
序
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
第
一
楽
章
に
お
け
る
カ
デ
ン
ツ
ァ

ー
K
･
四
八
八
に
お
け
る
楽
曲
構
造
と
の
関
わ
り
-

松田

聡

二
十
三
曲
あ
る
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
(
一
七
五
六
～
九
一
年
)
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
丁
上
の
第
一
楽
章
は
､
全
て
､
近
年
で
は
｢
協
奏
曲
形

式
C
O
コ
C
e
き
F
｡
艮
と
呼
ば
れ
る
こ
と
の
多
い
同
一
の
形
式
互
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
､
楽
章
の
結
尾
部
分
に
は
必
ず
カ
デ
ン

ツ
ァ
が
弾
か
れ
る
よ
う
設
定
さ
れ
て
い
る
｡
カ
デ
ン
ツ
7
で
も
っ
て
独
奏
ピ
ア
ノ
が
自
ら
の
パ
ー
ト
を
弾
き
終
え
､
続
く
ト
ウ
ツ
テ

ィ
に
よ
る
リ
ト
ル
ネ
ロ
部
分
が
楽
章
を
締
め
く
く
る
互
と
い
う
の
が
､
基
本
的
な
構
図
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
互
｡

そ
し
て
二
十
三
曲
の
う
ち
十
七
曲
に
は
､
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
自
身
が
カ
デ
ン
ツ
ァ
を
書
い
て
い
る
盲
〉
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
ピ
ア
ノ
以

外
の
楽
器
の
た
め
の
協
奏
曲
ヤ
ア
リ
ア
な
ど
､
や
は
り
独
奏
(
独
唱
)
者
の
た
.
め
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
が
設
定
さ
れ
て
い
る
モ
ー
ツ
ァ
ル

ト
の
ほ
か
の
ジ
ャ
ン
ル
の
楽
曲
で
は
､
作
曲
者
自
身
に
よ
る
カ
デ
ン
ツ
ァ
が
残
さ
れ
て
い
る
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
(
旦
｡
し
た
が
っ
て
､

ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
た
め
に
彼
が
書
い
た
カ
デ
ン
ツ
ア
は
､
当
時
の
演
奏
の
実
態
に
関
す
る
貴
重
な
資
料
に
な
っ
て
い
る
と
亭
っ
こ
ト

が
で
き
る
の
だ
が
､
そ
れ
だ
け
で
な
く
､
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
が
な
ぜ
そ
れ
ら
を
書
い
た
の
か
､
あ
る
い
は
､
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

書
い
た
の
か
な
ど
､
そ
れ
固
有
の
問
題
を
も
提
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
､
当
時
の
演
奏
慣
習
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
､
個
々
の
協
奏
曲
の
作
曲
事
情
や
演
奏
状
況
､
さ
ら
に
楽
曲
構
造
な
ど
の
研
究
を
通
じ
て
慎
重
に
考
察
し
て
い
か
な
く
て
は

な
る
ま
い
｡

本
稿
は
そ
の
よ
う
な
問
璽
息
識
の
も
と
で
､
新
た
に
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
に
お
け
る
カ
デ
ン
ツ
ァ
に
つ
い
て
聞
い
直

五九



六〇

そ
う
と
す
る
研
究
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
り
､
特
に
K
･
四
八
八
(
イ
長
調
)
(
一
ヱ
の
第
一
楽
章
を
考
察
の
対
象
と
す
る
｡
こ
の
村

象
の
選
択
は
従
来
の
研
究
の
問
題
点
を
背
景
に
し
て
の
も
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
第
〓
即
を
そ
の
説
明
に
あ
て
､
同
時
に
具
体
的
な
問

題
の
設
定
を
お
こ
な
う
こ
と
と
し
た
い

(
な
お
表
現
を
簡
略
化
す
る
太
め
に
以
下
､
特
に
断
ら
な
い
が
､
本
文
に
お
い
て
は
原
則
と

し
て
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
第
一
楽
章
に
限
定
し
て
論
述
を
お
こ
な
う
)
｡

第
一
節

問
題
設
定

ま
ず
､
K
･
四
八
八
の
た
め
の
カ
デ
ン
ツ
ア
が
従
来
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
の
か
を
｣
ノ
イ
マ
ン
の
記
述
を
参
照
し
っ
つ

検
証
す
る
こ
と
と
し
た
い
｡
ノ
イ
マ
ン
は
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
残
し
た
カ
デ
ン
ツ
7
の
多
く
が
｢
注
意
深
く
計
画
さ
れ
た
作
曲
の
過

程
を
経
た
産
物
[
t
h
e
p
r
O
d
u
c
t
O
r
a
C
a
r
¶
彗
】
y
p
】
a
n
コ
e
d
c
O
ヨ
p
O
S
i
t
i
O
コ
a
言
r
O
C
e
S
S
]
｣
で
あ
り
､
そ
れ
は
残
さ
れ
た
数
少
な
い
ス
ケ
ッ
チ

や
改
訂
稿
の
存
在
が
証
す
る
､
と
指
摘
し
た
う
え
で
K
･
四
八
八
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
｡

大
イ
長
調
協
奏
曲
K
･
四
八
八
の
場
合
､
第
一
楽
章
の
カ
デ
ン
ツ
ア
は
､
作
品
に
組
み
込
ま
れ
た
部
分
[
a
n
i
コ
t
e
g
邑
p
a
ユ
O
f
t
h
e

W
O
r
k
]
と
し
て
自
筆
総
譜
の
中
に
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
｡
奇
妙
な
こ
と
に
､
こ
の
カ
デ
ン
ツ
ア
は
即
興
に
ご
く
近
い
も
の
で

あ
る
｡
主
要
な
主
題
は
ど
れ
も
引
用
さ
れ
ず
､
[
楽
章
本
体
と
の
]
主
題
的
な
関
連
性
は
､
唯
一
､
冒
頭
部
分
に
お
い
て
副
次
的

な
二
小
節
の
動
機
が
短
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
点
に
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
､
残
り
の
部
分
は
純
粋
な
パ
ッ
セ
ー
ジ
･
ワ
ー
ク
な
の

で
あ
る
｡
し
か
し
､
総
譜
の
中
に
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
､
こ
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
が
楽
章
の
一
部
と
し
て
構
想
さ

れ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
｡
(
Z
旨
∋
a
∃
二
悪
声
山
霊
)



引
用
箇
所
の
直
前
か
ら
の
流
れ
で
､
豪
語
の
中
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
K
･
四
八
八
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
が
｢
注
意
深
く
計
画
さ
れ
た
｣

も
の
の
代
表
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
ノ
イ
マ
ン
は
こ
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
を
｢
作
品
忙
組
み
込
ま

れ
た
部
分
｣
と
し
て
見
て
い
る
の
だ
が
､
そ
の
後
の
論
述
の
仕
方
は
か
な
り
ぎ
こ
ち
虻
い
｡
こ
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
が
｢
奇
妙
な
こ
と
に
｣

即
興
を
思
わ
せ
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
っ
つ
も
､
総
儲
に
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
､
そ
れ
が
作
品
の

一
部
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
再
び
主
張
す
る
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
｡
記
譜
上
の
特
徴
と
音
楽
的
な
特
徴
と
の
間
に

矛
盾
を
感
じ
な
が
ら
も
､
そ
れ
に
対
す
る
説
明
を
放
棄
し
た
か
の
如
く
で
あ
る
｡

し
か
し
､
こ
れ
は
ノ
イ
マ
ン
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
｡
こ
の
二
つ
の
特
徴
の
関
係
を
積
極
的
に
解
釈
し
た
研
究
は
他
に
も
見
当
た

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
も
こ
れ
は
､
こ
の
曲
に
関
す
る
研
究
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
｡
こ
こ
に
示
さ
れ
る
､
K
･
四
八
八
を

も
っ
て
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
の
代
表
と
す
る
よ
う
な
捉
え
方
そ
の
も
の
に
大
き
な
問
題
が
あ
り
､
こ
れ
が
他
の
カ
デ
ン
ツ

ア
の
理
解
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
以
下
､
簡
単
に
説
明
し
よ
う
｡
そ
の
た
め
に
は
､
ま
ず
K
･
四
八
八
の
カ

デ
ン
ツ
ァ
の
右
記
の
二
つ
の
特
徴
が
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
寸
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
な
の
か
を
明
確

に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
｡

ま
ず
､
K
･
四
八
八
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
が
総
譜
の
中
に
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
だ
が
､
こ
れ
は
た
し
か
に
特
筆

に
催
す
る
事
実
で
あ
る
｡
カ
デ
ン
ツ
ァ
を
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
自
身
が
作
曲
⊥
た
と
い
う
事
実
と
､
そ
れ
が
総
譜
の
中
に
書
き
入
れ
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
と
は
､
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
兎
ら
な
い
｡
そ
し
て
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
が
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
た
め
に
書
い
た
カ

デ
ン
ツ
ァ
.
の
中
で
､
そ
れ
が
総
譜
の
中
に
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
､
実
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
互
｡
こ
の
ほ
か
の
曲
の
場
合
､
カ

デ
ン
ツ
ァ
そ
の
も
の
は
総
譜
と
異
な
る
単
標
の
譜
面
に
記
さ
れ
て
お
り
､
カ
デ
ン
ツ
ァ
の
弾
か
れ
る
箇
所
は
総
譜
の
中
で
は
フ
ェ
ル

マ
ー
タ
の
付
さ
れ
た
一
小
節
で
示
さ
れ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
｡

次
に
､
こ
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
に
は
楽
章
本
体
と
の
主
題
上
の
関
連
性
が
ほ
七
ん
ど
な
い
と
.
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
例
え

六
一



六二

ば
バ
ド
ゥ
ー
ラ
=
ス
コ
ダ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
互
､
楽
章
本
体
の
ま
題
を
用
い
て
カ
デ
∴
/
ツ
ァ
を
構
成
す
る
と
い
う
手
法
は
､

と
り
わ
け
り
十
-
ン
時
代
(
一
七
八
一
～
九
一
年
)
に
書
か
れ
た
後
期
Ⅵ
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
た
め
の
カ
デ
ン
ツ
ア
の
特
徴
を
な
す
も

の
で
あ
り
空
初
期
に
書
か
れ
た
K
･
二
三
八
や
K
･
二
四
六
(
上
も
に
一
七
七
六
年
)

の
た
め
の
無
主
題
的
な
カ
デ
ン
ツ
ァ
と
比

べ
る
な
ら
ば
､
そ
の
違
い
は
歴
然
と
し
て
車
る
｡
し
か
し
ウ
ィ
ー
ン
時
代
の
カ
デ
ン
ツ
ア
に
も
例
外
が
一
つ
あ
り
､
そ
れ
が
ほ
か
な

ら
ぬ
虻
･
四
八
八
の
た
め
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
な
の
で
為
る
(
=
る

要
す
る
に
､
ノ
イ
マ
ン
が
K
･
四
八
八
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
た
二
つ
の
特
徴
は
､
い
ず
れ
も
､
少
な
く
と
も
ウ

ィ
ー
ン
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
の
中
で
は
､
こ
れ
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
以
外
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
は
､
楽
章
本
体

の
主
題
を
用
い
て
構
成
さ
れ
て
お
り
､
総
譜
と
は
別
の
譜
面
五
書
か
れ
て
い
る
｡
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
が
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
後
期
の

ピ
ア
ノ
協
奏
曲
に
お
け
る
カ
デ
ン
ツ
ァ
と
し
て
は
通
常
な
の
で
あ
り
､
素
直
に
考
え
れ
ば
､
K
･
四
八
八
の
場
合
は
か
な
り
異
例
で

あ
る
｡

し
か
し
ノ
イ
マ
ン
の
記
述
は
､
こ
れ
を
異
例
な
も
の
と
見
な
し
て
の
も
の
で
は
な
い
｡
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
､
彼
は
む
し
ろ
､

モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の

(
後
期
の
)
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
に
お
け
る
カ
デ
ン
ツ
ァ
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
K
･
四
八
八
の
例
を
挙
げ
て
い
た

｡
ヒ
｡
そ
れ
は
な
ぜ
か
｡
彼
が
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
カ
デ
ン
ツ
ア
を
作
品
に
組
み
込
も
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
て
取
ろ
う

と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
｡
〉
｡
そ
し
て
､
そ
の
傾
向
を
音
楽
的
な
内
容
に
お
い
て
示
す
の
が
楽
章
本
体
の
主
題
を
用
い
て
カ
デ
ン
ツ

ア
を
構
成
す
る
と
い
う
手
法
で
あ
り
､
だ
か
ら
こ
そ
､
総
譜
の
中
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
K
･
四
八
八
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
に
限
っ
て
そ
の

よ
う
な
特
徴
を
欠
い
て
い
る
こ
と
が
｢
奇
妙
｣
な
の
で
あ
る
｡

た
し
か
に
､
同
じ
主
題
を
用
い
る
こ
と
に
は
､
楽
章
本
体
と
カ
デ
ン
ツ
ア
と
を
音
楽
的
に
密
接
に
結
び
付
け
る
働
き
が
あ
ろ
う
｡

し
か
し
､
そ
れ
と
カ
デ
ン
ツ
ァ
を
総
譜
の
中
に
書
き
入
れ
る
こ
と
と
は
次
元
を
異
に
す
る
事
柄
で
あ
る
｡
そ
の
二
つ
を
と
も
に
｢
作

品
に
組
み
込
む
｣
と
い
う
こ
と
で
理
解
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
自
体
に
､
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
｡
そ
こ
で
､
論
点
を
整
理
す
る
た
め



に
以
下
､
｢
カ
デ
ン
ツ
ア
を
作
品
に
組
み
込
む
｣
と
い
う
の
を
｢
カ
デ
ン
ツ
ア
を
作
品
の
構
成
要
素
の
一
部
と
し
て
､
必
ず
弾
か
れ
る

も
の
と
し
て
書
く
｣

こ
と
と
定
義
し
て
理
解
す
る
こ
と
と
し
よ
う
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
全
く
別
の
も
の
に
取
り
替
え
ら
れ
て
も
構
わ
な

い
部
分
は
､
少
な
く
と
も
我
々
の
感
覚
か
ら
は
作
品
の
一
部
と
は
言
い
が
た
い
か
ら
で
あ
る
｡

そ
の
よ
う
に
定
義
し
た
場
合
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
カ
デ
ン
ツ
ア
を
作
品
に
組
み
込
む
傾
向
が
あ
っ
た
と
見
る
の
は
無
理
が
あ
る
｡

根
拠
を
一
つ
挙
げ
よ
う
｡
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
生
前
に
出
版
さ
れ
た
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
は
全
部
で
六
曲
で
あ
り
〈
"
〉
､
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

モ
ー
ツ
ァ
ル
■
ト
自
身
に
よ
る
カ
デ
ン
ツ
ァ
が
残
さ
れ
て
い
る
曲
で
あ
る
が
､
初
版
譜
に
は
ど
れ
も
カ
デ
ン
ツ
ァ
が
含
ま
れ
て
い
な
か

っ
た
､
と
い
う
事
実
で
あ
る
｡
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
書
い
た
カ
デ
ン
ツ
ァ
が
自
身
の
た
め
の
も
の
か
弟
子
の
た
め
の
も
の
な
の
か
は
確

定
し
が
た
い
問
題
だ
が
{
り
ー
､
い
ず
れ
に
せ
よ
､
印
刷
譜
と
い
う
か
た
ち
で
不
特
定
多
数
の
人
々
に
協
奏
曲
が
提
供
さ
れ
た
場
合
に
､

カ
デ
ン
ツ
ァ
は
各
々
の
演
奏
者
に
全
く
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
部
分
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
し
か
も
､
こ
の
六
曲
の
中
に
は
モ
ー
ツ
ワ
ル
ト

の
最
後
の
年
に
完
成
さ
れ
た
K
･
五
九
五
も
含
ま
れ
て
い
る
｡
こ
の
事
実
と
､
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
が
通
常
､
カ
デ
ン
ツ
ァ
を
自
筆
総
譜

の
中
に
書
き
入
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
､
む
し
ろ
彼
に
は
カ
デ
ン
ツ
ァ
を
作
品
に
組
み
込
む
傾
向
が
な
か

っ
た
と
見
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
｡

し
た
が
っ
て
､
カ
デ
ン
ツ
ア
に
関
し
て
､
楽
章
本
体
の
主
題
を
用
い
る
と
い
う
構
成
法
と
､
作
品
の
中
に
そ
の
一
部
と
し
て
組
み

込
む
と
い
う
こ
と
と
は
､
単
に
原
理
的
に
区
別
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
創
作
の
実
態
に
即
し
て
､
実
際
に
分
け
て

考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
従
来
は
こ
の
弁
別
が
不
明
確
で
あ
っ
た
｡
こ
の
点
を
考
慮
し
､
む
し
ろ
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
は
基
本
的
に
は

カ
デ
ン
ツ
ァ
を
演
奏
者
に
ゆ
だ
ね
て
い
た
､
つ
ま
り
､
カ
デ
ン
ツ
ァ
を
作
品
に
組
み
込
む
傾
向
に
は
な
か
っ
た
､
と
い
う
こ
と
を
前

提
に
す
る
な
ら
ば
､
そ
の
唯
一
の
例
外
を
な
す
可
能
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
K
･
四
八
八
の
た
め
の
カ
デ
ン
ツ
7
が
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
｡
こ
れ
だ
け
が
総
譜
に
書
き
入
れ
ら
れ
て
お
り
､
さ
ら
に
そ
の
昔
楽
的
内
容
に
お
い
て
も
他
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
と
は
一
線
を
画

す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡
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六四

本
稿
で
は
､
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
K
･
四
八
八
の
た
め
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
を
捉
え
て
考
察
を
お
こ
な
い
､
そ
の
異
例
な
あ
り
方

が
こ
の
曲
全
体
の
特
別
な
コ
ン
セ
プ
ト
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
｡
以
下
に
論
証
す
る
よ
う
に
､
こ
の
カ
デ
ン
ツ

ァ
が
楽
章
本
体
の
主
題
を
用
い
て
い
.
.
な
い
こ
と
も
､
か
え
っ
て
そ
九
を
作
品
の
中
に
組
み
込
む
美
め
の
手
法
と
し
て
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
｡
こ
の
よ
う
に
考
､
ス
る
な
ら
ば
､
通
常
の
カ
デ
ン
ツ
ア
に
お
い
七
楽
章
本
体
の
主
題
を
用
い
る
構
成
法
は
､
む
し
ろ
カ
デ

ン
ツ
ァ
を
作
品
の
中
に
組
み
込
ま
な
い
か
ら
こ
そ
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
く
示
唆
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
は
ず
で
あ
る
(
誓

本
稿
に
お
け
る
考
察
は
､
第
｣
義
的
に
は
､
虻
･
四
八
八
と
い
う
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
を
代
表
す
る
傑
作
の
一
つ
を
よ

り
明
確
に
理
解
す
る
た
め
の
作
品
研
究
で
あ
る
が
､
そ
の
昔
後
に
は
以
上
の
問
題
意
識
が
あ
る
｡

で
は
､
以
下
の
考
察
の
手
順
を
予
め
示
そ
う
｡
ま
ず
､
K
･
四
八
八
の
第
一
楽
章
の
楽
曲
構
造
を
分
析
し
て
､
そ
の
中
で
カ
デ
ン

ツ
ァ
が
構
造
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
､
そ
の
点
に
お
い
て
す
で
に
ほ
か
の
欄
の
場
合
七
異
な

っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
(
第
二
節
)
｡
次
に
､
カ
デ
ン
ツ
ア
自
体
の
音
楽
的
特
徴
を
再
検
討
し
､
楽
章
内
で
の
構
造
的
な
位
置
付
け
と

の
関
連
で
理
僻
す
る
(
第
三
節
)
｡
最
後
.
に
､
こ
の
協
奏
曲
全
体
の
個
性
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
を
指
摘
し
､
カ
デ
ン
ツ
ァ
を
組
み
込
む
こ

と
も
そ
れ
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る

(
結
び
)
｡

第
二
蔀

≠
･
由
八
八
の
第
一
.
楽
章
の
分
節
構
造
と
カ
デ
ン
ツ
ア

本
節
で
は
､
K
･
四
八
八
の
第
一
楽
章
の
楽
曲
構
造
の
中
で
カ
デ
ン
ツ
ァ
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
▲
か
を
､
楽
章
全
体
の
分

節
の
仕
方
､
つ
ま
り
､
楽
章
の
各
部
分
が
ど
の
よ
う
な
終
止
(
け
)
主
よ
り
区
切
ら
れ
て
い
る
の
か
に
着
目
し
て
見
る
こ
と
と
し
た
い

ま
ず
楽
章
全
体
を
区
分
し
よ
う
｡
衷
に
示
す
よ
う
に
､
･
リ
ー
ズ
ン
/
レ
ヴ
ィ
ン
の
モ
デ
ル
に
従
っ
て
七
つ
の
部
分
に
区
分
し
{
望
､



Ⅰ
か
ら
Ⅶ
ま
で
番
号
を
振
る

(
こ
の
区
分
に
は
カ
デ
ン
ツ
ア
は
含
ま
れ
な
い
)
｡
そ
し
て
､
さ
ら
に
下
位
の
区
分
を
行
い
､
そ
れ
ぞ
れ

1
､
2
･
･
･
と
番
号
を
振
っ
た
｡
ま
た
､
こ
の
楽
章
に
お
い
て
､
Ⅱ
以
降
の
部
分
は
､
.
基
本
的
に
Ⅰ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
に
現
れ

た
旋
律
素
材
を
用
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
､
そ
の
対
応
関
係
が
分
か
る
よ
う
に
､
Ⅰ
の
五
つ
の
部
分
に
A
～
E
の
ア
ル
フ
ァ
ベ

ッ
ト
を
振
り
､
Ⅱ
以
下
の
各
部
分
に
は
Ⅰ
の
対
応
す
る
部
分
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
振
っ
た
｡
た
だ
し
､
Ⅱ
以
降
に
お
い
て
も
新
た

に
提
示
さ
れ
る
主
題
が
一
つ
あ
り
､
そ
れ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
部
分
は
F
と
し
た
｡
ま
た
､
特
に
明
確
な
旋
律
素
材
を
持
た
な
い
部

分
(
Ⅳ
の
5
と
カ
デ
ン
ツ
ア
全
体
)
に
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
振
っ
て
い
な
い
｡
以
下
の
論
述
中
､
楽
卓
の
中
の
場
所
を
示
す
と
き

に
は
数
字
を
用
い
､
特
定
の
素
材
を
指
す
と
き
に
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
｡
･

Ⅰ
～
Ⅶ
の
部
分
の
リ
ー
ズ
ン
/
レ
ヴ
ィ
ン
に
よ
る
名
称
は
表
に
あ
る
と
お
り
だ
が
､
そ
こ
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
､
こ
の
楽
章
の

よ
っ
て
い
る
｢
協
奏
曲
形
式
｣
は
､
基
本
的
に
は
ソ
ナ
タ
形
式
と
リ
ト
ル
ネ
ロ
形
式
の
融
合
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

Ⅰ
､
Ⅲ
､
Ⅵ
､
Ⅶ
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
み
の
演
奏
す
る
リ
ト
ル
ネ
ロ
部
分
で
あ
り
､
Ⅵ
と
Ⅶ
の
間
に
カ
デ
ン
ツ
ァ
が
置
か
れ
て
い
る
｡

一
方
､
Ⅲ
､
Ⅳ
､
V
は
独
奏
パ
ー
ト
が
主
体
と
な
る
ソ
ロ
部
分
で
あ
り
､
こ
れ
ら
が
ソ
ナ
タ
彪
式
の
｢
提
示
部
｣
｢
展
開
部
｣
｢
再
現

部｣

の
三
部
分
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

さ
て
､
そ
の
文
節
構
造
で
あ
る
が
､
･
通
常
の
ソ
ナ
タ
形
式
で
あ
れ
ば
､
楽
章
全
体
の
終
わ
り
を
別
に
す
れ
ば
､
｢
提
示
部
｣

の
終
わ

り
に
最
も
強
い
終
止
(
属
調
上
で
の
完
全
終
止
)
が
形
成
さ
れ
る
｡
､
打
に
よ
り
､
ソ
ナ
タ
形
式
に
よ
る
楽
曲
厄
大
き
く
前
半
と
後

半
と
に
二
分
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
｢
協
奏
曲
形
式
｣

に
お
け
る
分
節
構
造
も
､
バ
ー
ガ
ー
は
､
Ⅲ
が
｢
ソ
ロ
提
示
部
｣

であ

る
Ⅲ
に
付
加
さ
れ
た
終
結
部
分
と
し
て
の
機
能
を
持
っ
て
お
り
､
楽
章
全
体
が
や
は
り
Ⅲ
ま
で
と
Ⅳ
以
降
と
に
二
分
さ
れ
る
の
が
､

そ
の
基
本
形
態
で
あ
る
と
し
て
い
る

(
B
e
r
g
e
二
遥
か
}
N
ミ
凸
｡

た
し
か
に
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
で
は
､
ウ
ィ
ー
ン
時
代
初
期
の
K
･
四
一
三

(
三
八
七
a
)

ま
で
は
､
こ
の
基
本

形
態
に
即
し
て
楽
章
の
構
造
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
ら
に
お
い
て
Ⅲ
と
Ⅶ
と
は
､
属
調
と
主
調
と
い
う
違
い
が
虜
る
の

六五
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み
で
､
内
容
的
に
は
対
応
し
て
お
り
､
Ⅶ
が
楽
章
全
体
を
締
め
く
く
る
の
と
同
様
に
､
Ⅲ
は
楽
章
の
前
半
を
締
め
く
く
る
と
い
う
機

能
を
持
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
｡
実
の
と
こ
ろ
､
こ
の
Ⅲ
と
Ⅶ
と
の
対
応
関
係
は
そ
の
後
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲

に
は
見
ら
れ
な
く
な
る
の
だ
が
､
そ
れ
で
も
Ⅱ
の
付
加
的
な
終
結
部
分
と
し
て
の
Ⅲ
の
性
格
は
基
本
的
に
は
保
持
さ
れ
て
お
り
､
保

留
付
き
で
は
あ
る
が
､
バ
ー
ガ
ー
の
言
う
基
本
構
造
を
適
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
K
･
四
八
八
に
関
し
て
は
そ
の
よ
う
な
ソ
ナ
タ
形
式
的
な
二
分
構
造
は
全
く
当
て
は
ま
ら
な
い
｡
こ
の
曲
で
は
､

楽
章
全
体
の
終
わ
り
を
別
と
す
れ
ば
､
最
も
強
い
終
止
の
置
か
れ
る
の
は
Ⅰ
の
終
わ
り
で
あ
り
､
Ⅲ
以
下
､
つ
ま
り
､
独
奏
ピ
ア

ノ
･
パ
ー
ト
が
加
わ
っ
て
か
ら
の
部
分
は
強
い
終
止
を
避
け
つ
つ
音
楽
は
進
み
､
カ
デ
ン
ツ
ァ
を
経
て
楽
章
の
終
わ
り
と
な
る
の
で

あ
る
｡
こ
れ
が
こ
の
曲
の
構
造
の
特
異
な
と
こ
ろ
で
あ
り
､
カ
デ
ン
ツ
ア
の
機
能
も
そ
の
点
か
ら
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
以

下
､
具
体
的
に
見
る
こ
と
と
し
よ
う
｡

イ

冒
頭
リ
ト
ル
ネ
ロ
の
構
造

ま
ず
､
そ
の
よ
う
な
K
･
四
八
八
の
構
造
の
前
提
を
な
す
の
が
､
Ⅰ
の
終
止
部
の
形
成
の
仕
方
で
あ
る
｡
Ⅰ
そ
の
も
の
は
1
か
ら

5
ま
で
の
五
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
が
､
3
ま
で
の
各
部
分
の
終
わ
り
に
は
特
に
強
い
終
止
は
置
か
れ
て
い
な
い
｡
旋
律
素
材
A

と
C
は
ソ
ナ
タ
形
式
で
言
う
｢
第
一
主
題
｣
｢
第
二
主
題
｣
に
相
当
す
る
が
､
そ
れ
ら
を
締
め
く
く
る
1
の
終
わ
り
と
3
の
終
わ
り
の

主
和
音
は
そ
の
ま
ま
そ
れ
ぞ
れ
2
と
4
の
冒
頭
に
重
な
っ
て
お
り
垂
､
ま
た
2
の
終
わ
り
は
属
和
音
上
の
半
終
止
で
あ
る
｡
そ
し
て
､

4
の
終
わ
り
で
よ
う
や
く
通
常
の
完
全
終
止
が
な
さ
れ
る
｡
そ
れ
を
語
例
一
に
示
す
が
､
そ
の
最
初
の
二
小
節
(
第
六
〇
､
六
一
小

節
)
と
同
じ
音
型
が
4
の
中
で
そ
れ
ま
で
に
す
で
に
二
回
現
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
｡
一
回
目
(
第
五
〇
､
五
一
小
節
)
は
六

の
和
音
に
偽
終
止
し
､
二
回
目
(
第
五
七
､
五
人
小
節
)

に
は
､
こ
の
二
小
節
自
体
が
(
最
初
の
小
節
を
反
復
し
三
小
節
に
拡
大
し

た
形
で
)
反
復
さ
れ
る
｡
そ
の
反
復
さ
れ
た
も
の
が
語
例
一
で
あ
り
(
厳
密
に
は
最
初
の
一
小
節
を
省
略
し
た
形
で
あ
る
)
､
こ
こ
で



完
全
終
止
と
な
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
4
の
部
分
は
､
二
度
､
予
想
さ
れ
る
主
和
音
上
で
の
終
止
が
避
け
ら
れ
､
三
度
目
に
主
和
音
に
落
ち
着
く
と
い
う

特
徴
的
な
構
成
法
が
取
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
楽
章
始
ま
っ
て
初
め
て
の
は
っ
き
り
と
し
た
終
止
は
､
単
に
初
め
て
の
､
と
い
う
だ
け

で
は
な
く
､
そ
れ
自
体
､
強
調
的
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
部
分
を
聴
い
た
感
じ
は
､
ま
さ
し
く
｢
一
段
落
付
い
た
｣
.
と

い
う
も
の
で
あ
ろ
う
｡
Ⅰ
の
4
全
体
は
､
こ
の
よ
う
に
終
止
へ
と
向
か
う
傾
向
を
強
く
持
っ
た
部
分
で
あ
る
｡
そ
し
て
続
く
5
は
､

Ⅰ
全
体
の
ま
と
ま
り
を
付
け
る
と
い
う
明
確
な
機
能
を
持
っ
て
お
り
､
そ
の
終
わ
り
(
第
六
六
小
節
)
は
､
一
小
節
を
主
和
音
に
あ

て
る
と
い
う
､
最
も
強
調
的
な
終
止
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
㌫
巳
｡

主
要
主
題
の
提
示
の
後
､
終
結
の
機
能
を
持
っ
た
部
分
が
続
く
と
い
う
､
こ
の
楽
章
の
Ⅰ
の
構
造
自
体
は
､
決
し
て
異
例
な
も
の

と
は
言
え
な
い
｡
と
は
い
え
､
Ⅰ
の
4
に
お
け
る
､
同
じ
終
止
音
型
を
繰
り
返
し
用
い
､
三
度
目
に
よ
う
や
く
解
決
す
る
と
い
う
構

成
は
こ
の
曲
独
特
の
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
｢
ソ
ロ
提
示
部
｣
と
｢
再
現
部
｣
で
あ
る
Ⅱ
と
V
に
お
い
て
は
､
こ
の
終
止
が
最
後
で

先
延
ば
し
に
さ
れ
､
結
局
､
Ⅰ
に
お
け
る
よ
う
な
解
決
を
見
な
い
と
い
う
点
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
｡
次
に
､
そ
れ
に
つ
い
て
説
明
す

る
こ
と
と
し
た
い
｡

ロ

｢
ソ
ロ
提
示
部
｣
と
｢
再
現
部
｣
に
お
け
る
終
止
の
回
避

ま
ず
Ⅲ
だ
が
､
こ
の
部
分
は
1
か
ら
4
ま
で
の
四
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
､
そ
れ
ぞ
れ
が
Ⅰ
の
1
～
4
に
ほ
ぼ
そ
の
ま

ま
相
応
し
て
い
る
｡
特
に
3
､
4
に
つ
い
て
は
､
最
後
の
二
小
節
を
除
い
て
Ⅰ
と
=
は
小
節
ご
と
に
全
く
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

対
応
し
て
い
な
い
最
後
の
二
小
節
と
は
語
例
一
の
二
､
三
小
節
目
で
あ
る
第
六
一
∴
六
二
小
節
で
あ
り
､
Ⅲ
に
お
け
る
相
当
部
分
を

一
部
省
略
し
て
､
語
例
二
に
示
し
た
｡
そ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
､
Ⅰ
に
お
い
て
4
を
締
め
く
く
る
完
全
終
止
の
直
前
の
第
六
一
小

節
は
､
Ⅱ
に
お
い
て
は
ピ
ア
ノ
が
技
巧
的
な
パ
ッ
セ
ー
ジ
を
連
ね
る
八
小
節
(
第
一
二
九
.
～
第
一
三
六
小
節
)
に
置
き
換
わ
っ
て
い

六七



六八

る
の
で
あ
る
｡
こ
の
人
小
節
間
の
和
声
進
行
そ
の
も
の
は
第
六
一
小
節
に
お
け
る
も
の
と
同
℃
で
あ
り
､
第
六
一
小
節
を
八
倍
に
引

き
伸
ば
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
だ
が
､
こ
こ
で
重
要
な
の
は
そ
の
後
の
終
止
の
様
態
の
違
い
で
あ
る
｡
第
一
三
六
小
節

の
属
七
の
和
音
は
続
く
第
二
二
七
小
節
の
第
一
拍
で
主
和
音
に
解
決
す
る
が
､
こ
れ
が
同
時
に
Ⅲ
の
開
始
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
｡
つ
ま
り
､
譜
例
二
に
示
し
た
Ⅱ
の
終
止
部
分
は
､
和
声
的
t
は
Ⅰ
の
4
の
終
わ
り
以
上
に
強
調
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
､
音
楽
そ

の
も
の
は
Ⅲ
か
ら
Ⅲ
に
か
け
て
連
続
的
に
進
ん
で
行
く
の
で
あ
る
垂
｡

し
た
が
′
つ
て
､
Ⅰ
の
4
の
終
わ
り
､
す
な
わ
ち
語
例
一
の
三
小
節
目
に
お
け
る
｢
一
段
落
付
い
た
｣
感
じ
は
､
和
声
的
に
は
同
じ

ょ
ぅ
に
主
和
音
に
解
決
す
る
Ⅲ
の
最
初
の
第
一
三
七
小
節
に
は
な
い
｡
第
一
二
九
⊥
三
六
小
節
に
お
い
て
個
々
の
和
声
を
引
き
伸

ば
す
こ
と
も
､
あ
く
ま
で
独
奏
ピ
ア
ノ
の
(
一
旦
の
)
弾
き
終
わ
り
を
盛
り
上
げ
る
た
め
の
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
｡
つ
ま
り
､

Ⅰ
の
4
で
見
ら
れ
た
､
同
じ
終
止
型
を
用
い
三
度
目
に
よ
う
や
く
完
全
終
止
す
る
と
い
う
構
図
は
､
Ⅱ
の
4
で
は
ピ
ア
ノ
の
我
巧
的

な
パ
ッ
セ
｣
ジ
に
上
り
最
後
に
回
避
さ
れ
.
て
お
乃
､
語
例
一
の
最
初
の
二
小
節
は
最
後
ま
で
収
ま
る
と
こ
ろ
を
得
ず
､
言
わ
ば
宙
に

浮
い
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
､
以
上
の
点
は
V
に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
｡
V
は
第
二
五
八
小
節
ま
で
が
や
は
り
Ⅰ
の
第
六
〇
小
節
ま
で

を
な
ぞ
っ
た
も
の
で
あ
り
･
､
Ⅱ
と
同
様
､
そ
の
先
が
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
V
で
は
第
二
五
九
小
節
か
ら
､
Ⅲ
の
五
小
節
目
(
第

一
四
一
小
節
)
以
降
を
主
調
に
直
し
て
再
現
し
て
お
り
､
や
は
り
譜
例
一
の
最
初
の
二
小
節
は
苗
に
浮
い
た
ま
ま
で
あ
る
(
語
例
三

参
照
)
｡
続
く
リ
ト
ル
ネ
ロ
部
分
(
Ⅵ
)

へ
の
移
行
の
仕
方
は
Ⅱ
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
｡

ソ
ロ
部
分
の
最
後
で
属
七
上
の
ト
リ
ル
で
虻
っ
て
独
奏
が
弾
き
終
わ
り
､
そ
れ
を
解
決
す
る
主
和
音
に
重
な
っ
て
リ
ト
ル
ネ
ロ
が

始
ま
る
と
い
う
の
は
､
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
協
奏
曲
形
式
に
よ
る
楽
曲
の
全
て
に
認
め
ら
れ
る
､
最
も
固
定
的
な
表
現
に
属
す
る
も
の

で
は
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
曲
に
お
け
る
よ
う
に
､
ソ
ロ
部
分
が
冒
頭
の
リ
ー
ル
ネ
ロ
で
あ
る
Ⅰ
を
こ
こ
ま
で
忠
実
に
な
ぞ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
る
例
は
他
に
な
い
｡
し
か
も
こ
の
曲
の
場
合
､
Ⅲ
で
も
V
で
も
Ⅰ
の
4
の
終
わ
り
の
終
止
型
を
最
後
で
回
避
し
て
お
り
､



結
局
､
Ⅰ
の
5
の
旋
律
は
全
く
再
現
し
て
い
な
い
｡
こ
の
よ
う
に
､
Ⅰ
を
ま
と
め
た
カ
デ
シ
ソ
を
ぎ
り
ぎ
り
で
回
避
す
る
と
い
う
構

成
は
､
ま
さ
し
く
こ
の
曲
独
自
の
も
の
で
あ
る
｡

ハ
リ
ト
ル
ネ
ロ
部
分
に
お
け
る
新
主
層
の
提
示

次
に
ソ
ロ
部
分
を
引
き
継
ぐ
リ
ト
ル
ネ
ロ
部
分
で
あ
る
Ⅲ
と
Ⅵ
で
あ
る
が
､
そ
れ
ら
の
出
だ
し
は
Ⅰ
の
2
と
同
じ
素
材
B
が
用
い

ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
Ⅲ
に
Ⅰ
の
前
半
部
分
の
素
材
を
用
い
る
こ
と
自
体
は
こ
れ
ま
で
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲

に
も
先
例
が
あ
り
､
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
･
｡
し
か
し
､
そ
れ
.
ら
の
曲
に
お
け
る
.
Ⅲ
も
､
続
い
て
Ⅰ
の
終
結
部
分
の
素
材
を
導
入
す

る
こ
と
に
よ
り
､
基
本
的
に
は
そ
れ
ま
で
の
部
分
を
締
め
く
く
る
と
い
う
機
能
は
保
持
し
て
い
る
云
〉
｡
し
か
し
K
･
四
八
八
の
場
合
｣

Ⅲ
に
お
い
て
Ⅰ
の
終
結
部
分
の
素
材
が
一
切
用
い
ら
れ
な
い
だ
け
で
克
く
､
新
た
な
主
題
F
を
導
入
す
る
と
い
う
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の

ピ
ア
ノ
協
奏
曲
に
お
け
る
新
手
法
(
こ
れ
以
降
に
も
な
い
)

に
よ
り
､
次
へ
と
開
か
れ
た
部
分
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に

つ
い
て
説
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

ま
ず
､
Ⅲ
か
ら
Ⅳ
へ
の
移
行
の
仕
方
を
見
て
み
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
｡
Ⅲ
は
1
と
2
と
に
二
分
さ
れ
る
｡
1
に
お
い
て
B
が
用

い
ら
れ
る
が
､
こ
れ
は
下
属
調
へ
移
る
動
き
を
見
せ
る
点
に
特
徴
が
あ
り
､
こ
れ
自
体
に
は
終
止
を
形
成
す
る
性
格
は
な
い
｡
そ
し

て
､
下
属
和
音
に
至
っ
た
五
小
節
目
か
ら
新
た
な
パ
ッ
セ
ー
ジ
が
導
入
さ
れ
､
急
に
属
和
音
上
で
半
終
止
を
す
る
｡
こ
こ
.
か
ら
2
の

部
分
と
な
り
､
二
拍
の
休
止
の
後
､
新
た
な
主
題
F
が
弦
楽
器
に
よ
り
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
続
け
て
､
ピ
ア
ノ
が
こ
の
主
題
を

装
飾
的
に
変
奏
を
施
し
て
反
復
す
る
と
こ
ろ
か
ら
Ⅳ
と
な
る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
に
続
い
て
木
管
楽
器
が
同
主
短
調
(
ホ
短
調
)

でF

の
断
片
的
な
変
形
を
奏
す
る
と
こ
ろ
が
Ⅳ
の
内
部
の
区
分
の
2
の
始
ま
り
で
あ
り
､
こ
こ
か
ら
､
F
主
題
に
基
づ
い
た
展
開
が
繰
り

広
げ
ら
れ
て
い
く
｡

さ
て
､
そ
も
そ
も
､
本
稿
に
お
け
る
楽
章
内
.
の
大
き
な
区
分
は
､
原
則
的
に
は
独
.
奏
ピ
.
ア
ノ
バ
ー
ト
の
有
無
を
も
と
に
し
た
も
の六九



七〇

で
あ
り
､
そ
れ
に
基
づ
い
て
Ⅳ
は
第
一
四
九
小
節
か
ら
始
ま
る
と
し
た
｡
し
か
し
､
右
の
記
述
か
ら
分
か
る
よ
う
に
､
ほ
か
の
観
点

{
封
J
を
採
る
と
区
分
さ
れ
る
場
所
が
異
な
っ
て
く
る
｡
つ
ま
り
､
主
題
を
観
点
に
す
る
な
ら
ば
Ⅲ
の
1
と
2
の
間
に
､
ま
た
調
性
を
観

点
に
す
る
な
ら
ば
Ⅳ
の
1
と
2
の
間
に
区
切
り
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
い
ず
れ
の
場
合
も
､
強
い
解
止
は

置
か
れ
て
い
な
い
｡
つ
ま
り
､
こ
こ
で
は
確
実
に
新
た
な
部
分
へ
と
音
楽
は
移
っ
て
行
く
の
だ
が
､
諸
要
素
が
一
度
に
で
は
な
く
､

徐
々
に
変
化
し
て
い
る
た
め
､
音
楽
が
一
段
落
す
る
契
機
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
こ
▼
の
曲
に
お
け
る
Ⅲ
を
終
止
の

機
能
を
担
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
は
全
く
で
き
な
い

(
な
お
Ⅵ
か
ら
カ
デ
ン
ツ
ァ
へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
カ
デ
ン
ツ
ァ
そ
の
も
の
の

位
置
づ
け
と
深
く
関
係
す
る
が
､
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
)
｡

こ

カ
デ
ン
ツ
ア
の
意
味
合
い

さ
て
､
カ
デ
ン
ツ
ア
の
後
の
Ⅶ
に
お
い
て
､
Ⅰ
の
4
の
締
め
く
く
り
の
部
分
が
Ⅰ
以
来
､
初
め
て
完
全
な
形
で
再
現
し
､
今
ま
で

回
避
さ
れ
て
き
た
完
全
終
止
(
譜
例
一
で
示
し
た
)

が
第
三
〇
四
小
節
か
ら
第
三
〇
五
小
節
に
か
け
て
聴
か
れ
る
｡
土
こ
に
お
い
て
､

音
楽
は
よ
う
や
く
｢
一
段
落
付
い
た
｣
感
じ
を
与
え
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
Ⅱ
と
V
に
お
い
て
､
ま
さ
に
こ
の
カ
デ
ン
ツ
が
先
延

ば
し
に
さ
れ
て
き
た
分
､
そ
の
効
果
は
よ
り
強
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
Ⅰ
の
結
尾
以
来
､
や
は
り
初
め
て
E
が
再
現

さ
れ
､
最
後
は
主
和
音
を
強
調
す
る
付
加
的
な
五
小
節
の
終
止
部
に
よ
り
楽
章
は
閉
上
ら
れ
る
｡

つ
ま
り
､
Ⅲ
か
ら
Ⅵ
ま
で
は
､
常
に
各
部
分
が
連
続
的
に
接
続
し
､
強
い
終
止
感
を
与
え
ず
に
音
楽
は
先
に
進
ん
で
行
く
｡
一
方
､

Ⅶ
は
Ⅰ
の
終
わ
り
と
同
様
､
終
止
へ
の
強
い
傾
き
を
持
っ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
カ
デ
ン
ツ
ア
は
運
動
の
切
り
替
わ
る
場
に
位
置

し
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
カ
デ
ン
ツ
ア
が
音
楽
の
前
進
的
な
運
動
を
遮
り
､
進
行
を
終
止
へ
と
向
か
わ
せ
る
の
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
直

接
に
は
､
Ⅵ
の
2
の
中
で
F
の
再
現
が
中
断
さ
れ
る
と
こ
ろ

(
第
二
九
三
小
節
)

で
､
こ
の
運
動
は
遮
ら
れ
る
の
だ
が
､
こ
の
F
の

中
断
を
動
機
づ
け
る
の
が
そ
も
そ
も
カ
デ
ン
ツ
ア
の
存
在
で
あ
る
(
F
の
中
断
に
つ
い
て
は
､
こ
の
後
､
詳
述
す
る
)
｡
あ
く
ま
で
も
､



カ
デ
ン
ツ
ア
を
導
入
す
る
た
め
に
F
は
遮
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
カ
デ
ン
ツ
ァ
な
し
に
は
､
Ⅵ
か
ら
Ⅶ
へ
の
説
得
力
あ
る

移
行
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡

で
は
な
ぜ
､
カ
デ
ン
ツ
ァ
を
置
く
こ
と
に
よ
り
､
終
止
へ
の
強
い
傾
き
を
持
つ
Ⅶ
が
ス
ム
ー
ズ
に
導
入
さ
れ
る
の
か
｡
そ
れ
は
音

楽
そ
の
も
の
の
意
味
合
い
が
カ
デ
ン
ツ
ァ
の
前
と
後
と
で
は
異
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
本
稿
の
冒
頭
で
指
摘
し
た
よ
う
に
､
カ
デ
ン
ツ

ア
は
慣
習
的
に
独
奏
の
弾
き
終
わ
り
の
場
と
な
っ
て
い
る
｡
独
奏
が
弾
き
終
わ
っ
た
以
上
､
続
く
リ
ト
ル
ネ
ロ
部
分
で
あ
る
Ⅶ
の
機

能
は
､
楽
章
を
終
結
に
至
ら
せ
る
以
外
に
は
あ
る
ま
い
｡
し
た
が
っ
て
､
終
結
へ
の
強
い
傾
向
を
見
せ
る
Ⅶ
が
カ
デ
ン
ツ
ァ
の
後
に

何
の
問
題
も
な
く
続
く
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
こ
の
楽
章
に
お
い
て
カ
デ
ン
ツ
7
は
､
独
奏
の
弾
き
終
わ
り
の
場
で
あ
る
こ
と
を
通
じ
て
､
楽
章
全
体
を
終
わ
り

の
方
向
に
向
か
わ
せ
る
機
能
を
持
つ
｡
た
だ
し
こ
れ
だ
け
な
ら
ば
､
他
の
曲
の
ど
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
に
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
｡
こ

の
曲
の
特
徴
は
､
む
し
ろ
楽
章
全
体
の
構
造
自
体
が
そ
の
よ
う
な
カ
デ
ン
ツ
7
の
分
節
構
造
上
の
役
割
を
必
要
と
し
､
結
果
的
に
そ

れ
を
強
調
し
て
い
る
点
に
あ
る
｡
つ
ま
り
､
強
い
終
止
感
を
回
避
し
､
永
久
に
先
に
連
続
的
に
移
行
す
る
か
の
よ
う
な
運
動
を
持
つ

が
ゆ
え
に
､
そ
の
運
動
を
収
束
さ
せ
､
楽
章
を
終
止
へ
と
向
か
わ
せ
る
カ
デ
ン
ツ
ァ
の
意
味
合
い
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
､
そ
の
よ
う
に
カ
デ
ン
ツ
ァ
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
る
L
い
う
こ
と
を
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
が
確
か
に
意
識
し
て
曲
を
構
成

し
た
こ
と
を
物
語
る
の
が
､
Ⅵ
に
お
け
る
カ
デ
ン
ツ
ァ
の
導
入
の
仕
方
で
あ
る
｡
そ
れ
に
つ
い
て
説
明
す
る
た
め
に
は
､
Ⅲ
で
導
入

さ
れ
た
新
主
題
F
の
そ
の
後
の
用
い
方
を
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
｡
F
は
､
先
程
触
れ
た
よ
う
に
､
Ⅲ
で
提
示
さ
れ
た

後
､
引
き
続
き
Ⅳ
に
お
い
て
展
開
の
素
材
と
な
っ
て
い
た
｡
Ⅳ
に
お
け
る
展
開
の
素
材
と
呼
ぶ
べ
き
は
､
実
質
的
に
は
こ
れ
だ
け
で

あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
次
に
は
､
V
の
最
後
で
再
現
さ
れ
る
｡
こ
こ
に
お
い
て
は
､
ピ
ア
ノ
が
F
を
主
調
で
原
型
の
ま
ま
(
Ⅳ
の
冒
頭

に
お
け
る
よ
う
な
変
奏
を
施
さ
な
い
で
)
奏
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
､
言
わ
ば
あ
る
べ
き
元
の
姿
を
こ
こ
で
初
め
て
示
し
た
後
､
F

七
一



七二

は
木
管
楽
器
に
よ
り
反
復
さ
れ
､
そ
の
ま
ま
V
の
最
後
の
盛
り
上
が
り
を
形
成
t
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
｡

で
は
Ⅵ
に
お
け
る
カ
デ
ン
ツ
ア
の
導
入
の
仕
方
で
あ
る
｡
以
上
の
よ
う
に
F
ヤ
Ⅴ
ま
で
の
部
分
で
十
分
に
使
い
尽
く
さ
れ
美
に

も
か
か
わ
ら
ず
､
Ⅵ
の
2
で
ま
た
も
や
再
現
さ
れ
か
か
る
｡
し
か
し
こ
こ
で
､
虻
は
や
そ
れ
を
再
現
す
る
必
要
の
な
い
こ
と
に
突
然

気
が
付
い
た
か
の
ご
と
く
F
は
中
断
さ
れ
(
第
二
九
三
小
節
の
二
拍
目
)
､
遥
巡
す
る
か
の
ご
と
く
同
じ
和
声
の
う
､
ス
で
二
小
節
間
と

ど
ま
り
(
第
二
九
三
小
節
三
相
目
～
第
二
九
五
小
節
二
拍
目
)
､
最
後
に
決
心
し
た
か
の
ご
と
く
､
カ
デ
ン
ツ
を
導
く
和
声
へ
と
進
む

(
第
二
九
五
小
節
三
相
目
～
第
二
九
七
小
節
二
柏
里
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
こ
こ
で
の
音
楽
の
進
行
は
目
立
っ
て
曲
折
し
て
い

る
｡
そ
し
て
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
､
｢
達
巡
す
る
か
の
ご
と
く
｣
同
じ
和
声
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
部
分
で
の
第
一
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の

音
型
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
Ⅳ
の
冒
頭
で
ピ
ア
ノ
が
F
主
題
を
変
奏
し
て
反
復
し
美
際
に
用
い
た
も
の
と
同
じ
で
あ
り
､
第
一
ヴ
ァ
イ

オ
リ
ン
は
そ
れ
が
現
れ
た
の
と
同
じ
ま
さ
に
そ
の
箇
所
で
､
旋
律
を
先
に
進
め
ず
に
｢
立
ち
止
ま
っ
て
｣
い
る
の
で
あ
る
｡
(
比
較
の

た
め
に
､
F
の
原
型
､
ピ
ア
ノ
の
変
奏
型
､
.
Ⅵ
に
お
け
る
変
形
を
､
す
べ
て
イ
長
調
に
直
七
て
語
例
四
の
a
～
C
と
し
て
並
べ
て
示

し
､
問
題
の
音
型
に
は
[
仰
を
付
し
た
)
｡

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
他
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
に
お
け
る
カ
デ
ン
ツ
ア
の
導
入
の
仕
方
は
､
基
本
的
に
は
直
線
的
な
も
の
で
あ
り
､
Ⅵ
の

相
当
箇
所
は
ま
さ
に
｢
カ
デ
ン
ツ
ア
へ
の
リ
ト
ル
ネ
ロ
｣
と
し
て
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
｡
カ
デ
ン
ツ
ァ
と
い
う
慣
習
的
な
場

が
そ
の
次
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
前
提
に
し
た
楽
曲
構
成
な
の
で
あ
る
｡
カ
デ
ン
ツ
ア
が
慣
習
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
事

情
は
､
も
ち
ろ
ん
K
･
四
八
八
に
お
い
て
も
変
わ
り
は
な
い
｡
こ
の
曲
で
も
､
例
え
ば
Ⅵ
の
1
の
部
分
か
ら
直
接
､
盛
り
上
が
っ
た

ま
ま
カ
デ
ン
ツ
ア
を
導
入
す
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
雪
そ
も
そ
も
Ⅵ
に
お
い
て
F
を
再
現
す
る
こ
と
は
､
構
造
的
に
余
分
な

こ
と
で
あ
る
｡

し
か
し
､
∴
そ
れ
を
行
う
こ
と
に
よ
り
､
ほ
か
の
協
奏
曲
で
は
見
ら
れ
な
い
独
特
な
効
果
が
カ
デ
ン
ツ
ァ
を
導
入
す
る
に
際
し
て
生

じ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
こ
こ
で
音
禁
は
､
そ
れ
ま
で
と
同
様
の
前
進
的
な
運
動
を
ま
さ
に
自
ら
中
断
し
､
そ
の
後
で
カ
デ
ン
ツ
ア



を
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
垂
｡
こ
の
目
立
っ
た
構
成
法
に
よ
り
､
単
に
慣
習
に
よ
る
も
の
で
あ
る
以
上
の
意
味
合
い
を
カ
デ
ン
ツ
ァ

に
感
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
実
際
､
こ
の
曲
に
お
い
て
カ
デ
ン
ツ
ア
は
､
Ⅱ
の
部
分
が
始
ま
っ
て
以
来
､
回
避
さ
れ

て
い
た
音
楽
を
終
結
に
い
た
ら
せ
る
方
向
性
を
回
復
す
る
と
い
う
､
他
の
曲
に
は
な
い
特
別
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

第
三
節

カ
デ
ン
ツ
ァ
の
和
声
構
造
と
楽
章
内
で
の
機
能

K
･
四
八
八
に
お
け
る
カ
デ
ン
ツ
ァ
に
与
え
ら
れ
た
､
以
上
の
よ
う
な
構
造
的
な
役
割
を
踏
ま
え
た
上
で
､
こ
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
の

音
楽
的
内
容
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い

(
カ
デ
ン
ツ
ァ
全
体
に
つ
い
て
は
語
例
五
を
参
照
の
こ
と
)
｡

こ
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
は
､
第
二
節
で
引
用
し
た
ノ
イ
マ
ン
の
記
述
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
､
楽
章
本
体
の
主
題
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い

も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
上
が
多
い
(
実
美
際
､
前
節
の
分
析
で
用
い
た
記
号
で
A
か
ら
F
ま
で
の
ど
の
旋
律
素
材
も
カ
デ

ン
ツ
ア
に
は
現
れ
な
い
｡
一
方
､
三
十
小
節
と
い
う
長
さ
や
全
体
が
三
部
分
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
な
ど
は
､
バ
ド
ゥ
ー
ラ
=
ス
コ
ダ

夫
妻
の
分
析
し
た
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
標
準
的
な
カ
デ
ン
ツ
ァ
の
作
り
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
垂
バ
と
は
い
え
､
こ
の
カ
デ
ン
ツ
ァ

は
､
楽
章
本
体
の
主
題
が
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
点
の
み
に
お
い
て
他
の
も
の
と
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
れ
ほ

ど
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
多
く
な
い
が
､
こ
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
の
音
楽
的
な
特
徴
は
和
声
面
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
ポ
イ
ン
ト
は

二
点
あ
る
｡
カ
デ
ン
ツ
ァ
内
部
で
主
和
音
を
回
避
し
､
和
声
が
基
本
的
に
不
安
定
な
状
態
に
と
ど
ま
る
こ
と
､
お
よ
び
､
最
後
の
属

七
の
和
音
の
部
分
が
極
め
て
長
い
こ
と
で
あ
る
垂
｡
そ
し
て
､
こ
れ
ら
の
和
声
的
特
徴
こ
そ
が
前
節
で
述
べ
た
カ
デ
ン
ツ
ァ
の
構
造

的
な
機
能
と
深
く
結
び
付
く
｡
ま
ず
､
こ
の
二
点
に
つ
い
て
個
別
に
説
明
す
る
こ
と
と
し
た
い
｡

ま
ず
一
つ
め
の
､
カ
デ
ン
ツ
ァ
内
部
で
主
和
音
を
回
避
し
､
和
声
が
基
本
的
に
不
安
定
な
状
態
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ

る
｡
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
場
合
､
.
ど
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
も
､
直
前
の
ト
ウ
ツ
テ
ィ
の
最
後
の
和
音
を
受
け
て
､
和
声
的
に
は
主
和
音
の
第

七三



七四

二
転
回
形
か
ら
始
ま
り
｣
そ
こ
か
ら
ほ
か
の
和
声
へ
と
移
っ
て
行
く
｡
こ
れ
ほ
K
･
四
八
八
で
も
変
わ
ら
な
い
パ
し
か
し
､
.
.
通
常
の

場
合
で
は
､
バ
ド
ゥ
ー
ラ
=
ス
コ
ダ
が
｢
カ
デ
ン
ツ
ァ
中
間
部
K
a
d
e
n
～
ヨ
i
t
t
e
-
t
e
i
亡
と
名
付
け
た
部
分
(
B
a
d
u
r
a
.
･
S
k
O
d
a
-
¢
誓
〕
ぃ
ぃ
N
)

の
冒
頭
で
一
旦
､
主
和
音
に
落
ち
着
き
､
楽
章
の
主
要
主
題
が
導
入
さ
れ
る
の
だ
が
､
K
二
四
八
八
で
は
､
多
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
､
こ
の
部
分
(
表
の
｢
カ
デ
ン
ツ
ア
｣

の
2
と
3
の
部
分
)

で
そ
の
よ
う
な
主
題
が
現
れ
な
い
垂
ば
か
り
で
な
く
､
主
調
で
あ
る

イ
長
調
の
主
和
音
も
回
避
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
第
一
一
､
一
二
小
節
の
ロ
短
調
の
主
和
音
(
イ
長
調
と
し
て
見
る
な
ら
ば
二

の
和
音
)
を
経
て
､
第
一
主
小
節
で
は
イ
短
調
の
主
和
音
(
同
主
短
調
)
に
進
む
の
で
あ
る
.
｡
そ
し
て
､
.
し
ば
ら
く
イ
短
調
の
領
域

で
和
声
は
進
行
し
､
第
二
一
小
節
で
よ
う
や
ぐ
明
確
に
イ
長
調
へ
と
戻
る
｡
結
果
と
し
て
､
全
三
〇
小
節
の
カ
デ
ン
ツ
ア
中
､
一
七

小
節
間
､
主
和
音
は
避
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
長
く
主
調
の
主
和
音
の
聴
か
れ
な
い
カ
デ
ン
ツ
ァ
も
､
モ
ー
ツ
ア

ル
ト
で
は
他
に
例
が
な
い
｡

さ
ら
に
､
こ
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
の
和
声
進
行
は
､
ラ
ー
ト
ナ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
だ
が

(
R
a
t
n
e
二
芸
〇
一
山
宗
)
､
バ
ス
の
動
き
も

特
徴
的
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
バ
ス
は
､
イ
長
調
の
属
昔
で
あ
る
(
ホ
)
の
青
か
ら
順
次
下
降
し

(
一
カ
所
だ
け
(
イ
)
か
ら
(
へ
)

に
跳
躍
す
る
が
)
､
(
嬰
二
)
に
た
ど
り
着
い
た
後
､
(
ホ
)
に
戻
る
と
い
う
動
き
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
も
､
こ
の
下
降
の

動
き
は
基
本
的
に
二
小
節
ご
と
の
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
規
則
的
な
進
行
も
他
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
に
は
な
く
､
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
が

こ
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
を
単
に
自
由
に
作
っ
た
と
い
う
以
上
の
意
図
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
和
声
が
移
り
､
主
和
音

が
回
避
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
､
こ
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
は
最
後
に
い
た
る
ま
で
和
声
的
な
安
定
感
を
全
く
欠
く
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
｡

も
う
一
つ
は
､
カ
デ
ン
ツ
ア
の
締
め
く
く
り
の
和
声
進
行
に
関
わ
る
｡
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
カ
デ
ン
ツ
ア
は
全
て
､
最
後
は
主
和
音

の
第
二
転
回
形
を
経
て
､
属
七
の
和
音
上
の
ト
リ
ル
で
閉
じ
ら
れ
る
｡
そ
の
点
に
お
い
て
は
､
こ
の
カ
デ
ン
ツ
ア
も
変
わ
り
が
な
い

が
､
こ
の
最
後
の
二
つ
の
和
声
の
強
調
の
仕
方
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
｡
通
常
は
､
主
和
音
の
第
二
転
回
形
を
長
く
強
調
し
､
最



後
に
付
け
足
し
の
よ
う
に
属
七
の
和
音
上
の
ト
リ
ル
が
奏
さ
れ
る
の
で
あ
り
､
ト
リ
ル
の
長
さ
は
フ
ェ
ル
マ
ー
タ
の
付
け
ら
れ
た
全

音
符
一
つ
分
が
標
準
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
K
･
四
八
八
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
に
お
い
て
は
､
主
和
音
の
第
二
転
回
形
は
第
二
一
小
節
か

ら
二
二
小
節
に
か
け
て
属
和
音
と
交
互
に
現
れ
る
だ
け
で
あ
り
､
そ
れ
と
し
て
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
｡
そ
し
て
､
二
三
小
節
か

ら
八
小
節
に
わ
た
っ
て
属
七
の
和
音
に
と
ど
ま
る
｡
ト
リ
ル
も
(
途
中
､
半
音
階
的
に
オ
ク
タ
ー
ヴ
上
が
る
パ
ッ
セ
ー
ジ
を
除
い
･
て
)

四
小
節
半
､
延
ば
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
終
わ
り
の
属
七
の
和
音
が
長
く
強
調
さ
れ
る
例
も
､
や
は
り
他
に
な
い
｡

さ
て
､
こ
れ
ら
の
和
声
的
特
徴
は
､
前
節
で
指
摘
し
た
楽
曲
全
体
の
中
で
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
の
構
造
的
な
機
能
に
対
応
さ
せ
て
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
カ
デ
ン
ツ
ァ
内
部
に
お
い
て
主
和
音
に
落
ち
着
か
な
い
こ
と
も
､
最
後
に
属
七
の
和
音
が
強
調
さ
れ
る
こ

と
も
､
弾
き
終
わ
り
へ
と
至
る
カ
デ
ン
ツ
ァ
の
一
貫
し
た
動
き
を
生
み
出
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
楽
章
本
体
の
Ⅱ
か
ら

Ⅵ
ま
で
の
部
分
に
お
け
る
､
強
い
終
止
感
を
回
避
し
､
常
に
次
へ
と
接
続
す
る
よ
う
な
音
楽
の
流
れ
を
中
断
し
､
楽
章
を
終
わ
り
へ

と
向
か
わ
せ
る
と
い
う
､
こ
の
楽
曲
で
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
カ
デ
ン
ツ
ァ
の
機
能
に
ま
さ
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

特
に
､
そ
の
機
能
を
前
面
に
強
く
押
し
出
す
印
象
を
与
え
る
の
が
､
第
一
五
小
節
か
ら
第
二
一
小
節
に
か
け
て
の
バ
ス
進
行
で
あ

る
｡
こ
こ
で
の
バ
ス
は
(
ヘ
ー
ホ
ー
嬰
ニ
ー
ホ
)
と
い
う
半
音
階
的
進
行
を
行
い
､
イ
長
調
の
属
音
で
あ
る
(
ホ
)
を
確
保
す
る
｡

こ
の
最
後
の
属
音
上
に
主
和
音
の
第
二
転
回
形
､
さ
ら
に
属
七
の
和
音
が
形
成
さ
れ
て
カ
デ
ン
ツ
ァ
は
終
わ
り
へ
と
導
か
れ
る
の
で

あ
る
｡
つ
ま
り
､
こ
の
バ
ス
の
半
音
階
的
進
行
は
カ
デ
ン
ツ
ァ
の
和
声
的
な
最
終
的
局
面
を
導
く
､
ま
さ
に
終
止
の
横
能
の
要
を
な

す
も
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
が
音
響
的
に
も
強
調
さ
れ
て
い
る
｡
と
い
う
の
も
､
こ
こ
で
の
バ
ス
進
行
は
､
例
え
ば
分
散
和
音
音
型
の

最
低
音
を
つ
な
い
で
分
析
的
に
見
い
だ
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
､
実
際
に
七
小
節
に
わ
た
っ
て
左
手
の
オ
ク
タ
ー
ヴ
(
七
小
節

目
は
両
手
で
の
オ
ク
タ
ー
ヴ
)
で
鳴
り
続
け
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
継
続
的
に
長
く
バ
ス
の
昔
が
鳴
り
続
け
る
の
は
､
こ
の

カ
デ
ン
ツ
ァ
で
も
こ
こ
だ
け
だ
が
､
こ
れ
以
外
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
に
は
全
く
な
い
｡
そ
の
点
で
か
な
り
特
異
な
手
法

で
あ
る
｡
し
か
も
そ
れ
ら
の
バ
ス
音
は
､
単
に
長
く
続
く
だ
け
で
な
く
､
そ
れ
ぞ
れ
最
初
に
二
拍
分
､
単
独
で
響
く
こ
と
に
よ
り
､

七五



七六

そ
れ
自
体
と
し
て
目
立
た
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
{
宅

そ
し
て
ま
た
以
上
か
ら
､
こ
の
カ
デ
ン
ツ
ア
で
楽
章
本
体
の
主
題
が
用
い
ち
れ
な
い
理
由
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
カ
デ
ン
.
ツ

ァ
が
強
調
し
て
い
る
終
止
を
導
く
機
能
に
お
い
て
は
､
通
常
の
カ
デ
ン
ツ
ア
に
お
け
る
よ
う
な
､
楽
章
の
主
題
を
そ
れ
と
分
か
る
よ

ぅ
な
か
た
ち
で
盛
り
込
む
と
い
う
手
法
は
マ
イ
ナ
ス
に
働
く
か
ら
で
あ
る
｡
特
に
｢
カ
デ
ン
ツ
ア
中
間
部
｣
に
お
い
て
主
和
音
上
で

楽
章
中
の
主
題
を
用
い
た
な
ら
ば
､
一
旦
で
は
あ
れ
｣
カ
デ
ン
ツ
ア
に
落
ち
着
き
を
も
た
ら
し
､
聴
き
手
の
心
理
を
楽
章
中
の
主
題

へ
と
向
か
わ
せ
る
働
き
を
持
つ
こ
と
と
な
ろ
う
｡
K
･
四
八
八
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
は
､
そ
の
よ
う
な
通
例
の
手
法
の
持
っ
て
い
た
作
用

を
回
避
し
､
ま
さ
に
終
止
を
形
成
す
る
と
い
う
構
造
上
の
機
能
に
徹
し
た
内
容
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

結び最
後
に
､
そ
の
よ
う
な
構
造
的
機
能
を
担
っ
た
K
･
四
八
八
の
た
め
の
カ
デ
ン
ツ
ア
が
､
自
由
な
即
興
を
思
わ
せ
る
内
容
を
持
ち
､

作
品
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
七
の
意
義
五
っ
い
て
考
察
し
た
い
.
｡
.
.
K
･
四
八
八
の
第
一
楽
章
全
体
の
見
取
り
図
に
戻
ろ
う
｡
.
こ
の

楽
章
に
お
け
る
Ⅱ
は
Ⅰ
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
な
ぞ
.
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
｡
そ
し
て
V
も
途
中
ま
で
は
せ
さ
に
Ⅲ
の
忠
実
な
再
現
で
あ

り
､
第
二
節
で
問
題
に
し
た
譜
例
一
の
終
止
を
回
避
し
た
後
(
第
二
五
九
小
節
⊥
は
､
Ⅲ
の
1
の
お
わ
り
二
小
節
以
降
(
第
一
四

一
小
節
⊥
の
忠
実
な
再
現
で
あ
る
｡
触
奏
ピ
ア
ノ
中
心
の
ソ
ロ
部
分
で
あ
る
.
Ⅱ
と
Ⅴ
に
お
い
t
て
､
そ
れ
ま
で
の
音
楽
進
行
と
異
な

る
独
自
の
進
み
方
を
す
る
の
は
､
そ
れ
ぞ
れ
最
後
の
数
小
節
だ
け
で
あ
る
｡
独
奏
ピ
ア
ノ
は
､
独
奏
パ
ー
ト
な
ら
で
は
の
自
由
で
即

興
的
な
ふ
る
ま
い
を
見
せ
る
余
地
が
ほ
と
ん
ど
与
え
ら
れ
て
い
な
い
｡
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
､
そ
も
そ
も
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
ピ
ア
ノ

協
奏
曲
に
お
い
て
K
･
四
八
八
を
極
め
て
異
例
な
も
の
と
し
て
い
る
構
成
上
の
最
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
｡
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
ほ
か

の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
で
は
､
よ
り
白
眉
に
Ⅱ
や
V
に
お
け
る
主
題
の
再
提
示
や
再
現
と
独
奏
固
有
の
ふ
る
ま
い
と
を
結
び
つ
け
て
い
た



か
ら
で
あ
る
.
｡

そ
し
て
そ
の
傾
向
は
Ⅳ
に
も
認
め
ら
れ
る
｡
こ
の
部
分
の
冒
頭
で
独
奏
ピ
ア
ノ
は
直
前
に
提
示
さ
れ
た
F
を
装
飾
的
に
で
は
あ
る

が
忠
実
に
反
復
し
､
そ
の
後
は
､
F
の
展
開
が
堅
固
に
進
ん
で
行
く
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
そ
こ
で
の
転
調
が
進
ん
で
同

主
短
調
の
イ
短
調
に
至
り
､
そ
の
属
和
音
が
第
一
八
九
小
節
の
冒
頭
で
強
調
さ
れ
た
後
は
､
Ⅴ
の
直
前
の
一
九
七
小
節
ま
で
の
九
小

節
間
､
主
題
操
作
が
な
く
な
り
､
独
奏
ピ
ア
ノ
が
ま
る
で
カ
デ
ン
ツ
ア
に
お
け
る
の
と
同
じ
よ
う
な
分
散
和
音
と
音
階
の
パ
ッ
セ
ー

ジ
で
､
イ
長
調
へ
の
復
帰
を
準
備
す
る
(
語
例
六
)
｡
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
そ
の
間
､
弦
楽
器
､
管
楽
器
が
順
に
和
音
を
長
く
延
ば
す
だ

け
で
あ
る
｡
こ
こ
で
､
こ
の
楽
章
で
は
じ
め
て
､
規
則
的
な
進
行
か
ら
独
奏
ピ
ア
ノ
が
逸
れ
､
自
由
な
即
興
的
ふ
る
ま
い
を
披
露
す

る
｡
第
二
節
の
は
じ
め
に
説
明
し
た
よ
う
に
Ⅳ
は
ソ
ナ
タ
形
式
に
お
け
る
｢
展
開
部
｣

に
相
当
す
る
部
分
で
あ
る
が
､
｢
展
開
部
｣

で

調
的
､
和
声
的
な
緊
張
感
を
高
め

｢
再
現
部
｣

の
冒
頭
で
解
決
す
る
と
い
う
､
ソ
ナ
タ
形
式
的
な
調
構
成
に
お
け
る
最
も
重
要
な
部

分
が
､
こ
の
曲
で
は
ピ
ア
ノ
の
即
興
的
ふ
る
ま
い
に
任
さ
れ
一
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
構
成
も
､
こ
れ
ま
で
に
は
々
か
っ
た
｡

主
調
の
主
和
音
へ
と
解
決
す
べ
き
要
の
部
分
で
あ
る
と
い
う
点
で
､
こ
の

｢
展
開
部
｣
最
後
の
部
分
と
カ
デ
ン
ツ
ァ
と
は
パ
ラ
レ

ル
な
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
垂
｡
要
す
る
に
こ
の
曲
で
は
､
自
由
な
技
巧
的
､
即
興
的
ふ
る
ま
い
と
い
う
､
独
奏
ピ
ア
ノ
固
有
の
語

法
が
､
｢
展
開
部
｣

の
終
わ
り
と
カ
デ
ン
ツ
ァ
と
い
う
構
造
的
に
大
き
な
切
り
替
え
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
べ
き
箇
所
に
圧
縮
し
て
取
り

込
ま
れ
て
お
り
､
主
題
の
提
示
､
展
開
､
再
現
と
い
う
楽
卓
の
本
体
を
な
す
部
分
に
お
け
る
規
則
正
し
い
進
行
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
独

特
の
仕
方
で
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る

(
Ⅱ
で
も
V
で
も
､
独
奏
の
技
巧
的
ふ
る
ま
い
が
前
面
に
出
る
の
が
最
後
の
数
小
節
だ
け
だ
っ

た
こ
と
も
､
こ
れ
と
関
連
す
る
構
成
法
で
あ
る
)
｡
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
が
総
譜
の
中
に
書
き
入
れ
た
カ
デ
ン
ツ
ァ
は
､
そ
の
よ
う
な
こ
の

曲
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
る
｡
楽
章
本
体
の
主
題
を
用
い
な
い
カ
デ
ン
ツ
ァ
を
作
品
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
こ
そ
､

こ
の
楽
章
の
た
め
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
{
召

そ
し
て
､
K
二
四
八
八
の
眉
二
､
第
三
楽
章
に
は
､
こ
れ
も
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
に
は
初
め
て
､
両
楽
章
と
も
に
カ

七七



七八

デ
ン
ツ
ァ
も
ア
イ
ン
ガ
ン
グ
も
置
か
れ
ず
､
音
楽
は
終
始
､
規
則
的
な
柏
節
の
下
で
進
ん
で
い
く
｡
こ
の
曲
に
お
い
て
.
､
規
則
性
､

ま
と
ま
り
の
よ
さ
､
そ
の
中
で
の
抑
制
の
効
い
た
独
奏
ピ
ア
ノ
の
ふ
る
ま
い
が
そ
の
魅
力
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
､
誰
も
否

定
す
ま
い
｡
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
手
法
は
､
第
一
楽
章
に
関
し
て
は
以
上
の
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
曲
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
の
特
異
な

あ
り
方
も
､
こ
の
文
脈
で
こ
そ
正
当
に
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
｡

と
は
い
え
､
こ
の
曲
に
つ
い
て
の
独
自
性
だ
け
を
強
調
す
る
の
で
は
片
手
落
ち
で
あ
ろ
う
｡
K
･
四
八
八
は
以
上
に
指
摘
し
た
点

で
た
し
か
に
異
例
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
の
独
自
性
も
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
創
作
活
動
全
体
の
中
で
理
解
し
な
く

て
は
な
る
ま
い
｡
最
後
に
そ
の
展
望
を
簡
単
に
示
そ
う
｡
こ
こ
で
引
き
合
い
に
出
す
べ
き
は
､
こ
の
曲
の
二
十
二
日
後
の
日
付
を
持

っ
K
･
四
九
一
(
ハ
短
調
)

で
あ
る
｡
K
･
四
九
一
は
K
･
四
八
八
と
は
､
調
性
(
シ
ャ
ー
プ
三
つ
の
長
調
に
対
し
て
､
フ
ラ
ッ
ト

三
つ
の
短
調
)
､
長
さ
(
第
一
楽
章
を
見
る
と
､
K
･
四
八
八
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
が
｢
大
協
奏
曲
g
r
O
S
S
e
C
O
コ
C
e
r
【
e
ヱ
垂
を
書
き
始

め
た
一
七
八
四
年
以
降
､
最
短
の
三
三
一
小
節
｡
一
方
､
K
･
四
九
一
は
最
長
の
五
二
三
小
節
)
､
楽
器
編
成
(
同
じ
く
最
小
編
成
と

最
大
編
成
)
な
ど
の
点
に
お
い
て
対
極
に
あ
る
｡
そ
し
て
､
第
二
栄
華
の
構
造
に
関
し
て
も
､
K
･
四
八
八
の
場
合
と
は
正
反
対
に
､

K
･
四
九
一
で
は
即
興
的
技
巧
的
語
法
を
楽
章
全
体
に
わ
た
ら
せ
た
､
か
な
り
自
由
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡
K
･
四
八
八
の
独
自

性
は
単
独
に
あ
る
の
で
は
な
い
｡
K
･
四
九
一
と
対
置
し
､
一
七
八
六
年
三
月
と
い
う
時
点
に
お
け
る
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ピ
ア
ノ
協

奏
曲
の
構
想
の
広
が
り
を
視
野
に
収
め
る
と
き
､
は
じ
め
て
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
特
質
の
意
味
合
い
が
明
確
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
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註(
1
)

こ
れ
は
Z
M
A
一
<
⊥
汁
不
○
コ
N
e
ユ
e
苧
e
i
コ
O
d
e
r
ヨ
e
h
r
e
r
e
K
一
a
く
i
e
r
e
u
コ
d
O
与
e
s
t
e
r
ヨ
i
t
不
a
d
e
コ
N
e
n
に
収
め
ら
れ
た
曲
の
数
で
あ
る
｡
モ
ー
ツ
ァ
ル

ト
に
は
他
に
､
他
人
の
ソ
ナ
タ
を
編
曲
し
た
初
期
の
協
奏
曲
が
あ
る
が
(
K
二
二
七
､
三
九
～
四
一
､
お
よ
び
K
･
一
〇
七
の
一
卜
三
の
仝
七

曲
)
､
そ
れ
ら
は
今
回
の
考
察
に
は
含
め
て
い
な
い
｡

(
2
)

形
式
の
詳
細
に
つ
い
て
は
本
稿
の
第
二
節
を
参
照
の
こ
と
｡

(
3
)

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
時
代
､
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
を
演
奏
す
る
際
に
独
奏
ピ
ア
ノ
は
ト
ウ
ツ
テ
ィ
部
分
で
は
通
奏
低
音
を
担
当
し
て
い
た
と
す
る
の
が

近
年
､
主
流
と
な
っ
て
い
る
見
方
で
あ
り
､
そ
の
立
場
に
立
つ
と
ピ
ア
ノ
奏
者
は
カ
デ
ン
ツ
ァ
の
後
も
演
奏
を
続
け
る
こ
と
と
な
る
(
最
近
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
楽
器
に
よ
る
演
奏
で
は
基
本
的
に
こ
の
方
式
が
取
ら
れ
て
い
る
)
｡
し
か
し
､
こ
の
場
合
で
も
ピ
ア
ノ
が
固
有
の
独
奏
パ
ー
ト
を

演
奏
す
る
の
が
カ
デ
ン
ツ
ア
ま
で
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
｡
本
稿
で
は
､
以
下
､
ピ
ア
ノ
演
奏
の
有
無
を
問
題
に
す
る
際
に
は
､
こ
の

固
有
の
独
奏
パ
ー
ト
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
で
見
て
い
る
｡

七九



八〇

(
4
)

例
外
は
K
･
二
七
一
と
K
･
四
九
一
で
あ
り
､
こ
れ
ら
二
曲
に
お
い
て
は
カ
デ
ン
ツ
ア
後
の
楽
章
終
止
部
に
も
独
奏
パ
ー
ト
が
加
わ
っ
て
い
る
｡

こ
れ
ら
の
う
ち
K
･
二
七
一
は
､
全
て
の
リ
ト
ル
ネ
ロ
部
分
に
独
奏
パ
ー
ト
が
組
み
込
ま
れ
る
之
い
う
楽
章
全
体
の
構
造
的
特
徴
が
あ
り
､
カ

デ
ン
ツ
ア
後
に
再
び
独
奏
ピ
ア
ノ
が
演
奏
す
る
の
も
そ
の
観
点
か
ら
説
明
可
能
で
あ
る
｡
K
･
四
九
一
に
つ
い
て
､
や
は
り
楽
章
全
体
の
構
成

か
ら
こ
の
例
外
的
特
徴
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
に
関
し
て
は
､
今
後
の
課
題
と
し
た
い
｡
た
だ
し
､
こ
れ
ら
の
曲
の
場
合
で

も
､
カ
デ
ン
ツ
ァ
の
後
は
ト
ウ
ツ
テ
ィ
が
引
き
継
い
で
お
り
､
独
奏
ピ
ア
ノ
は
最
後
に
装
飾
的
に
加
わ
る
だ
け
で
あ
る
の
で
､
カ
デ
ン
ツ
ァ
か

ら
リ
ト
ル
ネ
ロ
ヘ
と
い
う
構
図
は
保
た
れ
て
い
る
｡
こ
の
点
､
カ
デ
ン
ツ
7
の
後
も
独
奏
ピ
ア
ノ
が
引
き
続
い
て
中
心
的
に
演
奏
を
行
う
ベ
ト

ト
ー
ヴ
エ
ン
の
ど
ア
ノ
協
奏
曲
第
三
､
第
四
番
と
は
異
な
っ
て
い
る
点
に
も
注
意
さ
れ
た
い
｡

(
5
)

カ
デ
ン
ツ
ァ
の
残
さ
れ
て
い
な
い
の
は
K
･
四
六
六
､
四
六
七
､
四
八
二
､
四
九
一
､
五
〇
三
､
五
三
七
の
六
曲
で
あ
る
｡

(
6
)

カ
デ
ン
ツ
ァ
の
残
さ
れ
て
い
る
の
は
､
協
奏
阻
で
は
協
奏
交
響
曲
K
二
二
六
四
(
三
二
〇
d
)
と
コ
ン
チ
ェ
ル
ト
ー
ネ
K
･
一
九
〇
(
一
八
六

E)

の
二
曲
(
い
ず
れ
も
独
奏
楽
器
が
複
数
の
曲
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
さ
れ
た
い
)
､
ア
リ
ア
で
は
､
協
奏
曲
形
式
に
よ
る
も
の
に
限
定
す

れ
ば
オ
ペ
ラ
(
ル
ー
チ
ョ
･
シ
ソ
ラ
)
K
･
一
三
五
の
第
一
四
番
の
み
で
あ
る
｡
こ
の
最
後
の
例
で
は
､
歌
唱
パ
ー
ト
全
体
に
装
飾
を
施
し
た

譜
面
が
総
譜
と
は
別
に
作
成
さ
れ
て
お
り
､
そ
れ
に
カ
デ
ン
ツ
ァ
も
書
か
れ
て
い
る
｡

(
7
)

モ
｣
ッ
ア
ル
ト
の
『
自
作
品
目
録
』
に
は
一
七
八
六
年
三
月
二
月
の
日
付
で
記
載
さ
れ
て
い
る
｡

(
8
)

K
ニ
ー
四
二
も
総
譜
主
力
デ
ン
ツ
ァ
が
書
き
入
れ
ら
れ
た
例
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
(
W
｡
-
≡
ヨ
0
0
＼
｣
¢
)
N
岸
W
h
i
t
ヨ
O
r
e
-
軍
二
N
N
)
｡
た
し

か
に
､
こ
の
曲
の
場
合
､
カ
デ
ン
ツ
ァ
の
善
か
れ
た
譜
面
は
総
譜
の
冊
子
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
が
､
楽
章
の
当
該
箇
所
に
書
か
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
(
第
二
楽
章
の
後
の
ペ
ー
ジ
に
､
最
初
の
二
つ
の
楽
章
の
た
め
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
が
ま
と
め
て
書
か
れ
て
い
る
)
｡
楽
章
中
の
当
該

箇
所
は
､
本
文
で
こ
の
後
説
明
す
る
よ
う
に
､
や
は
り
フ
ェ
ル
マ
ー
タ
付
き
の
小
節
が
カ
デ
ン
ツ
ア
の
弾
か
れ
る
こ
と
を
示
す
の
み
で
あ
る
｡

(
9
)

B
a
d
u
r
a
･
S
k
｡
d
a
】
蓋
○
㌦
罵
彼
の
議
論
に
も
関
係
す
る
の
で
､
以
下
､
そ
こ
か
ら
引
用
し
よ
う
｡
｢
彼
の
数
少
な
い
声
楽
カ
デ
ン
ツ
ァ
と
同
様
､

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
初
期
の
鍵
盤
楽
器
カ
デ
･
ノ
ツ
ァ
は
そ
れ
が
属
す
る
楽
章
の
主
題
的
素
材
を
用
い
な
い
(
例
え
ば
K
二
≡
八
､
K
二
一
四
六
)
｡

し
か
し
な
が
ら
､
一
七
人
〇
年
代
に
は
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
カ
デ
ン
ツ
㌣
を
よ
り
形
式
に
組
み
込
ま
れ
た
[
ヨ
O
r
e
i
コ
t
e
g
r
a
〓
O
t
h
e
才
∃
官
の
と

し
て
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
.
_
い
う
の
も
､
そ
の
時
期
に
彼
が
作
曲
し
た
カ
デ
ン
ツ
7
は
常
に
楽
章
と
動
機
的
､
あ
る
い
は
主
題
的
な
つ

な
が
り
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
ピ
.
ア
ノ
協
奏
曲
イ
長
調
且
･
四
八
八
で
は
､
.
彼
は
当
時
の
一
般
的
な
習
慣
に
反
し
､
結
語
の
中
に
カ
デ

ン
ツ
ア
を
書
き
入
れ
て
い
る
｡
｣

(10)

初
期
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
た
め
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
で
も
､
後
に
ウ
ィ
ー
ン
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
や
は
り
同
様
の
特
徴
を
持
っ
て
い

る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
W
O
-
苛
-
ヨ
0
0
＼
｣
¢
を
参
照
の
こ
と
｡

(
‖
)

K
･
四
八
八
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
が
非
主
題
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
文
献
は
多
数
あ
る
が
､
最
近
の
も
の
と
し
て
は
､
｢
e
く
一
コ
二
道
卓

N
0
0
い
､
R
O
b
b
i
コ
S
-
¢
空
一
一
∞
u
､
w
h
i
t
ヨ
O
r
e
一
¢
聖
二
宣
r
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

(
ほ
)

似
た
考
え
を
示
し
た
例
曳
ヴ
オ
ル
フ
の
論
考
か
ら
引
い
て
お
こ
う
｡
｢
構
築
的
に
形
成
さ
れ
た
カ
デ
ン
ツ
ア
へ
の
傾
向
は
､
明
ら
か
に
ま
ず
モ



ー
ツ
ア
ル
ト
の
ウ
ィ
ー
ン
時
代
の
ど
ア
ノ
協
奏
曲
の
特
性
と
な
っ
て
お
り
､
特
に
K
･
四
八
八
の
た
め
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
を
作
品
に
組
み
込
ま
れ

た
構
成
要
素
【
ぎ
t
品
r
訂
ユ
e
ヨ
B
e
s
t
a
コ
d
t
e
ニ
d
e
s
W
e
r
k
e
s
]
と
し
て
総
譜
の
中
に
書
き
下
ろ
し
た
こ
と
に
明
確
で
あ
る
｣
(
W
O
】
≡
¢
諾
＼
｣
¢
】
N
呈
｡
ま

た
､
註
(
9
)

の
B
a
d
u
苧
S
k
O
d
a
一
芸
O
u
冶
一
の
記
述
も
参
照
の
こ
と
｡

(13)
次
の
記
述
を
参
照
の
こ
と
｡
｢
K
･
二
七
一
の
た
め
の
第
二
稿
に
始
ま
る
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
全
て
は
､
す
ば
ら
し
く
善
か
れ
て
お

り
､
構
造
的
に
も
､
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
様
式
的
に
も
､
完
全
に
楽
章
の
枠
組
み
に
は
ま
り
込
ん
で
お
り
､
あ
た
か
も
､
そ
の
一
部
と
し
て
構
想

さ
れ
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
｣

(
Z
e
u
ヨ
a
コ
コ
】
濃
か
u
N
設
)

(14)

以
下
､
ケ
ッ
ヘ
ル
番
号
と
出
版
年
を
示
す
｡
K
二
七
五
､
K
･
四
一
四
(
三
人
五
p
)
､
K
･
四
一
三
人
三
八
七
a
)
､
K
･
四
一
五
(
三
八

七
b
)
､
以
上
､
一
七
八
五
年
｡
K
･
四
五
三
､
一
七
八
七
年
､
K
･
五
九
五
､
一
七
九
一
年
｡

(豊

こ
れ
は
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
た
め
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
に
つ
い
て
の
研
究
の
中
心
主
題
の
一
つ
を
な
す
問
題
で
も
あ
る
｡
簡
単
に

言
え
ば
､
二
〇
世
紀
半
ば
ま
で
は
､
カ
デ
ン
ツ
ァ
は
弟
子
の
た
め
に
善
か
れ
た
も
の
と
す
る
の
が
主
流
を
占
め
て
い
た
(
ケ
ッ
ヘ
ル
第
六
版
､

Z
M
A
に
お
け
る
序
文
な
ど
)
が
､
ヴ
オ
ル
フ
が
む
し
ろ
モ
ト
ツ
ァ
ル
ト
自
身
が
使
用
す
る
た
め
と
す
る
論
考
(
W
〇
一
考
-
当
S
¢
)
を
発
表
し

て
以
来
､
む
し
ろ
､
そ
れ
を
支
持
す
る
方
向
に
動
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
ヴ
オ
ル
フ
の
論
に
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
自
身
が
用
い
る
場

合
と
姉
の
た
め
に
書
い
た
場
合
と
を
特
に
区
別
し
て
い
な
い
と
い
う
欠
陥
が
あ
り
､
こ
れ
を
も
っ
て
決
l
疋
的
な
解
答
と
見
る
わ
け
に
は
い
か
な

(16)(17)(18)

ヽ

0

こ
こ
で
､
そ
れ
が
ど
の
よ
､
T
な
効
果
を
持
つ
の
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
が
､
こ
こ

で
簡
単
に
触
れ
る
な
ら
ば
､
通
常
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
に
お
け
る
表
現
は
､
独
奏
者
が
ま
さ
に
｢
演
奏
者
｣
と
し
て
楽
章
本
体
を
回
想
し
そ
れ
に
コ

メ
ン
ト
し
た
も
の
､
つ
ま
り
言
わ
ば
メ
タ
的
な
次
元
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
と
予
想
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
メ
タ
的
な
次

元
に
な
い
の
が
､
K
･
四
八
八
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
の
特
質
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

す
な
わ
ち
カ
デ
ン
ツ
の
こ
と
で
あ
る
｡
周
知
の
如
く
カ
デ
ン
ツ
ァ
と
カ
デ
ン
ツ
は
元
来
同
じ
用
語
で
あ
り
(
ド
イ
ツ
語
や
イ
タ
リ
ア
語
で
は
両

者
の
綴
り
は
同
一
で
あ
る
)
､
両
者
は
極
め
て
関
係
が
深
い
が
､
本
稿
で
腋
紛
ら
わ
し
い
の
で
｢
カ
デ
ン
ツ
｣
は
用
い
ず
､
｢
終
止
｣
を
使
う
こ

と
と
す
る
｡

バ
ー
ガ
ー
は
､
古
典
派
の
音
楽
に
お
い
て
は
､
楽
曲
内
部
の
各
部
分
が
ど
の
よ
う
な
終
止
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
､
互
い
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に

あ
る
の
か
に
着
目
す
る
の
が
大
事
で
あ
る
と
し
､
こ
れ
を
･
｢
分
節
構
造
P
u
コ
C
t
u
a
t
i
O
コ
F
｡
∃
｣
と
名
付
け
た
上
で
､
終
止
の
類
型
分
け
を
試
み

て
い
る
(
B
e
r
g
e
二
芸
)
｡
本
儲
の
分
析
は
こ
れ
に
触
発
さ
れ
て
の
も
の
で
あ
る
が
､
バ
ー
ガ
ー
の
分
析
方
法
自
体
､
検
証
が
必
要
で
あ
り
､

本
稿
で
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
適
宜
､
註
で
指
摘
す
る
こ
と
と
す
る
｡

｢
e
望
○
コ
＼
｢
e
<
i
ヨ
ー
ヨ
聖
ヨ
ー
0
0
雫
の
表
を
参
照
の
こ
と
｡

バ
ー
ガ
ー
の
用
語
で
｢
エ
リ
ジ
ョ
ン
e
ニ
s
i
O
且
に
あ
た
る
(
B
e
r
g
e
二
悪
声
り
芸
)
川

八
一



八二

(21)

バ
ー
ガ
ー
に
よ
れ
ば
､
終
止
の
基
本
形
態
で
あ
る
(
B
e
r
g
e
二
¢
宗
㍍
畠
凸
｡

(召

最
後
の
主
和
音
に
い
た
る
各
和
音
を
引
き
伸
ば
す
の
は
バ
ー
ガ
ー
の
用
語
で
｢
内
的
伸
長
i
コ
(
e
r
コ
a
】
e
x
t
e
コ
S
訂
コ
｣
に
当
た
り
(
B
e
r
g
e
二
¢
岸

N
念
モ
ま
た
最
後
の
主
和
音
と
次
の
部
分
の
開
始
と
が
重
な
る
の
は
註
(
空に

挙
げ
た
｢
エ
リ
ジ
ョ
ン
｣
に
あ
た
る
｡
バ
ー
ガ
ー
に
よ
れ

ば
､
前
者
は
終
止
を
強
め
る
手
法
で
あ
り
､
後
者
は
弱
め
る
手
法
で
あ
る
｡
で
は
結
局
も
と
の
形
と
比
べ
終
止
は
ど
う
変
化
し
た
の
か
は
､
バ

ー
ガ
ー
の
説
明
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
作
用
の
違
い
を
｢
強
め
る
｣
｢
弱
め
る
｣
と
い
う
一
次
元
的
な
方
向
性
だ
け
で
な
く
区

別
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

(空

こ
れ
に
関
す
る
例
外
は
､
K
･
四
八
八
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
は
K
･
四
五
九
し
か
な
い
｡
た
だ
し
､
こ
の
曲
に
お
け
る
Ⅲ
で
も
､
本
文
で

以
下
､
説
明
す
る
K
･
四
八
八
の
場
合
と
は
異
な
り
､
終
止
を
形
成
す
る
方
向
は
示
さ
れ
て
い
る

(
第
二
〇
七
～
二
〇
八
小
節
を
参
照
の
こ

と
)
｡

(空

バ
ー
ガ
ー
は
形
式
を
決
定
す
る
四
つ
の
要
因
と
し
て
､
調
性
､
主
題
､
ト
ウ
ソ
テ
ィ
と
ソ
ロ
の
対
比
(
バ
ー
ガ
ー
は
<
○
訂
と
名
付
け
る
)
､
分

節
を
挙
げ
て
い
る

(
B
e
r
g
e
二
¢
宗
一
N
会
)
｡

(空

要
す
る
に
､
F
の
再
現
と
そ
の
中
断
に
よ
っ
て
､
K
･
四
八
八
に
お
け
る
Ⅵ
の
部
分
は
フ
ォ
ル
テ
ー
と
ア
ノ
ー
フ
ォ
ル
テ
と
い
う
デ
ュ
ナ
ー
ミ

ク
と
な
っ
て
い
る
が
､
こ
れ
自
体
が
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
に
お
い
て
は
特
異
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
全
二
十
三
曲
中
､
十
九
曲
は

Ⅵ
全
体
が
フ
ォ
ル
テ
で
あ
り
､
二
曲
は
ピ
ア
ノ
か
ら
ク
レ
ッ
シ
エ
ン
ド
し
て
フ
ォ
ル
テ
に
達
す
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
通
常
の
Ⅵ
に
お
い
て
は
､

カ
デ
ン
ツ
7
を
導
入
す
る
部
分
が
単
純
に
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
形
成
す
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
残
り
の
二
曲
の
う
ち
､
K
･
四

八
八
以
外
の
も
う
一
曲
､
K
･
四
五
三
に
お
け
る
Ⅵ
の
部
分
は
強
弱
の
対
比
が
激
し
い
点
に
特
徴
が
あ
る
が
､
こ
れ
は
も
と
も
と
Ⅵ
の
冒
頭
が

主
和
音
以
外
で
始
ま
る
と
い
う
工
夫
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
り
､
K
･
四
八
八
に
お
け
る
Ⅵ
の
構
成
の
仕
方
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
｡

(空

F
の
｢
余
分
な
｣
再
現
に
関
わ
っ
て
い
な
い
二
本
の
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
と
ホ
ル
ン
､
お
よ
び
第
二
フ
ァ
ゴ
ッ
ト
が
､
主
題
の
再
現
が
中
断
さ
れ
る

箇
所
で
､
ま
る
で
か
ら
か
う
よ
う
に

(
あ
る
い
は
注
意
を
促
す
よ
う
に
)
第
二
九
四
小
節
の
二
拍
目
か
ら
強
調
的
な
楔
形
の
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
付

き
の
三
つ
の
和
音
を
鳴
ら
す
｡
こ
の
よ
う
な
楽
器
の
ふ
る
ま
い
は
､
オ
ペ
ラ
･
プ
ソ
フ
ァ
の
世
界
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
､
ま
さ
に
K
･

四
八
八
は
(
フ
ィ
ガ
ロ
の
結
婚
)
K
･
四
九
二

(
一
七
人
六
年
四
月
二
十
九
日
完
成
)

の
作
曲
の
最
中
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

(㌘

第
〓
即
で
引
用
し
た
ノ
イ
マ
ン
の
記
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
カ
デ
ン
ツ
ァ
の
1
の
部
分
に
お
け
る
音
の
動
き
(
第
二
～
三
小
節
に
か
け
て
の

も
の
｡
こ
の
後
､
二
回
繰
り
返
さ
れ
る
)

が
､
楽
章
本
体
の
動
機
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
｡
そ
の
楽
章
本
体
の
動

機
と
は
V
の
部
分
(
第
一
五
八
小
節
)

に
現
れ
る
短
い
も
の
で
あ
り
､
確
か
に
そ
の
関
連
性
は
否
定
で
き
な
い
が
､
い
ず
れ
に
せ
よ
､
ほ
か
の

曲
の
カ
デ
ン
ツ
7
に
お
け
る
主
題
の
明
確
な
使
用
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
｡
､

(空

B
a
d
u
r
a
･
S
k
O
d
a
】
漂
｣
.
N
事
N
岩
を
参
照
の
こ
と
｡
=
K
a
d
e
コ
N
e
コ
u
コ
d
E
i
コ
g
瞥
g
e
=
と
題
さ
れ
た
こ
の
章
に
お
け
る
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ど
ア
ノ
協
奏

曲
の
た
め
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
の
音
楽
的
構
成
に
関
す
る
考
察
は
､
現
在
で
も
第
一
級
の
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
｡

(空

R
O
b
b
ぎ
s
-
芸
-
は
こ
の
特
徴
を
指
摘
し
て
い
る
が
､
そ
の
要
点
は
､
K
･
四
八
八
の
カ
デ
ン
ツ
ア
に
お
い
て
楽
章
中
の
主
題
が
現
れ
な
い
理
由



が
､
和
声
的
に
主
和
音
が
準
備
さ
れ
な
い
こ
と
に
あ
る
､
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
解
釈
は
､
何
よ
り
も
ま
ず
､
こ
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
が
そ
の

よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
明
確
に
な
ら
な
い
点
に
難
点
が
あ
る
｡

(空

｢
例
外
な
の
が
イ
長
調
の
協
奏
曲
K
･
四
八
八
の
た
め
の
カ
デ
ン
ツ
ア
で
あ
り
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
こ
の
[
カ
デ
ン
ツ
ァ
中
間
部
の
は
じ
め
と

(31)(望
い
う
]
重
要
な
箇
所
で
全
く
新
し
い
動
機
を
導
入
し
て
い
る
(
中
略
)
｡
｣
(
B
a
d
u
r
a
･
S
k
O
d
a
】
¢
当
}
N
N
N
)

こ
の
(
ヘ
ー
ホ
ー
嬰
こ
-
ホ
)
と
い
う
動
き
は
､
カ
デ
ン
ツ
ァ
を
導
く
リ
ト
ル
ネ
ロ
(
Ⅵ
)
の
最
後
の
部
分
(
第
二
九
五
小
節
の
三
拍
乱
か
ら

第
二
九
七
小
節
の
一
拍
目
に
か
け
て
)
の
バ
ス
の
動
き
と
共
通
し
て
い
る
｡
カ
デ
ン
ツ
ァ
を
導
く
ト
ウ
ツ
テ
ィ
の
バ
ス
が
､
こ
の
よ
う
に
属
音

の
上
下
を
半
音
階
的
に
動
く
形
を
と
る
も
の
は
､
そ
れ
ま
で
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
第
一
楽
章
に
は
二
つ
も
な
か
っ
た
｡
こ
の

よ
う
な
特
徴
的
な
バ
ス
の
動
き
が
､
カ
デ
ン
ツ
ァ
内
部
で
強
調
的
に
再
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
リ
ト
ル
ネ
ロ
最
後
の
バ
ス
も
や

は
り
､
主
和
音
の
第
二
転
回
形
を
導
い
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
こ
れ
ら
二
つ
の
バ
ス
進
行
は
､
音
の
動
き
が
共
通
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
､
和
声

的
な
機
能
に
お
い
て
も
相
似
的
な
関
係
に
あ
る
(
和
声
進
行
そ
の
も
の
は
同
じ
で
は
な
い
が
､
こ
れ
は
先
行
す
る
和
声
が
異
な
る
か
ら
で
あ
り
､

最
後
の
(
嬰
二
-
ホ
)
上
の
和
声
は
一
致
し
て
い
る
)
｡

ち
な
み
に
｣
独
奏
ピ
ア
ノ
が
弾
き
は
じ
め
て
か
ら
Ⅳ
(
展
開
部
)
の
終
わ
り
ま
で
が
〓
≡
小
節
､
一
方
､
続
く
V
の
は
じ
め
か
ら
カ
デ
ン
ツ

ア
の
終
わ
り
ま
で
が
〓
二
〇
小
節
と
､
ほ
ぼ
同
じ
長
さ
で
あ
る
｡
こ
の
一
致
は
多
分
に
偶
然
も
あ
ろ
う
が
､
こ
こ
に
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
バ
ラ
ン

ス
感
覚
を
見
て
取
っ
て
も
見
当
違
い
で
は
あ
る
ま
い
｡

(33)

し
か
し
な
が
ら
､
こ
の
こ
と
は
､
同
時
代
に
お
い
て
も
そ
れ
と
し
て
理
解
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
K
･
四
八
八
が
作
曲
者
の
没
後
､
一
八
〇

〇
年
に
オ
ッ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
の
ア
ン
ド
レ
社
よ
り
出
版
さ
れ
た
と
き
に
は
､
お
そ
ら
く
自
筆
譜
の
記
譜
に
忠
実
に
従
っ
た
結
果
と
し
て
､
当
時
と

し
て
は
む
し
ろ
異
例
な
こ
と
に
､
カ
デ
ン
ツ
ァ
も
楽
章
の
中
に
組
み
込
ま
れ
記
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
こ
れ
が
即
｢
作
品
に
組
み
込

ま
れ
た
｣
ヵ
デ
ン
ツ
ァ
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
､
こ
れ
の
出
版
当
時
､
ミ
ュ
ラ
ー
(
A
u
g
u
～
t
E
b
e
-
h
a
ユ
M
已
-
e
ニ
→
竿

-
聖
二
)
や
P
･
C
･
ホ
フ
マ
ン
(
P
ト
i
=
p
p
C
a
ユ
=
○
芽
a
コ
コ
こ
｣
軍
一
書
)
.
と
い
っ
た
音
楽
家
た
ち
が
､
こ
の
曲
の
た
め
の
さ
ら
に
別
の
カ
デ
ン

ツ
ァ
を
作
曲
し
て
い
る
こ
と
に
う
か
が
え
る
(
そ
れ
ら
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
に
は
､
楽
章
本
体
の
主
題
が
用
ら
れ
て
い
る
)
｡

(
空
一
七
八
四
年
四
月
十
日
付
け
の
父
宛
の
手
紙
の
中
で
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
が
K
･
四
五
〇
､
四
至
､
四
五
三
を
指
し
て
呼
ん
だ
表
現
で
あ
る
｡



1:1～66 t66】(0匹ning鮎10mello)

1:1～17【17】:A

2:18～30

3:30～45

4:46～62

.5:63′､-66

n:67～136【70】

1:67～81

2:82～98

【13】:B

【15】:C

【17】:D

【4】:E

(鮎loExl氾Silion)

【15】:A

【17】:B

3:99～113【15】:C

4:114～136

Ⅲ:137～148【12】

1:】37～142

2:143～148

Ⅳ:149～197【49】

1:149～155

2:156～169

【23】:D

(MiddleRitomello)

【6】:B

I6】:一F

(1元velopment)

【7】:F

【14】:F

3.:170～177【8】;F

4:1■78～188 =1】:F

5:189～197【9】

V:198～283(86】(Recapitulation)

1:198～212【15】:A

2:213～228【16】:B

3‥2,29～243･【15】:C

4:2-44～260【17】:D

5:261～283【23】:F

lⅥ:284～297(14】(RitomeIlo10Cadenza)

1:284～289【6】:B

2:290～297【8】:F

Cad8na:[1】～〔30〕【30】

1:[1]～[】0].【10】

2:[11]～〔14]【4】

3:[15]～〔23]【9】

4:〔24]～[30〕【7】

Ⅶ:298～313【16)(FinalRitormeJlo).

1:■298～305【8】:D

2:306～308【3】:E

3:309～313【5】:G

表:モーツァルトのピアノ協奏曲K･488第1楽.革の楽曲構造

(小節数はNMÅによる｡()はk∞n一山Ⅴ血1976〝7の用語)



⑳ ⑰ ㊤

⑳ ◎

(中略)

語例2(管パートは除いてある)



⑲ ⑲ ⑲

語例3(菅パートは除いてある)

語例4
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語例5
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語例6(ピアノパートのみ)


