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．
は
じ
め
に

　

近
年
、
演
奏
行
為
に
関
す
る
学
術
的
研
究
が
増
加
し
つ
つ
あ
る（

1
）。
演
奏
者
は
身
体
を
ど
の
よ
う
に
使
い
こ
な
し
、
ま
た
作
品
は
「
演

奏
す
る
身
体
」
を
ど
の
よ
う
に
考
慮
に
入
れ
て
い
る
の
か
。
二
人
以
上
の
奏
者
が
い
る
場
合
、
リ
ハ
ー
サ
ル
に
お
い
て
何
が
語
ら
れ
て
お

り
、
ど
の
よ
う
な
非
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
発
生
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
複
数
の
研
究
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

演
奏
時
に
は
日
常
生
活
で
は
見
ら
れ
な
い
心
理
状
態
が
生
じ
る
。
例
え
ば
、
音
楽
美
学
者
の
椎
名
亮
輔
は
、
演
奏
を
す
る
と
き
に
、「
身

体
を
用
い
て
為
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
、
身
体
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
も
は
や
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
」（
椎

名 

二
〇
〇
五
：
二
一
五
）
が
重
要
だ
と
指
摘
す
る
。
心
理
学
者
の
ア
ル
フ
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
ソ
ン
は
、
バ
ッ
ハ
の
作
品
を
リ
ハ
ー
サ
ル
し

た
若
い
演
奏
家
が
、「
私
は
恍
惚
と
な
り
、
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
活
力
を
与
え
ら
れ
て
、
今
や
す
べ
て
の
も
の
が
一
つ
に
集
約
さ
れ
た
。

音
楽
は
そ
れ
自
体
で
流
れ
て
い
っ
た
。
バ
ッ
ハ
の
精
神
に
貫
か
れ
て
い
く
よ
う
な
感
じ
が
し
た
。
音
楽
は
突
然
、自
明
の
こ
と
と
な
っ
た
」

（
ガ
ブ
リ
エ
ル
ソ
ン 

二
〇
〇
八
：
三
五
二
）
と
答
え
て
い
る
事
例
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
経
験
は
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
な
仕
組
み



一
一
九

「
あ
い
だ
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と
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演
奏
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で
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
は
演
奏
者
同
士
が
意
識
し
て
音
楽
を
作
り
出
す
の
で
は
な
く
、
自
然
に
音
楽
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
現
象
を
、
哲
学

の
観
点
か
ら
分
析
す
る
。
具
体
的
に
は
、
木
村
敏
、
サ
イ
モ
ン
・
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
と
い
う
二
人
の
哲
学
者
に
よ
る
演
奏
行
為
の
分
析
を
比

較
す
る
。
木
村
は
、「
固
有
の
有
機
的
生
命
を
も
つ
音
楽
」
と
い
う
考
え
に
訴
え
る
こ
と
で
、
そ
の
現
象
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
る
。
こ

れ
に
対
し
て
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
は
、「
演
奏
的
受
動
性
（perform

ative passivity

）」
な
ど
の
概
念
に
よ
っ
て
ソ
ロ
演
奏
の
没
入
経
験
を
、「
間

運
動
的
情
感
性
（interkinesthetic affectivity

）」
な
ど
の
概
念
に
よ
っ
て
合
奏
の
没
入
経
験
を
、
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み

て
い
る
。
両
者
の
あ
い
だ
に
は
、
い
か
な
る
共
通
点
と
差
異
が
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

二
．
固
有
の
有
機
的
生
命
を
も
つ
音
楽
―
―
木
村
敏
『
あ
い
だ
』
に
お
け
る
演
奏
分
析

　
『
あ
い
だ
』
に
お
い
て
ま
ず
問
わ
れ
る
の
は
、な
ぜ
個
人
が
音
を
聴
き
つ
つ
音
楽
を
奏
で
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、と
い
う
問
題
で
あ
る
。

演
奏
者
が
一
人
で
あ
る
場
合
に
は
当
人
の
出
し
た
音
の
み
を
考
慮
す
れ
ば
よ
い
が
、合
奏
の
場
合
は
全
体
に
よ
り
作
り
出
さ
れ
た
「
音
楽
」

が
聴
き
と
ら
れ
る
対
象
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
過
程
は
い
か
に
生
じ
て
い
る
の
か
。

　

木
村
は
演
奏
一
般
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

音
楽
の
演
奏
は
少
な
く
と
も
三
つ
の
継
起
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
瞬
間
瞬
間
の
現
在
に
お
い
て
次
々
と
音
楽
を
作

り
出
し
て
い
く
行
為
で
あ
る
。﹇
中
略
﹈
第
二
の
継
起
は
、
自
分
の
演
奏
し
て
い
る
音
楽
を
聞
く
と
い
う
作
業
で
あ
る
。﹇
中
略
﹈
第

三
の
継
起
は
、
こ
れ
か
ら
演
奏
す
る
音
や
休
止
を
先
取
り
的
に
予
期
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
演
奏
中
の
音
楽
に
一
定
の
方
向
を
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一
二
〇

与
え
る
と
い
う
作
業
で
あ
る
。（
木
村
二
〇
〇
五
：
二
十
九
―
三
十
、﹇ 

﹈
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
、
以
下
同
様
）

木
村
は
第
一
の
契
機
を
「
ノ
エ
シ
ス
的
」、
第
二
、
第
三
の
契
機
を
「
ノ
エ
マ
的
」
と
呼
ぶ
。「
ノ
エ
シ
ス
的
行
為
」
は
「
そ
れ
自
体
で
独

立
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
」（
木
村
二
〇
〇
五
：
三
十
二
）。
意
識
さ
れ
る
も
の
は
、
知
覚
さ
れ
る
音
、
予
期
さ
れ
て
い
る
音

や
休
符
と
い
っ
た
「
ノ
エ
マ
的
表
象
」
の
み
で
あ
る
。

　
「
ノ
エ
マ
的
な
も
の
」
と
「
ノ
エ
シ
ス
的
な
も
の
」
は
「
円
環
的
関
係
」 

を
有
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ノ
エ
シ
ス
的
な
行
為
と
、
ノ
エ

マ
的
な
知
覚
さ
れ
る
音
は
、
次
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
。

演
奏
す
る
と
い
う
ノ
エ
シ
ス
的
行
為
が
音
楽
の
ノ
エ
マ
的
表
象
を
意
識
に
送
り
込
む
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
方
ノ
エ
マ
的
な
音

形
態
を
知
覚
し
な
い
で
演
奏
行
為
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
演
奏
は
つ
ね
に
自
分
が
作
り
出
し
て
い
る
音
の
知
覚
に
よ
っ
て

導
か
れ
、
規
制
さ
れ
て
い
る
。（
木
村
二
〇
〇
五
：
五
十
二
）

　

以
上
は
ソ
ロ
、合
奏
の
区
別
な
し
に
あ
ら
ゆ
る
演
奏
行
為
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
が
、こ
の
よ
う
な
分
析
に
基
づ
い
て
、木
村
は
「
あ

い
だ
」
が
前
景
に
現
れ
る
合
奏
の
分
析
に
取
り
掛
か
る
。

　

合
奏
に
は
三
段
階
が
あ
る
。
第
一
に「
各
自
が
楽
譜
に
指
定
さ
れ
て
い
る
音
譜
や
休
止
符
を
メ
ト
ロ
ノ
ー
ム
通
り
の
正
確
さ
で
再
現
す
」

る
「
物
理
的
に
は
正
確
な
合
奏
」（
木
村
二
〇
〇
五
：
三
十
六
）
で
あ
る
。
第
二
に
、「
各
演
奏
者
が
互
い
に
共
演
者
の
演
奏
に
合
わ
せ
よ

う
と
す
る
」（
木
村
二
〇
〇
五
：
三
十
七
）
段
階
で
あ
る
。
第
三
に
、「
各
自
が
い
わ
ば
自
分
勝
手
な
演
奏
を
行
っ
て
、
し
か
も
そ
の
結
果

と
し
て
ご
く
自
然
に
ま
と
ま
っ
た
合
奏
が
成
立
」（
木
村
二
〇
〇
五
：
三
十
八
）
す
る
段
階
で
あ
る
。
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「
あ
い
だ
」
が
前
景
化
す
る
の
は
、
最
後
の
段
階
に
あ
る
合
奏
だ
。
木
村
は
「
あ
い
だ
」
を
二
つ
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。
第
一
に
、

各
奏
者
の
「
あ
い
だ
」
で
あ
る
。

他
の
演
奏
者
す
べ
て
の
演
奏
を
ま
と
め
た
合
奏
音
楽
の
全
体
す
ら
、
ま
る
で
そ
れ
が
自
分
自
身
の
ノ
エ
シ
ス
的
自
発
性
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
た
音
楽
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、一
種
の
自
己
帰
属
感
を
も
っ
て
各
自
の
場
所
で
体
験
し
て
い
る
。
し
か
し
次
の
瞬
間
に
は
、

音
楽
全
体
の
鳴
っ
て
い
る
場
所
が
ま
っ
た
く
自
然
に
自
分
以
外
の
演
奏
者
の
場
所
に
移
っ
て
、
演
奏
者
の
存
在
意
識
が
こ
の
場
所
に

完
全
に
吸
収
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
音
楽
の
あ
り
か
が
こ
の
よ
う
に
し
て
各
演
奏
者
の
あ
い
だ
を
自
由
に
移
動
し
う
る

と
い
う
こ
と
は
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
音
楽
の
成
立
し
て
い
る
場
所
は
だ
れ
の
も
と
で
も
な
い
、
一
種
の
「
虚
の
空
間
」
だ
と

い
う
こ
と
に
な
る
。（
木
村
二
〇
〇
五
：
三
十
九
）

第
二
に
、
先
述
し
た
各
奏
者
の
内
部
で
成
立
し
て
い
る
「
あ
い
だ
」
＝
「
ノ
エ
マ
／
ノ
エ
シ
ス
の
円
環
関
係
」
で
あ
る
。
二
つ
の
「
あ
い

だ
」
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
木
村
は
「
メ
タ
ノ
エ
シ
ス
的
原
理
」
と
命
名
し
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

主
体
と
主
体
の
間
主
体
的
な
「
あ
い
だ
」
が
、
個
別
的
な
主
体
の
内
部
の
「
あ
い
だ
」
を
一
つ
に
統
合
す
る
「
メ
タ
ノ
エ
シ
ス
的
原

理
」
と
し
て
働
く
。（
木
村
二
〇
〇
五
：
五
十
五
）

そ
し
て
、「
合
奏
に
お
け
る
メ
タ
ノ
エ
シ
ス
的
原
理
が
各
奏
者
個
人
の
演
奏
の
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
マ
相
関
に
絶
え
ず
先
行
し
な
が
ら
、
こ

れ
を
規
制
し
、
限
定
し
て
い
る
」（
木
村
二
〇
〇
五
：
五
十
五
）
と
さ
れ
る
。
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合
奏
に
お
い
て
、
音
楽
は
「
虚
の
空
間
」
＝
「
あ
い
だ
」
に
位
置
し
て
い
る
が
、
同
時
に
音
楽
そ
の
も
の
が
「
固
有
の
有
機
的
生
命
」

「
巨
大
な
意
志
」
を
も
つ
、と
木
村
は
考
え
る
。「
そ
れ
﹇
合
奏
﹈
に
参
加
す
る
各
人
の
内
部
で
あ
る
と
同
時
に
外
部
で
も
あ
る
「
あ
い
だ
」

の
虚
空
間
で
鳴
っ
て
い
る
音
楽
は
、
も
は
や
演
奏
者
各
自
の
個
人
的
な
意
志
を
超
え
て
自
律
性
を
獲
得
し
た
固
有
の
有
機
的
生
命
を
も
っ

て
い
る
」（
木
村
二
〇
〇
五
：
四
十
一
）。
こ
の
点
に
、
後
述
す
る
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
や
近
年
の
自
然
科
学
的
な
演
奏
メ
カ
ニ
ズ
ム
研
究
と
の

大
き
な
違
い
が
存
し
て
い
る
。

　

本
節
で
は
、『
あ
い
だ
』
の
議
論
に
焦
点
を
当
て
て
、
合
奏
の
構
造
を
「
あ
い
だ
」
と
い
う
視
点
よ
り
分
析
し
た
。
木
村
の
洞
察
を
ど

の
よ
う
に
展
開
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

一
つ
の
方
向
性
は
、
身
体
に
着
目
し
て
、
個
人
間
の
相
互
作
用
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
木
村
自
身
は
、
他
者
の
身
体
な
い
し
他
者

認
知
よ
り
も
、
固
有
の
有
機
的
生
命
を
も
つ
音
楽
な
る
も
の
が
い
か
に
演
奏
を
導
く
か
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し

て
田
中
彰
吾
は
「「
あ
い
だ
」
に
つ
い
て
の
木
村
の
議
論
、
と
り
わ
け
「
間ま

」
と
い
う
考
え
は
、
身
体
化
さ
れ
た
相
互
作
用
の
過
程
が
い

か
に
し
て
自
律
性
を
獲
得
し
た
あ
と
に
進
展
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
、
洞
察
を
与
え
る
」（Tanaka 2017: 349

）
と
解
釈
し
、
身
体
に

着
目
し
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　

同
様
の
観
点
か
ら
、
合
奏
（
弦
楽
四
重
奏
）
に
お
け
る
相
互
行
為
を
哲
学
的
に
分
析
し
た
の
が
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
哲
学
者
サ
イ
モ
ン
・

ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
。
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
は
木
村
の
議
論
を
、「
固
有
の
有
機
的
生
命
を
も
つ
」
と
い
う
音
楽
の
存
在
論
的
主
張
と
し
て

で
は
な
く
、演
奏
者
の
受
動
性
、行
為
者
性
、感
情
の
分
析
に
基
づ
い
た「
音
楽
的
没
入
の
説
得
力
あ
る
現
象
学
的
記
述
と
し
て
」（H

øffding 
2018: 215

）
受
け
止
め
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
次
節
で
は
、
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
の
分
析
を
概
観
す
る
。



一
二
三

「
あ
い
だ
」
と
「
演
奏
的
受
動
性
」 〔
田
邉
〕

三
．「
演
奏
的
受
動
性
」
に
よ
る
没
入
経
験
の
分
析 

　
　
　
　
　
―
―
サ
イ
モ
ン
・
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
『
音
楽
的
没
入
の
現
象
学
』
に
お
け
る
演
奏
分
析

　

ま
ず
は
じ
め
に
、
木
村
と
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
の
相
違
点
を
確
認
し
た
い
。
木
村
の
焦
点
が
個
人
の
「
あ
い
だ
」
と
演
奏
者
間
の
「
あ

い
だ
」
を
統
合
す
る
メ
タ
ノ
エ
シ
ス
原
理
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
は
演
奏
に
お
い
て
み
ら
れ
る
と
さ
れ
る
「
没
入

（absorption

）」
に
注
目
す
る
。
ま
た
、
分
析
対
象
に
つ
い
て
も
違
い
が
み
ら
れ
る
。
木
村
は
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
や
大
人
数
の
合
唱
か
ら

少
人
数
の
室
内
楽
や
重
唱
に
至
る
ま
で
、
お
よ
そ
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
複
数
人
に
よ
る
演
奏
に
自
身
の
分
析
が
適
合
す
る
と
考
え
る
。
対
し

て
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
の
分
析
対
象
は
、弦
楽
四
重
奏
に
限
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、両
者
は
方
法
論
に
お
い
て
も
、異
な
っ
た
も
の
を
採
用
す
る
。

木
村
は
デ
ー
タ
を
用
い
て
具
体
的
な
場
面
を
分
析
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
、「
あ
い
だ
」
と
い
う
概
念
に
基
づ
い
て
、
議
論

を
進
め
て
い
く
。
こ
れ
に
対
し
て
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
が
用
い
る
の
は
、「
現
象
学
的
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（phenom

eno;logical interview

）」

と
呼
ば
れ
る
方
法
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
イ
ー
は
、
プ
ロ
の
演
奏
団
体
で
あ
る
デ
ン
マ
ー
ク
弦
楽
四
重
奏
団
で
あ
る
。
メ
ン
バ
ー
は
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
Ø
（Frederik Ø

land
）、ル
ネ
（R

une Tonsgaard Sørensen

）、ヴ
ィ
オ
ラ
の
ア
ス
ビ
ョ
ル
ン
（A

sbjørn 
N

ørgaard

）、
チ
ェ
ロ
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
（Fredrik Schøyen Sjölin

）
で
あ
り
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
二
〇
一
二
年
、
二
〇
一
三
年
、

二
〇
一
六
〜
二
〇
一
八
年
の
三
回
に
分
け
て
行
わ
れ
て
い
る
。

ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
に
よ
る
没
入
経
験
の
分
類

　

デ
ン
マ
ー
ク
弦
楽
四
重
奏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
じ
て
、
演
奏
時
の
没
入
と
呼
ば
れ
る
状
態
が
複
数
の
タ
イ
プ
に
分
類
で
き
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
る
。
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
は
没
入
の
タ
イ
プ
を
五
つ
に
分
類
す
る
。



日
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研
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四

「
標
準
的
な
没
入
（standard absorption

）」

「
没
入
し
た
「
そ
こ
に
い
な
い
こ
と
」（A

bsorbed N
ot-B

eing-There

）」

「
エ
ク
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
没
入
（Ex-static absorption

）」

「
注
意
散
漫
な
「
そ
こ
に
は
い
な
い
こ
と
」（M

ind W
andering N

ot-B
eing-There

）」

「
い
ら
い
ら
し
た
演
奏
（frustrated playing

）」

そ
れ
ぞ
れ
の
タ
イ
プ
は
「
志
向
性
」
が
異
な
っ
て
お
り
、「
身
体
的
、
反
省
的
、
情
緒
的
な
自
己
の
気
づ
き
（self-aw

areness

）
と
、
そ

こ
で
の
行
為
者
性
（agency

）
の
役
割
」（H
øffding 2018:75

）
を
考
慮
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
以
降
の
議
論
に
深
く
関
わ
る
こ
と

と
な
る
の
は
「
標
準
的
な
没
入
」「
没
入
し
た
「
そ
こ
に
い
な
い
こ
と
」」「
エ
ク
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
没
入
」
で
あ
る
。

　
「
標
準
的
な
没
入
」
と
は
、
演
奏
に
お
け
る
デ
フ
ォ
ル
ト
の
状
態
で
あ
る
。
こ
の
状
態
は
「
優
れ
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
感
覚
、
自
発
性
、

努
力
せ
ず
に
で
き
る
こ
と
」（H
øffding 2018:64
）
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
状
態
で
は
「
長
い
こ
と
個
人
的
な
考
え
あ
る
い
は

細
部
に
こ
だ
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
思
考
の
流
れ
か
ら
距
離
を
取
る
感
覚
を
維
持
し
、
音
楽
の
流
れ
に
開
か
れ
た
状
態
に
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」（H

øffding 2018:66

）。
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
Ø
は
「
そ
れ
﹇
技
術
的
水
準
で
求
め
て
い
る
も
の
﹈
は
お
の
ず
か

ら
現
れ
、
そ
れ
ほ
ど
意
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ほ
ど
労
力
を
割
い
て
は
い
な
い
」（H

øffding 2018:75

）
と
証
言
し
て
い

る
が
、
標
準
的
な
没
入
で
は
、
注
意
を
向
け
る
こ
と
な
し
に
、
演
奏
が
遂
行
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
身
の
技
術
や
身
体
か
ら
注
意
が

そ
れ
、観
客
を
見
た
り
、譜
め
く
り
を
ど
う
す
る
か
、い
ま
何
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、な
ど
の
「
高
度
な
反
省
的
態
度
」（H

øffding 
2018:76

）
を
含
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。



一
二
五

「
あ
い
だ
」
と
「
演
奏
的
受
動
性
」 〔
田
邉
〕

　
「
没
入
し
た
「
そ
こ
に
い
な
い
こ
と
」」
は
、
次
の
よ
う
な
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
ま
ず
、「
主
体
と
客
体
を
構
造
化
す
る
志
向
性
の
大

部
分
が
、
変
化
さ
せ
ら
れ
る
か
、
あ
い
ま
い
な
も
の
と
な
る
」（H

øffding 2018:81

）。
次
に
そ
の
最
中
に
は
記
憶
が
な
く
、
そ
れ
を
覚

え
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
、「「
記
憶
喪
失
」「
心
の
中
の
他
者
か
ら
よ
り
孤
立
し
た
最
も
深
部
に
あ
る
部
屋
に
入
る
こ
と
」
と
も

等
し
」（H

øffding 2018:66

）
く
、「
ト
ラ
ン
ス
と
し
て
記
述
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
演
奏
し
て
い
る
の
が
音
楽
家
自
身

で
は
な
い
」（H

øffding 2018:81

）
と
も
感
じ
ら
れ
る
。

　
「
没
入
し
た
「
そ
こ
に
い
な
い
こ
と
」」
は
、
そ
の
さ
な
か
で
自
分
自
身
を
失
う
よ
う
な
種
類
の
経
験
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
エ
ク
ス

タ
テ
ィ
ッ
ク
な
没
入
」
は
以
下
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
。
ま
ず
、
後
者
で
は
、
記
憶
喪
失
と
は
ほ
ど
遠
い
、
明
晰
な
観
察
経
験
が
存
在

す
る
。
ヴ
ィ
オ
ラ
の
ア
ス
ビ
ョ
ル
ン
は
、「
無
関
心
的
、
中
立
的
な
型
合
わ
せ
」「
水
の
上
を
飛
ぶ
鳥
」「
介
入
を
望
ま
ず
に
光
景
を
見
渡

し
て
い
る
こ
と
」
と
い
っ
た
表
現
で
、
エ
ク
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
没
入
時
に
お
け
る
観
察
状
態
を
記
述
し
て
い
る
。
次
に
、「
よ
り
意
識
的

に
な
る
」
と
と
も
に
「
よ
り
意
識
的
で
は
な
く
な
る
」
と
い
う
矛
盾
し
た
状
態
が
、
エ
ク
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
没
入
で
は
出
現
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
記
憶
や
意
識
の
点
で
、「
没
入
し
た
「
そ
こ
に
い
な
い
こ
と
」」
と
「
エ
ク
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
没
入
」
は
違
い
が
あ
る
も
の

の
、
両
者
に
は
共
通
点
が
あ
る
。
チ
ェ
ロ
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
は
、
次
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
。

通
常
の
意
識
に
戻
っ
た
…
と
き
、
身
体
の
う
ち
に
極
め
て
軽
快
な
感
じ
、
喜
び
に
充
ち
た
感
じ
を
抱
い
た
。
極
度
に
目
覚
め
て
い
て
、

あ
た
か
も
も
っ
と
も
小
さ
な
音
を
捉
え
て
い
る
か
の
よ
う
だ
、
あ
る
い
は
視
界
の
端
に
あ
る
最
も
微
細
な
動
き
を
捉
え
て
い
る
か
の

よ
う
だ
。﹇
中
略
﹈
無
敵
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
る
。
な
ん
で
も
で
き
る
よ
う
に
感
じ
る
。（H

øffding 2018:67

）

す
な
わ
ち
、「
同
一
の
身
体
的
快
状
態
お
よ
び
感
情
的
あ
る
い
は
行
為
者
と
し
て
無
敵
と
感
じ
る
状
態
（states of feeling invincible

）
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を
引
き
起
こ
す
点
で
、
両
者
は
類
似
し
て
い
る
」（H

øffding 2018: 145

）
の
で
あ
る
。

没
入
経
験
は
何
で
は
な
い
の
か
―
―
「
フ
ロ
ー
理
論
」
批
判

　

で
は
、没
入
経
験
は
、ど
の
よ
う
に
分
析
で
き
る
の
か
。
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
は
、心
理
学
や
哲
学
の
先
行
研
究
を
批
判
す
る
と
と
も
に
、「
演

奏
的
受
動
性
」
概
念
を
用
い
て
没
入
経
験
を
分
析
し
て
い
る
。
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
に
よ
る
先
行
研
究
批
判
の
中
で
も
、
本
稿
で
は
「
フ
ロ
ー

理
論
」
に
基
づ
く
分
析
へ
の
批
判
を
と
り
あ
げ
た
い
。

　

フ
ロ
ー
理
論
と
は
、
ミ
ハ
イ
・
チ
ク
セ
ン
ト
ミ
ハ
イ
に
よ
り
提
唱
さ
れ
た
理
論
で
あ
る
。
フ
ロ
ー
経
験
と
は
、「
一
つ
の
活
動
に
深
く

没
入
し
て
い
る
の
で
他
の
何
も
の
も
問
題
と
な
ら
な
く
な
る
状
態
、
そ
の
経
験
そ
れ
自
体
が
非
常
に
楽
し
い
の
で
、
純
粋
に
そ
れ
を
す
る

と
い
う
こ
と
の
た
め
に
多
く
の
時
間
や
労
力
を
費
や
す
よ
う
な
状
態
」（
チ
ク
セ
ン
ト
ミ
ハ
イ 

一
九
九
六
：
五
）
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　

フ
ロ
ー
理
論
は
様
々
な
分
野
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
音
楽
を
聴
く
こ
と
、
演
奏
す
る
こ
と
を
分
析
す
る
際
に
も
広
く
援
用
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、「
ひ
と
た
び
そ
の
一
瞬
を
味
わ
う
と
、
音
楽
家
は
個
人
的
な
問
題
を
気
に
留
め
ず
、
批
判
的
な
自
己
意
識
を
消
し
去
り
、
時
間

が
経
つ
の
を
忘
れ
、
そ
し
て
最
後
に
は
、
自
分
た
ち
の
行
っ
て
い
る
活
動
が
自
分
の
た
め
に
十
分
価
値
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
よ
う
に
な

る
」（C

sikszentm
ihalyi and R

ich 1997; 

ケ
ニ
ー
・
ゲ
ル
リ
ッ
ヒ 

二
〇
一
一
：
一
七
九
）
と
い
う
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
ホ
フ

デ
ィ
ン
グ
の
ま
と
め
に
依
拠
す
る
と
、
フ
ロ
ー
理
論
は
、
演
奏
に
お
け
る
没
入
を
「
ス
キ
ル
と
困
難
の
あ
い
だ
の
関
係
」「
行
為
と
気
づ

き
（aw

areness

）
の
融
合
」「
自
己
意
識
（self-consciousness
）
の
喪
失
」「
自
己
目
的
的
性
格
（autotelic nature

）」
の
観
点
か
ら

分
析
し
て
い
る
。

　

で
は
、ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
は
、フ
ロ
ー
理
論
に
よ
る
分
析
の
ど
こ
に
問
題
を
見
出
し
た
の
か
。
主
た
る
指
摘
は
、以
下
の
二
点
で
あ
る（

2
）。

　

第
一
の
批
判
は
、
フ
ロ
ー
理
論
に
よ
る
説
明
は
あ
ま
り
に
も
一
般
的
で
あ
り
、
音
楽
的
没
入
に
つ
い
て
固
有
の
、
本
質
的
な
こ
と
を



一
二
七

「
あ
い
だ
」
と
「
演
奏
的
受
動
性
」 〔
田
邉
〕

何
も
述
べ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
る
。「
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
快
適
な
経
験
が
、
フ
ロ
ー
の
事
例
と
な
り
う
る
」（H

øffding 
2018: 142

）
の
で
、
演
奏
の
没
入
に
関
し
て
、
フ
ロ
ー
理
論
は
有
益
な
洞
察
を
も
た
ら
さ
な
い
。

　

第
二
の
批
判
は
、「
そ
の
主
張
の
多
く
が
、
音
楽
的
没
入
の
現
象
学
と
両
立
し
な
い
」（H

øffding 2018: 136

）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

デ
ン
マ
ー
ク
弦
楽
四
重
奏
団
の
証
言
は
、
演
奏
の
没
入
が
「
一
見
し
て
す
ぐ
に
フ
ロ
ー
を
誘
発
す
る
よ
う
な
状
況
下
で
の
フ
ロ
ー
経
験
の

不
在
、﹇
中
略
﹈
フ
ロ
ー
を
引
き
起
こ
さ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
状
況
下
で
の
フ
ロ
ー
経
験
の
出
現
」（H

øffding 2018: 141

）
を
示
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
特
定
の
「
ス
キ
ル
―
困
難
」
関
係
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
、
フ
ロ
ー
経
験
と
み
な
し
う
る
一
つ
の
基
準
で
あ
る
。
困
難
が

ス
キ
ル
を
は
る
か
に
凌
ぐ
な
ら
ば
、
人
は
不
安
に
な
り
、
ス
キ
ル
が
困
難
を
も
の
と
も
し
な
い
な
ら
ば
、
退
屈
さ
を
感
じ
る
。
つ
ま
り
、

両
者
の
適
切
な
関
係
の
下
に
、
フ
ロ
ー
経
験
は
生
じ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
没
入
が
フ
ロ
ー
経
験
で
あ
る
な
ら
ば
、
ス

キ
ル
と
困
難
の
適
切
な
関
係
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、デ
ン
マ
ー
ク
弦
楽
四
重
奏
団
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、

適
切
な
「
ス
キ
ル
―
困
難
」
関
係
が
成
立
し
て
い
て
も
フ
ロ
ー
経
験
は
引
き
起
こ
さ
れ
ず
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
関
係
が
成
立
せ
ず
と
も
フ

ロ
ー
経
験
が
成
り
立
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
フ
ロ
ー
経
験
を
引
き
起
こ
す
と
さ
れ
る
「
ス
キ
ル
―
困
難
」
関
係
が
生
じ
て
い
て
も
、
フ
ロ
ー
経
験
の
も
つ
他
の
特
徴
を
有
し

て
い
な
い
事
例
が
存
在
し
て
い
る
。
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
ル
ネ
は
、
音
楽
院
在
籍
時
に
受
け
た
試
験
に
つ
い
て
、
極
め
て
難
し
い
が
、
自
身

の
ス
キ
ル
を
示
す
機
会
で
あ
っ
た
と
証
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
フ
ロ
ー
経
験
に
該
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
フ
ロ
ー
経
験
を
特
徴

づ
け
る
「
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
は
全
て
の
指
の
動
き
を
極
め
て
強
く
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（H

øffding 2018: 140

）
こ
と
と
両

立
し
な
い
。

　

次
に
、
フ
ロ
ー
経
験
が
も
つ
と
さ
れ
る
特
徴
を
も
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
適
切
な
「
ス
キ
ル
―
困
難
」
関
係
を
満
た
さ
な
い
没
入
の
事



日
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学
史
研
究
　
第
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二
八

例
が
存
在
す
る
。
ア
ス
ビ
ョ
ル
ン
は
、
伝
統
的
な
デ
ン
マ
ー
ク
の
讃
美
歌
を
演
奏
す
る
と
き
、「
極
め
て
喜
ば
し
く
、
積
極
的
に
取
り
組

ん
で
い
て
、
自
身
を
顧
み
て
い
な
い
」（H

øffding 2018: 141

）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
フ
ロ
ー
経
験
の
特
徴
だ
が
、
上
記
の
曲
は
、

彼
に
と
っ
て
困
難
を
覚
え
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
適
切
な
「
ス
キ
ル
―
困
難
」
関
係
は
成
立
し
て
い
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
フ
ロ
ー
理
論
に
よ
る
没
入
の
分
析
は
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
も
、
フ
ロ
ー
経
験
の
特
徴
を
特
定
し
な

い
な
ら
ば
、
フ
ロ
ー
理
論
に
基
づ
く
分
析
は
一
般
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
く
な
り
、
演
奏
の
没
入
経
験
を
解
明
す
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。

他
方
で
「
ス
キ
ル
―
困
難
」
関
係
な
ど
の
諸
基
準
を
設
け
る
と
、
演
奏
の
没
入
経
験
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
の
基
準
が
両
立
せ
ず
、
演
奏
の

没
入
を
フ
ロ
ー
経
験
と
し
て
扱
う
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。

「
演
奏
的
受
動
性
」
概
念
を
用
い
た
分
析

　

で
は
、
演
奏
に
お
け
る
没
入
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
い
か
な
る
道
具
立
て
が
必
要
だ
と
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
は
考
え
る
の
か
。
従
来
、
哲

学
に
お
い
て
、没
入
は
活
動
に
お
け
る
「
反
省
的
（reflective

）vs.

前
反
省
的
（pre-reflective

）」
と
い
う
「
反
省
の
問
い
」
の
中
で
も
っ

ぱ
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
（H

øffding 2018: 176-177
）。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
「
思
考
」
や
「
反
省
」
が
あ
り
、
他
方
で
「
行
為
」
を
対

置
さ
せ
、
没
入
を
後
者
の
枠
組
み
で
理
解
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
議
論
は
重
要
で
あ
る
も
の
の
、
演
奏
の
没
入
を
論

じ
る
目
的
に
と
っ
て
は
十
分
で
は
な
い
と
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
は
指
摘
す
る
。

　

な
ぜ
十
分
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、「
情
感
性
（affectivity

）
や
行
為
者
性
、
志
向
性
の
よ
う
な
没
入
の
重
要

な
側
面
」（H
øffding 2018: 177

）
に
触
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
反
省
の
問
い
は
、
自
己
意
識
の
構
成
に
内
在
す
る
二
分

法
に
縛
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
反
省
的
自
己
意
識
の
行
為
に
お
い
て
、
自
己
を
対
象
と
し
て
反
省
す
る
か
、
前
反
省
的
自
己
意
識
に
と

ど
ま
っ
て
、代
わ
り
に
自
己
の
周
囲
の
世
界
に
注
意
す
る
」（H

øffding 2018: 177
）
と
い
う
二
分
法
で
あ
る
。
こ
の
二
分
法
に
従
う
と
、
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「
反
省
的
自
己
意
識
と
前
反
省
的
自
己
意
識
の
構
成
が
同
時
に
生
じ
な
い
た
め
に
、
没
入
に
お
い
て
働
く
自
己
意
識
は
、
同
時
に
両
者
で

あ
る
こ
と
は
不
可
能
」（H

øffding 2018: 177

）
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　

し
か
し
、
演
奏
に
お
け
る
没
入
で
は
、
二
つ
の
自
己
意
識
が
同
時
に
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
十
分
に
説
明
す
る
た
め

に
は
、反
省
の
問
い
の
枠
組
み
と
は
異
な
る
も
の
が
必
要
だ
と
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
は
考
え
、フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
受
動
性
（passivity

）」
概
念
、

お
よ
び
そ
れ
に
由
来
す
る
「
演
奏
的
受
動
性
」
の
観
点
か
ら
演
奏
の
没
入
を
分
析
す
る
。

　

受
動
性
と
い
う
概
念
の
「
な
し
う
る
唯
一
の
十
分
な
包
括
的
定
義
は
、
消
極
的
な
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
自
我
的
活
動
（egoic 

activity

）
な
し
で
生
じ
る
意
識
の
側
面
」（H

øffding 2018: 179

）
だ
と
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
は
述
べ
て
い
る
。
受
動
性
に
お
い
て
は
、「
主

体
と
客
体
の
強
固
な
二
元
性
は
ま
だ
確
立
さ
れ
て
」（H

øffding 2018: 181

）
い
な
い
。

受
動
性
は
「
対
象
の
質
（quality

）
で
も
主
体
の
性
質
（property

）
で
も
な
い
」。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
の
区
別
に
本
質
的

に
先
行
す
る
か
ら
だ
（H

øffding 2018: 179
）

と
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
は
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
い
か
な
る
仕
方
で
、
本
質
的
に
先
行
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

あ
る
考
え
を
思
い
が
け
ず
閃
く
と
き
に
は
、私
や
私
以
外
の
外
的
な
も
の
に
そ
の
考
え
の
根
拠
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
く
、

「
私
の
生
の
よ
り
深
い
地
層
に
あ
る
何
か
」（H

øffding 2018: 179
）
に
帰
属
さ
せ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
の
よ
う
に
、
私
が
確
か
に

し
た
の
だ
が
、私
か
ら
生
じ
た
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
経
験
は
、「
前
自
我
的
（pre-egoic

）」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
、前
自
我
的
な
も
の
は
、

誰
の
も
の
で
も
な
い
と
い
う
「
匿
名
性
（anonym

ity

）」
の
感
覚
が
伴
わ
れ
て
い
る
。

　

他
方
で
、
受
動
性
に
お
い
て
、
対
象
と
は
「
原
形
式
（proto-form

）
の
か
た
ち
で
接
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
」（H

øffding 2018: 
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180
）。
例
え
ば
、何
か
重
要
な
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
が
、そ
れ
が
概
念
化
で
き
な
い
と
き
、そ
の
対
象
は
「
原
状
態
で
、未
知
の
Ⅹ
と
し
て
」

（H
øffding 2018: 181

）
あ
り
続
け
る
。
人
は
常
に
無
数
の
「
印
象
」（H

øffding 2018: 181

）
を
浴
び
て
お
り
、
そ
の
な
か
の
い
く

つ
か
の
み
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
と
き
、「
よ
り
強
固
な
自
我
と
対
象
を
確
立
す
る
」（H

øffding 2018: 181

）。

　

受
動
性
は
、「
前
自
我
的
活
動
の
境
界
を
画
定
し
、
し
た
が
っ
て
主
体
と
客
体
の
代
わ
り
に
、
前
自
我
的
な
も
の
か
ら
原
対
象
（proto-

object

）と
呼
ば
れ
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
に
い
た
る
複
雑
な
連
続
体
の
な
か
で
働
く
」（H

øffding 2018: 180

）。
受
動
性
に
お
い
て
は
、

注
意
を
向
け
る
べ
き
世
界
と
、
そ
れ
に
気
づ
く
自
我
が
「
適
合
す
る
（fit

）」（H
øffding 2018: 182

）。
こ
の
よ
う
に
、
心
か
ら
世
界
へ

つ
な
が
る
点
を
指
し
て
、
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
は
受
動
性
を
「
所
有
性
と
他
性
の
媒
介
物
」（H

øffding 2018: 188

）
と
呼
ぶ
。

　

こ
の
よ
う
な
受
動
性
概
念
を
も
と
に
、ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
は
「
没
入
し
た
「
そ
こ
に
は
い
な
い
こ
と
」」
お
よ
び
「
エ
ク
ス
タ
シ
ス
な
没
入
」

と
い
う
「
強
力
な
没
入
」
に
見
ら
れ
る
「
行
為
者
性
感
覚
（a sense of agency

）」
の
変
容
に
着
目
す
る
。
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

よ
り
強
力
な
音
楽
的
没
入
形
式
に
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
演
奏
過
程
で
の
変
容
さ
れ
た
行
為
者
感
覚
、
つ
ま
り
、
演

奏
し
て
い
る
の
は
、
完
全
な
「
私
」
で
は
な
い
と
い
う
感
覚
で
あ
る
。（H

øffding 2018: 175

）

　

演
奏
者
は
、
強
力
な
没
入
経
験
に
お
い
て
、「
こ
れ
か
ら
演
奏
さ
れ
る
も
の
を
決
定
す
る
行
為
者
で
は
な
く
、
単
に
生
じ
る
こ
と
の
目

撃
者
で
あ
」（H

øffding 2018: 190

）
る
。
つ
ま
り
、「
音
楽
は
そ
れ
自
体
で
進
行
し
て
い
く
。
私
は
自
己
の
意
志
に
よ
っ
て
干
渉
す
る

必
要
は
な
く
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
も
望
ま
ず
に
、
こ
の
進
行
を
観
察
す
る
」（H

øffding 2018: 243

）
の
で
あ
る
。

　

第
一
節
で
み
た
よ
う
に
、「
音
楽
が
そ
れ
自
体
で
進
行
し
て
い
く
」
事
態
を
、
木
村
は
音
楽
が
も
つ
「
固
有
の
有
機
的
生
命
」「
自
己
生
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産
的
な
自
律
性
」
の
現
れ
と
解
釈
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
は
同
じ
事
態
を
演
奏
者
の
行
為
者
性
感
覚
の
変
容
と
解

釈
す
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
者
性
感
覚
の
変
容
を
説
明
す
る
際
に
導
入
さ
れ
る
の
が
、「
演
奏
的
受
動
性
」
と
呼
ば
れ
る
概
念
で
あ
る
。

　

演
奏
的
受
動
性
は
「
身
体
図
式
（body schem

a

）」「
情
動
と
情
緒
的
生
」「
音
楽
の
構
造
と
予
測
の
認
知
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う

三
つ
の
観
点
か
ら
説
明
さ
れ
る
。

　

身
体
図
式
は
、
知
覚
や
意
識
の
志
向
的
対
象
と
な
る
身
体
イ
メ
ー
ジ
と
は
区
別
さ
れ
、「
動
く
た
め
の
能
力
と
し
て
、
姿
勢
を
保
つ

も
の
と
し
て
、
そ
し
て
世
界
の
知
覚
の
中
で
あ
る
行
為
を
ア
フ
ォ
ー
ド
す
る
も
の
と
し
て
、
常
に
作
動
し
て
い
る
」（H

øffding 2018: 
196

）。
身
体
図
式
は
、
以
下
の
仕
方
で
演
奏
的
受
動
性
の
感
覚
を
基
礎
づ
け
る
。
ま
ず
、
身
体
を
訓
練
づ
け
る
こ
と
で
、
注
意
を
動
き

に
向
け
た
り
、
そ
の
動
き
を
志
向
的
対
象
と
す
る
こ
と
な
し
に
、
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る（

3
）。
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
ル

ネ
は
、「
指
が
そ
れ
自
体
で
ど
れ
ほ
ど
多
く
を
覚
え
て
い
る
か
び
っ
く
り
す
る
。
指
に
任
せ
る
。
脳
の
活
動
は
弾
い
て
い
る
こ
と
に
は
使

わ
ず
、
他
の
何
か
に
向
か
い
、
そ
れ
を
考
え
て
い
る
」（H

øffding 2018: 199

）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
指
が
脳
で
は
な
く
身
体
図

式
に
よ
っ
て
動
い
て
い
る
こ
と
の
記
述
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
次
に
、
楽
器
も
ま
た
、
身
体
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
な
く
な
る
と
い
う
事

態
が
あ
る
。
こ
の
と
き
、
楽
器
は
身
体
の
拡
張
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
。「
私
と
楽
器
と
音
楽
の
境
界
は
伸
縮
自
在
の
も
の
と
な
り
、
私

の
行
為
者
感
覚
は
拡
大
し
て
い
く
」（H

øffding 2018: 243
）。
最
後
に
、演
奏
的
受
動
性
の
感
覚
に
は「
匿
名
性
」が
伴
う
。「
行
為
者
は
、

「
私
」
か
ら
三
人
称
の
「
そ
の
身
体
」
に
、
あ
る
い
は
「
そ
の
指
」
に
移
る
。「
私
の
身
体
」
や
「
私
の
指
」
の
よ
う
に
一
人
称
所
有
格
で

さ
え
記
述
さ
れ
な
い
」（H

øffding 2018: 199

）。

　

注
意
を
向
け
る
こ
と
な
し
に
行
為
が
で
き
る
こ
と
、
楽
器
が
身
体
へ
と
拡
張
す
る
こ
と
、
身
体
の
匿
名
性
の
感
覚
、
身
体
図
式
に
お
い

て
こ
れ
ら
が
合
わ
さ
る
こ
と
で
、
没
入
の
鍵
と
さ
れ
た
「
変
容
さ
れ
た
行
為
者
感
覚
」
と
「
拡
大
し
た
自
己
―
他
者
の
境
界
」
が
経
験
さ

れ
る
（H

øffding 2018: 200

）。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
行
為
者
で
あ
る
演
奏
者
が
身
体
や
楽
器
を
通
じ
て
音
楽
そ
の
も
の
と
な
る
。
他
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方
で
、
音
楽
そ
の
も
の
が
行
為
者
で
あ
る
よ
う
な
感
覚
は
、

私
の
主
観
性
の
受
動
的
側
面
に
属
し
、
皮
膚
の
境
界
で
と
ど
ま
ら
な
い
拡
張
さ
れ
た
意
識
の
形
式
に
属
す
る
の
み
な
ら
ず
、
道
具
へ

と
拡
張
し
、
環
境
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
相
互
作
用
の
中
で
わ
れ
わ
れ
の
主
観
性
を
形
成
す
る
（H

øffding 2018: 198

）

と
い
う
側
面
と
、

意
識
の
受
動
性
領
域
の
内
に
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
私
の
自
我
的
意
図
が
完
全
に
活
用
で
き
る
も
の
で

は
な
く
、
そ
れ
自
体
で
展
開
す
る
も
の
と
し
て
、
私
の
意
識
的
生
の
基
盤
に
あ
る
匿
名
の
行
為
者
と
し
て
与
え
ら
れ
る
（H

øffding 
2018: 242

）

と
い
う
側
面
を
身
体
図
式
が
持
つ
ゆ
え
に
経
験
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　

身
体
図
式
と
同
様
に
、「
情
動
」
も
ま
た
演
奏
的
受
動
性
に
影
響
を
与
え
る
。
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
Ø
は
、
演
奏
中
父

の
死
の
悲
し
み
を
感
じ
て
い
る
と
き
、「
あ
た
か
も
す
べ
て
が
消
え
去
り
、
聴
衆
は
そ
こ
に
は
お
ら
ず
、
私
も
本
当
は
そ
こ
に
は
い
な
か
っ

た
」（H

øffding 2018: 204

）と
い
う「
エ
ク
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
没
入
」に
移
行
し
た
。
ま
た
、ヴ
ィ
オ
ラ
の
ア
ス
ビ
ョ
ル
ン
に
と
っ
て
は
、

ニ
ー
ル
セ
ン
の
弦
楽
四
重
奏
曲
の
コ
ラ
ー
ル
と
い
う
「
幼
少
期
の
音
楽
言
語
を
演
奏
す
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
」（H

øffding 2018: 208

）
の

よ
う
な
情
動
が
、没
入
感
覚
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、演
奏
に
お
い
て
、「
情
動
的
働
き
が
、受
動
的
水
準
の
後
押
し
と
な
っ

て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
」（H

øffding 2018: 208

）。
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身
体
図
式
、
情
動
と
い
う
演
奏
者
側
の
要
素
に
加
え
て
、
音
楽
そ
れ
自
体
に
も
、
演
奏
的
受
動
性
の
要
因
が
存
在
す
る
。
理
由
の
一
つ

は
、
音
が
物
理
的
共
鳴
を
身
体
の
内
に
引
き
お
こ
す
か
ら
で
あ
る
。

音
の
構
造
と
音
プ
ロ
セ
ス
は
、
身
体
の
中
で
反
響
す
る
。
音
楽
は
身
体
の
中
で
存
在
し
て
い
る
。（H

øffding 2018: 210-211

）

音
楽
の
物
理
的
振
動
が
、
奏
者
の
身
体
を
共
鳴
さ
せ
る
。（H

øffding 2018: 245

）

身
体
と
共
鳴
す
る
こ
と
で
、
音
楽
は
「
拡
張
し
た
表
現
的
主
観
性
に
統
合
さ
れ
た
も
の
と
し
て
」（H

øffding 2018: 211

）
経
験
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、「
音
楽
家
が
演
奏
す
る
こ
と
を
選
ぶ
区
別
さ
れ
た
対
象
と
し
て
」（H

øffding 2018: 211

）
経
験
さ
れ
る
の
で
は
な

い
。
さ
ら
に
、
音
楽
は
様
式
や
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
り
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
よ
う
な
分
類
は
「
統
計
的
規
則
性
（statistical 

regularities

）」
の
観
点
か
ら
理
解
可
能
だ
と
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
は
考
え
る
。
そ
し
て
、「
統
計
的
規
則
性
」
は
意
識
の
受
動
的
水
準
と
容
易

に
融
合
し
、
か
つ
反
省
的
意
識
を
働
か
せ
る
こ
と
な
し
に
行
為
を
実
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（H

øffding 2018: 213

）。

合
奏
に
お
け
る
没
入

　

こ
こ
ま
で
の
議
論
で
は
、
個
人
で
行
う
演
奏
が
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
合
奏
と
い
う
他
の
奏
者
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
行
為
に
は
触

れ
て
い
な
か
っ
た
。
以
下
で
は
合
奏
の
没
入
を
取
り
あ
げ
る
。

　

ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
の
分
析
に
従
う
な
ら
ば
、
合
奏
は
「
運
動
的
共
鳴
（m

otor-resonance

）」「
明
示
的
な
（explicit

）
協
調
」「
間
運
動

的
情
感
性
」
と
い
う
三
つ
の
相
互
行
為
の
形
態
を
と
る
。
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基
本
的
レ
ベ
ル
の
合
奏
と
熟
練
し
た
音
楽
家
集
団
に
よ
る
合
奏
を
区
別
し
た
う
え
で
、
後
者
に
は
、
サ
ブ
意
識
（sub-conscious

）

レ
ベ
ル
の
プ
ロ
セ
ス
が
要
求
さ
れ
る
と
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
は
論
じ
る
。
そ
う
し
た
レ
ベ
ル
で
生
じ
て
い
る
の
が
、「
エ
ン
ト
レ
イ
ン
メ
ン
ト
」

と
「
運
動
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」（
両
者
を
ま
と
め
て
、「
運
動
的
共
鳴
」
と
呼
ば
れ
る
）
で
あ
る
。
エ
ン
ト
レ
イ
ン
メ
ン
ト
と
は
「
二
人

の
人
間
が
、
不
随
意
の
行
動
を
同
調
す
る
プ
ロ
セ
ス
」（Pacherie 2014: 31; H

øffding 2018: 231

）
で
あ
り
、
運
動
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
と
は
、「
他
者
の
行
為
の
知
覚
が
、
観
察
者
の
行
為
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
対
応
す
る
行
為
表
象
の
活
性
化
を
促
す
」（Pacherie 2014: 

31; H
øffding  2018: 231

）
事
態
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
サ
ブ
意
識
で
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、合
奏
中
に
「
意
識
的
、

明
示
的
、
意
図
的
な
」（H

øffding  2018: 233

）
協
調
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
ウ
ィ
ン
ク
で
合
図
を
出
す
な
ど
、
意
識
的

に
身
体
を
用
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
場
合
や
、意
識
し
て
ほ
か
の
奏
者
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

つ
ま
り
、
熟
練
し
た
演
奏
家
に
よ
る
合
奏
で
は
、
意
識
的
プ
ロ
セ
ス
と
無
意
識
的
プ
ロ
セ
ス
の
双
方
が
働
い
て
、
相
互
行
為
が
生
じ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
の
分
析
で
最
も
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
の
が
、「
間
運
動
的
情
感
性
」
で
あ
る
。
第
一
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
ア
ス
ビ
ョ
ル

ン
は
以
下
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
。

私
は
、
知
る
こ
と
な
し
に
（w

ithout know
ing

）、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
が
三
秒
後
に
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
知
る
と
感
じ
て
い
る
し
、

そ
れ
と
確
か
に
合
致
す
る
何
か
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。（H

øffding 2018: 234

）

弦
楽
四
重
奏
で
演
奏
す
る
と
き
、
い
つ
音
を
出
す
べ
き
か
を
正
確
に
知
っ
て
お
り
、
見
る
こ
と
を
せ
ず
に
他
の
奏
者
が
行
う
こ
と
を

知
っ
て
い
る
。（H

øffding 2018: 234

）



一
三
五

「
あ
い
だ
」
と
「
演
奏
的
受
動
性
」 〔
田
邉
〕

ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
は
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
知
る
」
こ
と
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。
意
識
的
に
他
の
奏
者
を
見
た
り
、

意
識
を
向
け
た
り
、
事
前
の
演
奏
計
画
を
反
省
す
る
こ
と
な
し
に
知
ら
れ
る
知
識
と
は
、
い
か
な
る
種
類
の
知
識
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
ど
の
よ
う
に
し
て
他
の
奏
者
が
こ
れ
か
ら
行
う
こ
と
を
「
知
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
種
の
知
識
は
「
一
種
の
情
緒
（affection

）、
そ
の
状
況
に
お
け
る
堅
い
信
頼
の
感
じ
」（H

øffding 
2018: 234

）
と
し
て
の
知
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「「
も
し
私
が
Ｘ
を
す
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
は
Ｙ
を
す
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
明
示
的
知

識
の
一
種
で
は
な
く
、
我
々
は
共
に
い
る
と
い
う
感
じ
、
他
の
す
べ
て
の
奏
者
が
つ
い
て
く
る
こ
と
を
ほ
ん
の
わ
ず
か
も
疑
う
こ
と
な
く
、

新
し
い
音
楽
的
発
想
を
追
求
す
る
機
会
を
各
自
に
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
感
じ
で
あ
る
」（H

øffding 2018: 237

）。
例
え
ば
、第
二
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
の
ル
ネ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
は
目
を
閉
じ
る
こ
と
も
ま
た
、
大
い
に
楽
し
ん
で
い
る
。﹇
中
略
﹈
こ
こ

0

0

で
私
た
ち
は
ボ
ー
イ
ン
グ
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
、
そ

れ
は
視
覚
的
な
事
柄
と
は
な
ら
ず
に
、
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
﹇
中
略
﹈
を
信
じ
て
い
る
。（H

øffding 2018: 234

）

ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
情
緒
、
そ
の
状
況
に
お
け
る
固
い
信
頼
の
感
じ
」
と
し
て
の
知
識
で
あ
る
。

　

で
は
、「
情
緒
、
そ
の
状
況
に
お
け
る
固
い
信
頼
の
感
じ
」
と
し
て
の
知
識
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
獲
得
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、「
変

容
さ
れ
た
行
為
者
性
感
覚
を
経
て
、
非
常
に
強
固
な
我
々
―
行
為
者
性
（w

e-agency

）
感
覚
に
至
っ
て
与
え
ら
れ
る
」（H

øffding 
2018: 234

）
の
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
そ
う
し
た
知
識
が
「
注
意
や
計
画
に
媒
介
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
間
運
動
的
統
合
感
覚

（interkinesthetic sense of union

）」（H
øffding 2018: 235

）
に
よ
り
、
獲
得
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
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他
の
音
楽
家
の
間
身
体
的
包
摂（intercorporeal inclusion

）は
、行
為
者
性
感
覚
を
変
容
さ
せ
、拡
張
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
と
き
、も
は
や
私
の
行
為
者
性
、私
の
運
動
、私
の
解
釈
に
自
己
中
心
的
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
は
優
先
さ
れ
ず
、全
体
の
設
定
、

音
楽
、
身
体
、
楽
器
、
そ
し
て
他
の
奏
者
た
ち
で
さ
え
、
一
つ
の
大
き
な
行
為
者
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
情
緒
的
、
身
体

的
な
我
々
―
行
為
者
性
で
あ
る
。（H

øffding 2018: 244

）

　

演
奏
的
受
動
性
は
、
合
奏
に
お
い
て
も
働
い
て
い
る
。
そ
の
際
に
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
る
「
触
れ
る
手
」
と

「
触
れ
ら
れ
る
手
」
の
議
論
を
援
用
す
る
。
自
分
の
手
で
自
分
の
手
を
触
る
と
き
、「
触
れ
る
も
の
は
触
れ
ら
れ
る
も
の
に
は
還
元
し
得
ず
、

触
れ
ら
れ
る
も
の
は
触
れ
る
も
の
に
還
元
し
得
な
い
。両
者
は
相
互
依
存
し
て
い
る
」（H

øffding 2018: 242

）。こ
こ
で
各
奏
者
が
触
れ
、

ま
た
触
れ
ら
れ
る
も
の
は
、「
音
楽
」
で
あ
り
、
あ
る
い
は
「
他
の
デ
ン
マ
ー
ク
弦
楽
四
重
奏
団
メ
ン
バ
ー
の
情
緒
的
、
身
体
的
タ
ッ
チ
」

（H
øffding 2018: 244

）
で
も
あ
る
。

四
．
結
論

　

本
稿
の
議
論
を
ま
と
め
よ
う
。
演
奏
者
同
士
が
意
識
し
て
音
楽
を
作
り
出
す
の
で
は
な
く
、
自
然
に
音
楽
を
作
り
あ
げ
る
と
い
う
現
象

に
本
稿
は
着
目
し
、
哲
学
的
分
析
を
試
み
た
。
木
村
は
、
演
奏
に
お
け
る
個
人
内
部
の
「
あ
い
だ
」
と
演
奏
者
間
の
「
あ
い
だ
」
に
着
目

し
て
、メ
タ
ノ
エ
シ
ス
的
原
理
が
合
奏
で
働
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。同
時
に
、合
奏
に
お
い
て
は
、「
固
有
の
有
機
的
生
命
を
も
つ
音
楽
」

が
「
あ
い
だ
」
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
木
村
の
い
う
「
固
有
の
有
機
的
生
命
を
も
つ
音
楽
」
と
い
う
概
念
を
現



一
三
七

「
あ
い
だ
」
と
「
演
奏
的
受
動
性
」 〔
田
邉
〕

象
学
的
に
展
開
し
た
の
が
、
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
。
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
は
「
没
入
」
と
呼
ば
れ
る
経
験
に
着
目
し
て
、「
演
奏
的
受
動
性
」

を
中
心
に
、
特
に
身
体
に
着
目
し
た
現
象
学
的
考
察
を
展
開
し
て
い
る
。
意
識
を
向
け
ず
に
演
奏
が
で
き
る
こ
と
、
楽
器
が
拡
張
さ
れ
た

身
体
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
、「
私
が
為
し
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
匿
名
性
の
感
覚
、
没
我
の
感
覚
、
ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
に
よ

れ
ば
こ
れ
ら
は
演
奏
的
受
動
性
に
よ
り
説
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
合
奏
に
お
い
て
は
意
識
的
、
無
意
識
的
プ
ロ
セ
ス
の
双
方
が

働
く
こ
と
、「
感
じ
と
し
て
の
知
識
」
の
機
能
も
指
摘
さ
れ
た
。
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注（
1
） 

演
奏
を
論
じ
た
学
術
的
研
究
と
し
て
は
、
山
田（
編
） 

二
〇
〇
八
、
パ
ー
ン
カ
ッ
ト
・
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン（
編
） 

二
〇
一
一
、

大
久
保 

二
〇
一
八
年
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
近
年

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
版
は
五
巻
か
ら
な
る「
創
造
的
実
践
と
し

て
の
音
楽
演
奏
に
関
す
る
研
究（Studies in M

usical Perform
ance 

as C
reative Practice

）」シ
リ
ー
ズ
を
刊
行
し
て
い
る
。

（
2
） 

本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
が
、
フ
ロ
ー
理
論
に
お
け
る「
自
己

（self

）」
概
念
が
制
約
を
か
か
え
た
も
の
で
あ
り
、
正
当
性
を
欠
く
と

い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。

（
3
） 

ホ
フ
デ
ィ
ン
グ
は
、
こ
の
事
態
を
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
な
ら

い「
堆
積（sedim

entation

）」と
呼
ん
で
い
る
。




