
(
序
)

演
奏
に
関
す
る
一
考
察

1
キ
ー
ゲ
ィ
の
音
楽
美
学
に
於
け
る
演
奏
論
を
中
心
と
し
て

伊

藤

る
み
子

周
知
の
様
に
､
音
楽
は
､
多
く
の
場
合
､
作
曲
者
と
演
奏
家
と
の
共
同
作
業
に
よ
る
芸
術
で
あ
る
｡
勿
論
､
即
興
演
奏
や
作
曲
者
自
ら

が
演
奏
家
で
も
あ
る
場
合
は
､
作
曲
家
と
演
奏
家
は
同
一
で
あ
る
が
､
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
や
伴
奏
の
付
い
て
い
る
楽
曲
は
､
作
曲
家
自
ら
が

演
奏
す
る
こ
と
は
､
不
可
能
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
破
壊
さ
れ
な
い
限
り
作
者
が
作
っ
た
作
品
が
､
水
遷
に
残
る
造
形
芸
術
の
様
な
場
合
と
違
っ

て
､
音
楽
で
は
､
常
に
演
奏
家
の
実
践
が
作
品
の
成
立
に
は
介
在
す
る
｡
そ
の
意
味
で
､
舞
踊
､
演
劇
､
音
楽
等
の
上
垂
芸
術
と
､
文
芸
､

絵
画
､
建
築
等
の
上
演
を
必
要
と
し
な
い
芸
術
は
､
明
ら
か
に
異
な
る
｡
こ
の
様
な
上
演
芸
術
を
い
か
に
パ
フ
ォ
ー
ム
す
る
か
､
つ
ま
り
､

演
奏
す
る
か
､
舞
う
か
､
演
技
す
る
か
､
に
関
し
て
の
問
題
設
定
や
議
論
は
､
様
々
の
所
で
行
わ
れ
て
い
る
が
､
こ
こ
で
再
度
､
考
察
し

て
み
た
い
と
思
う
｡
い
か
に
ど
の
様
な
演
奏
を
す
る
か
は
､
演
奏
者
に
と
っ
て
､
極
め
て
現
実
的
で
重
要
な
問
題
で
あ
り
､
演
奏
す
る
為

の
練
習
を
す
る
際
に
､
必
ず
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
価
値
基
準
で
あ
る
｡
ど
の
演
奏
を
理
想
と
す
る
か
､
つ
ま
り
､
あ
る
作
品
に
と
っ

て
最
も
価
値
の
あ
る
演
奏
は
何
か
､
を
設
定
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
､
演
奏
者
は
理
想
的
な
演
奏
像
を
作
っ
て
練
習
に
励
む
こ
と
は
で
き

な
い
｡
趣
味
の
為
に
演
奏
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
は
と
も
か
く
､
少
な
く
と
も
プ
ロ
の
演
奏
家
は
､
最
も
価
値
あ
る
演
奏
を
目
指
し
て
い
る
筈

で
あ
る
｡
そ
の
様
な
理
想
的
な
演
奏
像
を
ど
こ
に
置
く
べ
き
か
､
或
い
は
､
演
奏
像
を
置
く
必
要
は
な
く
､
作
品
は
い
か
様
に
演
奏
さ
れ

八五



(六

て
も
よ
い
の
か
､
こ
の
様
な
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
｡
そ
の
際
､
キ
ー
ゲ
ィ
の
テ
キ
ス
ト
を
中
心
に
､
W
･

ヴ
ィ
オ
ラ
編
『
演
奏
と
は
何
か
』
､
佐
々
木
健
一
氏
著
『
演
出
の
時
代
』
､
福
田
達
夫
氏
の
論
文
等
を
そ
の
手
掛
か
り
と
す
る
｡
先
ず
､
キ
ー

ゲ
ィ
の
主
張
か
ら
見
る
こ
と
に
す
る
｡

(こ

キ
ー
プ
ィ
の
音
楽
美
学
に
於
け
る
演
奏
論
に
つ
い
て

川

音
楽
に
於
け
る
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム

P
一
a
t
O
コ
i
∽
∃
i
コ
M
u
s
訂

-

音
楽
に
於
い
て
普
遍
的
な
も
の
は
存
在
す
る
か

キ
ー
ゲ
ィ
は
演
奏
に
つ
い
て
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
､
音
楽
作
品
と
演
奏
の
間
の
関
係
を
､
普
遍
性
を
持
っ
た
作
品
と
そ
の
様
々
な
演
奏

と
し
て
捉
え
る
｡
即
ち
､
a
k
i
n
d
(
一
つ
の
種
獄
)
な
も
の
と
し
て
の
演
奏
と
a
u
n
i
孟
r
S
a
二
普
遍
的
)
な
も
の
と
し
て
の
作
品
で
あ

る
｡
キ
ー
ゲ
ィ
は
､
こ
の
考
え
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
マ
ー
ゴ
リ
ス
の
見
解
を
挙
げ
る
｡
即
ち
､
｢
芸
術
作
品
は
､
物
理
的
､
知
覚
的

特
質
を
持
っ
て
い
る
の
で
普
遍
的
に
は
な
り
え
な
い
と
マ
ー
ゴ
リ
ス
は
主
張
し
て
い
る
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
〕
の
)
マ
ー
ゴ
リ
ス
に
よ
れ
ば
､
我
々

が
現
に
聴
い
て
い
る
も
の
は
､
そ
の
時
々
に
演
奏
さ
れ
て
い
る
音
で
あ
り
､
普
遍
化
さ
れ
た
作
品
で
は
な
い
｡
例
え
て
言
う
な
ら
ば
､
様
々

な
画
家
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
り
ん
ご
の
絵
が
､
各
々
全
て
異
な
っ
た
作
品
で
あ
り
､
l
つ
の
り
ん
ご
に
普
遍
化
で
き
な
い
の
と
同
様
に
､

様
々
な
演
奏
も
一
つ
の
作
品
に
還
元
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
､
各
々
別
個
の
も
の
な
の
で
あ
短
そ
れ
に
対
し
て
キ
ー
ゲ
ィ
は
次
の

様
に
述
べ
･
る
｡
｢
作
品
の
特
質
と
し
て
聞
か
れ
､
そ
の
作
品
の
演
奏
に
は
還
元
さ
れ
え
な
い
作
品
の
特
質
が
存
在
す
る
｡
ゴ
ー
ル
ド
ベ
ル

ク
変
奏
曲
の
統
一
性
､
ハ
イ
ド
ン
の
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
･
ウ
ン
ト
･
ド
ゥ
ラ
ン
グ
の
交
響
曲
の
激
情
､
そ
れ
ら
が
､
全
て
の
演
奏
の
特
徴
で

あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
､
確
か
に
そ
の
作
品
自
体
の
特
徴
で
あ
る
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
当
)

勿
論
､
キ
ー
ゲ
ィ
も
､
こ
れ
ら
の
統
一
性
や
激



情
が
演
奏
に
よ
っ
て
も
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
は
認
め
る
が
､
我
々
は
直
観
的
に
そ
れ
ら
が
演
奏
に
よ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
､
作
品
自

体
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
る
の
で
あ
る
｡
｢
こ
れ
〔
普
遍
的
(
u
n
i
く
①
r
S
a
-
)
な
作
品
が
存
在
す
る
こ
と
､
つ
ま
り
､

各
々
の
演
奏
の
源
と
な
る
作
品
が
存
在
す
る
こ
と
〕
は
､
次
の
様
な
我
々
の
直
観
を
受
け
入
れ
る
の
に
十
分
で
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
1
-

我
々
が
ハ
イ
ド
ン
の
交
響
曲
四
十
九
番
が
激
情
的
(
受
難
)
で
あ
る
と
言
う
時
､
我
々
は
作
品
の
正
し
い
演
奏
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
だ

け
で
な
く
､
作
品
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
も
何
か
語
っ
て
い
る
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
∽
0
0
)

次
に
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
､
マ
ー
ゴ
リ
ス
の
｢
芸
術
作
品
は
創
造
さ
れ
て
い
る
の
で
､
普
遍
的
u
n
i
竃
S
a
-
で
は
あ
り
え
な
皇
｣
(
F
.
A
.

p
.
∽
0
0
)
と
い
う
批
判
に
対
し
て
､
発
明
と
発
見
の
関
係
に
即
し
て
反
論
す
る
｡
マ
ー
ゴ
リ
ス
の
見
解
は
､
発
見
と
発
明
は
異
な
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
見
解
､
つ
ま
り
､
前
者
は
普
遍
的
な
も
の
を
見
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
て
､
後
者
は
普
遍
的
な
も
の
を
見
つ
け
る
こ

と
で
は
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
次
の
様
に
述
べ
る
｡
｢
音
楽
の
作
曲
を
l
種
の
〝
創
造
c
r
e
a
t
i
n
g
″
や

〝
発
明
i
n
孟
n
t
i
n
g
″
と
解
釈
す
る
よ
り
も
､
寧
ろ
､
一
種
の
〝
発
見

d
i
s
c
O
喜
y
″
と
解
釈
す
る
こ
と
は
､
そ
れ
程
､
反
直
観
的
な

こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
∽
0
0
)
キ
ー
ゲ
ィ
に
よ
れ
ば
､
発
見
と
発
明
は
､
か
な
り
の
部
分
で
重
な
り
あ
っ
て
い
る
｡
つ
ま

り
､
｢
全
て
の
発
明
は
部
分
的
に
は
発
見
で
あ
る
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
∽
¢
)
例
え
ば
､
エ
ジ
ソ
ン
は
電
灯
を
発
明
す
る
為
に
､
･
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
が

真
空
で
適
切
に
燃
え
る
こ
と
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
短
そ
れ
と
同
様
に
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
創
造
者
c
r
e
a
t
O
r
で
は
な
く
､

発
見
者
と
も
呼
ば
れ
う
る
と
キ
ー
ゲ
ィ
は
考
え
る
｡
何
故
な
ら
ば
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
作
品
を
無
か
ら
e
舛
n
i
h
i
-
○
創
造
し
た
の
で
は
な

い
か
ら
｡
｢
た
と
え
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
が
創
造
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
､
デ
､
､
､
ウ
ル
ゴ
ス
で
あ
り
､
神
で
は
な
M
∫
(
F
.
A
.

p
.
会
)
し
か
し
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を
平
凡
な
発
見
者
と
区
別
で
き
る
の
は
､
他
の
人
が
発
見
で
き
な
い
も
の
を
彼
が
発
見
で
き
る
か
ら
で

あ
り
､
そ
の
こ
と
が
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
と
キ
ー
ゲ
ィ
は
言
態
｢
〝
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
〟

〝
創
造
的
な
〟

発
見
は
､
文
字
通
り
の
意
味
で
､
以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
を
存
在
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
で
は
な
い
｡
と
い
う
の
は
､
文
字
通
り

の
意
味
で
は
､
そ
れ
は
〝
発
見
″
で
は
な
い
か
ら
｡
〝
発
見
″
と
は
､
言
う
ま
で
も
な
く
､
今
ま
で
に
そ
れ
を
見
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る

八七



ヽヽ

才
能
や
創
造
的
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
持
っ
た
人
が
､
ま
だ
全
然
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
発

見
が
科
学
的
な
も
の
で
あ
る
か
音
楽
的
な
も
の
で
あ
る
か
は
､
ど
う
で
も
い
い
こ
と
な
の
で
あ
る
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
畠
)
例
え
ば
､
キ
ー
ゲ
ィ

に
よ
れ
ば
､
ト
リ
ス
タ
ン
の
和
音
を
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
が
作
品
に
用
い
た
こ
と
は
､
ケ
プ
ラ
ー
が
天
体
の
法
則
を
発
見
し
た
の
と
同
じ
こ
と

で
あ
る
｡
ト
リ
ス
タ
ン
の
和
音
が
こ
の
世
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
､
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
が
そ
れ
を
用
い
る
前
も
後
も
変
わ
り
は
な
い
｡
そ

し
て
､
作
曲
家
は
､
こ
の
世
に
ま
だ
顕
在
化
さ
れ
て
い
な
い
新
し
い
和
音
を
発
見
す
る
為
に
､
一
生
涯
か
か
っ
て
す
る
よ
り
も
多
い
と
言
っ

て
も
よ
い
程
多
く
の
労
力
を
､
費
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
､
芸
術
作
品
は
普
遍
的
な
の
で
あ
る
｡

作
品
と
演
奏
の
関
係
を
よ
り
明
確
に
す
る
為
に
､
キ
ー
ヴ
ィ
は
次
に
､
シ
ャ
ー
プ
の
型
t
y
p
e
と
印
t
O
k
e
n
の
理
論
を
引
用
し
て
い

る
｡
シ
.
ヤ
ー
プ
に
よ
れ
ば
､
例
え
ば
､
リ
ン
ネ
ン
の
赤
い
旗
の
一
部
分
(
t
O
k
e
ロ
)
を
カ
ッ
ト
し
て
そ
の
部
分
に
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
赤
い

も
の
(
t
O
k
e
n
)
を
補
っ
て
も
､
そ
れ
は
ま
だ
､
赤
い
旗
(
t
y
p
e
)
で
あ
り
続
け
る
｡
し
か
し
､
前
者
と
後
者
は
明
ら
か
に
別
の
も
の
で

あ
る
｡
同
様
に
､
一
つ
の
音
楽
作
品
の
二
つ
の
演
奏
を
作
品
の
途
中
で
組
み
合
わ
せ
た
場
合
､
同
心
型
t
y
p
e
の
別
々
の
印
t
O
k
e
n
s
を

繋
ぎ
合
わ
せ
た
も
の
と
な
り
､
統
一
性
に
欠
け
る
が
､
一
つ
の
作
品
の
演
奏
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
璧
つ
ま
り
､
作
品
の
涜
奏
に

於
け
る
こ
の
様
な
型
t
y
p
e
と
印
t
O
k
e
n
の
関
係
は
､
存
在
に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
く
､
美
的
な
観
点
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
｡
従
っ

て
､
｢
ま
ず
く
形
作
ら
れ
た
印
t
O
k
e
n
と
全
く
印
t
O
k
e
n
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
の
間
に
は
差
異
の
世
界
が
あ
る
｡
｣
又
､
｢
シ
ャ
ー
プ

が
示
す
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
は
､
同
じ
解
釈
で
は
な
い
演
奏
の
パ
ー
ツ
は
､
印
t
O
k
e
n
s
を
生
じ
る
こ
と

-

つ
ま
り
､
正
し
い
演
奏

を
生
じ
る
こ
と

ー

が
全
く
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
､
彼
が
示
せ
た
全
て
の
こ
と
は
､
そ
れ
ら
の
パ
ー
ツ
が
良
い

演
奏
を
生
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
っ
た
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
巴
)
ど
ん
な
に
統
一
性
の
な
い
演
奏
で
あ
ろ
う
と
､
演
奏
さ

れ
た
も
の
は
演
奏
と
し
て
認
め
ら
れ
る
が
､
そ
こ
に
は
､
良
い
演
奏
と
良
く
な
い
演
奏
と
い
う
区
別
が
あ
る
｡
演
奏
が
存
在
し
て
い
る
か

ど
う
か
だ
け
で
は
な
く
､
良
い
演
奏
と
良
く
な
い
演
奏
と
い
う
区
別
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
､
キ
ー
ゲ
ィ
が
､
一
つ
の
作
品
の
演
奏
に
対

し
て
理
想
と
す
る
演
奏
を
想
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡



そ
れ
で
は
､
理
想
的
な
演
奏
と
は
､
作
曲
家
が
作
曲
す
る
際
に
念
頭
に
置
い
て
い
た
演
奏
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
キ
ー
ゲ
ィ
は
そ
の
点
を

見
る
為
に
､
即
興
演
奏
に
於
け
る
作
品
と
演
奏
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
｡
他
の
学
者
に
も
よ
く
引
用
さ
れ
る
有
名
な
例
と
し
て
､

1
･
S
･
バ
ッ
ハ
が
即
興
演
奏
し
た
リ
チ
ェ
ル
カ
ー
レ
を
､
息
子
の
エ
マ
ヌ
エ
ル
･
バ
ッ
ハ
が
後
に
記
譜
し
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
｡
キ
ー

ゲ
ィ
は
､
こ
れ
に
関
す
る
ウ
ォ
ル
タ
ー
ツ
ユ
ト
ル
フ
の
見
解
を
参
照
し
て
い
る
｡
ウ
ォ
ル
タ
ー
シ
ュ
ト
ル
フ
に
よ
れ
ば
､
J
･
S
･
バ
ッ

ハ
が
演
奏
中
に
た
と
え
ル
バ
ー
ト
を
し
た
と
し
て
も
､
バ
ッ
ハ
の
し
た
演
奏
は
即
興
演
奏
で
あ
る
の
だ
か
ら
､
そ
の
場
の
気
分
に
よ
っ
て

ル
バ
ー
ト
を
し
た
だ
け
で
､
作
曲
上
､
そ
の
ル
バ
ー
ト
が
正
し
い
要
求
で
あ
る
と
良
く
考
え
て
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
｡
従
っ

て
､
唯
一
絶
対
的
な
も
の
を
作
り
､
そ
れ
を
楽
譜
に
記
す
こ
と
が
作
曲
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
意
味
で
は
､
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
が
し
た

こ
と
は
作
曲
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
に
基
づ
い
て
エ
マ
ヌ
エ
ル
が
記
譜
し
た
楽
譜
に
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
が
記
入
さ
れ
て

い
て
も
､
そ
れ
は
唯
一
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
｡
何
故
な
ら
ば
､
即
興
演
奏
の
場
合
､
我
々
は
､
そ
の
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
が
最
上
の
選
択

で
あ
る
と
演
奏
者
が
考
え
て
演
奏
し
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
(
F
.
A
.
p
.
芝
)
で
あ
る
｡
こ
の
様
に
ウ
ォ
ル
タ
ー

シ
ュ
ト
ル
フ
は
､
楽
譜
は
､
演
奏
の
為
に
演
奏
者
が
忠
実
に
従
う
べ
き
唯
一
絶
対
的
な
レ
シ
ピ
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
､
彼
に
と
っ

て
､
バ
ッ
ハ
の
場
合
の
様
な
状
況
で
記
譜
さ
れ
た
楽
譜
は
､
唯
一
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
認
め
う
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
(
F
.
A
.

p
.
∽
∽
)
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
､
理
想
と
す
る
演
奏
像
の
存
在
は
認
め
る
が
､
楽
譜
を
演
奏
者
が
従
う
べ
き
唯
一
絶
対
的
な
も

の
と
す
る
立
場
は
否
定
す
る
｡
そ
の
理
由
は
､
先
ず
､
バ
ッ
ハ
が
属
し
て
い
た
バ
ロ
ッ
ク
時
代
は
､
演
奏
者
に
演
奏
の
仕
方
が
か
な
り
自

由
に
任
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
事
実
と
し
て
あ
り
､
そ
の
意
味
で
､
バ
ッ
ハ
が
し
た
演
奏
も
ー
つ
の
作
品
に
対
し
て
な
さ
れ
る
数
多

い
演
奏
の
内
の
一
つ
と
解
釈
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
｡

そ
れ
で
は
､
バ
ッ
ハ
が
し
た
演
奏
は
何
の
演
奏
で
あ
る
か
と
問
う
時
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
､
そ
れ
は
｢
バ
ッ
ハ
の
頑
の
中
尾
走
っ
て
い
た
も

の
｣
｢
記
譜
さ
れ
る
以
前
に
存
在
し
て
い
た
も
の
｣
(
F
.
A
.
p
.
∽
0
0
)
の
演
奏
で
あ
る
と
言
う
｡
そ
の
こ
と
は
､
例
え
ば
､
ブ
ラ
ー
ム
ス
が
､

演
奏
会
で
聴
い
た
下
手
な
『
ド
ン
･
ジ
ョ
バ
ン
ニ
』
の
演
奏
に
怒
っ
て
､
自
分
の
頭
の
中
で
は
も
っ
と
良
い
演
奏
が
聴
け
る
と
言
っ
た
と

八九



九〇

い
う
逸
話
に
於
い
て
､
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
頭
の
中
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
演
奏
と
同
じ
レ
ヴ
ュ
ル
の
も
の
で
あ
る
｡
我
々
は
､
た
と
え
初
め
て

聴
く
楽
曲
で
も
､
下
手
な
演
奏
と
上
手
な
演
奏
と
は
聴
き
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
は
､
直
観
的
に
理
想
的
な
演
奏
像
を
あ
る
程
度

作
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
確
か
に
､
バ
ッ
ハ
が
し
た
演
奏
は
即
興
演
奏
で
あ
っ
て
､
理
想
的
な
楽
曲
に
対
し
て
の
理
想
的
な
演
奏
で
は

な
い
｡
し
か
し
､
そ
れ
は
､
彼
の
頭
の
中
に
何
も
な
く
て
た
だ
指
が
勝
手
に
動
い
た
結
果
､
な
さ
れ
た
演
奏
で
あ
る
と
考
え
る
よ
り
も
､

漠
然
と
で
は
あ
っ
た
と
し
て
も
､
何
か
理
想
と
す
る
も
の
が
彼
の
頭
の
中
に
あ
っ
た
と
す
る
方
が
､
適
切
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
様
な
意
味
に

於
い
て
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
､
演
奏
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
演
奏
と
は
､
プ
ラ
ト
ン
的
普
遍
的
な
演
奏
の
映
し
で
あ
り
､
楽
譜
も
そ
の
映
し
の

一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
｡
従
っ
て
､
現
実
に
実
演
さ
れ
る
演
奏
に
は
､
適
切
な
映
し
も
あ
れ
ば
､
不
適
切
な
映
し
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
｡

潮

音
楽
に
於
け
る
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム

ー

作
曲
は
創
造
で
は
な
く
発
見
で
あ
る

キ
ー
ゲ
ィ
は
､
音
楽
に
も
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
が
妥
当
し
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
｡
例
え
ば
､
民
族
の
間
で
長
い
間
に
形
成

さ
れ
伝
承
さ
れ
て
き
た
民
謡
や
､
現
代
の
電
気
音
楽
や
偶
然
的
な
音
楽
が
そ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
れ
ま
で
見
た
様
に
､
記
譜
に
よ
る

西
洋
音
楽
の
場
合
に
は
､
作
品
は
普
遍
的
な
も
の
､
型
t
y
p
e
で
あ
り
､
そ
の
演
奏
は
特
殊
な
も
の
､
印
t
O
k
e
n
の
や
例
で
あ
る
と
す
る

立
場
を
､
彼
は
と
っ
て
い
る
(
F
.
A
.
p
.
里
｡
そ
し
て
､
音
楽
が
目
指
す
も
の
は
､
プ
ラ
ト
ン
的
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
音

楽
の
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
批
判
に
対
し
て
は
､
彼
は
更
に
反
論
す
る
｡

キ
ー
ゲ
ィ
は
次
に
､
レ
ゲ
イ
ン
ソ
ン
の
音
楽
の
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
批
判
を
取
り
上
げ
､
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
を
擁
護
す
る
｡
レ
ゲ
イ
ン
ソ
ン
は
､

次
の
様
に
述
べ
る
｡
｢
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
的
見
解
に
よ
れ
ば
､
音
楽
作
品
と
は
あ
る
種
の
構
造
的
型
t
y
p
e
の
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
音

楽
作
品
と
は
､
音
構
造
-
純
粋
で
単
純
な
音
の
構
造
､
連
続
､
或
い
は
パ
タ
ー
ン
ー
で
あ
る
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
霊
)
こ
の
様
に
音
楽

作
品
を
解
釈
す
る
場
合
､
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
的
見
解
は
状
況
に
即
し
て
い
な
い
と
､
レ
ゲ
イ
ン
ソ
ン
は
批
判
す
る
｡
彼
は
次
の
三
つ
の
例
を



そ
の
証
拠
と
し
て
挙
げ
る
｡
㈲
も
し
､
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
『
月
に
憑
か
れ
た
ピ
エ
ロ
』
(
一
九
一
二
年
)
が
一
八
九
七
年
に
R
･
シ
ュ

ト
ラ
ウ
ス
に
よ
っ
て
作
曲
さ
れ
て
い
た
ら
､
美
的
に
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
作
品
と
は
異
な
る
だ
ろ
う
｡
㈲
シ
ュ
タ
ー
､
､
､
ツ
ツ
の
シ
ン
フ
ォ

ニ
ー
に
用
い
ら
れ
た
｢
マ
ン
ハ
イ
ム
･
ロ
ケ
ッ
ト
｣
は
当
時
と
し
て
は
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
な
も
の
だ
っ
た
が
､
現
代
で
は
そ
れ
程
興
奮

さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
(
F
.
A
.
p
.
巴
)
㈹
バ
ッ
ハ
の
初
期
の
作
品
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
､
実
は
J
･
ク
リ
ス
ト
フ
･
バ
ッ

ハ
(
-
澄
N
～
-
3
∽
)
の
円
熟
期
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
時
､
作
品
と
し
て
異
な
っ
た
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
(
F
.
A
.
p
.
の
竃
そ

し
て
､
㈱
の
場
合
の
様
に
作
曲
者
の
ス
テ
イ
タ
ス
に
よ
っ
て
作
品
の
享
受
の
あ
り
方
が
異
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
防
ぐ
為
に
､
次
の
様
な

措
置
が
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
､
レ
ゲ
イ
ン
ソ
ン
は
指
摘
し
て
い
る
｡
仙
ハ
イ
ド
ン
の
曲
と
し
て
通
用
し
て
い
た
曲
が
､
偽
作
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
時
､
ハ
イ
ド
ン
以
外
の
作
曲
者
の
作
品
と
し
て
そ
の
曲
を
聴
く
こ
と
に
よ
っ
て
､
聴
衆
の
享
受
の
仕
方
が
異
な
っ

て
し
ま
う
こ
と
を
考
慮
し
て
､
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
｢
誰
が
書
こ
う
と
そ
れ
は
同
じ
美
し
い
音
楽
で
あ
る
｣
と
注
釈
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
(
F
.
A
.
p
.
澄
)
｡
こ
れ
ら
の
例
は
､
時
代
が
異
な
っ
た
り
､
状
況
が
異
な
っ
た
り
､
作
曲
者
に
つ
い
て
の
思
い
込
み
が
異
な
っ
た

り
す
る
事
に
よ
っ
て
､
同
じ
曲
に
対
し
て
で
も
､
我
々
が
異
な
っ
た
聴
き
方
を
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
実
と
し
て
､
レ
ゲ
イ
ン
ソ
ン
が
挙

げ
て
い
る
例
で
あ
る
｡

キ
ー
ゲ
ィ
は
､
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
賛
同
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
状
況
が
異
な
る
と
､
｢
明
確
に
は
し
難
い
意
味
に
於
い
て
､
我
々

は
､
そ
れ
ま
で
そ
こ
に
〝
聴
い
て
″
い
な
か
っ
た
〝
も
の
″
を
今
〝
聴
き
″
､
そ
れ
ま
で
い
つ
も
〝
聴
い
て
〟
い
た
も
の
を
〝
聴
か
な
い
〟

の
で
あ
る
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
認
)
異
な
っ
た
状
況
で
は
､
同
じ
作
品
で
も
､
同
じ
演
奏
で
さ
え
も
､
異
な
っ
た
体
験
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
､

レ
ゲ
イ
ン
ソ
ン
が
言
う
様
に
事
実
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
､
そ
れ
ら
の
作
品
は
同
一
性
i
d
e
n
t
i
t
y
を
保

ち
､
そ
の
同
一
性
は
作
品
の
構
造
に
基
づ
き
､
我
々
は
そ
れ
を
直
観
で
把
握
し
う
る
と
考
え
る
｡
つ
ま
り
､
我
々
は
､
二
つ
の
直
観
を
持

ち
う
る
の
で
あ
る
｡
キ
ー
ゲ
ィ
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
シ
ュ
タ
ー
､
､
､
ツ
ツ
と
ダ
ー
ミ
ッ
ツ
が
書
い
た
二
つ
の
同
じ
作
品
の
同
じ
音

構
造
が
､
広
く
掛
け
離
れ
た
歴
史
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
､
そ
し
て
そ
れ
故
に
､
そ
れ
ら
が
同
じ
作
品
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う

九一



九二

掛
目
に
値
す
る
結
論
を
出
す
と
い
う
こ
と
へ
､
人
は
魅
力
を
感
じ
う
る
が
､
又
一
方
で
､
そ
れ
と
同
時
に
､
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
を
構
造
と
し

て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
､
そ
し
て
､
.
シ
ュ
タ
ー
､
､
､
ッ
ツ
と
ダ
ー
､
､
､
ツ
ツ
が
同
じ
作
品
を
書
い
た
と
い
う
同
じ
様
に
注
目
に
値
す
る
結
論
を

出
す
と
い
う
こ
と
へ
､
人
は
強
く
魅
力
を
感
じ
う
る
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
宗
)

キ
ー
ゲ
ィ
に
よ
れ
ば
､
こ
の
様
な
音
構
造
の
発
見
が
作
曲
で
あ
る
｡
前
節
で
も
触
れ
た
様
に
､
彼
は
｢
作
曲
は
創
造
の
行
為
で
は
あ
り

得
な
く
､
寧
ろ
､
〔
作
曲
家
が
作
曲
す
る
以
前
に
〕
作
品
は
既
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
そ
れ
は
発
見
の
行
為
で
あ
る
筈
だ
｣

(
F
.
A
.
p
.
の
→
)
と
考
え
て
い
る
｡
そ
し
て
､
作
曲
を
発
見
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
音
楽
を
科
学
の
分
野
と
パ
ラ
レ
ル
に
捉
え
て
､
作
品

の
普
遍
性
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
｡
キ
ー
ゲ
ィ
に
よ
れ
ば
､
次
の
様
な
行
為
は
全
て
同
じ
で
あ
る
｡
㈲
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
が
市
場
を
横
切
っ
て

歩
い
て
い
た
時
､
突
然
､
定
理
が
彼
の
頭
の
中
に
閃
い
た
｡
㈲
サ
リ
エ
リ
と
ど
リ
ヤ
ー
ド
を
し
て
い
た
時
､
突
然
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
頭

の
中
に
､
『
ド
ン
･
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
』
の
序
曲
の
ア
レ
グ
ロ
の
部
分
の
テ
ー
マ
が
弾
け
た
｡
㈱
エ
ジ
ソ
ン
が
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
を
食
べ
て
い

た
時
､
突
然
､
真
空
の
容
器
に
タ
ン
グ
ス
テ
ン
の
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
を
入
れ
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
閃
い
た
｡
(
F
.
A
.
p
.
の
→
)
仙
ピ
カ
ソ
は

自
転
車
の
サ
ド
ル
と
ハ
ン
ド
ル
の
バ
ー
に
『
雄
牛
の
頑
』
(
一
九
四
三
年
)
と
い
う
作
品
を
見
た
｡
(
F
.
A
.
p
.
→
∽
)

こ
れ
ら
の
例
は
全
て

発
見
で
あ
る
｡
但
し
､
科
学
的
発
見
が
他
人
と
共
有
で
き
る
発
見
で
あ
る
､
つ
ま
り
､
エ
ジ
ソ
ン
で
な
く
と
も
他
の
人
で
も
で
き
る
可
能

性
が
あ
る
発
見
で
あ
る
､
の
に
対
し
､
芸
術
的
な
発
見
は
､
共
有
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
発
見
で
あ
る
と
い
う
点
が
異
な
る
｡
し
か
し
､

両
者
と
も
､
歴
史
が
発
見
の
手
助
け
に
な
る
､
つ
ま
り
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
し
て
も
､
エ
ジ
ソ
ン
に
し
て
も
､
そ
の
時
代
に
生
ま
れ
合
わ

せ
な
け
れ
ば
､
『
ド
ン
･
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
』
を
作
曲
し
た
り
､
電
球
を
(
い
わ
ゆ
る
)
発
明
し
た
り
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
共
通
し
て
い

る
｡
こ
の
様
な
発
見
と
い
う
観
点
か
ら
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
普
遍
的
な
も
の
の
存
在
を
音
楽
作
品
に
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
｡

㈱

演
奏
楽
器
と
作
品
の
関
係
に
於
け
る
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム

レ
ゲ
イ
ン
ソ
ン
は
｢
音
楽
作
品
の
楽
器
法
は
そ
の
作
品
の
補
完
的
な
部
分
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
音
楽
作
品
は
単
な
る
音
構
造
で
は
あ
り



得
な
い
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
→
e
と
述
べ
､
楽
器
が
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
作
品
自
体
も
異
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
立
場
を
と
る
｡
例
え
ば
､

レ
ゲ
イ
ン
ソ
ン
は
次
の
様
な
例
を
出
し
て
い
る
｡
㈱
バ
ッ
ハ
の
平
均
率
の
五
声
の
フ
ー
ガ
は
､
キ
ー
ボ
ー
ド
で
演
奏
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
､

五
台
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
で
痕
奏
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
(
F
.
A
.
p
.
道
場
㈲
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
ハ
ン
マ
ー
ク
ラ
ヴ
ィ
ア
は
､
シ
ン
セ
サ
イ

ザ
ー
で
演
奏
さ
れ
て
も
荘
厳
に
は
な
ら
な
い
の
で
ピ
ア
ノ
で
演
奏
さ
れ
る
べ
き
だ
(
F
.
A
.
p
.
霊
場
㈹
例
え
ば
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
為
の
超

技
巧
的
な
曲
は
､
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と
い
う
楽
器
で
演
奏
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
､
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
非
常
に
要
し
て
ゲ
ィ
ル
ト
ウ
ォ
ー
ゾ
的
な
す

ば
ら
し
い
曲
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
､
他
の
楽
器
で
演
奏
さ
れ
た
ら
､
そ
れ
程
難
し
い
曲
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
､
ゲ
ィ
ル
ト
ウ

ォ
ー
ゾ
的
な
曲
に
は
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
｡
仙
あ
る
楽
器
の
為
に
書
か
れ
た
曲
は
､
そ
の
楽
器
だ
か
ら
こ

そ
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
や
非
凡
さ
が
あ
り
､
芸
術
的
価
値
を
持
ち
得
る
の
で
あ
る
が
､
他
の
楽
器
で
は
そ
れ
ら
は
持
ち
得
な
い
｡
㈱
作
曲
家

は
､
楽
器
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
作
曲
を
す
る
の
で
あ
る
か
ら
､
他
の
楽
器
で
は
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
損
な
わ
れ
る
｡
(
以
上
､
回
､
仙
､

㈱
は
F
.
A
.
p
.
岩
)
そ
れ
に
対
し
､
キ
ー
ゲ
ィ
も
次
の
例
を
出
し
て
反
論
す
る
｡
先
ず
､
㈱
､
㈲
に
対
し
て
は
､
時
代
と
共
に
､
同
じ
楽

器
で
も
楽
器
自
体
が
改
良
さ
れ
､
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
挙
げ
る
｡
例
え
ば
､
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
時

代
に
も
現
代
に
も
ピ
ア
ノ
と
い
う
楽
器
は
あ
る
が
､
現
代
の
ス
タ
イ
ン
ウ
ェ
イ
の
音
は
､
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
時
代
の
ピ
ア
ノ
で
は
考
え

ら
れ
な
い
程
､
す
ば
ら
し
い
音
色
が
す
る
｡
そ
れ
で
は
､
ゼ
ル
キ
ン
に
よ
る
ス
タ
イ
ン
ウ
ェ
イ
で
の
演
奏
は
､
ハ
ン
マ
ー
ク
ラ
ゲ
ィ
ア
と

は
認
め
ら
れ
な
い
の
か
｡
又
､
㈹
に
関
し
て
は
､
楽
器
の
進
歩
に
よ
り
､
時
代
と
共
に
､
同
じ
楽
器
で
も
同
じ
音
形
が
楽
に
演
奏
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
来
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
｡
例
え
ば
､
ヘ
ン
デ
ル
の
オ
ー
ボ
エ
曲
は
バ
ロ
ッ
ク
時
代
で
は
演
奏
す
る
の
が
難
し
か
っ
た
が
､

現
代
で
は
比
較
的
簡
単
に
演
奏
さ
れ
得
る
｡
そ
の
場
合
､
演
奏
者
は
､
技
術
を
必
要
と
す
る
古
い
楽
器
で
わ
ざ
わ
ざ
演
奏
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
｡
仙
に
関
し
て
は
､
楽
器
が
異
な
ら
な
く
て
も
､
時
代
が
違
え
ば
､
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
や
非
凡
さ
は
当
然
異
な
る
と
言
う
｡

例
え
ば
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
コ
ン
ツ
ェ
ル
ト
に
関
し
て
言
え
ば
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
時
代
の
人
々
に
は
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
､
我
々
の
時
代
に
は
そ
う
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
㈱
楽
器
の
バ
ラ
ン
ス
に
関
し
て
は
､
作
曲
さ

空
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れ
た
当
時
上
は
､
楽
器
自
体
が
異
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
､
同
じ
楽
器
編
成
で
演
奏
さ
れ
て
も
､
そ
れ
が
作
曲
さ
れ
た
当
時
と
は
､
バ
ラ

ン
ス
は
異
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
､
作
品
に
記
さ
れ
た
楽
器
以
外
の
も
の
を
用
い
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
る
｡
い
ず
れ

の
場
合
も
｢
構
造
的
な
同
一
性
i
d
e
n
t
i
t
y
が
保
た
れ
て
い
る
限
り
､
作
品
の
同
一
性
は
保
た
れ
る
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
彗
)
｢
そ
れ
は
二
つ
の

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
一
つ
の
作
品
で
あ
る
｡
｣
(
F
･
A
.
p
.
0
0
ー
)
-
つ
ま
り
､
眉
洋
音
楽
に
は
作
品
と
演
奏
の
区
別
が
ぁ
り
､
そ
れ
ら
は
､

普
遍
的
な
存
在
と
し
て
の
作
品
と
､
そ
の
様
々
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
の
演
奏
と
し
て
関
係
す
る
｡
従
っ
て
､
バ
ッ
ハ
の
フ
ー
ガ
を
カ

ズ
ー
ズ
(
お
も
ち
ゃ
の
楽
器
)
で
演
奏
し
た
と
し
た
l
雪
そ
れ
は
非
常
に
悪
い
演
奏
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
､
別
の
曲
で
は
あ
り
得
な

い
と
キ
ー
ゲ
ィ
は
言
う
の
で
あ
る
(
F
.
A
.
p
.
澄
)
｡
カ
ズ
ー
ズ
の
場
合
は
特
殊
な
例
で
あ
る
が
､
作
曲
家
が
作
曲
し
た
際
に
､
念
頭
に
置

い
て
い
た
楽
器
と
異
な
る
楽
器
､
異
な
る
状
況
で
の
演
奏
に
対
し
て
､
彼
は
次
の
様
な
態
度
を
と
る
｡
｢
音
楽
的
な
良
心
の
呵
責
を
感
じ

れ
ば
､
人
は
､
現
代
楽
器
で
の
〔
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
〕
作
品
十
六
の
演
奏
は
､
良
い
痕
奏
で
は
な
い
と
感
じ
る
に
至
る
か
も
し
れ
な
い
｡

し
か
し
､
最
も
禁
欲
的
で
理
屈
っ
ぽ
い
種
類
の
形
而
上
学
的
良
心
の
呵
責
の
み
が
､
そ
れ
は
演
奏
で
は
な
い
と
人
に
思
わ
せ
う
る
だ
ろ
う
｡

し
か
し
､
音
楽
的
直
観
は
､
そ
の
傾
向
に
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
琵
)

仰

演
奏
に
於
け
る
作
者
の
意
図
に
つ
い
て

キ
ー
ゲ
ィ
は
､
基
本
的
に
は
作
曲
者
の
意
図
は
な
る
べ
く
守
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
る
｡
そ
の
意
味
で
､
彼
は
ビ
ア
ズ

レ
ー
の
｢
ス
コ
ア
が
い
か
に
演
奏
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
の
決
定
に
は
､
意
図
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
誤
)
と
い
う
主
張

に
反
対
す
る
｡
ビ
ア
ズ
レ
ー
は
次
の
点
で
､
作
者
の
意
図
を
守
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
｡
㈱
作
曲
者
の
意
図
は
た
い
て
い
の
嬰
口
､
我
々

に
到
達
し
に
く
い
(
F
.
A
.
p
.
浣
)
｡
㈲
演
奏
家
は
､
作
曲
者
の
意
図
を
後
か
ら
推
論
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
､
演
奏
す
る
前
か
ら
作
曲
者

の
意
図
が
分
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
(
F
.
A
.
p
.
-
○
-
)
｡

㈱
に
つ
い
て
は
､
例
え
ば
､
バ
ッ
ハ
の
時
代
､
テ
ン
ポ
の
表
示
を
す
る
習
慣
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
､
テ
ン
ポ
に
関
す
る
バ
ッ
ハ
の



意
図
は
､
我
々
に
は
分
か
り
に
く
い
と
ビ
ア
ズ
レ
ー
は
言
う
｡
そ
し
て
､
彼
は
､
W
･
K
･
ウ
ィ
ム
ザ
ッ
ト
･
ジ
ュ
ニ
ア
と
の
共
著
に
よ

る
論
文
｢
意
図
へ
の
誤
信
｣
の
中
で
､
公
の
意
図
と
個
の
意
図
を
区
別
し
､
歴
史
研
究
に
よ
っ
て
､
そ
の
時
代
の
演
奏
が
い
か
に
行
わ
れ

て
い
た
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
て
も
､
作
曲
家
個
人
の
心
の
中
で
､
何
が
意
図
さ
れ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
ば
で
き
な
い
と
言
う
(
F
･
A
･

p
.
軍
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
｢
疑
い
も
な
く
､
バ
ッ
ハ
は
､
彼
が
現
実
に
得
て
い
る
オ
ー
ボ
エ
の
音
よ
り
も
､
良
い
響
き
の

音
を
好
ん
だ
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
一
般
に
は
､
バ
ッ
ハ
の
頭
の
中
で
彼
が
聴
い
て
い
た
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
音
は
､
彼
の
属
し
て
い
た
世

界
で
彼
が
聴
い
て
い
た
楽
器
の
音
で
あ
っ
た
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
吾
と
言
う
｡
又
､
鑑
賞
者
は
､
作
者
が
公
に
発
表
し
た
も
の
か
ら
､
作
者

の
意
図
を
推
論
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
､
ビ
ア
ズ
レ
ー
と
逆
の
見
解
を
示
す
｡
如
ち
､
｢
私
の
書
い
た
こ
の
エ
ッ
セ

イ
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
､
私
の
意
図
に
つ
い
て
､
た
と
え
確
実
で
は
な
く
と
も
､
人
々
は
道
理
に
あ
っ
た
推
論
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

そ
れ
と
同
様
に
､
書
か
れ
た
も
の
で
あ
れ
､
そ
う
で
な
い
も
の
で
あ
れ
､
バ
ッ
ハ
の
時
代
の
歴
史
的
芸
術
作
品
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
､
バ
ッ
ハ
の
意
図
に
つ
い
て
､
た
と
え
確
実
で
な
く
と
も
､
道
理
に
あ
っ
た
推
論
を
す
る
こ
と
は
､
可
能
で
あ
る
｡
意
図
は
意
図
し
た

も
の
が
残
し
て
い
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
､
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
｣
(
F
.
A
.
p
･
-
≡
)

㈲
に
関
し
て
､
ビ
ア
ズ
レ
ー
は
､
作
曲
家
は
最
善
の
意
図
を
抱
い
て
い
た
と
､
演
奏
家
は
思
い
た
が
る
皇
一
口
う
｡
例
え
ば
､
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
自
身
が
記
し
た
メ
ト
ロ
ノ
ー
ム
垂
不
の
テ
ン
ポ
が
､
非
常
に
良
く
な
い
テ
ン
ポ
な
の
で
､
ど
ん
な
演
奏
家
も
そ
れ
に
従
わ
な
い
と

い
う
様
な
場
合
で
も
､
演
奏
家
は
､
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
そ
の
悪
い
テ
ン
ポ
を
意
図
し
て
い
た
と
認
め
る
よ
り
も
､
そ
の
時
代
に
､
い
か

に
表
示
が
混
乱
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
､
示
し
た
が
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
､
作
曲
家
の
意
図
通
り
に
す
る
演
奏
が
､

最
善
な
も
の
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
､
確
か
な
事
実
で
あ
る
が
､
だ
か
ら
と
言
っ
て
､
演
奏
家
が
作
曲
家
の
意
図
を
知
ら
な
く
と

も
よ
い
と
い
う
積
極
的
な
理
由
に
は
す
b
な
い
▼
と
し
､
演
奏
家
や
音
楽
学
者
が
次
の
様
な
信
念
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
､
事
実
で
あ
る
と
･

反
論
す
る
｡
｢
作
曲
家
が
意
図
し
て
い
た
演
奏
法
は
大
抵
の
場
合
良
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
｡
そ
し
て
､
た
と
え
そ
う
で
は
な
く

と
も
､
そ
う
で
は
虻
い
に
も
拘
ら
ず
､
簡
単
に
無
視
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
｡
｣
(
F
･
A
･
p
･
-
O
N
)

空



突

こ
の
様
に
､
不
確
か
に
し
か
分
か
ら
な
い
に
も
拘
ら
ず
､
演
奏
家
や
音
楽
学
者
が
､
何
故
､
作
曲
家
の
意
図
に
価
値
を
置
く
か
に
閲
し

て
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
､
デ
ィ
パ
ー
ト
に
よ
る
指
摘
を
取
り
挙
げ
て
考
察
す
る
｡
デ
ィ
パ
ー
ト
は
､
演
奏
家
が
作
曲
家
の
意
図
に
従
お
う
と
す

る
理
由
は
､
次
の
三
点
で
あ
る
と
す
る
｡
㈱
作
曲
家
へ
の
倫
理
的
義
務

㈲
作
曲
家
が
属
し
て
い
た
時
代
を
適
切
に
理
解
す
る
に
は
､
そ

の
時
代
精
神
を
具
現
し
て
い
る
芸
術
作
品
の
演
奏
法
も
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
為

㈲
作
曲
家
の
意
図
に
従
っ
た
方
が
芸
術
的
な
価
値
を
持
っ

た
演
奏
で
あ
る
様
に
思
え
る
為
(
F
.
A
.
p
.
-
○
毎
こ
れ
ら
の
デ
ィ
パ
ー
ト
の
主
張
を
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
｡
先
ず
､

キ
ー
ゲ
ィ
は
､
作
曲
家
の
意
図
に
従
う
こ
と
に
は
､
経
験
的
に
抑
え
が
た
い
理
由
が
あ
る
と
言
う
｡
例
え
ば
､
か
つ
て
一
度
で
も
､
ヘ
ン

デ
ル
の
意
図
通
り
に
演
奏
さ
れ
る
ヘ
ン
デ
ル
の
オ
ラ
ト
リ
オ
を
聴
い
た
人
は
､
決
し
て
､
現
代
風
に
数
千
人
も
の
大
合
唱
で
歌
わ
れ
る
の

を
聴
き
た
い
と
は
思
わ
な
い
だ
ろ
う
と
､
彼
は
述
べ
て
い
璽
即
ち
､
｢
作
曲
家
の
意
図
が
探
究
さ
れ
る
の
は
､
次
の
様
に
仮
定
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
､
窮
極
の
演
奏
を
得
る
か
ら
で
あ
る
-
音
楽
は
､
作
曲
家
が
そ
う
あ
る
べ
き
だ
と
意
図
し
た
方
法
で
演
奏
さ
れ
る

時
､
よ
り
良
く
演
奏
さ
れ
る
と
い
う
仮
定
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
-
○
告

キ
ー
ゲ
ィ
は
､
デ
ィ
パ
ー
ト
の
個
々
の
主
張
に
対
し
て
も
､
肯
定
的
な
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
お
り
､
㈲
に
対
し
て
は
と
り
わ
け
共
感
し

て
い
る
と
言
い
､
㈱
に
対
し
て
は
､
そ
の
理
由
を
か
な
り
詳
細
に
論
じ
て
い
る
｡
先
ず
､
㈱
に
対
し
て
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
､
作
曲
家
の
意
図

を
守
る
と
い
う
こ
と
は
､
遺
言
を
守
る
こ
と
と
同
様
に
､
我
々
の
倫
理
的
な
義
務
で
あ
る
と
考
え
､
次
の
様
に
述
べ
る
｡
｢
亡
く
な
っ
て

い
る
作
曲
家
の
音
楽
が
､
い
か
に
演
奏
さ
れ
る
べ
き
か
に
関
し
て
､
彼
の
意
図
を
尊
重
す
る
強
い
義
務
を
､
我
々
は
感
じ
る
｡
…
中
略
…

死
者
の
願
望
を
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
の
､
極
め
て
道
徳
的
な
約
束
以
外
の
ど
ん
な
理
由
が
あ
ろ
う
か
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
-
○
∽
～

p.-O空

し
か
し
､
そ
れ
で
は
､
作
者
の
意
図
は
全
て
守
ら
れ
ね
腋
な
ら
な
い
の
か
｡
こ
の
点
に
関
し
て
も
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
､
デ
ィ
パ
ー
ト
の
考

え
に
一
応
は
従
っ
て
い
る
｡
デ
ィ
パ
ー
ト
は
､
作
者
の
意
図
が
守
ら
れ
な
い
場
合
を
次
の
様
に
挙
げ
て
い
る
｡
㈱
我
々
が
そ
の
作
曲
家
の

曲
を
め
っ
た
に
演
奏
し
な
い
と
い
う
消
極
的
な
場
合
｡
㈲
芸
術
的
な
作
品
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
､
作
者
自
ら
は
破
棄
し
た
い
と
思
っ
て
い



た
と
い
う
場
合
(
F
.
A
.
p
.
2
頂
こ
れ
ら
の
場
合
に
対
し
て
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
､
次
の
様
な
例
を
出
し
て
説
明
す
る
｡
㈲
シ
ュ
タ
ー
､
､
､
ツ

ッ
は
か
つ
て
､
後
世
に
自
分
の
作
品
を
た
く
さ
ん
演
奏
⊥
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
､
ハ
イ
ド
ン
の
作
品
程
に
は
､

演
奏
さ
れ
て
い
な
い
｡
そ
れ
は
､
シ
ュ
タ
ー
､
､
､
ツ
ツ
の
曲
が
､
三
時
間
聴
い
て
い
る
と
心
が
萎
え
て
し
ま
う
様
な
曲
な
の
で
､
当
然
で
あ

る
｡
㈲
メ
ン
デ
メ
ス
ゾ
ー
ン
は
イ
タ
リ
ア
交
響
曲
を
破
棄
し
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
､
そ
れ
は
実
行
さ
れ
な
く
て
も

か
ま
わ
な
璧
こ
れ
ら
の
正
当
な
理
由
が
あ
れ
ば
､
作
者
の
意
図
を
破
棄
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
こ
と
を
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
認
め
て
は
い

る｡

し
か
し
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
､
た
と
え
美
的
に
悪
く
な
ろ
う
と
も
､
で
き
れ
ば
作
曲
者
の
意
図
に
従
う
方
が
よ
い
と
､
基
本
的
に
は
考
え
て

い
る
｡
｢
〔
作
者
の
意
図
に
従
う
と
い
う
〕
義
務
は
､
他
の
よ
り
強
い
も
の
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
う
る
｡
し
か
し
､
こ
の
こ
と
は
､
無
視
さ

れ
る
時
で
さ
え
､
そ
の
義
務
が
真
の
義
務
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
､
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
〓
こ
｢
亡
く
な
っ
て

い
る
作
曲
家
の
演
奏
意
図
を
尊
重
す
る
我
々
の
義
務
は
､
破
棄
で
き
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
､
こ
の
義
務
は
一
般
に
非
常
に
強

い
の
で
､
我
々
が
亡
く
な
っ
て
い
る
演
奏
家
の
演
奏
意
図
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
､
そ
れ
は
十
分
に
正
当
化
し
う

る
｡
た
と
え
そ
う
す
る
こ
と
が
､
意
図
を
無
視
す
る
時
よ
り
も
音
楽
を
悪
く
響
か
せ
よ
う
と
も
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
〓
童
従
っ
て
､
キ
ー
ゲ
ィ

は
､
｢
我
々
が
考
え
う
る
中
で
可
能
な
限
り
良
い
方
法
で
演
奏
す
る
よ
り
も
､
寧
ろ
､
亡
く
な
っ
た
作
曲
家
が
意
図
し
た
様
に
演
奏
す
べ

き
暗
も
､
我
々
に
は
あ
る
｡
と
い
う
の
は
､
我
々
は
､
死
者
の
関
心
事
に
対
し
て
､
真
の
義
務
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
｡
｣
(
F
･
A
･

p
.
〓
e
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
｡

㈲

演
奏
の
正
当
性
2
t
h
害
t
i
c
i
t
y
に
つ
い
て

序
で
も
述
べ
た
様
に
､
音
楽
を
演
奏
す
る
に
あ
た
っ
て
､
ど
ん
な
楽
器
で
い
か
に
演
奏
す
る
か
は
､
演
奏
者
に
と
っ
て
､
現
実
的
で
重

要
な
問
題
で
あ
る
｡
そ
の
場
合
､
作
者
の
意
図
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
､
正
当
な
演
奏
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
､
演

九七



九八

奏
者
の
演
奏
が
良
い
演
奏
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
す
る
の
に
､
十
分
な
根
拠
と
な
り
う
る
｡
キ
ー
ゲ
ィ
は
､
こ
の
様
な
音
楽
に
於
け
る
演

奏
の
正
当
性
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
為
に
､
正
当
性
の
様
々
な
ア
ス
ペ
ク
ト
を
分
析
し
､
判
断
す
る
｡

先
ず
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
､
演
奏
の
歴
史
的
な
正
当
性
と
作
曲
家
の
意
図
の
現
実
化
の
関
係
を
考
え
告
両
者
が
一
致
し
て
い
る
な
ら
ば
､

過
去
の
演
奏
の
記
録
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
問
題
は
か
な
り
解
決
す
る
が
､
現
実
に
は
､
両
者
は
異
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
｡

例
え
ば
､
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
が
､
自
分
の
曲
を
演
奏
す
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
音
程
の
悪
さ
に
か
な
り
怒
っ
て
い
た
こ
と
は
､
有
名
な
話
で
あ

る
｡
又
､
ハ
イ
ド
ン
の
交
響
曲
が
十
八
世
紀
に
演
奏
さ
れ
た
際
に
､
会
場
が
騒
が
し
か
っ
た
の
で
､
テ
ン
ポ
を
保
つ
為
に
楽
譜
を
丸
め
て
､

大
き
な
音
で
指
揮
台
を
叩
い
て
い
た
と
い
う
事
実
を
､
作
曲
家
が
快
く
思
サ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
｡
キ
ー
ゲ
ィ
は
タ
ル
ス
キ
ン
の
文
を

引
用
し
な
が
ら
､
次
の
様
に
述
べ
る
｡
｢
『
現
代
の
演
奏
様
式
と
同
様
に
､
過
去
の
演
奏
様
式
に
も
､
支
持
者
と
批
判
者
が
い
た
遷
そ
し

て
､
少
な
く
と
も
､
何
人
か
の
作
曲
家
は
､
確
か
に
そ
の
批
判
者
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
だ
｡
従
っ
て
､
正
当
性
と
意
図
は
､
し
ば

し
ば
反
対
の
目
的
に
な
り
う
る
｡
そ
し
て
､
名
誉
を
与
え
ら
れ
る
の
は
意
図
で
あ
る
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
-
N
-
～
p
.
-
N
-
)

し
か
し
､
た
と
え
､
作
者
の
意
図
と
歴
史
的
に
正
当
な
演
奏
が
一
致
し
た
と
し
て
も
､
過
去
と
現
代
と
で
は
､
用
い
ら
れ
る
楽
器
も
テ

ク
ニ
ッ
ク
も
聴
衆
も
異
な
る
｡
キ
ー
ゲ
ィ
は
､
厳
密
で
物
理
的
な
意
味
で
､
歴
史
的
に
正
当
な
演
奏
を
追
求
す
る
こ
と
の
不
適
切
さ
を
､

以
下
の
様
に
指
摘
す
る
｡
｢
も
し
､
音
楽
作
品
の
歴
史
的
に
正
当
な
演
奏
に
､
我
々
が
文
字
通
り
の
意
味
で
こ
だ
わ
る
な
ら
､
そ
の
こ
と

は
逆
説
的
に
､
次
の
様
な
結
論
を
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
-
現
代
の
演
奏
家
が
､
そ
の
楽
器
が
用
い
ら
れ
て
い
た
時

代
に
演
奏
し
た
ど
の
人
よ
り
も
､
〝
よ
り
う
ま
く
〟
古
楽
器
を
た
と
え
演
奏
で
き
る
と
し
て
も
､
そ
の
旨
時
の
最
も
上
手
な
演
奏
家
と
同

じ
レ
ヴ
ュ
ル
で
し
か
､
演
奏
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
-
N
∽
)
こ
の
様
な
理
不
尽
な
結
論
は
不
適
切
で
あ
る
と
､
当
然

な
が
ら
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
考
え
る
｡

次
に
キ
ー
ゲ
ィ
は
､
聴
き
手
の
違
い
も
指
摘
す
る
｡
｢
我
々
は
､
誰
に
対
し
て
〝
そ
の
や
り
方
で
″
演
奏
さ
れ
る
か
､
問
わ
ね
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
-
N
∽
)
演
奏
は
､
聴
衆
が
違
え
ば
､
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
感
じ
ら
れ
方
を
す
る
｡
例
え
ば
､
イ
タ
リ
ア
人
と
ド
イ



ツ
人
､
教
育
さ
れ
た
聴
き
手
と
教
育
さ
れ
て
い
な
い
聴
き
手
､
で
は
異
な
る
｡
従
っ
て
､
た
と
え
､
同
じ
演
奏
を
し
た
と
し
て
も
､
十
八

世
紀
の
バ
ッ
ハ
の
時
代
の
人
々
の
耳
に
響
い
た
様
に
は
､
我
々
の
耳
に
は
響
か
な
い
｡
し
か
し
､
そ
の
こ
と
は
､
現
代
の
我
々
に
と
.
っ
て
､

別
に
不
幸
な
こ
と
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
キ
ー
ゲ
ィ
は
言
う
｡
そ
れ
に
関
し
て
彼
は
､
ス
ロ
ニ
ム
ス
キ
ー
の
『
音
楽
の
悪
口
辞
典
』
を

引
用
し
て
､
次
の
様
に
言
う
｡
｢
同
時
代
の
聴
衆
は
､
殆
ど
例
外
な
く
､
後
に
な
っ
て
〝
傑
作
と
い
う
ス
テ
イ
タ
ス
を
得
る
様
な
そ
の

時
代
の
音
楽
を
､
あ
ま
り
評
価
で
き
ず
に
い
る
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
-
N
∽
)
遂
に
､
存
命
中
に
非
常
な
名
声
を
得
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
､
傑
作

と
し
て
後
世
ま
で
残
る
か
ど
う
か
は
､
そ
の
保
証
の
限
り
で
は
な
い
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
璽

そ
れ
で
は
真
の
正
当
性
と
は
何
で
あ
る
か
と
キ
ー
ゲ
ィ
は
問
う
｡
今
日
､
歴
史
研
究
の
進
歩
に
よ
り
､
割
合
と
正
確
に
､
古
い
音
楽
を

復
元
で
き
璽
し
か
し
､
そ
れ
だ
け
で
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡
キ
ー
ゲ
ィ
は
､
単
に
正
確
で
物
理
的
な
演
奏
の
復
元
の
不
適
切
さ
を
､
次

の
様
に
指
摘
す
る
｡
｢
〔
い
わ
ゆ
る
〕
正
当
な
演
奏
は
､
ば
か
げ
た
似
非
学
者
的
な
事
柄
で
あ
り
､
そ
こ
で
は
演
奏
家
は
､
美
的
な
感
覚
や

想
像
力
の
あ
る
音
楽
性
に
従
う
代
わ
り
に
､
規
則
に
従
っ
た
り
計
算
を
し
た
り
し
て
い
る
｡
〔
い
わ
ゆ
る
〕
正
当
な
演
奏
活
動
は
､
演
奏

と
い
う
芸
術
を
卑
し
め
､
精
神
を
鈍
化
す
る
結
果
を
伴
っ
て
､
物
の
科
学
へ
移
そ
う
と
し
て
き
た
｡
真
の
生
き
生
き
し
た
納
得
の
い
く
音

楽
活
動
は
､
生
き
生
き
し
た
音
楽
の
伝
統
､
手
作
業
か
ら
生
じ
る
に
違
い
な
い
｡
し
か
し
､
〔
い
わ
ゆ
る
〕
正
当
望
日
楽
の
演
奏
は
､
人

の
手
仕
事
と
い
う
生
き
た
道
具
を
用
い
て
作
ら
れ
た
生
き
生
き
し
た
も
の
を
も
た
ら
す
よ
り
も
､
寧
ろ
死
ん
だ
楽
器
に
よ
る
死
ん
だ
伝
統

を
復
元
し
よ
う
と
す
る
無
駄
な
努
力
で
あ
る
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
-
N
O
)

そ
れ
で
は
ど
ん
な
演
奏
が
正
当
で
且
つ
生
き
生
き
し
た
演
奏
な
の
か
｡
キ
ー
ゲ
ィ
は
そ
れ
に
関
し
て
､
空
想
力
を
用
い
て
考
察
す
る
｡

彼
は
､
｢
こ
れ
は
奇
想
天
外
な
こ
と
で
は
あ
る
が
｣
と
前
置
き
し
て
､
ド
ラ
ッ
グ
を
用
い
な
が
ら
タ
イ
ム
マ
シ
ン
に
乗
っ
て
､
バ
ロ
ッ
ク

時
代
に
行
き
､
バ
ッ
ハ
の
時
代
の
人
々
と
同
じ
気
持
ち
に
な
っ
て
､
ラ
イ
ブ
ツ
ィ
ヒ
で
､
マ
タ
イ
受
難
曲
を
聴
く
と
い
う
状
況
を
､
想
定

す
る
｡
こ
の
様
な
状
況
で
､
こ
の
想
定
さ
れ
た
人
物
が
聴
く
も
の
は
､
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
｡
｢
バ
ッ
ハ
は
､
〝
規
則
″
に
従
っ
て
い

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
｡
彼
は
､
規
則
を
作
っ
た
り
壊
し
た
り
と
い
う
力
動
的
な
過
程
に
い
た
｡
そ
し
て
､
彼
は
､
…
中
略
…
規
則
が
内

究



一
〇
〇

化
さ
れ
､
人
の
血
や
骨
の
一
部
に
克
っ
た
時
､
人
が
規
則
に
従
う
と
い
う
意
味
で
､
彼
が
従
っ
て
い
る
も
の
に
従
っ
て
い
る
の
だ
｡
…
中

略
…
こ
の
様
に
し
て
､
ラ
イ
ブ
ツ
ィ
ヒ
で
我
々
の
タ
イ
ム
ト
ラ
ヴ
ェ
ラ
ー
が
聴
く
で
あ
ろ
う
も
の
は
､
〝
古
い
時
代
の
音
楽
″
活
動
の
批

評
家
が
､
〝
正
当
な
″
演
奏
に
は
欠
け
て
い
る
と
見
る
様
な
自
発
性
､
活
力
､
生
気
､
音
楽
性
､
美
的
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
満
ち
て
い

る
演
奏
で
あ
ろ
う
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
-
N
0
0
～
p
.
-
N
空
こ
の
意
味
に
於
け
る
正
当
性
と
は
､
物
理
的
な
意
味
で
の
正
当
性
で
は
な
く
､
聴
衆

が
音
楽
を
聴
い
て
受
け
取
る
と
こ
ろ
の
力
動
的
､
美
的
な
意
味
で
の
正
当
性
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ピ
ア
ノ
ソ
ナ
タ
の

演
奏
で
例
え
る
な
ら
､
歴
史
研
究
を
行
っ
た
音
楽
学
者
に
よ
る
古
楽
器
で
の
歴
史
的
正
当
性
を
持
っ
た
演
奏
と
､
ゼ
ル
キ
ン
に
よ
る
ス
タ

イ
ン
ウ
ェ
イ
で
の
演
奏
の
比
較
に
例
え
ら
れ
璽
普
通
の
意
味
で
の
正
当
性
は
音
楽
学
者
の
方
に
あ
る
｡
欲
皇
口
え
ば
､
両
方
が
う
ま
く

達
成
さ
れ
れ
ば
良
い
｡
し
か
し
､
一
両
方
同
時
に
完
全
に
達
成
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
､
｢
我
々
は
〝
､
､
､
ッ
ク
ス
さ
れ
た
″
演
奏

を
与
与
っ
る
(
全
て
の
演
奏
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
)
｡
｣
(
F
.
A
.
p
.
-
∽
○
)
だ
け
で
あ
る
と
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
言
う
｡

以
上
の
様
に
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
､
音
楽
に
於
け
る
正
当
性
を
単
に
物
理
的
な
側
面
か
ら
だ
け
で
な
く
､
鑑
賞
者
の
感
性
と
い
う
側
面
か
ら

も
捉
え
､
両
者
を
折
衷
し
な
が
ら
､
感
動
を
与
え
る
演
奏
を
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
.
｡

(
二
)

演
奏
に
つ
い
て
1
キ
ー
プ
ィ
以
外
の
学
者
に
於
け
る
演
奏
論
も
含
め
て

キ
ー
ゲ
ィ
は
､
第
一
章
で
見
た
様
に
､
作
曲
家
も
演
奏
家
も
求
め
る
理
想
的
な
音
楽
作
品
像
を
｣
想
定
し
て
い
る
｡
そ
の
場
合
の
理
想

像
､
普
遍
的
な
る
も
の
と
は
､
具
体
的
､
現
実
的
な
一
つ
の
演
奏
像
で
は
な
い
｡
そ
の
意
味
で
､
彼
は
音
楽
に
於
け
る
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
を

擁
護
す
態
彼
は
､
.
プ
ラ
ト
ン
的
に
作
品
を
イ
デ
ア
界
の
理
想
像
の
映
し
で
あ
る
と
考
え
る
｡
従
っ
て
､
作
曲
家
は
作
品
を
創
造
す
る
の

で
は
な
く
､
発
見
す
る
の
で
あ
る
｡
作
曲
家
が
､
普
遍
的
な
る
も
の
を
発
見
し
て
音
化
し
た
も
の
が
作
品
な
の
で
あ
る
か
ら
､
キ
ー
ゲ
ィ



の
見
解
は
､
同
一
の
作
品
で
も
演
奏
が
異
な
る
場
合
に
は
､
そ
れ
ら
が
全
て
別
の
作
品
に
な
る
と
す
る
見
解
と
は
異
な
る
｡
作
曲
家
が
発

見
し
た
作
品
も
､
演
奏
家
が
音
化
し
た
演
奏
も
､
普
遍
的
な
る
も
の
の
映
し
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
演
奏
家
は
､
普
遍
的
な
る
も
の
を
根
源

と
し
て
い
る
作
曲
家
の
意
図
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
し
､
作
品
に
勝
手
に
手
を
加
え
て
編
曲
し
た
り
､
十
九
世
紀
の
演
奏
家
が
行
っ
て
い

た
様
に
､
勝
手
に
テ
ン
ポ
ル
バ
ー
ト
や
過
剰
な
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
を
加
え
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
キ
ー
ゲ
ィ
が
作
曲
家
の
意
図
を
忠
実

に
守
る
こ
と
に
固
執
し
て
い
る
こ
と
と
､
歴
史
的
に
正
当
な
楽
器
を
用
い
て
そ
の
当
時
の
状
況
を
厳
密
に
守
っ
た
演
奏
を
す
る
必
要
性
は

な
い
と
言
っ
て
い
る
こ
と
と
は
､
一
見
､
矛
盾
し
て
い
る
様
に
思
え
る
｡
し
か
し
､
キ
ー
ゲ
ィ
が
求
め
て
い
る
正
当
性
と
は
､
作
曲
家
が

理
想
と
し
た
も
の
を
演
奏
家
が
演
奏
し
､
作
曲
家
が
理
想
と
し
た
様
に
聴
衆
が
感
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
三
者
の
一
体
化

と
し
て
の
正
当
性
で
あ
る
｡
し
か
も
､
作
曲
家
が
具
体
的
に
頭
の
中
に
描
い
て
い
た
も
の
も
､
現
実
に
音
化
さ
れ
た
も
の
も
､
あ
く
ま
で

も
理
想
像
の
映
し
に
す
ぎ
な
い
｡
従
っ
て
､
時
代
が
移
り
変
わ
り
､
涜
奏
の
形
態
が
諸
々
の
事
情
で
異
な
ろ
う
と
も
､
理
想
像
の
映
し
と

し
て
の
三
者
の
一
体
化
は
図
ら
れ
得
る
｡
即
ち
､
作
曲
家
が
そ
の
当
時
､
自
ら
､
指
拝
し
た
､
或
い
は
､
演
奏
し
て
い
た
演
奏
自
体
も
理

想
像
の
映
し
で
あ
る
の
だ
か
ら
､
そ
の
当
時
の
演
奏
と
異
な
ろ
う
と
も
､
理
想
的
な
演
奏
像
を
目
指
し
て
い
る
演
奏
は
全
て
､
三
者
を
一

体
化
し
得
る
正
当
性
を
持
っ
た
演
奏
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
様
に
､
作
曲
家
が
理
想
的
な
演
奏
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
場
合
に
於
け
る

作
曲
家
の
意
図
と
は
､
良
い
作
品
に
し
た
い
､
聴
衆
に
感
動
を
与
え
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
作
曲
家
が
こ
の
様
に
意
図
し
た
理
想
像

が
ど
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
､
具
体
的
に
は
､
我
々
に
は
分
か
ら
な
い
｡
否
､
作
曲
家
が
属
し
て
い
た
時
代
､
地
域
の
演
奏
家
に
も
､

或
い
は
､
作
曲
家
自
身
に
す
ら
､
正
確
に
は
分
か
ら
な
い
だ
ろ
う
｡
こ
の
様
に
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
､
作
曲
家
の
意
図
に
対
し
て
も
､
正
当
性

に
対
し
て
も
､
物
理
的
な
意
味
で
の
正
確
な
把
握
を
追
求
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
｡

こ
の
様
な
作
曲
家
の
意
図
に
､
我
々
が
何
故
従
お
う
と
す
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
､
キ
ー
ゲ
ィ
が
デ
ィ
パ
ー
ト
を
引
用
し
な
が

ら
考
察
し
て
い
る
こ
と
は
､
第
一
章
で
見
た
様
に
通
り
で
あ
る
｡
キ
ー
ゲ
ィ
は
､
そ
の
答
え
と
し
て
デ
ィ
パ
ー
ト
が
挙
げ
て
い
る
理
由
の

一
つ
､
つ
ま
り
､
作
曲
家
の
意
図
に
従
っ
た
方
が
芸
術
的
に
価
値
を
持
っ
た
演
奏
に
思
え
る
と
い
う
理
由
に
対
し
て
､
｢
私
が
最
も
共
感

一
〇
一



一
〇
ニ

を
持
っ
て
い
る
も
の
｣
･
(
甘
.
A
.
p
.
-
○
告
と
し
て
非
常
に
共
感
を
示
し
て
い
た
｡
し
か
し
､
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
二
別
述
の
様
に
､
芸
術
家

の
意
図
と
芸
術
性
の
関
係
に
関
し
て
の
論
述
が
､
キ
ー
ゲ
ィ
の
こ
の
著
作
に
は
少
な
い
｡
こ
の
主
題
に
関
し
て
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
そ
の
代
わ

り
に
､
倫
理
的
な
義
務
に
つ
い
て
詳
細
に
論
述
し
て
い
毎
彼
の
こ
の
様
な
態
度
､
つ
ま
り
､
芸
術
的
な
価
値
よ
り
も
倫
理
性
を
判
断
の

基
準
と
す
る
こ
と
､
は
､
オ
プ
テ
ィ
､
､
､
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
理
想
主
義
と
批
判
さ
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
｡
こ
こ
で
､
キ
ー
ゲ
ィ
の
見
解
を
判

断
す
る
前
に
､
他
の
音
楽
学
者
の
演
奏
に
関
す
る
見
解
や
､
今
ま
で
対
象
に
し
て
き
た
器
楽
曲
や
声
楽
以
外
の
上
演
芸
術
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
に
対
す
る
見
解
を
見
る
こ
と
に
す
る
｡

キ
ー
ゲ
ィ
が
扱
っ
て
い
る
演
奏
に
対
し
て
の
解
釈
は
､
彼
の
み
が
試
み
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
｡
ル
ー
ド
ヴ
ィ
ヒ
･
フ
ィ
ン
シ
ャ
ー
は
､

｢
歴
史
的
に
忠
実
な
演
奏
解
釈
｣
と
い
う
論
文
の
中
で
､
｢
ノ
ー
ト
ル
･
ダ
ー
ム
楽
派
の
オ
ル
ガ
ー
ヌ
ム
､
ト
ゥ
ル
ヴ
ェ
ー
ル
の
シ
ャ
ン
ソ

ン
､
…
中
略
…
は
､
我
々
に
と
っ
て
は
､
そ
の
作
品
の
実
休
や
作
品
構
造
と
い
う
意
味
で
は
は
と
ん
ど
〝
正
し
く
〟
は
現
実
化
さ
れ
得
ず
､

時
代
の
典
型
的
な
演
奏
の
仕
方
が
多
種
多
様
な
ス
ペ
ク
ト
ル
と
い
う
意
味
で
の
み
近
似
的
に
正
し
く
現
実
化
さ
れ
得
る
に
す
ぎ
な
い
｡
で

歴
史
的
に
忠
実
な
演
奏
の
実
現
の
困
難
さ
を
述
べ
る
｡
又
､
そ
の
一
方
で
､
演
奏
に
は
､
作
品
に
歴
史
的
に
忠
実
な
解
釈
が
必
要
で
あ
る

こ
と
も
､
彼
は
指
摘
し
て
い
る
｡
逆
に
､
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
･
ゲ
ン
ネ
ン
ヴ
ァ
イ
ン
は
､
論
文
｢
歴
史
的
に
忠
実
な
解
釈
か
現
代
的
解
釈

か
｣
の
中
で
､
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
の
A
四
季
∀
の
現
代
に
合
っ
た
演
奏
解
釈
が
ど
う
し
て
現
代
楽
器
を
使
っ

て
や
っ
て
の
け
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
か
､
よ
く
分
か
ら
な
い
｡
…
中
略
…
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
や
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
や
ヴ
ュ
ー
ベ
ル

ン
の
バ
ッ
ハ
編
曲
は
､
伝
承
さ
れ
た
も
の
を
現
代
化
す
る
表
現
に
と
っ
て
励
ま
し
や
刺
激
に
な
る
だ
ろ
う
｡
…
中
略
…
わ
れ
わ
れ
に
必
要

な
こ
と
は
主
観
性
へ
の
勇
気
で
あ
る
が
､
そ
の
主
観
性
は
､
…
中
略
…
昨
日
の
作
品
を
映
し
､
今
日
の
世
界
へ
放
射
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､

固
有
の
歴
史
時
代
の
意
識
か
ら
聾
術
作
品
の
相
対
的
な
客
観
性
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡
｣
つ
ま
り
､
ゲ
ン
ネ
ン
ヴ
ァ
イ
ン
は
､

作
品
を
現
代
的
に
再
解
釈
し
て
､
現
代
に
適
合
す
る
演
奏
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
条
件
付
き
な
が
ら

も
､
作
品
に
歴
史
的
に
忠
実
な
解
釈
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
フ
ィ
ン
シ
ャ
ー
と
は
逆
の
見
解
で
あ
る
｡



福
田
達
夫
氏
は
､
論
文
｢
演
奏
の
た
め
に
一
癖
奏
解
釈
に
お
け
る
今
日
の
問
題
｣
の
中
で
､
先
ず
､
楽
譜
に
忠
実
な
演
奏
と
い
う
概

念
が
ど
の
様
に
生
じ
た
か
､
そ
の
経
緯
-
十
九
世
紀
の
職
業
病
奏
家
が
､
構
成
的
､
形
式
的
な
も
の
を
犠
牲
に
し
て
､
極
め
て
個
性

的
､
表
現
主
義
的
な
演
奏
を
し
て
い
た
為
､
そ
の
反
動
と
し
て
､
二
十
世
紀
に
は
､
｢
作
品
に
忠
実
な
演
奏
｣
と
い
う
概
念
が
生
じ
た
と

い
う
指
摘
･
1
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
毎
こ
こ
で
､
｢
作
品
に
忠
実
な
演
奏
｣
を
す
る
と
い
う
言
葉
の
意
味
の
中
に
は
､
具
体
的
に
は
､

｢
歴
史
的
に
忠
実
な
演
奏
｣
を
す
る
と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
キ
ー
ゲ
ィ
も
指
摘
し
て
い
る
様
に
､
現
実
に
は
､
文
字

通
り
の
意
味
で
､
歴
史
的
に
忠
実
な
演
奏
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
福
田
氏
は
言
う
｡
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
｢
作
品
に
忠
実
な
演
奏
｣
を

試
み
よ
う
と
す
る
の
は
､
ど
ん
な
演
奏
で
あ
れ
､
同
じ
作
品
の
演
奏
に
は
､
同
一
性
が
存
在
す
る
と
､
人
々
が
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る

が
､
彼
は
､
音
楽
作
品
の
同
一
性
は
存
在
し
な
い
と
い
う
見
解
を
示
す
｡
音
楽
作
品
は
｢
歴
史
の
中
で
様
々
に
現
れ
､
ど
れ
一
つ
と
し
て

同
じ
で
は
な
い
｣
の
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
､
福
田
氏
は
､
キ
ー
ゲ
ィ
の
様
に
普
遍
的
な
作
品
を
想
定
し
な
い
｡
音
楽
作
品
の
演
奏
は
､

｢
演
奏
解
釈
者
む
社
会
の
一
員
と
し
て
暗
ゝ
裡
に
せ
よ
公
衆
の
趣
味
に
合
う
よ
う
解
釈
の
選
択
を
行
う
｣
結
果
､
な
さ
れ
る
も
の
な
の
で

あ
る
｡
従
っ
て
､
｢
〝
音
楽
作
口
卵
は
一
つ
の
具
体
的
な
実
在
の
対
象
で
は
な
く
､
現
実
化
の
〝
可
能
の
束
〟
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で

あ
る
｡
塙
)
そ
し
て
､
｢
演
奏
解
釈
の
動
態
的
な
歴
史
的
､
社
会
的
構
造
を
認
識
し
た
上
で
自
ら
の
態
度
を
決
定
し
､
確
信
を
も
っ
て
音
楽

の
新
し
い
領
野
を
切
り
拓
く
｣
よ
う
に
し
､
｢
演
奏
に
お
い
て
も
､
今
日
の
状
況
の
中
で
絶
え
ず
問
い
､
思
索
し
､
実
践
し
て
い
か
ね

ば
な
る
ま
い
｡
局
)
と
､
福
田
氏
は
結
ん
で
い
る
｡

以
上
の
様
に
､
福
田
氏
は
､
フ
ィ
ン
シ
ャ
ー
や
ゲ
ン
ネ
ン
ヴ
ァ
イ
ン
の
様
に
｢
作
品
に
忠
実
な
｣
演
奏
と
｢
創
造
的
な
｣
演
奏
の
ど
ち

ら
か
一
方
の
立
場
を
と
る
の
で
は
な
く
､
キ
ー
ゲ
ィ
同
様
に
､
折
衷
的
な
見
解
を
持
っ
て
い
る
｡
福
田
氏
が
､
キ
ー
ゲ
ィ
と
異
な
る
の
は
､

キ
ー
ゲ
ィ
が
､
普
遍
的
な
作
品
を
想
定
し
て
い
る
の
に
対
し
､
福
田
氏
は
､
学
問
的
､
分
析
的
､
論
理
的
､
そ
し
て
､
や
や
ス
タ
テ
ィ
ッ

ク
に
､
公
衆
の
反
応
を
見
て
演
奏
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
､
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
｡
そ
の
為
､
福
田
氏
は
歴
史
的
､
社
会
的
な
要
求

を
絶
え
ず
思
索
し
な
が
ら
､
演
奏
を
実
践
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
そ
れ
に
対
し
､
キ
ー
ゲ
ィ
は
､
演
奏
家
が
理
想
的
で
普
遍
的
な

｢音



一
〇
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演
奏
を
目
指
せ
ば
､
真
の
意
味
で
の
作
者
の
意
図
に
添
う
こ
と
が
で
き
る
と
､
や
や
オ
プ
テ
ィ
､
､
､
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
考
え
て
い
る
｡

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
音
楽
学
看
た
ち
の
演
奏
論
は
､
殆
ど
が
器
楽
音
楽
や
宗
教
音
楽
に
関
し
て
で
あ
り
､
オ
ペ
ラ
な
ど
の
様
に
演
劇
的

要
素
の
入
る
分
野
の
作
品
に
対
し
て
の
も
の
は
な
か
っ
た
｡
そ
こ
で
､
演
劇
的
要
素
が
含
ま
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
に
つ
い
て
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
論
を
､
次
に
､
佐
々
木
健
一
氏
の
『
演
出
の
時
代
』
の
論
述
の
中
で
見
る
こ
と
に
す
る
｡
佐
々
木
氏
の
『
演
出
の
時
代
』
は
､
こ

れ
ま
で
扱
っ
た
著
書
や
論
文
と
違
っ
て
､
音
楽
的
観
点
か
ら
オ
ペ
ラ
の
演
奏
を
論
述
し
た
も
の
で
は
な
く
､
演
出
を
必
要
と
す
る
舞
台
芸

術
の
一
つ
と
し
て
､
演
劇
と
と
も
に
オ
ペ
ラ
の
演
出
の
あ
り
方
に
言
及
し
て
い
る
著
作
で
あ
る
｡
演
出
と
い
う
観
点
か
ら
オ
ペ
ラ
や
演
劇

を
見
る
と
､
そ
れ
ら
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
論
は
､
今
ま
で
挙
げ
た
演
奏
論
と
あ
る
意
味
で
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
｡
そ
の
相
違
点
と
は
､

今
ま
で
見
た
音
楽
作
品
の
演
奏
論
の
様
に
､
歴
史
的
に
正
当
で
あ
る
か
否
か
を
､
オ
ペ
ラ
や
演
劇
は
余
り
問
題
に
し
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
佐
々
木
氏
は
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
『
コ
シ
･
フ
ァ
ン
･
ト
ゥ
ツ
テ
』
の
ガ
ー
デ
ィ
ナ
ー
の
演
出
に
関
し
て
､
｢
ガ
ー

デ
ィ
ナ
ー
の
解
釈
上
の
姿
勢
は
､
決
し
て
過
去
の
復
元
を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
｡
一
度
､
歴
史
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
っ
て
､
テ
ク

ス
ト
が
本
来
も
っ
て
い
た
表
現
価
値
を
確
か
め
た
う
え
で
､
そ
れ
と
等
価
な
も
の
を
現
代
の
表
現
法
と
し
て
探
そ
う
と
す
る
も
の
､
と
思

わ
れ
る
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
理
由
は
､
｢
取
り
上
げ
る
作
品
が
い
つ
ど
こ
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
れ
､
そ
の
上
演
は
い
ま

こ
こ
の
観
衆
の
愉
し
み
の
た
め
に
供
せ
ら
れ
る
｣
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
勿
論
､
オ
ペ
ラ
に
於
い
て
も
､
例
え
ば
､
伴
奏
の
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
に
古
楽
器
を
用
い
る
か
､
強
弱
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
等
､
歴
史
的
な
正
当
性
の
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
我
々
が

オ
ペ
ラ
を
見
て
お
も
し
ろ
い
と
思
う
時
､
我
々
は
､
主
人
公
の
悲
し
み
や
喜
び
に
感
情
移
入
し
て
､
オ
ペ
ラ
の
筋
に
没
頭
し
て
い
る
の
で

あ
り
､
用
い
ら
れ
て
い
る
楽
器
が
ど
の
様
な
楽
器
で
あ
る
か
ど
う
か
は
､
我
々
の
興
味
の
対
象
に
は
な
い
｡
そ
の
意
味
で
は
､
オ
ペ
ラ
は

演
劇
に
近
い
特
質
を
持
っ
て
い
る
｡
従
っ
て
､
佐
々
木
氏
が
演
劇
に
関
し
て
指
摘
し
て
い
る
次
の
様
な
特
質
は
､
オ
ペ
ラ
に
関
し
て
も
当

て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
㈱
鑑
賞
者
の
人
種
､
性
別
､
等
に
よ
っ
て
､
同
じ
芝
居
で
も
受
け
取
り
方
が
異
な
る
｡
㈲
同
じ
鑑

賞
者
で
も
､
状
況
､
年
齢
に
よ
っ
て
､
同
じ
芝
居
に
対
し
て
異
な
っ
た
感
じ
方
を
す
響
こ
れ
ら
の
現
象
に
つ
い
て
､
佐
々
木
氏
は
次
の



様
な
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い
る
｡
㈲
に
対
し
て
は
､
｢
一
方
が
誤
解
で
他
方
が
正
解
と
い
う
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
｡
ま
さ
し
く
地
平
の
違

い
､
視
点
の
違
い
で
あ
っ
て
､
本
質
的
に
は
変
更
の
き
か
な
い
条
件
で
あ
る
｡
｣
と
｡
又
､
㈲
に
対
し
て
は
､
｢
そ
の
こ
と
は
戯
曲
の
価
値

判
断
と
は
や
や
異
質
な
問
題
で
あ
る
｡
｣
と
｡
同
様
に
､
オ
ペ
ラ
に
関
し
て
も
､
時
代
や
人
種
と
と
も
に
､
又
､
年
齢
と
と
も
に
､
受
け

取
り
方
が
異
な
り
､
鑑
賞
者
の
精
神
状
態
に
一
番
適
切
な
上
演
が
､
一
番
共
感
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
･
署
佐
々
木
氏

は
､
こ
の
共
感
の
重
要
性
を
指
摘
し
､
劇
場
に
於
い
て
は
､
芸
術
家
達
だ
け
で
な
く
観
客
と
も
共
同
体
を
な
し
う
る
と
言
う
｡
そ
し
て
､

｢
最
後
の
拍
手
は
､
こ
の
つ
か
の
間
の
共
同
体
の
､
い
わ
ば
､
作
品
と
し
て
の
結
晶
で
あ
る
｡
拍
手
す
る
喜
び
こ
そ
､
わ
れ
わ
れ
の
演
劇

的
カ
タ
ル
シ
ス
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
体
験
で
あ
る
｡
彗
と
結
論
し
て
い
る
｡

こ
の
様
な
共
体
験
を
生
じ
る
演
奏
を
す
る
こ
と
は
､
福
田
氏
が
述
べ
て
い
る
様
に
､
確
か
に
｢
歴
史
的
｣
社
会
的
構
造
を
認
識
し
た
上

で
自
ら
の
態
度
を
決
定
す
る
｣
こ
と
に
よ
っ
て
､
達
成
さ
れ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
福
田
氏
の
主
張
も
佐
々
木
氏
の
主
張
も
､

本
質
的
に
は
同
じ
で
あ
る
｡
し
か
し
､
福
田
氏
の
演
奏
論
は
や
や
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
印
象
を
与
え
る
の
に
対
し
､
佐
々
木
氏
の
演
出
論
は

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
印
象
を
与
え
る
｡
そ
の
理
由
は
､
一
つ
に
は
､
ス
ト
ー
リ
ー
を
持
っ
た
上
演
芸
術
の
方
が
､
ス
ト
ー
リ
ー
の
な
い
音
楽
､

つ
ま
り
､
絶
対
音
楽
の
演
奏
よ
り
も
､
同
じ
体
験
を
し
て
き
た
人
々
に
と
っ
て
は
､
共
体
験
と
な
り
易
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
｡

又
､
絶
対
音
楽
に
於
い
て
､
演
奏
者
と
聴
衆
の
共
体
験
を
確
実
に
保
証
す
る
も
の
は
､
追
求
さ
れ
に
く
い
と
い
う
こ
と
む
あ
る
だ
ろ
う
｡

絶
対
音
楽
に
於
い
て
､
共
体
験
を
追
求
す
る
に
は
､
確
か
に
福
田
氏
の
言
う
様
に
､
｢
歴
史
的
､
社
会
的
構
造
を
認
識
｣
す
る
こ
と
は
､

役
に
立
つ
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
理
論
的
に
は
そ
う
で
あ
っ
て
も
､
体
験
的
に
は
､
｢
歴
史
的
､
社
会
的
構
造
を
認
識
｣
す
る
こ
と
は
､

十
分
に
共
体
験
さ
せ
得
る
演
奏
を
す
る
こ
と
を
､
保
証
で
き
な
い
様
に
偲
え
る
｡

こ
の
様
な
場
合
に
､
キ
ー
ゲ
ィ
の
演
奏
論
は
､
か
な
り
有
効
で
あ
ろ
う
｡
キ
ー
ゲ
ィ
は
前
章
で
見
た
様
に
､
作
曲
す
る
こ
と
を
創
造
で

は
な
く
発
見
で
あ
る
と
い
恕
彼
は
､
作
曲
家
も
演
奏
家
も
理
想
を
追
求
し
､
演
奏
家
は
作
曲
家
の
意
図
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い

る
｡
そ
の
際
､
演
奏
家
が
作
曲
家
の
意
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
根
拠
は
､
倫
理
性
で
あ
る
｡
確
か
に
､
普
遍
的
な
る
も
の

一
〇
五



を
追
求
す
る
と
い
う
こ
と
は
､
フ
ァ
ジ
ー
で
フ
レ
ク
シ
プ
ル
で
曖
昧
な
感
じ
も
す
る
が
､
自
ら
が
倫
理
性
を
持
っ
て
誠
実
に
感
性
に
従
っ

て
追
求
す
る
と
い
う
こ
と
は
､
演
奏
家
に
と
っ
て
は
具
体
的
指
針
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
し
易
い
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
様
に
､
演
奏
家
が
自
分

の
感
性
を
信
じ
て
､
普
遍
的
な
も
の
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
は
､
オ
プ
テ
ィ
､
､
､
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
感
じ
も
す
る
が
､
そ
の
信
念
こ
そ
が
､
作

曲
家
の
意
図
に
添
い
､
聴
衆
に
感
動
を
与
え
る
演
奏
の
理
想
像
を
､
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
そ
れ
に
よ
っ
て
､

作
曲
家
､
演
奏
家
､
聴
衆
の
三
者
の
一
体
化
が
､
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
｡
ア
ウ
ダ
ス
ト
･
ヴ
ュ
ン
ツ
イ
ン
ガ
ー
は
､
論
文
｢
バ
ロ
ッ
ク
音

楽
に
お
け
る
表
現
と
そ
の
演
奏
解
釈
｣
の
中
で
､
レ
オ
ボ
ル
ト
･
子
ツ
ァ
ル
ト
が
右
五
六
年
に
弟
子
達
に
与
え
た
忠
告
を
､
次
の
様

に
引
用
し
て
い
る
｡
｢
演
奏
す
る
際
に
､
作
曲
家
が
作
り
出
そ
う
と
し
た
情
念
(
ア
フ
ェ
ク
ト
)
を
見
つ
け
て
正
し
く
演
奏
す
る
あ
ら
ゆ

る
努
力
を
自
分
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
…
要
す
る
に
､
自
分
自
身
が
そ
れ
に
よ
っ
て
心
動
か
さ
れ
る
よ
う
に
す
べ
て
を
演
奏
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
｡
フ
ォ
ボ
ル
ト
も
言
っ
て
い
る
様
に
､
佐
々
木
民
主
っ
て
い
る
様
に
､
こ
の
扁
化
こ
そ
､
要
や
雷
の
目
指
す

も
の
で
あ
り
､
そ
の
-
体
化
の
実
現
の
為
に
は
､
キ
ー
ゲ
ィ
が
言
う
様
に
､
普
遍
的
な
る
も
の
の
追
求
-
-
そ
し
て
そ
れ
は
作
者
の
意

図
の
追
求
で
も
あ
る
の
だ
が
ー
が
演
奏
家
の
指
針
と
な
り
得
る
と
私
は
思
う
｡
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こ
の
様
に
考
え
､
極
論
す
れ
ば
､
い
か
な
る
演
奏
も
別
々
の
作
品
と
な
り
う
る
｡

J
･
M
a
r
g
O
-
i
s
‥
A
.
P
.
p
.
N
N

キ
ー
ゲ
ィ
は
､
そ
の
他
の
例
と
し
て
､
ゲ
ー
デ
ル
が
ゲ
ー
デ
ル
定
理
を
発
見
す
る
為
に
は
､
ゲ
ー
デ
ル
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
を
発
明
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
こ
と
､
等
を
挙
げ
て
い
る
｡

デ
､
､
､
ウ
ル
ゴ
ス
は
プ
ラ
t
ン
の
言
う
所
の
世
界
の
創
造
主
で
あ
る
が
､
無
か
ら
創
造
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

理
科
系
の
分
野
で
は
発
明
と
発
見
は
明
確
に
異
な
る
定
義
で
あ
る
｡
発
見
さ
れ
た
も
の
は
特
許
と
し
て
登
録
で
き
な
い
が
､
発
明
さ
れ
た
も
の
は
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特
許
と
し
て
登
録
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
｡
し
か
し
､
･
近
年
そ
の
区
別
が
曖
昧
に
な
り
､
例
え
ば
､
新
し
い
ア
､
､
､
ノ
酸
を
発
見
し
た
時
に
は
､

特
許
と
し
て
登
録
で
き
る
様
に
な
っ
た
｡

言
う
迄
も
な
く
､
芸
術
作
品
で
な
い
も
の
は
単
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
､
発
見
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
､
従
っ
て
､
普
遍
的
な
も
の
で
も

な
い
｡
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例
え
ば
､
ワ
ル
タ
ー
と
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
が
分
担
し
て
指
揮
を
し
た
交
響
曲
は
良
い
演
奏
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
､
演
奏
で
あ
る
こ
と
に
は

変
わ
り
は
な
い
｡

W
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r
s
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f
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ダ
ー
ミ
ッ
ツ
と
は
レ
ゲ
イ
ン
ソ
ン
の
例
㈲
に
合
う
様
に
想
定
さ
れ
た
人
物
｡
一
九
二
九
年
､
ア
シ
タ
ハ
ラ
生
ま
れ
の
無
名
の
ア
メ
リ
カ
人
作
曲
家
｡

っ
ま
り
､
架
空
の
ダ
ー
ミ
ッ
ツ
が
シ
ュ
タ
ー
､
､
､
ツ
ツ
と
同
じ
メ
ロ
デ
ィ
を
偶
然
､
二
十
世
紀
に
作
曲
し
た
と
想
定
し
て
い
る
｡

i
b
i
d
.
p
.
の

i
b
i
d
.
p
.
-
∽

i
b
i
d
.
p
.
-
→

i
b
i
d
.
p
.
-
0
0
～
p
.
-
¢

M
･
C
･
厨
e
a
r
d
s
-
e
y
∴
A
e
s
t
h
e
t
i
O
S
‥
P
r
O
b
-
e
m
s

in

P
h
i
-
O
S
O
p
b
y

O
f
C
r
i
t
i
c
i
s
m
;
(
-
誤
0
0
)

p
.
N
-

R
.
R
.
D
i
p
e
r
t
∴
-
T
h
e

C
O
m
p
O
S
e
r
-
s

I
n
t
e
n
t
i
O
n
‥
A
n

E
H
a
m
i
n
a
t
i
O
n

Of

T
h
e
i
r

R
e
-
e
く
a
n
O
e
訂
r

P
e
r
f
O
r
m
a
n
O
e
一
一
竜
g
乳
c
已

の
に
弓
訂
｢
首
笥
(
-
器
○
)
p
.
N
宗
～
p
.
N
O
→

(20)

i
b
i
d
.
p
.
N
-
N

(21)

周
知
の
様
に
､
歴
史
的
研
究
に
よ
る
と
､
ヘ
ン
デ
ル
の
原
曲
は
少
人
数
編
成
で
演
奏
さ
れ
る
様
に
作
曲
さ
れ
て
お
り
､
仰
々
し
い
表
現
手
段
な
ど

用
い
ら
れ
て
い
な
い
｡
又
､
独
唱
部
で
の
カ
デ
ン
ツ
唱
法
や
ア
リ
ア
の
装
飾
法
､
通
奏
低
音
の
用
法
な
ど
､
当
時
の
演
奏
形
態
は
､
楽
譜
に
は
記

さ
れ
て
い
な
い
｡
従
っ
て
､
現
代
､
ヘ
ン
デ
ル
が
文
字
通
り
の
意
味
で
意
図
し
た
で
あ
ろ
う
様
に
演
奏
す
る
こ
と
は
､
か
な
り
困
難
で
あ
る
｡

(22)

し
か
し
､
㈹
に
対
し
て
の
キ
ー
ゲ
ィ
の
論
述
は
､
そ
れ
程
多
く
な
く
､
寧
ろ
､
㈲
に
関
し
て
､
デ
ィ
パ
ー
ト
の
考
え
に
添
っ
て
例
を
出
し
て
詳
し

く
説
明
し
て
い
る
｡
又
､
こ
の
節
の
題
も
ー
亡
く
e
p
2
r
ど
1
m
a
n
C
e
a
n
d
d
e
a
d
O
O
m
P
O
S
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s
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a
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p
r
e
t
a
t
i
O
n
;
｢
生
き
て
い
る
演
奏
と
死
ん
で
い
る
作
曲
家
1
音
楽
解
釈
の
倫
理
に
関
し
て
｣
と
な
っ
て
い
る
｡

(23)

i
b
i
d
.
p
.
N
-
∽

(24)

又
､
ヘ
ン
デ
ル
が
カ
ス
ト
ラ
ー
ト
に
よ
る
独
唱
を
意
図
し
て
い
た
と
し
て
も
､
道
徳
的
な
理
由
か
ら
､
現
代
で
は
無
視
で
き
る
し
､
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ュ

岩七



一
〇
ハ

ン
が
示
し
た
変
な
テ
ン
ポ
は
美
的
理
由
と
同
時
に
､
我
々
か
ら
楽
し
み
を
奪
う
と
い
う
道
徳
的
理
由
か
ら
も
無
視
で
き
る
と
キ
ー
ゲ
ィ
は
言
う
｡
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.
A
.
p
.
〓
N
～
p
.
〓
巴

(25)

キ
ー
ゲ
ィ
は
作
曲
家
が
生
き
て
い
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
の
も
と
に
､
作
品
を
編
曲
し
た
り
､
作
品
に
加
筆
し
た
り
す
る
こ
と
に
関
し

て
も
､
否
定
的
で
あ
る
｡
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R
.
T
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r
u
s
k
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-
D
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L
.
･
宅
i
-
k
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n
s
O
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-
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T
e
m
p
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ユ
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-
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O
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n
e
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∴
T
h
e
-
i
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i
t
s
O
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a
u
t
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t
i
O
i
t
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O
u
S
S
i
n
;
内
打
r
宣

旨
ぎ
乳
c
(
-
¢
澄
)
p
.
-
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(27)

N
.
S
【
O
n
i
m
s
k
y
∴
.
L
e
已
c
O
n

O
f
M
u
s
i
O
a
〓
n
孟
C
t
i
く
e
;

(28)

良
く
知
ら
れ
て
い
る
様
に
､
バ
ッ
ハ
と
テ
レ
マ
ン
で
は
テ
レ
マ
ン
の
音
楽
が
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
と
サ
リ
エ
リ
で
は
サ
リ
エ
リ
の
音
楽
の
方
が
､
当

時
好
ま
れ
て
い
た
｡

(29)

勿
論
､
古
代
の
音
楽
の
復
元
は
か
な
り
困
難
な
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
し
､
歴
史
研
究
の
進
歩
に
よ
り
､
例
え
ば
､
バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
演
奏
会
を
､

音
楽
的
な
音
だ
け
で
な
く
､
非
音
楽
的
な
青
も
含
め
て
か
な
り
復
元
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
例
え
ば
､
当
時
の
演
奏
家
の
好
み
に
よ
っ
て
様
々

だ
っ
た
ゲ
イ
プ
ラ
ー
ト
､
二
重
付
点
､
ノ
ー
ト
･
イ
ネ
ガ
ル
､
フ
レ
ー
ズ
の
初
め
の
ス
フ
ォ
ル
ツ
ァ
ン
ド
､
最
後
の
和
音
の
前
の
ポ
ー
ズ
等
が
ど

の
様
に
な
さ
れ
て
い
た
か
｡
或
い
は
､
例
え
ば
､
演
奏
中
に
､
バ
ッ
ク
ル
シ
ュ
ー
ズ
で
歩
き
回
る
聴
衆
の
キ
ー
キ
ー
い
う
足
音
､
演
奏
者
が
か
つ

ら
の
下
を
爪
で
掻
く
音
等
､
雑
音
と
し
て
ど
ん
な
音
が
鳴
っ
て
い
た
か
｡

(30)

キ
ー
ゲ
ィ
は
､
両
者
を
､
動
物
学
的
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
詳
細
に
描
か
れ
た
象
の
絵
(
歴
史
的
正
当
性
)
と
､
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
ス
ケ
ッ

チ
に
於
け
る
僅
か
三
､
四
本
の
線
で
表
さ
れ
た
大
胆
な
象
の
絵
(
ゼ
ル
キ
ン
の
演
奏
)
と
､
対
比
さ
せ
て
い
る
｡
こ
の
場
合
､
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の

鉛
筆
画
の
象
は
写
実
的
な
特
徴
の
不
足
に
も
拘
ら
ず
､
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
細
密
画
よ
り
も
､
も
っ
と
象
の
正
当
的
な
理
想
を
与
え
て
く

れ
る
と
キ
ー
ゲ
ィ
は
述
べ
て
い
る
｡
(
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A
.
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.
-
∽
-
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F
.
A
.
に
於
け
る
作
品
と
演
奏
に
関
し
て
の
章
■
■
W
O
r
k

a
n
d

P
e
r
f
O
r
m
a
n
C
e
3

の
中
で
､
三
節
が
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
を
擁
護
す
る
為
の
節
で

あ
る
｡
三
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s
i
O
∵
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s
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王
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r
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〇
h
e
s
t
r
a
t
i
n
g

P
-
a
t
O
n
i
s
m
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(32)

註
(
2
3
)
.
参
照
｡

(33)

W
.
W
i
O
r
a
霜
三
A
【
t
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M
u
s
i
k

in

u
n
s
e
r
e
r

Z
e
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(
略
､
A
.
M
し
邦
訳
『
演
奏
と
は
何
か
』
(
福
田
達
夫
訳
)

に
は
､
様
々
な

音
楽
学
者
の
演
奏
論
が
載
っ
て
い
る
｡
こ
の
フ
ィ
ン
シ
ャ
ー
の
論
文
も
そ
の
内
の
一
房
で
あ
る
｡
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G
e
t
r
e
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t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
O
n
…
p
.
N
0
0

邦
訳
は
福
田
氏
の
訳
を
用
い
た
｡
(
ペ
ー
ジ
数
は
邦
訳
の
も
の
)

A
.
M
.
p
.
器
～
p
.
篭

『
演
奏
と
は
何
か
』
(
福
田
達
夫
訳
)
の
巻
末
に
福
田
氏
自
身
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
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『
演
出
の
時
代
』

p.-宗

オ
ペ
ラ
の
場
合
､
聴
き
に
行
く
と
い
う
よ
り
も
､
見
に
行
く
と
い
う
方
が
述
語
と
し
て
適
し
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
｡
即
ち
､
オ
ペ
ラ
は
､
ジ
ャ

ン
ル
と
し
て
は
音
楽
の
中
に
入
れ
ら
れ
る
が
､
享
受
す
る
者
の
体
験
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
れ
ば
､
演
劇
的
要
素
が
強
い
｡

(
胡
)

i
b
i
d
.
p
.
N
N
→
～
p
.
N
N
¢

(彗

鑑
賞
者
の
立
場
の
違
い
に
よ
っ
て
感
じ
方
に
差
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
､
体
験
的
に
非
常
に
共
感
で
き
る
｡
例
え
ば
､
夫
の
愛
や
こ

ど
も
を
失
っ
た
悲
し
み
を
扱
っ
た
作
品
は
､
夫
や
子
供
を
持
っ
た
女
性
と
持
た
な
い
女
性
で
は
明
ら
か
に
感
じ
方
が
異
な
る
｡

(46)

i
b
i
d
.
p
.
N
∽
∽

(47)

ツ
ッ
カ
ー
カ
ン
ド
ル
も
､
作
曲
家
は
創
造
者
で
は
な
い
と
い
う
立
場
を
と
る
｡
彼
は
作
曲
家
を
､
人
の
為
に
火
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
強
い
プ
ロ

メ
テ
ウ
ス
で
は
な
く
､
い
つ
､
ど
の
様
な
作
品
が
生
ま
れ
る
か
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
､
作
品
が
生
ま
れ
る
の
を
た
だ
見
守
る
こ
と
し
か
で
き
な
い

産
婆
に
例
え
る
｡
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演
奏
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何
か
』
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