
音
楽
美
学
の
用
語
と
し
て
の
性
格
(
c
a
r
a
c
t
㌢
e
)
概
念
の
確
立
を
め
ぐ
っ
て

1十八世紀フランスの音楽思想を中心に

-

小

穴

晶

子

は
じ
め
に

十
八
世
紀
後
半
に
お
け
る
音
楽
思
想
史
の
転
換
を
巨
視
的
に
見
れ
ば
､
当
時
隆
盛
で
あ
っ
た
模
倣
論
に
基
づ
く
音
楽
論
か
ら
の
脱

却
と
い
う
方
向
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
音
楽
を
も
｢
自
然
の
模
倣
｣
と
い
う
基
本
原
理
に
基
づ
い
て
説
明
す
る
こ
と
は
､
も

ち
ろ
ん
古
代
の
ギ
リ
シ
ャ
に
遠
い
源
を
持
つ
が
､
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
音
楽
思
想
で
特
に
盛
ん
に
な
る
｡
こ
の
よ
う
な
方
向
に
大

き
な
転
換
が
見
ら
れ
る
の
は
よ
う
や
く
十
八
世
紀
の
後
期
に
な
っ
て
か
ら
で
､
最
も
典
型
的
な
例
は
シ
ャ
バ
ノ
ン
(
M
.
P
.
G
.
d
e

C
h
a
b
a
n
O
n
)
の
『
音
楽
論
』

(
一
七
七
九
)

で
あ
る
｡
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
に
お
い
て
彼
は
後
の
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
(
E
.
H
a
コ
S
〓
c
k
)

に
見
ら
れ
る
自
律
的
音
楽
美
学
の
先
駆
者
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
｡
確
か
に
､
シ
ャ
バ
ノ
ン
と
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
に
は
類
似
点
が
あ

り
､
こ
の
よ
う
な
評
価
は
正
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
た
だ
し
､
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
強
調
さ
れ
な
か
っ
た
点
と
し
て
､
シ
ャ
バ
ノ

ン
の
音
楽
論
で
は
模
倣
論
か
ら
自
律
的
音
楽
美
学
へ
の
移
行
の
橋
.
渡
し
と
し
て
､
音
楽
の
性
格
(
c
a
r
a
c
t
ざ
e
)
と
ヤ
っ
概
念
が
重

要
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
な
こ
の
こ
と
が
強
調
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
は
､
こ
の
言
葉
が
美
学
思
想
以
外
に
お
い

て
も
き
わ
め
て
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
た
め
に
､
テ
ク
ニ
カ
ル
･
タ
ー
ム
と
し
て
の
確
固
た
る
地
位
を
獲
得
し
に
く
か
っ
た
こ
と
に

あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
一
般
に
､
｢
性
格
｣
の
語
義
の
核
と
な
っ
て
い
る
の
は
､
｢
あ
る
も
の
を
､
同
種
の
他
の
も
の
か
ら
区
別
す
る



特
艶
と
い
う
意
味
で
あ
る
｡
し
か
し
､
十
八
世
紀
の
後
期
に
な
る
と
､
｢
性
格
｣
は
､
単
に
一
般
的
な
意
味
で
で
は
な
く
､
音
楽

美
学
の
用
語
と
し
て
特
別
皇
居
味
を
持
っ
た
重
要
な
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
そ
こ
で
､
本
論
で
は
､
｢
性
格
｣
の
､

音
禁
美
学
用
語
と
し
て
の
確
立
の
過
程
を
考
察
し
た
い
｡

そ
の
た
め
の
方
法
と
し
て
､
ま
ず
､
シ
ャ
バ
ノ
ン
を
含
む
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
主
要
な
音
楽
論
に
お
い
て
｢
性
格
｣
が
ど
の
よ
う

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
｡
次
に
､
十
八
世
紀
お
よ
び
十
九
世
紀
初
頭
の
音
楽
辞
典
類
の
項
目
の
比
較
検
討
を
行
な
い

音
楽
思
想
の
領
域
に
お
け
る
｢
性
格
｣
の
用
語
化
の
一
般
的
傾
向
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
｡

｢

主
要
な
音
楽
論
に
見
ら
れ
る
性
格
概
念

シャバノン以前のフ.ランスの童論としては､デュボス(J..B.D亡bOS)の『詩画論』(-ご¢℃バトゥ.(ChトBatteu已の『芸術論』(-む止ルソー(J.⊥.ROuSSeau)の『フランス音楽に関する書簡』(
-
謡
∽
コ
を
取
り
上
げ
る
｡
こ
れ
ら
の
著
作
に
お
い
て
は
､
ま
だ
性
格
概
念
が
主
警
し
て
曽
ら
れ
て
は
い
な
い
が
､
器
楽
曲

の
表
現
の
可
能
性
の
問
題
と
関
連
し
て
c
a
r
a
c
t
ざ
e
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
例
を
見
出
す
こ
と
か
で
き
る
｡

デ
ュ
ボ
ス
の
『
詩
画
論
』
の
第
垂
第
四
十
五
章
は
｢
い
わ
ゆ
る
真
に
つ
い
て
｣
と
彗
転
音
楽
に
つ
い
て
の
か
苛
ま

と
ま
っ
た
記
述
が
あ
る
｡
こ
こ
で
の
彼
の
主
張
は
､
音
楽
も
詩
や
絵
画
と
同
様
に
模
倣
(
i
m
i
t
a
t
i
O
n
)
芸
術
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
｡
こ
の
結
論
を
導
く
た
め
に
､
音
楽
に
よ
る
模
倣
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
デ
ュ
ボ
ス
の
記
述
を
整
理
し
て
み
る
と
､
模
倣

を
三
つ
の
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡
第
一
の
模
倣
は
歌
曲
に
関
わ
り
､
第
二
､
第
三
は
器
楽
曲
に
関
わ
る
｡
歌
曲
の
模
倣
は

声
の
調
子
､
ア
ク
セ
ン
ト
､
抑
揚
の
模
倣
に
根
拠
を
も
っ
て
い
る
｡
彼
は
こ
れ
ら
を
自
然
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
情
念
の
記
号
と
呼

び
､
歌
曲
の
真
実
性
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
｡
第
二
の
模
倣
は
器
楽
曲
に
よ
る
自
然
の
模
倣
で
あ
る
｡
具
体
例
と
し
て
デ
ュ
ポ

ー
一
五



一
一
六

ス
は
マ
ラ
ン
･
マ
レ
の
歌
劇
『
ア
ル
シ
オ
ー
ヌ
』
の
中
の
嵐
の
模
倣
を
挙
げ
て
い
る
｡
嵐
の
際
の
風
の
音
､
彼
の
音
､
富
の
音
な
ど

の
自
然
の
音
を
器
楽
が
模
倣
す
る
例
で
あ
る
｡
第
三
の
模
倣
は
何
も
音
を
伴
わ
な
い
状
況
を
器
楽
が
模
倣
す
る
場
合
で
あ
る
｡
こ
の

第
三
の
模
倣
を
説
明
す
る
た
め
に
､
彼
が
｢
性
格
｣
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡
｢
主
題
に
適
合
し
た
､
的

確
に
性
格
づ
け
ら
れ
た
器
楽
曲
は
､
そ
れ
ゆ
え
､
我
々
に
歌
劇
の
筋
に
関
心
を
抱
か
せ
る
の
に
大
い
に
貢
献
し
､
そ
こ
に
お
い
て
一

っ
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡
ア
テ
ィ
ス
を
眠
ら
せ
､
次
に
眠
っ
て
い
る
間
の
様
々
な
事
物
を
示
す
虚
構
は
､
眠
り
に

先
立
つ
様
々
な
性
格
の
器
楽
曲
､
お
よ
び
､
眠
り
の
間
に
適
切
に
相
次
い
で
現
れ
る
曲
が
我
々
に
与
え
る
印
象
に
よ
っ
て
､
よ
り
真
実

ら
し
く
感
動
的
に
な
短
｣
こ
こ
で
は
､
主
題
に
適
合
し
た
性
格
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
､
器
楽
曲
も
模
倣
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い

る
｡
デ
ュ
ボ
ス
の
考
察
は
オ
ペ
ラ
の
な
か
で
用
い
ら
れ
て
い
る
器
楽
曲
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
､
言
葉
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
純
粋
器

楽
曲
の
模
倣
の
可
能
性
を
具
体
的
に
追
求
す
る
過
程
で
c
a
r
a
c
t
㌣
e
の
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
｡

こ
こ
で
三
つ
の
種
類
に
整
理
し
て
考
え
た
模
倣
の
う
ち
第
一
と
第
二
の
模
倣
に
対
し
て
は
｢
模
倣
の
真
実
(
く
e
r
i
t
か
d
J
ヨ
T

t
a
t
i
O
コ
)

｣
が
あ
り
､
第
三
の
模
倣
に
対
し
て
は
｢
適
合
の
真
実
(
く
e
r
i
t
m

de

c
O
n
く
e
コ
a
n
C
e
)
｣
が
あ
る
と
い
う
言
い
方

を
し
て
､
デ
ュ
ボ
ス
は
両
者
の
違
い
を
意
識
し
て
い
る
｡
｢
器
楽
曲
の
模
倣
の
真
実
は
､
こ
の
器
楽
曲
と
こ
れ
が
模
倣
し
よ
う
と
す

る
物
音
と
の
類
似
に
存
す
短
｣
｢
音
楽
家
は
し
ば
し
ば
我
々
が
決
し
て
聴
い
た
こ
と
の
な
い
､
お
そ
ら
く
は
自
然
の
蓋
に
も
決

し
て
な
か
っ
た
音
を
表
現
す
る
た
め
に
器
楽
曲
を
作
曲
す
る
｡
た
と
え
ば
､
そ
れ
は
プ
ル
ゥ
ト
ン
が
地
獄
か
ら
出
る
時
の
大
地
の
轟

き
で
あ
る
､
(
中
略
)
こ
れ
ら
の
器
楽
曲
､
に
と
っ
て
も
適
合
の
妻
が
あ
短
｣
こ
こ
で
区
別
㌃
た
二
つ
の
真
実
の
う
ち
､
よ
り
確

実
な
の
は
｢
模
倣
の
真
実
｣
で
あ
る
｡
｢
模
倣
の
真
実
｣
の
場
合
に
は
模
倣
す
る
も
の
と
模
倣
さ
れ
る
も
の
と
の
正
確
な
対
応
が
語

れ
る
の
に
対
し
て
､
｢
適
合
の
真
実
｣

の
場
合
に
は
｢
い
か
に
も
そ
れ
ら
し
い
｣
と
し
か
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
デ
ュ
ボ
ス
の
論

述
法
は
､
よ
り
明
確
に
模
倣
の
真
実
性
の
確
認
で
き
る
も
の
か
ら
始
め
て
､
そ
れ
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､

そ
こ
か
ら
は
ず
れ
る
も
の
を
も
模
倣
の
な
か
に
含
め
て
い
く
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
｡
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
､
器
楽
曲
の
モ
デ
ル



は
常
に
声
楽
曲
で
あ
り
､
そ
れ
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
指
摘
の
際
の
媒
介
と
し
て
器
楽
曲
の
性
格
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う

な
考
え
は
『
詩
画
論
』
の
第
三
巻
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
言
い
方
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
｡
｢
我
々
が
既
に
こ
の
著
作
の
第
一
巻
に

お
い
て
考
察
し
た
と
お
り
､
歌
詞
に
対
し
て
作
曲
さ
れ
た
音
楽
の
歌
の
よ
う
に
､
器
楽
曲
も
独
自
の
性
格
を
も
つ
こ
と
が
で
き
､
そ

の
お
か
げ
で
そ
れ
ら
の
器
楽
曲
は
あ
る
時
は
陽
気
さ
を
､
あ
る
時
は
悲
し
さ
を
､
あ
る
時
は
敬
度
な
感
情
を
我
々
に
吹
き
込
む
こ
と

(
川
)

に
よ
っ
て
､
我
々
に
様
々
な
感
動
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
｣

デ
ュ
ボ
ス
に
お
い
て
見
ら
れ
ふ
こ
の
よ
う
な
考
え
は
､
バ
ト
ゥ
ー
､
ル
ソ
ー
に
お
い
て
も
基
本
的
な
考
え
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い

る｡

(
‖
)

バ
ト
ゥ
ー
の
『
芸
術
論
』
の
第
三
章
第
三
節
で
音
楽
と
ダ
ン
ス
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡
彼
の
主
張
は
あ
ら
ゆ
る
芸
術
は
美
し

い
自
然
の
模
倣
と
い
う
l
つ
の
原
理
に
還
元
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
､
論
述
の
骨
組
み
は
デ
ュ
ボ
ス
と
全
く
同
じ
で
あ
る
｡
す

な
わ
ち
､
よ
り
明
確
に
模
倣
の
芸
術
と
考
え
ら
れ
る
も
の

(
こ
こ
で
は
詩
)
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
音
楽

(温

と
ダ
ン
ス
も
模
倣
の
芸
術
と
し
て
説
明
さ
れ
る
｡
ま
た
､
音
楽
を
自
然
的
記
号
､
言
語
を
人
為
的
記
号
と
考
え
る
こ
と
や
､
感
情
が

(過

す
べ
て
音
と
し
て
表
れ
る
と
い
っ
た
主
要
テ
ー
ゼ
も
同
一
で
あ
る
｡
バ
ト
ゥ
Ⅰ
に
お
け
る
性
格
と
い
う
言
葉
の
使
用
を
検
討
し
て
み

る
と
､
歌
詞
の
単
語
の
部
分
表
現
で
は
な
く
歌
詞
全
体
の
主
題
の
表
現
を
音
楽
が
お
こ
な
う
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
る
際
に
､
歌
詞
の

性
格
と
の
適
合
が
語
ら
れ
て
い
る
｡
｢
し
ば
し
ば
､
我
国
の
音
楽
家
は
音
楽
の
曲
全
体
に
浸
透
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
の
全

休
的
な
調
子
､
こ
の
中
心
と
な
る
表
現
を
主
要
な
主
題
に
は
と
ん
ど
無
関
係
で
付
随
的
な
観
念
の
た
め
に
犠
牲
に
し
て
い
る
｡
彼
ら

は
小
川
､
西
風
､
な
ど
､
音
楽
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
浮
か
ば
せ
る
単
語
を
描
く
た
め
に
立
ち
止
ま
る
｡
こ
れ
ら
の
個
々
の
表
現
は

主
題
に
従
属
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
と
え
､
そ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
な
性
格
を
保
つ
と
し
て
も
､
表
現
す
る
感
情
の

全
体
的
性
格
に
､
い
わ
ば
､
基
礎
を
置
い
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
庖
｣
こ
の
主
張
も
､
キ
リ
ス
ト
の
受
難
と
い
う
主
題
を
な
い
が

し
ろ
に
し
て
｢
急
流
｣
と
い
う
単
語
の
表
現
ば
か
り
を
音
楽
で
お
こ
な
う
悪
い
例
を
示
し
な
が
ら
｢
音
楽
家
が
文
の
一
部
に
過
ぎ
な

一
一
七



一
一
八

(温

い
単
語
の
表
現
に
何
か
を
与
え
る
と
し
た
ら
､
曲
に
す
る
文
全
体
の
意
味
を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
す
べ
き
だ
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
デ

ュ
ボ
ス
の
主
張
と
は
と
ん
ど
変
わ
り
が
な
い
｡

ま
た
､
ル
ソ
ー
は
､
『
フ
ラ
ン
ス
音
楽
に
関
す
る
書
簡
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
フ
ラ
ン
ス
音
楽
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
､

遅
け
れ
ば
不
可
避
的
に
悲
し
く
､
速
け
れ
ば
､
激
し
い
か
､
ま
た
は
､
陽
気
か
で
あ
り
､
中
ぐ
ら
い
の
速
さ
で
は
､
荘
重
で
あ
る
｡

そ
こ
で
は
1
旋
律
は
は
と
ん
ど
何
も
し
て
は
い
な
い
｡
拍
子
だ
け
か
､
よ
り
正
確
に
言
え
ば
､
速
さ
の
程
度
だ
け
が
性
格
を
決
定
す

る
｡
し
か
し
､
イ
タ
リ
ア
音
楽
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
､
ど
ん
な
速
さ
で
も
､
あ
ら
ゆ
る
性
格
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
､
あ
ら
ゆ

る
対
象
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
Ⅰ
は
､
作
曲
家
の
思
う
ま
ま
に
､
速
く
て
も
悲
し
く
な
る
こ
と
が
で
き
､
遅
く
て

も
陽
気
で
あ
り
う
る
｡
つ
ま
り
､
既
に
述
べ
た
よ
う
に
､
同
じ
速
さ
で
､
作
曲
家
の
思
う
ま
ま
に
､
性
格
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(岨

(
中
略
)
こ
れ
こ
そ
､
イ
タ
r
ア
の
巨
匠
た
ち
が
､
そ
の
オ
ペ
ラ
に
驚
く
べ
き
多
様
性
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
源
で
あ
る
｡
｣
こ

の
引
用
箇
所
は
､
イ
タ
リ
ア
音
楽
､
具
体
的
に
は
ペ
ル
ゴ
レ
ー
シ
に
代
表
さ
れ
る
オ
ペ
ラ
･
ブ
ツ
フ
ァ
の
優
れ
た
点
に
つ
い
て
の
べ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
イ
タ
リ
ア
音
楽
に
は
拍
節
感
が
あ
る
の
で
音
楽
の
表
現
の
可
能
性
が
よ
り
豊
か
で
あ
る
と
い
う
の
が
主
旨
で
あ

る
か
､
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
表
現
力
の
豊
か
さ
は
曲
の
持
ち
得
る
性
格
の
豊
か
さ
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
｡

次
に
､
シ
ャ
バ
ノ
ン
に
な
る
と
､
性
格
の
概
念
が
考
察
の
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
シ
ャ
バ
ノ
ン
は
一
七
七

(17)

九
年
に
出
版
し
た
『
音
楽
論
』
の
第
一
五
章
と
第
一
六
章
で
音
楽
の
性
格
を
主
題
と
し
て
論
じ
て
い
る
が
､
そ
の
直
前
で
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
｡
｢
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
､
こ
の
著
作
の
最
も
重
要
で
最
も
困
難
な
章
に
到
達
し
た
｡
こ
こ
で
は
､
音
楽
が
受
け
入

れ
る
こ
と
の
で
き
る
様
々
産
格
を
的
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
短
｣

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
､
シ
ャ
バ
ノ
ン
の
主
張
と
こ
れ
ま
で
に
考
察
し
た
思
想
家
の
主
張
と
の
決
定
的
な
違
い
に
注
目
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
｡
こ
れ
ま
で
に
考
察
し
た
思
想
家
に
お
い
て
は
､
す
べ
て
模
倣
論
の
枠
組
み
の
中
で
､
器
楽
曲
の

｢
性
格
｣
が
問
題
と

さ
れ
て
い
た
｡
彼
ら
に
共
通
し
た
基
本
的
な
考
え
は
､
音
楽
が
単
な
る
感
覚
的
な
楽
し
み
で
は
な
く
芸
術
で
あ
る
た
め
に
は
模
倣
で



な
く
て
は
な
ら
ず
､
器
楽
曲
が
模
倣
に
与
る
た
め
に
は
性
格
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
｡
シ
ャ
バ
ノ
ン
は
こ
れ

を
批
判
し
て
､
音
楽
の
本
質
は
模
倣
で
は
な
い
と
結
論
し
て
い
る
｡
そ
う
す
る
と
､
音
楽
を
模
倣
と
し
て
聴
く
の
で
は
な
い
別
の
聴

き
が
問
題
と
な
る
｡
こ
れ
に
関
し
て
､
シ
ャ
バ
ノ
ン
は
曲
の
性
格
を
と
ら
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
｡
｢
音
楽
を
聴
く

場
合
で
も
､
演
奏
す
る
ば
あ
い
で
も
､
〓
即
や
一
曲
そ
れ
ぞ
れ
の
真
の
性
格
を
正
確
に
把
握
で
き
な
い
人
は
自
ら
の
(
そ
の
曲
に
関

(且

す
る
)
意
見
の
確
か
な
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
も
の
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
｣
模
倣
論
の
否
定
と
い
う
主
張
を
背
景
と
し
て
､

性
格
の
概
念
が
シ
ャ
バ
/
ン
の
考
察
に
お
い
て
は
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
く
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

さ
ら
に
指
摘
し
て
お
く
べ
き
従
来
の
考
え
と
の
相
違
点
は
､
シ
ャ
バ
ノ
ン
が
｢
性
格
｣
を
音
楽
の
形
式
的
側
面
と
密
接
に
結
び
つ

け
て
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
ま
ず
､
既
に
見
た
よ
う
に
従
来
の
音
楽
論
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
器
楽
曲
は
オ
ペ
ラ
の
中
で
用

い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
は
､
歌
詞
や
劇
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
主
題
と
の
適
合
と
い

う
観
点
か
ら
器
楽
曲
の
性
格
が
語
ら
れ
て
い
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
こ
の
場
合
で
も
主
題
が
外
か
ら
器
楽
曲
に
｢
性
格
｣
を
与
え
る
わ
け

で
は
な
く
器
楽
曲
が
い
わ
ば
自
分
自
身
の
力
で
｢
性
格
｣
を
持
つ
こ
と
が
で
き
､
そ
の
｢
性
格
｣
が
主
題
に
適
合
す
る
の
で
あ
る
か

ら
､
論
理
的
に
考
え
れ
ば
､
器
楽
曲
は
如
何
に
し
て
｢
自
分
自
身
の
力
で
｣
性
格
を
も
ち
う
る
の
か
と
い
う
問
い
が
で
て
き
て
も
不

思
議
で
は
な
い
｡
･
し
か
し
､
模
倣
論
の
枠
組
み
の
中
で
は
こ
の
適
合
の
事
実
が
確
認
さ
れ
れ
ば
充
分
で
そ
れ
以
上
の
説
明
は
は
と
ん

ど
な
い
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
シ
ャ
バ
ノ
ン
は
歌
の
伴
奏
ダ
オ
ペ
ラ
の
器
楽
曲
で
は
な
く
演
奏
会
(
具
体
的
に
は
､
C
O
コ
C
e
r
t

d
e
s

A
蔓
e
亡
r
S
声
望
さ
れ
る
純
粋
な
器
楽
曲
嘉
一
に
考
え
て
い
る
の
で
､
音
楽
外
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
妾
と
の
適
合
は
問
題

と
な
り
得
な
い
｡
そ
こ
で
､
｢
性
格
｣
の
よ
っ
て
き
た
る
と
こ
ろ
の
考
察
は
も
っ
ば
ら
音
楽
の
形
式
的
側
面
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に

(礼

(邑

な
る
｡
｢
形
式
的
側
面
｣
の
具
体
的
内
実
と
し
て
は
様
々
な
レ
ベ
ル
の
も
の
が
あ
る
が
､
継
起
的
な
音
の
関
係
､
音
程
､
ア
ー
テ
ィ

キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
惚
動
短
テ
ン
ポ
､
形
(
f
O
r
ヨ
e
)
の
変
化
な
ど
が
｢
性
格
｣
と
結
び
つ
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡
シ
ャ
バ
ノ
ン

は
こ
の
よ
う
な
音
楽
の
｢
性
格
｣
の
四
つ
の
主
要
類
型
と
し
て
､
一
､
優
し
い

(
t
e
n
d
r
e
)
.
音
楽
､
一
r
優
雅
な
(
g
r
a
､
c
i
e
u
s
e
)

一
一
九



一
二
〇

二
､
陽
気
な
(
g
a
i
e
)
音
楽
､
四
､
生
き
生
き
と
し
､
強
く
､
騒
々
し
い
(
く
i
く
e
-
f
O
r
t
e
-
詳
b
r
u
y
a
コ
t
e
)
音
楽
を
挙
げ

二
､
音
楽
辞
典
類
の
項
目
に
お
け
る

｢
性
格
｣

音
楽
辞
典
類
の
項
目
は
､
個
人
的
な
著
作
と
較
べ
て
､
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
､
一
般
に
了
解
さ
れ
て
い
る
語
義
を
前
提
と
し
て
執

筆
さ
れ
る
度
合
が
強
い
｡
そ
れ
ゆ
え
､
本
論
で
掲
げ
た
､
｢
性
格
｣
が
ど
の
程
度
音
楽
思
想
の
用
語
と
し
て
確
立
し
て
い
た
か
と
い

う
問
い
に
と
っ
て
､
特
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
｡

一
七
〇
〇
年
か
ら
一
八
五
〇
年
の
間
に
出
版
さ
れ
た
主
な
音
楽
辞
典
で
見
る
こ
と
の
で
き
た
も
の
十
四
点
(
別
表
を
参
照
)
を
検

討
し
て
見
る
と
､
一
七
九
l
年
に
出
版
さ
れ
た
｢
系
統
的
百
科
事
典
=
音
楽
｣
(
E
n
c
y
c
-
O
p
監
i
e

M
か
t
h
O
d
i
q
u
e
‥
M
･
u
S
i
q
u
e
)

に
載
せ
ら
れ
た
フ
ラ
ム
リ
ー
(
N
●
E
●
F
r
a
m
e
r
y
)
に
よ
る
c
a
r
a
c
t
ざ
e
の
項
目
が
転
回
点
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
そ

れ
以
前
に
出
版
さ
れ
た
も
の
に
は
､
c
a
r
a
c
t
ざ
e
の
項
目
は
全
く
な
い
か
､
あ
っ
て
も
音
符
の
意
味
し
か
載
っ
て
い
な
い
｡
フ
ラ

ム
リ
ー
の
記
述
に
お
い
て
初
め
て
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
器
楽
曲
の
何
ら
か
の
内
容
と
い
う
意
味
で
の
独
立
し
た
一
項
目
と

し
て
c
a
r
a
c
t
ざ
e
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
｡
｢
系
統
的
百
科
事
典
=
音
楽
｣
は
､
フ
ラ
ム
リ
ー
と
ガ
ン
グ
ネ
(
P
●
L
●
G
a
n
g
u
e
コ
〇

の
編
集
に
な
る
も
の
で
､
ル
ソ
ー
の
｢
音
楽
辞
典
｣

(
-
謡
3
)

を
基
に
し
て
項
目
の
追
加
､
加
筆
を
お
こ
な
っ
て
完
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
､
フ
ラ
ム
リ
ー
が
序
文
で
述
べ
て
い
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
フ
ラ
ム
リ
ー
の
手
に
な
る
C
a
r
a
C
t
仰
r
e
の
項
目
は
新
た

に
追
加
さ
れ
た
も
の
で
､
ル
ソ
ー
の
音
楽
辞
典
で
は
記
譜
法
に
関
す
る
項
目
し
か
な
い
｡

ま
ず
､
｢
性
格
を
持
つ
｣
と
い
う
表
現
が
､
音
楽
に
限
ら
ず
､
他
の
芸
術
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
後
で
､
音
楽

の

｢
性
格
｣
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
定
義
を
し
て
い
る
｡
.
｢
あ
る
音
楽
が
性
格
を
持
つ
た
め
に
は
､
そ
の
音
楽
の
付
け
ら
れ
て
い
る



歌
詞
を
表
現
し
て
い
て
も
､
劇
の
状
況
を
表
現
し
て
い
て
も
充
分
で
は
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
演
奏
会
で
演
奏
さ
れ
､
歌
詞
の
つ
い
て

い
な
い
器
楽
曲
も
こ
の
特
質
を
持
ち
得
る
の
で
あ
る
か
ら
｡
そ
の
(
音
楽
の
)
表
現
は
､
聴
き
手
の
耳
と
心
を
と
ら
え
､
そ
こ
で
(
作

曲
家
が
)
措
こ
う
と
し
た
感
情
が
他
の
仕
方
で
は
表
し
得
な
か
っ
た
と
聴
き
手
に
思
わ
せ
る
よ
う
な
何
か
独
特
の
も
の
を
持
っ
て
い

(邑

な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
｣
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
前
半
は
､
本
論
の
〓
早
で
述
べ
た
｢
性
格
｣
に
対
す
る
考
え
方
の
推
移
､
す
な
わ
ち
､

｢
性
格
｣
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
､
｢
内
容
｣
か
ら
｢
形
式
｣
へ
の
視
点
の
推
移
を
要
約
し
て
い
る
点
で
興
味
深
い
｡
後
半
は
次

の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
つ
な
が
り
､
こ
れ
ま
で
に
我
々
が
考
察
し
た
例
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
フ
ラ
ム
リ
ー
独
自
の
｢
性
格
｣
に
関
す
る

考
え
方
を
示
し
て
い
る
｡

｢
性
格
は
､
し
た
が
っ
て
､
あ
る
種
の
独
自
性
で
､
こ
の
独
自
性
は
す
ぐ
に
感
じ
取
ら
れ
､
あ
る
曲
を
他
の
多
く
の
も
の
か
ら
区

別
し
､
お
そ
ら
く
は
よ
り
よ
く
で
き
て
い
て
､
よ
り
長
所
に
満
ち
て
い
て
､
し
か
し
こ
れ
(
性
格
)
が
欠
け
て
い
る
ほ
か
の
多
く
の

(祖

曲
よ
り
も
そ
の
曲
の
価
値
を
高
め
､
そ
し
て
結
局
は
そ
の
曲
に
不
死
の
刻
印
を
押
す
の
で
あ
る
｡
ラ
モ
ー
の
未
開
人
の
曲
は
こ
の
同

じ
作
曲
家
の
多
く
の
他
の
素
晴
ら
し
い
曲
よ
り
も
何
故
長
く
生
き
残
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
こ
の
曲
が
性
格
を
持
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
｡
ど
ん
な
に
流
行
の
変
化
が
あ
っ
て
も
､
音
楽
様
式
の
変
遷
が
あ
っ
て
も
､
こ
の
質
を
持
つ
曲
が
時
代
遅
れ
に
な
る
こ

(盈

と
は
な
い
｡
｣
こ
こ
で
は
､
純
粋
器
楽
曲
の
｢
性
格
｣
が
そ
の
曲
の
独
自
性
(
○
ユ
g
i
n
a
〓
t
か
)
と
結
び
.
つ
け
ら
れ
て
い
る
点
が
注

目
に
値
す
る
｡
前
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
引
用
に
よ
れ
ば
､
｢
独
自
性
｣
と
は
､
音
楽
表
現
の
仕
方
(
f
a
竃
n
)
の
何
ら
か
の
特
徴
で
あ
る

が
､
フ
ラ
ム
リ
Ⅰ
は
こ
れ
を
､
作
品
の
価
値
の
歴
史
的
な
永
続
性
と
結
び
つ
け
て
い
る
｡

さ
て
､
フ
ラ
ム
リ
I
の
記
述
の
う
ち
こ
こ
に
引
用
し
た
部
分
は
､
全
く
同
じ
形
で
､
一
八
二
八
年
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
出
版
さ
れ
た
カ

ス
テ
イ
ル
･
プ
ラ
ー
ズ
(
F
･
H
･
l
･
C
a
s
t
i
T
B
-
a
z
e
)
の
｢
現
代
音
楽
辞
典
(
D
i
c
t
i
O
コ
n
a
i
r
e

d
e
ヨ
u
S
i
q
u
e
ヨ
O
d
e
r
n
e
)
｣

に
お
け
る
C
a
r
a
c
t
ざ
e

(
単
数
)

の
項
目
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡

た
だ
し
､
こ
の
音
楽
辞
典
で
は
､
こ
の
単
数
形
の
C
a
r
a
c
t
ざ
e
と
は
別
の
語
義
を
持
つ
も
の
と
し
て
､
複
数
形
の
C
a
r
a
c
t
㌣
e
s

一
二
一



一
二
二

が
別
項
目
と
し
て
立
て
ら
れ
､
説
明
さ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
説
明
さ
れ
て
い
る
､
ス
タ
イ
ル
を
決
定
す
る
一
要
素
と
し
て
の
｢
性
格
｣

は
､
音
楽
作
品
の
価
値
に
直
接
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
､
類
型
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
｡
｢
書
法
と
し
て
の
ス
タ
イ
ル
に
属
す
る
特

質
の
他
に
別
の
特
質
が
あ
り
､
こ
れ
は
､
表
現
と
よ
り
密
接
に
か
か
わ
り
､
作
品
に
全
体
的
な
色
調
を
あ
た
え
､
こ
れ
も
ま
た
ス
タ

(軋

イ
ル
を
決
定
す
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
｡
こ
れ
を
我
々
は
｢
性
格
｣
と
名
付
け
る
｡
｣
こ
れ
に
続
く
部
分
で
は
､
一
般
的
な
｢
性
格
｣

の
主
要
な
も
の
と
し
て
､
一
､
情
緒
(
a
f
f
e
c
t
i
O
已
の
内
容
に
関
わ
る
も
の
､
楽
し
い
(
g
a
こ
性
格
ま
た
は
悲
し
い
(
t
r
i
s
t
e
)

性
格
､
二
､
情
緒
を
感
じ
る
程
度
に
関
わ
る
も
の
､
激
し
さ
(
三
く
a
C
i
t
〇
ま
た
は
穏
や
か
さ
(
d
O
亡
C
e
u
こ
､
三
､
情
緒
を
表

現
す
る
調
子
に
関
わ
る
も
の
､
崇
高
さ
(
s
u
b
〓
ヨ
i
t
m
)
ま
た
は
単
純
さ
(
s
i
ヨ
p
〓
c
i
t
m
)
､
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の

中
間
に
属
す
る
も
の
を
ふ
く
め
て
考
え
れ
ば
､
こ
れ
ら
を
組
合
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
様
々
な
性
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
｡
例
え

ば
､
悲
劇
の
性
格
す
な
わ
ち
悲
劇
の
ス
タ
イ
ル
は
悲
し
さ
を
力
強
さ
お
よ
び
崇
高
と
結
び
つ
け
る
と
説
明
さ
れ
て
い
短
こ
こ
で
は
､

情
緒
表
現
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
ス
タ
イ
ル
を
区
別
す
る
時
に
､
｢
性
格
｣
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き

で
あ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
な
類
型
概
念
と
し
て
の

｢
性
格
｣
と
価
値
概
念
と
し
て
の

｢
性
格
｣
が
､
明
確
に
は
区
別
さ
れ
ず
､
曖
昧
な
形
で
説
明

さ
れ
て
い
る
例
と
し
て
､
一
八
〇
二
年
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
出
版
さ
れ
た
コ
ッ
ホ
の
辞
典
(
M
u
s
i
k
a
〓
s
c
h
e
s

r
e
已
k
O
コ
)

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
も
ち
ろ
ん
コ
ツ
ホ
の
辞
典
は
ド
イ
ツ
語
の
文
献
で
あ
る
の
で
原
則
と
し
て
は
本
論
の
考
察
の
外
に
あ
る

が
､
次
に
考
察
す
る
リ
ヒ
テ
ン
タ
ー
ル
の
辞
典
と
の
関
係
上
こ
こ
で
簡
単
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に
七
た
い
｡
｢
拍
子
の
種
類
､
速
度
､

リ
ズ
ム
､
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
種
類
と
使
用
法
､
形
式
､
伴
奏
､
転
調
､
ス
タ
イ
ル
､
基
礎
に
な
っ
て
い
る
感
情
､
そ
の
感
情
が
表
現
さ

れ
て
い
る
特
有
の
仕
方
､
こ
れ
ら
す
べ
て
が
多
か
れ
少
な
か
れ
あ
る
音
楽
作
品
の
特
有
の
性
格
の
た
め
に
寄
与
す
る
｡
例
え
ば
､
マ

ー
チ
は
た
だ
単
に
そ
れ
に
特
有
な
祝
祭
的
な
も
の

(
F
e
i
e
r
〓
c
h
e
コ
)

の
表
現
に
よ
っ
て
ば
か
り
で
な
く
拍
子
の
種
類
､
動
き
､

リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
も
､
メ
ヌ
エ
ッ
ト
か
ら
区
別
さ
れ
短
｣
マ
主
や
メ
ヌ
エ
ッ
ト
と
い
う
例
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る



よ
う
に
､
こ
こ
で
説
明
さ
れ
て
い
る
の
は
､
音
楽
作
品
の
ス
タ
イ
ル
の
特
質
と
し
て
の
｢
性
格
｣
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
同
じ
項

目
の
記
述
の
最
後
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
美
的
価
値
に
関
わ
る
｢
性
格
｣
の
説
明
が
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
｡
｢
こ
こ
で
は
､
非
常
に
広

範
で
､
美
学
に
属
す
る
問
題
に
よ
り
深
く
入
り
込
む
べ
き
で
は
な
い
が
､
前
述
の
例
か
ら
も
､
何
故
性
格
を
保
持
す
る
こ
と
､
す
な

わ
ち
､
一
貫
さ
せ
る
こ
と
が
す
べ
て
の
音
楽
作
品
に
と
っ
て
最
も
必
要
な
要
求
の
ひ
と
つ
で
あ
る
か
は
､
お
の
ず
と
た
や
す
く
明
ら

(礼

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
｣

こ
の
五
年
後
(
一
八
〇
七
年
)
に
､
ラ
イ
ブ
ツ
ィ
ヒ
で
同
じ
く
コ
ッ
ホ
に
よ
る
､
｢
音
楽
簡
易
中
辞
典
(
K
u
r
z
g
e
f
a
空
e
s

エ
a
邑
最
r
t
e
r
b
u
c
h

d
e
r

M
u
s
i
k
)
｣
が
出
版
さ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
､
C
h
a
r
a
k
t
e
r
の
項
目
と
そ
れ
と
は
別
に
C
h
a
r
a
･

k
t
e
r

S
t
芳
k
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
お
り
､
前
者
の
項
目
で
類
型
概
念
と
し
て
の
｢
性
格
｣
の
､
後
者
の
項
目
で
､
主
に
､
価

値
概
念
と
し
て
の
｢
性
格
｣
の
説
明
が
あ
る
｡
C
h
a
r
a
k
t
e
r

S
t
芳
k
の
項
目
に
は
､
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
｢
こ
の

名
称
(
C
h
a
r
a
k
t
e
r

S
t
芳
k
)
を
持
つ
の
は
､
単
に
作
曲
技
法
の
規
則
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
欠
点
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
､
芸

術
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
も
我
々
に
満
足
感
を
与
え
る
音
楽
作
品
で
あ
り
､
そ
れ
は
､
お
よ
そ
人
間
が
(
或
る
も
の
が
何
で
あ
る
か

を
)
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
統
一
性
(
E
i
n
h
e
i
こ
を
持
っ
て
い
る
｡
(
中
略
)
あ
ら
ゆ
る
芸
術
作
品
に
は
､
統
l
性
が
あ
る
べ

き
だ
か
ら
､
厳
密
に
言
え
ば
､
あ
ら
ゆ
る
音
楽
作
品
は
､
本
来
は
､
性
格
作
品
(
C
h
a
r
a
k
t
e
r
s
t
芳
k
)
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡

し
か
し
､
一
般
に
は
､
例
え
ば
マ
ー
チ
の
よ
う
な
､
明
確
な
性
格
を
持
つ
作
品
､
ま
た
は
､
表
題
に
よ
っ
て
そ
の
性
格
が
明
確
に
示

(温

さ
れ
た
作
品
が
､
性
格
作
品
と
し
て
､
理
解
さ
れ
て
い
る
｡
｣
ま
ず
､
類
型
概
念
と
し
て
の
｢
性
格
｣
と
価
値
概
念
と
し
て
の
｢
性

格
｣
が
､
別
の
項
目
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
､
こ
の
時
期
に
両
者
の
分
離
が
強
く
意
識
さ
れ
始
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
価

値
概
念
と
し
て
の
｢
性
格
｣
は
､
作
品
の
｢
統
一
性
｣
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
す
べ
て
の
音
楽
作
品
に
と
っ

て
重
要
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
こ
の
主
張
と
当
時
の
一
般
的
な
理
解
と
の
間
に
｢
ず
れ
｣
が
あ
る
こ
と
も
､

こ
の
引
用
の
最
後
の
一
文
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
｡
以
上
を
ま
と
め
れ
ば
､
当
時
､
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
､
作
品
の
統

一
二
三



定

一
性
と
し
て
の
性
格
と
い
う
考
え
が
､
新
た
に
提
唱
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

一
二
四

一
八
三
六
年
に
ミ
ラ
ノ
で
出
版
さ
れ
た
リ
ヒ
テ
ン
タ
ー
ル
の
音
楽
辞
典
で
は
､
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
フ
ラ
ム
リ
ト

カ
ス
テ
イ
ル

･
ブ
ラ
ー
ズ
､
コ
ッ
ホ
の
記
述
が
寄
せ
集
め
ら
れ
て
い
る
｡
単
数
の
c
a
r
a
t
t
e
r
e
と
複
数
の
c
a
r
a
〓
e
r
i
の
二
つ
の
項
目
が
分

け
ら
れ
て
あ
り
､
複
数
の
項
目
で
は
カ
ス
テ
イ
ル
･
ブ
ラ
ー
ズ
の
記
述
が
そ
の
ま
ま
イ
タ
リ
ア
語
に
訳
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
｡
単
数

の
項
目
で
は
､
コ
ッ
ホ
の
部
分
的
な
要
約
に
よ
っ
て
ス
タ
イ
ル
の
特
質
と
し
て
の
｢
性
格
｣
が
語
ら
れ
､
フ
ラ
ム
リ
ー
の
部
分
的
な

要
約
に
よ
っ
て
独
自
性
と
し
て
の
｢
性
格
｣
が
語
ら
れ
て
い
る
｡

し
か
し
､
こ
れ
ら
の
寄
せ
集
め
で
は
な
く
､
そ
れ
に
付
け
加
え
ら
れ
た
リ
ヒ
テ
ン
タ
ー
ル
の
新
た
な
視
点
を
示
す
部
分
に
注
目
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
そ
れ
は
､
c
a
r
a
〓
2
r
e

(
単
数
形
)

の
項
目
の
冒
頭
の
部
分
で
あ
る
｡
｢
す
ぐ
れ
た
芸
術
作
品
を
創
造
し

よ
う
と
す
る
人
は
､
自
分
の
作
品
の
あ
る
べ
き
す
が
た
､
ま
た
､
意
味
す
べ
き
こ
と
に
関
し
て
自
己
自
身
を
反
映
さ
せ
な
く
て
は

な
ら
な
い
｡
｡
の
よ
う
な
作
品
は
､
そ
の
結
果
､
何
か
を
妄
の
仕
方
で
表
現
す
る
時
に
碓
､
す
な
わ
ち
､
美
的
刻
印
(
篭
告
q
e

ま
た
は
､
篭
も
D
√
→
e

i
m
p
r
i
ヨ
〇
一
i
コ
d
i
c
O
に
語
源
を
持
つ
)

を
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
｡
｣
こ
こ
で
は
､
価
値
概
念
と
し
て
の

｢
性
格
｣
の
説
明
が
創
造
す
る
人
の
自
己
自
身
(
s
仰
s
t
e
s
s
O
)
の
作
品
へ
の
反
映
を
根
拠
に
し
て
語
ら
れ
て
い
る
｡
作
家
の
自
己

の
作
品
へ
の
美
的
刻
印
と
い
う
観
点
か
ら
｢
性
格
｣
を
と
ら
え
た
例
は
､
少
な
く
と
も
今
ま
で
我
々
が
倹
討
し
て
き
た
も
の
の
中
に

は
ひ
と
つ
も
な
か
っ
た
｡
リ
ヒ
テ
ン
タ
ー
ル
の
記
述
は
､
音
楽
に
お
け
る
価
値
概
念
と
し
て
の
｢
性
格
｣
の
根
拠
の
考
察
に
関
わ
る

視
点
が
作
品
か
ら
作
家
へ
と
新
た
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｡

む
す
び

今
回
の
考
察
で
検
討
す
る
こ
と
の
で
き
た
十
八
世
紀
と
十
九
世
紀
初
頭
の
音
楽
辞
典
の
な
か
で
､
｢
性
格
｣
を
項
目
と
し
て
取
り



上
げ
て
い
る
最
も
早
い
例
は
､
一
七
九
一
年
の
フ
ラ
ム
リ
ー
に
よ
る
音
楽
辞
典
で
あ
る
｡
そ
れ
以
後
､
一
八
二
八
年
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ

ル
で
出
版
さ
れ
た
カ
ス
テ
イ
ル
･
プ
ラ
ー
ズ
の
『
現
代
音
楽
辞
典
』
､
一
八
〇
二
年
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
出
版
さ
れ
た
コ
ッ
ホ
の

辞
典
､
一
八
三
六
年
に
､
､
､
ラ
ノ
で
出
版
さ
れ
た
リ
ヒ
テ
ン
タ
ー
ル
の
音
楽
辞
典
に
お
い
て
､
音
楽
作
品
の

｢
性
格
｣
を
項
目
と
し
て

取
り
上
げ
､
何
ら
か
の
仕
方
で
作
品
の
価
値
と
結
び
つ
け
て
論
じ
る
こ
と
が
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
一
七
九
一
年
頃
に
は
｢
性

格
｣
が
か
な
り
音
楽
美
学
の
用
語
と
し
て
確
立
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
｡

本
論
で
検
討
し
た
｢
性
格
｣
の
多
様
な
語
義
を
整
理
す
る
た
め
に
は
､
分
類
概
念
と
し
て
の

｢
性
格
｣
と
価
値
概
念
と
し
て
の
｢
性

格
｣
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
有
効
で
あ
ろ
う
｡
十
八
世
紀
の
音
楽
美
学
思
想
に
お
け
る
性
格
概
念
の
発
展
は
､
価
値
概
念
と
し
て

の

｢
性
格
｣

の
成
熟
の
過
程
と
考
え
ら
れ
る
｡

(凰

こ
の
過
程
は
､
純
粋
器
楽
曲
に
対
す
る
注
目
と
そ
れ
に
伴
う
音
楽
論
の
模
倣
論
か
ら
の
脱
却
の
動
き
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
｡
歌

詞
や
劇
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
純
粋
器
楽
曲
の
実
践
が
､
形
式
と
内
容
の
統
一
さ
れ
た
レ
ヴ
ュ
ル
で
の
意
味
の
認
識
を
も
た
ら
し
､
こ

の
よ
う
な
形
式
内
在
的
な
意
味
が
｢
性
格
｣
と
し
て
把
握
さ
れ
る
｡
｢
性
格
(
c
a
r
a
c
t
仰
r
e
)
｣
は
､
そ
の
基
本
的
語
義
か
ら
し
て
､

｢
刻
み
込
ま
れ
た
も
の
｣
､
｢
刻
印
｣
で
あ
る
が
ゆ
え
に
､
こ
の
形
式
内
在
性
を
よ
く
示
す
概
念
で
あ
る
｡
ま
た
､
｢
性
格
｣
は
我

々
の
内
面
の
状
態
の
外
化
の
一
形
警
と
ら
え
る
言
葉
で
も
あ
短
音
楽
は
童
外
的
な
も
の
を
示
す
の
で
は
な
く
自
己
自
身
を
提

示
す
る
一
方
で
､
我
々
の
情
緒
的
な
も
の
と
何
ら
か
の
関
連
を
持
つ
と
い
う
認
識
を
言
い
表
わ
し
得
る
言
葉
と
し
て
､
｢
性
格
｣
は

十
八
世
紀
の
後
期
に
し
だ
い
に
音
楽
美
学
用
語
と
し
て
の
資
格
を
獲
得
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

注
∑

こ
の
点
に
関
し
て
は
､
拙
稿
､
｢
シ
ャ
バ
ノ
ン
の
音
楽
論
-
模
倣
か
ら
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
(
c
a
r
a
c
t
㌢
e
)
へ
-
｣
､
冒
天
学
史
研
究
叢
童
貞

第
六
輯
､
今
道
友
信
編
､
p
p
.
∽
-
-
記
､
-
冨
-
.
｢
シ
ャ
バ
ノ
ン
に
お
け
る
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
の
概
念

-

ケ
ル
ナ
ー
と
の
比
較
を
中
心
に
･
-
｣

一
二
五
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巻
拗
､
音
楽
学
全
編
､
p
p
･
冨
-
〓
芯
､
-
冨
-
■
を
参
照
｡

例
え
ば
､
F
u
r
e
t
i
耳
e
の
辞
書
(
一
六
九
〇
)

の
c
a
r
a
c
t
㌢
e
の
項
を
参
照
｡

R
禁
-
e
已
O
n
S

C
r
i
〓
q
u
e
s

s
u
r
-
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p
O
訝
i
e

e
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s
u
r
-
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p
e
i
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u
r
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s
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m
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i
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O
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.
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p
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i
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p
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P
r
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S
i
O
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d
e
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監
i
t
i
O
コ
d
e

P
a
r
i
s
-
コ
裏
S
】
a
t
k
i
コ
e
●

｢
e
t
t
r
e
s
u
:
a
芦
s
i
q
u
e
f
r
a
コ
忘
-
s
e
∵
n
㌣
r
i
t
s
s
u
rl
a
ヨ
u
S
i
q
u
e
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蓋
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i
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∽
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H
b
i
d
･
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p
･
〓
∞
･
シ
ャ
バ
ノ
ン
が
自
ら
提
示
し
た
性
格
論
と
古
代
の
い
わ
ゆ
る
｢
エ
ー
ト
ス
論
｣
と
の
関
連
を
示
唆
し
て
い
る
事
を
指
摘
し
て

お
き
た
い
｡
彼
は
音
楽
の
性
格
に
つ
い
て
の
考
察
の
最
後
で
｢
私
が
音
楽
に
お
け
る
こ
れ
ら
四
つ
の
主
要
な
性
格
を
初
め
て
観
察
し
た
時
､
そ
れ

ら
の
性
格
の
本
来
の
使
用
法
と
拡
張
し
た
使
用
法
と
を
認
め
た
時
､
こ
の
考
え
は
ま
だ
誰
に
よ
っ
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
た
｡
し
か

し
､
後
に
な
っ
て
､
わ
ず
か
な
差
異
は
あ
る
も
の
の
､
古
代
の
人
々
に
同
様
の
考
え
の
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
｡
｣

(
p
.
-
崇
こ
と
述
べ
て
い
る
｡

シ
ャ
バ
ノ
ン
が
次
に
挙
げ
て
い
る
の
は
､
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
､
プ
ル
タ
ル
コ
ス
､
ア
リ
ス
テ
ィ
デ
ィ
ス
=
ク
ィ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
､
ユ
ー
ク
リ
ッ

ド
の
例
で
あ
る
｡
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
関
し
て
は
バ
ト
ゥ
ー
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
阻
『
詩
学
』
.
に
付
け
た
注
を
引
用
し
て
い
る
｡
一
七
七
一
年
に

出
版
さ
れ
た
バ
ト
ゥ
ー
の
『
四
つ
の
詩
学
』

(
｢
e
s
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u
a
t
r
e
s

P
O
竺
i
q
u
e
s
-
P
a
r
i
s
)
を
見
る
と
､
シ
ャ
バ
ノ
ン
に
よ
る
引
用
箇
所
と
認
定
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で
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る
記
述
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･
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N
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に
あ
る
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バ
ト
ゥ
ー
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付
け
た
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ス
ト
テ
レ
ス
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政
治
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八
巻
第

七
章
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拠
と
し
て
音
楽
の
メ
ロ
ス
の
三
分
類
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
『
政
治
学
』
第
八
巻
の
音
楽
論
は
音
楽
思
想
史
に
お
い
て
は
一
八
九

九
年
の
H
･
ア
ー
ベ
ル
ト
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究
以
来
｢
エ
ー
ト
ス
論
｣
と
呼
び
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わ
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
バ
ト
ゥ
ー
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こ
こ
で
ギ
リ
シ
ャ
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の
エ
ー
ト

ス
を
ど
う
翻
訳
し
て
い
る
か
を
見
る
と
､
ヨ
巨
r
s
と
C
a
r
a
C
t
㌢
e
の
二
つ
の
訳
語
を
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っ
て
い
る
こ
と
が
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か
る
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体
例
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b
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N
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､
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､
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巨
C
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n
a
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に
苫
Q
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と
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げ
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い
る
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p
●
N
ご
)
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こ
の
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シ
ャ
バ
ノ
ン
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身
に
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っ
て
関
連
が
示
唆
さ
れ

て
は
い
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の
､
シ
ャ
バ
ノ
ン
の
性
格
論
と
古
代
の
エ
ー
ト
ス
論
の
内
容
の
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い
に
も
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目
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
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れ
は
､
シ
ャ

バ
ノ
ン
に
お
い
て
は
､
古
代
の
エ
ー
ト
ス
論
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テ
ー
マ
で
あ
っ
た
音
楽
に
よ
る
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徳
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と
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う
問
題
が
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え
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れ
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な
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こ
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あ
る
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開
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開
人
た
ち
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ラ
ヴ
サ
ン
独
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曲
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あ
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ツ
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ツ
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と
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関
連
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い
て
考
察
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
､
こ
の
問
題
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論
の
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察

の
範
囲
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え
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い
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リ

シ
ャ
語
お
よ
び
ラ
テ
ン
語
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単
語
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､
い
ず
れ
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､
｢
刻
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る
｣
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∵
冨
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ー
→
生
年
か
ら
ー
0
0
g
年
に
い
た
る
主
と
し
て
ド
イ
ツ
の
音
楽
思
想
に
お
け
る
性
格
概
念
を
前
古
典
派
(
く
O
r
k
-
a
s
.

S
i
k
)
､
古
典
派
(
K
】
a
s
s
i
k
)
､
前
ロ
マ
ン
派
(
p
r
腎
○
ヨ
a
n
t
i
k
)
の
三
つ
の
時
期
に
分
け
て
検
討
し
て
い
る
｡
本
論
の
考
察
の
範
囲
は
彼
の

分
け
た
前
古
典
派
の
時
期
に
は
ぼ
重
な
る
が
､
R
u
i
t
e
r
も
こ
の
時
期
の
性
格
概
念
が
器
楽
曲
の
内
包
(
G
e
h
a
〓
)
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
の
中

核
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
(
P
●
-
〕
)
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例
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の
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デ
ィ
ド
ロ
『
絵
画
論
』

-
訳
と
そ
の
註
解

京
大
学
文
学
部
美
学
垂
術
学
研
究
室
紀
要
｢
研
究
｣
7
､
お
よ
び
､
同
(
そ
の
8
)
､
同
､
｢
研
究
｣
8
､
を
も
参
照
｡

-
3
0
～
-
0
0
琶
昂
江
南
咲
き
汁
出
柏
倉
加
瀬
囁
港
市
計
耳
か
c
a
r
a
c
t
耳
e
β
曲
皿
8
劃
強

(
そ
の
7
)

-
､
東

注
顛
罰

-
→
○
ぴ

ー
→
∽
N

-
ゴ
岩

-
→
A
¢

-
→
の
0
0

ー
→
→
○

-
→
0
0
→

-
→
¢
-

-
→
¢
-

-
0
0
O
N

】
0
0
○
→

-
0
0
ー
ー

ー
0
0
N
0
0

一
票
岩

江
面
産

P
a
r
i
s

r
e
i
p
N
-
g

r
O
n
d
O
n

C
h
e
ヨ
n
i
t
N

P
a
r
i
s

r
O
n
d
O
コ

P
a
r
i
s

L
O
コ
d
O
n

P
a
r
i
s

F
r
a
n
k
f
u
r
t

L
e
i
p
z
-
g

冨
旨
c
h
e
n

B
r
亡
火
e
〓
e
s

M
〓
a
n
O

新
郎
ノ
珊
餌

B
r
O
S
S
a
r
d
.
S
.
d
e

W
a
〓
h
e
r
.
J
.
G

G
r
a
s
s
i
コ
e
a
u
.
→

軍
港
的

D
i
c
t
i
O
n
コ
a
i
r
e

d
e
2
F
s
l
q
u
e

2
F
s
i
k
a
〓
s
c
h
e
s

r
e
舛
-
k
O
n

A

m
u
s
i
c
a
】
d
i
c
t
i
O
n
a
r
y

M
u
s
i
c
a
〓
s
c
h
e
s

L
e
火
i
c
O
コ

帥
曲
不
遜
肯
か
伊
8

××××

R
O
u
S
S
e
a
u
､
J
.
-
J
.

H
y
l
e
.
J
.

M
e
u
d
e
-
M
O
n
p
a
S
.
J
.

エ
y
-
e
.
J
.

F
r
a
m
e
r
y
-
N
.
ロ

K
O
C
h
.
声
C
b
r
.

K
O
C
h
.
声
C
h
r
.

L
i
p
O
W
S
k
y
.
F
.
J
.

C
a
s
t
i
T
B
F
z
e
.
F
.
声
J
.

L
i
c
h
t
e
n
t
h
a
-
.
P
.

Di.ctiOn己ire

de

M
亡
S
i
q
u
e

D
i
c
t
i
O
n
a
r
i
声
m
ヨ
u
S
i
c
a

D
i
c
t
i
O
n
n
a
i
r
e

de

m
u
s
-
q
u
e

A
c
O
ヨ
p
-
e
t
e

d
i
c
t
i
O
n
a
r
y

O
f
ヨ
u
S
i
c

E
n
c
y
c
-
O
p
監
i
e

M
か
t
O
d
i
q
u
e
‥
M
玩
i
q
u
e

M
一
レ
S
i
k
a
〓
s
c
h
e
s

L
e
X
i
k
O
n

K
u
r
z
e
g
e
f
a
芝
e
s
エ
a
n
d
w
箸
t
e
r
b
u
c
h

d
e
r

MJトSik

B
a
i
e
r
i
s
c
h
e
s

M
u
s
i
k
■
｢
e
X
i
k
O
n

D
i
c
t
i
O
コ
コ
a
i
r
e

de

ヨ
u
S
i
q
u
e

ヨ
O
d
e
r
n
e

D
i
z
i
O
n
a
r
i
O

e

b
-
b
〓
O
g
r
a
f
i
a

d
e
〓
a
ヨ
u
S
i
c
a

0 0 × 0 0 0 × × × ×

00×000×○×○×○××雲


