例
と
し
て
挙
げ
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
彼
ら
は
「
今
」
の
時
間
の
パ
ラ
ド
ク
ス
、
す
な
わ
ち
過
去
の
「
今
」

は
す
で
に
存
在
せ
ず
、
未
来
の
「
今
」
も
未
だ
存
在
し
て
い
な
い
、
そ
し
て
現
在
の
「
今
」
は
一
瞬
の
点
な
の
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
、
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
を
解
決
し
よ
う
と
、
音
楽
に
お
い
て
或
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
歌
う
こ
と
、
と
い
う
例
を
持
ち
出
し
て
い
る
。《
き

ら
き
ら
星
》
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
確
か
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
ド
、
ド
、
ソ
、
ソ
、
ラ
、
ラ
、
ソ
…
…
」
と
い
う
音
た
ち
か
ら
成
っ

て
い
る
。
し
か
し
先
ほ
ど
の
「
今
」
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
論
理
か
ら
言
え
ば
、
最
初
の
「
ド
」
を
歌
っ
て
い
る
時
に
そ
の
「
ド
」
は
存
在
し
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て
い
る
が
、
次
の
「
ド
」
以
下
の
音
は
未
だ
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
次
の
「
ド
」
を
歌
っ
て
い
る
時
に
は
最
初
の
「
ド
」
は
最
早
存

在
せ
ず
、
そ
の
次
の
「
ソ
」
以
後
の
音
は
未
だ
存
在
し
て
い
な
い
、
等
々
と
続
い
て
い
く
。
し
か
し
、
こ
れ
は
こ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
実
際

の
存
在
様
態
と
は
相
容
れ
な
い
。
私
た
ち
は
《
き
ら
き
ら
星
》
を
一
繋
が
り
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
一
挙
に
知
っ
て
い
る
。
そ
の
存
在
は

歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
化
す
る
が
、
そ
れ
以
前
に
は
言
わ
ば
私
た
ち
の
頭
の
中
に
あ
る
。
こ
れ
を
前
述
の
「
錯
綜
体
」
と
呼
ん
で
も
良

い
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
「
永
遠
の
今
」
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
ら
が
「
歌
う
こ
と
」
と
い
う
「
自
己
否

定
」
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
今
」
と
し
て
の
時
間
が
現
れ
る
、
と
。

　

日
常
的
な
時
間
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
音
楽
化
し
た
作
品
を
基
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
作
品
と
し
て
ギ
リ
シ
ャ
出

身
の
フ
ラ
ン
ス
の
作
曲
家
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ア
ペ
ル
ギ
ス
の
《
再
会R

etrouvailles

》（
二
〇
一
三
年
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ
は
久
し
ぶ
り
に
再
会
し
た
友
人
二
人
が
行
な
う
行
動
、
手
を
挙
げ
る
、
抱
擁
す
る
、
話
し
合
う
、
乾
杯
す
る
、
な
ど
な
ど
の
行
為
か
ら

音
楽
的
要
素
を
抽
出
し
て
構
成
し
た
作
品
だ
。
二
人
の
打
楽
器
奏
者
の
た
め
の
作
品
な
の
だ
が
、楽
器
は
彼
ら
の
身
体
そ
の
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
こ
れ
が
音
楽
作
品
で
あ
る
と
知
ら
な
い
人
に
と
っ
て
は
、
不
思
議
な
再
会
の
挨
拶
を
す
る
二
人
の
人
間
を
目
に
す
る
こ
と
に

な
る
。
日
常
の
一
連
の
動
作
が
ま
さ
に
一
つ
の
音
楽
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
作
品
で
あ
る
。

（
三
）
演
奏
行
為

　

そ
ろ
そ
ろ
紙
数
も
尽
き
て
き
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
そ
の
他
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
手
短
に
紹
介
し
て
い
く
。
ま
ず
音
楽
に
お
け
る
演

奏
行
為
に
つ
い
て
。
或
る
作
品
を
暗
譜
で
演
奏
し
て
い
る
状
態
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
の
モ
ン
ポ
ウ
《
歌
と
踊
り
》
に
つ
い
て
私
自

身
が
経
験
し
た
こ
と
だ
が
、
先
ほ
ど
は
サ
ル
ダ
ー
ナ
の
部
分
に
つ
い
て
の
三
種
類
の
異
な
っ
た
演
奏
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
実
際
の
演
奏

に
お
い
て
は
或
る
一
定
の
和
声
の
進
行
さ
え
手
に
入
れ
て
お
け
ば
、
実
際
の
個
々
の
音
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
か
な
り
の
自
由
度
が
あ



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
六
号

六
二

る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
せ
ら
れ
た
。
つ
ま
り
個
々
の
音
は
ど
う
あ
れ
、
或
る
一
定
の
ま
と
ま
っ
た
音
の
グ
ル
ー
プ
（
可
能
性
も
含
め

て
）
を
想
定
し
て
お
れ
ば
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
演
奏
す
れ
ば
、
音
楽
が
成
立
す
る
。
実
際
の
民
族
舞
踊
サ
ル
ダ
ー
ナ
も
そ
の
よ
う
な
部

分
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
先
ほ
ど
の
「
規
則
」
が
実
際
の
「
実
現
」
を
規
定
し
て
い
る
と
い
う
の
と
重
な
る
が
、
そ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る

コ
ト
と
し
て
見
て
み
る
と
、
ま
さ
に
「
作
ら
れ
た
も
の
」
が
「
作
っ
て
い
く
」、「
作
っ
て
い
く
」
と
そ
れ
が
「
作
ら
れ
た
も
の
」
と
な
る
、

と
い
う
行
為
的
直
観
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
態
が
そ
こ
に
あ
る
。

　

そ
こ
に
は
ま
た
演
奏
中
の
意
識
と
い
う
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
が
進
行
中
の
行
為
を
把
握

0

0

し
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
作
ら
れ
た
も

の
か
ら
作
っ
て
い
く
こ
と
は
不
可
能
だ
。
そ
こ
か
ら
進
行
中
に
直
近
の
未
来
を
掴
む
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
過

去
も
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
「
今
」
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
解
法
と
言
え
な
い
か
。
楽
譜
を
見
な
が
ら
演
奏
す
る
と
き
に
「
譜
め
く
り
」

を
頼
む
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
必
ず
早
め
に
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
実
際
の
「
今
」
の
演
奏
は
自
分
の
手0

が
行
な
っ

て
い
る
が
、
自
分
の
目0

の
方
は
か
な
り
先
の
方
を
見
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
単
な
る
点
と
考
え
ら
れ
が
ち
な
「
今
」
と
い
う

も
の
が
、少
な
く
と
も
進
行
中
の
行
為
に
お
い
て
は
（
と
い
う
こ
と
は
実
は
演
奏
に
限
ら
ず
全
て
の
行
為
に
お
い
て
）、点
な
ど
で
は
な
く
、

か
な
り
の
幅
で
未
来
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
解
る
。

　

し
か
し
ま
た
こ
こ
に
意
識
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が
あ
り
、
演
奏
行
為
中
に
過
度
に

0

0

0

意
識
を
働
か
せ
る
と
演
奏
に
失
敗
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ

る
。
或
る
種
の
自
動
運
転
、
無
意
識
の
行
為
と
い
う
部
分
も
重
要
だ
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
か
ら
解
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
身
体
の
知
」

と
い
う
よ
う
な
問
題
系
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

（
四
）
新
し
い
美
学
へ
向
か
っ
て

　

最
後
に
、
こ
の
稿
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
再
び
音
楽
と
哲
学
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
今
ま
で
言
及
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
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ヌ
ス
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
な
ど
は
、
音
楽
を
直
接
に
扱
っ
て
い
る
哲
学
者
た
ち
だ
が
、
彼
ら
が
音
楽
を
使
う
手
つ
き
は
自
分
の

思
索
を
導
い
て
い
く
た
め
の
、
あ
る
い
は
考
え
を
よ
り
良
く
伝
え
る
た
め
の
、
一
種
の
比
喩
と
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
と
思
う
。
特
に
彼

ら
に
と
っ
て
は
（
内
的
）
時
間
意
識
を
如
何
に
解
り
易
く
伝
え
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、音
楽
は
具
体
的
な
時
間
意
識
の
一
例
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
時
間
意
識
以
外
に
つ
い
て
も
音
楽
の
経
験
を
基
に
し
て
人
間
存
在
の
経
験
一

般
に
つ
い
て
語
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

音
楽
そ
の
も
の

0

0

0

0

を
哲
学
的
に
探
求
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
は
そ
の
芸
術
論
で
音
楽
そ
の
も
の
を

扱
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
彼
ら
は
本
当
に
音
楽
を
理
解
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
音
楽
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
理
論

的
な
部
分
、
楽
典
や
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
と
い
っ
た
も
の
が
必
要
に
な
る
の
だ
と
し
た
ら
、
彼
ら
は
音
楽
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
彼
ら
は
音
楽
を
感
じ
て
は
い
た
。
感
性
学
と
し
て
、
す
な
わ
ち
広
い
意
味
で
の
美
学
と
し
て
、
音
楽
を
取
り

扱
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
哲
学
だ
ろ
う
か
。

　

音
楽
の
存
在
論
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
を
音
楽
作
品
と
し
て
の
み
捉
え
る
狭
い
領
域
か
ら
開
い
て
み
る
と
、
そ
の
存
在
は
直

接
的
に
「
生
命
」
や
「
人
間
存
在
」
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
音
楽
存
在

と
は
「
生
命
」
や
「
人
間
存
在
」
の
一
部
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
存
在
様
態
が
通
底
し
て
い
る
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、音
楽
が
「
時
間
芸
術
」
で
あ
る
こ
と
は
重
要
で
、そ
の
意
味
で
音
楽
が
生
成
す
る
現
場
に
は
時
間
の
中
で
成
立
す
る
「
行

為
」
と
し
て
の
契
機
が
必
ず
存
在
す
る
の
だ
。

　

翻
っ
て
、哲
学
と
し
て
の
美
学
（
広
い
意
味
で
の
感
性
学
）
の
可
能
性
を
探
ろ
う
と
す
る
時
に
、そ
の
「
感
じ
る
」
と
い
う
部
分
に
「
時

間
感
覚
」
や
「
生
命
感
」
の
よ
う
な
も
の
を
含
め
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
音
楽
行
為
が
成
立
す
る
た
め
に
は
必

ず
感
覚
が
働
い
て
い
る
（「
行
為
的
直
観
」
的
に
自
己
否
定
が
発
動
す
る
契
機
）
の
だ
と
し
た
ら
、「
行
為
的
直
観
」
に
よ
る
美
学
の
可
能
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性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
「
今ヒ
ッ
ク
・
エ
ト
・
ヌ
ン
ク

こ
こ
で
」
成
立
し
て
い
る
行
為
を
対
象
と
す
る
よ
う
な
美
学
で
あ
り
、「
永
遠
の
今
」
と
し
て

の
行
為
の
基
層
部
分
（
自
己
否
定
の
契
機
）
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
こ
こ
に
は
従
来
の
音
楽
史
的
・
音
楽
学
的
考
察
も
含
ま
れ

る
だ
ろ
う
）
し
、
演
奏
行
為
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
こ
と
か
ら
「
身
体
論
」「
心
身
問
題
」「
他
我
論
」
な
ど
や
、
さ
ら
に
は
社
会
学
的

な
ア
プ
ロ
ー
チ
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
く
か
も
知
れ
な
い
。
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