
H
･
リ
ー
マ
ン
の
音
楽
美
学

1
そ
の
主
観
性
の
観
点
に
つ
い
て

伊

藤

る
み
子

フ
ー
ゴ
ー
･
リ
ー
マ
ン

(HugOR-eヨan-00苧-蔓は､『音楽事典茅編集､近代的和声理論の確奄作
品
の
形
式
分
転
炉
ど
の
業
績
で
知
ら
れ
る
十
九
世
紀
後
期
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
誓
の
音
楽
学
者
で
あ
る
｡
リ
ー
マ
ン
が
生
ま

れ
た
一
九
世
紀
中
葉
は
､
絶
対
音
楽
､
ロ
マ
ン
主
義
音
楽
､
標
題
音
楽
が
多
様
化
し
､
標
題
音
楽
の
様
に
よ
り
客
観
的
な
音
楽
が
展

開
し
た
時
期
で
あ
る
が
､
リ
ー
マ
ン
は
､
い
か
な
る
音
楽
に
於
て
も
､
主
観
的
に
体
験
す
る
こ
と
が
本
質
で
あ
る
と
考
え
､
こ
れ
を

以
て
そ
の
音
楽
美
学
の
根
本
と
し
た
｡

リ
ー
マ
ン
の
こ
の
立
場
と
対
照
的
な
考
え
を
示
し
て
い
た
の
が
､
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク

G
d
a
r
d
エ
a
n
s
〓
c
k
-
0
0
N
ひ
～
-
写
こ

で
あ
る
｡
リ
ー
マ
ン
が
右
の
美
学
的
立
場
を
展
開
し
た
『
▲
音
楽
美
学
要
綱
-
我
々
は
い
か
に
音
楽
を
聞
く
か
』
二
0
0
0
0
こ
(
酪
出
版

す
る
四
半
世
紀
前
に
､
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
は
､
『
音
楽
美
論
』
〓
0
0
竺
(
姐
著
わ
し
､
そ
の
中
で
､
感
情
美
学
を
烈
し
く
批
判
し
て
い

た
｡
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
は
音
楽
体
験
に
感
情
が
伴
う
と
い
う
事
実
を
否
定
し
な
い
も
の
の
､
｢
音
楽
の
目
的
は
感
情
の
表
出
で
あ
る
｣

と
い
う
命
題
に
は
反
対
し
､
音
楽
に
於
て
究
極
的
な
も
の
は
美
､
即
ち
､
形
式
美
で
あ
る
と
す
る
｡
こ
の
様
に
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
が
､

既
に
音
楽
に
於
て
感
情
を
斥
け
て
美
を
重
視
す
る
立
場
を
打
ち
立
て
て
い
た
状
況
の
中
で
､
リ
ー
マ
ン
は
な
ぜ
､
再
び
感
情
に
注
目

一
〇
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一
〇
六

し
直
し
た
の
か
､
彼
の
美
学
は
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
の
批
判
し
た
感
情
主
義
と
同
質
な
の
か
｡
又
､
次
代
の
有
力
な
立
場
で
あ
る
エ
ネ
ル

ギ
ー
説
と
は
い
か
な
る
関
係
を
持
つ
の
か
｡
本
論
は
､
『
音
楽
美
学
要
綱
』
を
中
心
に
彼
の
思
想
を
追
跡
し
､
以
上
の
様
な
疑
問
を
解

き
､
歴
史
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
中
で
､
彼
の
論
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
Q

I

主
観
性
に
ま
つ
わ
る
諸
概
念

リ
ー
マ
ン
は
『
音
楽
美
学
要
綱
』
で
い
か
な
る
音
楽
に
於
て
も
主
観
的
に
体
験
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
､
そ

の
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
為
に
､
予
備
的
考
察
と
し
て
｢
主
観
｣
に
関
わ
る
諸
概
念
を
最
初
に
整
理
す
る
｡
リ
ー
マ
ン
が
そ

れ
ら
を
｢
客
観
｣
に
関
わ
る
諸
概
念
と
の
対
比
に
於
て
用
い
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
彼
は
､
音
楽
の
聴
き
方
､
音
楽
作

品
､
そ
し
て
､
作
曲
法
に
関
し
て
､
主
観
的
な
有
り
方
と
客
観
的
な
有
り
方
を
区
別
し
て
い
る
｡

先
ず
､
音
楽
の
聴
き
方
に
関
し
て
､
リ
ー
マ
ン
は
次
の
乱
用
文
の
様
な
意
味
で
｢
主
観
的
に
聞
く

Subjekti三賢eコ｣

を
用
い
て
い
る
｡

①
｢
声
楽
曲
は
主
観
的
に
聞
か
れ
る
､

伴
っ
て
感
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
｣

即
ち
､
｢
主
観
的
に
聞
く
｣
と
は
､
.

替
え
ら
れ
て
い
る
様
に
｢
同
化
す
る
｣

っ
ま
り
､
自
ら
体
験
し
て
い
る

S
e
-
b
s
t
e
ュ
e
b
e
n

と
い
う
十
分
な
イ
リ
ユ
ジ
ョ
ン
を

｢
自
ら
体
験
し
て
い
る
様
に
感
じ
る
｣
こ
と
で
あ
態
そ
れ
は
､
又
､
次
の
引
翌
で
言
い

こ
と
で
あ
る
｡

②
｢
主
観
的
に
で
は
な
く
客
観
的
に
聞
く
と
し
て
も
(
つ
ま
り
､
実
際
に
同
化
す
る

i
d
e
コ
t
i
f
i
z
i
e
r
e
コ

の
で
は
な
く
共
感
を

抱くSyヨPathisieren(組誓ある)｣声s.望こ
の
主
観
的
=
同
化
す
る
聴
き
方
に
つ
い
て
､
リ
ー
マ
ン
は
よ
り
明
瞭
な
｢
主
観
化
す
る

S
u
b
j
e
k
t
i
三
e
r
e
n
｣

と
い
う
表



現
も
用
い
る
｡

③
｢
耳
に
到
達
す
る
音
経
過
は
…
…
中
略
･
…
‥
我
々
の
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
､
主
観
化
さ
れ
た
も
の

と
し
て
､
即
ち
､
自
己
自
身
体
験
し
た
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
｡
｣

(
G
.
S
.
∽
○
)

即
ち
､
｢
主
観
化
す
る
｣
と
は
､
｢
我
々
の
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
a
-
s

a
u
君
r

u
コ
S

S
e
i
e
コ
d
e
三
で
は
な
く
､
｢
自
己
自

身
体
験
し
た
も
の
と
し
て
感
じ
る
a
l
s

s
e
;
s
-
2
ユ
2
b
-
2
ヨ
p
ニ
コ
d
e
コ
｣
こ
と
で
あ
り
､
こ
れ
は
｢
同
化
す
る

i
d
e
r
二
･

-
i
z
i
e
r
e
コ
｣
こ
と
に
他
な
ら
な
憶
つ
ま
り
､
こ
の
限
り
に
於
て
悔
｢
主
観
的
に
聞
く
｣
上
は
｢
主
観
化
す
る
｣
と
同
義
で
あ

る
｡
そ
し
て
､
こ
の
両
者
の
意
味
､
即
ち
､
｢
同
化
す
る
｣
と
は
､
音
が
変
化
す
る
の
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
､
｢
我
々
の
中
に
運

動
が
生
じ
る
｣
こ
と
(
⑲
を
見
よ
)
､
即
ち
､
自
ら
体
験
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

こ
れ
に
対
し
､
｢
客
観
的
に
聞
く
｣
と
は
､
②
の
引
用
文
に
あ
っ
た
様
に
､
｢
同
化
す
る
の
で
は
な
く
共
感
を
抱
く
だ
け
｣
で
あ

る
こ
と
だ
が
､
よ
り
直
裁
な
説
明
で
は
､
音
楽
を
､
｢
我
々
の
外
に
あ
る
と
感
じ
る
f
詳
l
b
a
r

a
u
君
r

u
コ
S

b
-
e
i
b
e
コ
｣

(⑬

を
見
よ
)
こ
と
で
あ
る
｡
即
ち
､
音
を
対
象
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
ば
で
き
て
も
､
｢
自
己
自
身
の
内
的
な
体
験
｣

(
⑰
を
見
よ
)
と
し

て
感
じ
る
に
至
ら
な
い
こ
と
､
即
ち
､
⑲
の
引
用
文
に
即
し
て
言
え
ば
､
音
の
変
化
は
知
覚
で
き
て
も
､
我
々
自
身
の
中
に
運
動
感

寛
が
芽
ば
え
な
い
こ
と
､
つ
ま
り
､
音
を
対
象
と
し
て
｢
客
観
的
に
知
覚
す
る
O
b
j
e
k
t
i
<
w
a
h
r
n
e
h
ヨ
b
a
r
｣

(
⑯
を
見
よ
)

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
､
で
あ
る
｡

次
に
､
音
楽
や
音
楽
作
品
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
用
語
法
を
見
て
み
る
と
､
リ
ー
マ
ン
は
､
｢
主
観
的
望
日
楽
d
i
e

s
u
b
j
e
k
t
i
<
e

Musik｣と｢客観化する妾｡i｡｡bj｡kti三ereコ｡eMusik｣とを一対戎のとして組み合わせ､対比させ短頚に言えば､｢客観化する音楽｣とは､｢描写璽ars-e亘｣音楽､｢説明するi…s-rier･

2
コ
d
｣
音
楽
､
｢
劇
的
で
叙
事
的
な
d
r
a
ヨ
a
-
i
s
c
h
㌔
p
i
s
c
h
｣
音
楽
の
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
『
音
楽
美
学
要
綱
』
に
於
て
､

壷
観
化
す
量
垂
の
本
質
で
あ
る
連
想
作
用
を
論
じ
顔
二
二
章
｢
連
想
的
契
機
a
s
s
O
N
-
a
t
i
く
e
M
O
ヨ
e
コ
t
e
｣
の
副
題
が
､
｢
佐

一
〇
七



一
〇
八

格
描
写
､
音
画
､
標
題
音
楽
C
h
a
r
a
k
t
e
r
i
s
t
i
k
.
T
O
コ
ヨ
a
l
e
r
e
i
㌔
r
O
g
r
a
ヨ
ヨ
ヨ
亡
S
i
k
｣
と
な
っ
て
い
る
様
に
､
｢
客
観
化

す
る
音
楽
｣
に
於
け
る
｢
客
観
化
す
る
｣
と
は
､
音
楽
外
の
対
象
を
描
く
こ
と
､
即
ち
､
劇
の
様
に
､
叙
事
詩
の
様
に
､
音
楽
で
対

象
を
説
明
す
る
こ
と
､
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
｢
客
観
化
す
る
音
楽
｣
で
は
｢
想
像
力
を
生
産
的
に
活
動
さ
せ
｣
て
(
⑳
を
見
よ
)
､

楽
曲
が
描
写
し
て
い
る
も
の
を
客
観
的
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
(
⑳
を
見
よ
)
｡
そ
の
典
型
と
し
て
､
リ
ー
マ
ン

は
､
リ
ス
ト
や
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
の
標
題
音
楽
を
考
え
て
い
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
､
｢
主
観
的
な
音
楽
｣
と
は
､
絶
対
音
楽
を
そ
の
典
型
と
し
､
｢
客
観
化
す
る
音
楽
｣
の
様
に
そ
の
楽
曲
の
描
写

し
て
い
る
も
の
を
理
解
す
る
必
要
が
な
く
､
そ
れ
の
｢
形
式
的
構
造
の
追
跡
｣
も
単
に
｢
目
の
前
に
あ
る
も
の
の
知
覚
｣

(
⑳
を
見

よ)

で
あ
る
様
な
音
楽
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
絶
対
音
楽
が
｢
主
観
的
な
音
楽
｣
で
あ
る
の
は
､
そ
れ
が
｢
人
の
心
か
ら
自
由
に
流
れ

出
た
音
楽
で
あ
り
､
芸
術
家
の
感
覚
の
自
発
的
な
吐
露
と
し
て
存
在
す
べ
き
で
あ
る
様
な
も
の
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
え
な
い
｣

へ
G
.
S
.
〕
こ

か
ら
で
あ
る
｡
言
い
替
え
れ
ば
､
音
楽
外
の
対
象
を
描
こ
う
と
は
せ
ず
､
作
曲
家
が
主
観
的
に
感
じ
る
ま
ま
に
音
楽

を
作
曲
し
て
い
る
の
で
｢
主
観
的
喜
楽
｣
軌
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
ら
の
音
楽
を
聞
く
時
に
､
｢
重
要
な
｡
と
は
､
ま
さ
に

知
覚
し
た
も
の
を
共
体
験
M
i
t
e
ユ
e
b
e
コ
す
る
こ
と
で
あ
り
､
い
わ
ば
､
そ
れ
を
主
観
化
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
｣

(
⑬
を
見
よ
)

即
ち
､
｢
主
観
的
な
音
楽
｣
と
は
､
作
曲
家
の
主
観
的
生
の
展
開
と
し
て
生
れ
､
従
っ
て
自
ら
｢
主
観
的
に
聞
か
れ
る
｣
要
素
を
中

､
い
と
し
て
構
成
さ
れ
た
音
楽
で
あ
り
､
｢
客
観
化
す
る
音
楽
｣
と
は
､
音
楽
が
何
ら
か
の
対
象
を
客
観
的
に
描
写
し
て
い
る
音
楽
で

㌢附言すれば､これらの条件を満たしている限り､｢主観的音楽｣肇も､形式は客観的に把握されるし､

｢
客
観
化
す
る
音
楽
｣
も
そ
の
受
用
に
於
て
は
､
主
観
的
体
験
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
｡

最
後
に
作
曲
家
の
仕
事
と
し
て
の
作
曲
法
に
関
し
て
の
リ
ー
マ
ン
の
考
え
を
見
る
｡
彼
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
｡

④
｢
描
写
す
る
音
楽
と
叙
述
す
る
詩
は
､
絵
画
や
彫
刻
と
同
様
に
､
主
観
化
さ
れ
た
客
体
の
客
観
化
で
あ
り
､
そ
れ
に
対
し
て
､
叙

情
詩
や
絶
対
音
楽
は
､
主
観
自
体
の
客
観
化
で
あ
る
｡
｣

へ
G
.
S
.
→
N
)



先
ず
､
｢
主
観
化
す
る
｣
と
い
う
語
が
こ
こ
で
は
③
の
引
用
文
と
は
異
っ
た
局
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
即
ち
､
こ
こ
で
は
､
｢
描
写

す
る
音
楽
｣
に
於
て
､
作
曲
家
が
描
写
す
べ
き
対
象
を
主
観
化
す
る
､
つ
ま
り
､
対
象
を
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
自
ら
の
感
覚
と
し
て

感
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
し
､
｢
外
な
る
も
の
を
精
神
の
中
に
取
り
込
む
｣
と
い
う
基
本
的
意
味
に
於
て
は
変
わ
ら
な
い
｡

次
に
､
｢
客
観
化
す
る
O
b
j
e
k
t
i
<
i
e
r
e
n
｣
と
い
う
表
現
を
､
リ
ー
マ
ン
は
､
作
曲
家
が
音
楽
を
通
し
て
自
ら
の
主
観
を
聴
き

手
に
も
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
作
曲
す
る
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
｡
こ
れ
は
広
義
に
於
け
る
｢
表
現
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
り
､
標

総
括
す
れ
ば
､
次
の
様
に
頚
｡
先
ず
､
作
曲
家
が
自
ら
の
主
観
を
客
観
化
し
た
｢
主
観
的
音
楽
｣
に
於
て
は
､
聴
き
手
は
､
作

曲
家
の
主
観
を
再
び
体
験
す
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
主
観
の
再
体
験
と
は
､
｢
主
観
的
に
聞
く
｣
こ
と
で
あ
り
､
｢
主
観
化
す
る
｣
こ

と
で
あ
り
､
｢
自
己
に
同
化
す
る
｣

こ
と
で
あ
る
｡
一
方
､
作
曲
家
が
､
対
象
を
主
観
化
し
て
､
そ
れ
を
作
品
に
客
観
化
し
た
｢
客

観
化
す
る
音
楽
｣
に
於
て
は
､
作
曲
家
の
主
観
が
客
観
化
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
､
対
象
自
体
も
客
観
化
さ
れ
て
い
る
の
で

(
例
え

ば
､
ホ
ル
ン
に
よ
っ
て
､
森
林
や
狩
猟
が
描
か
れ
て
い
る
場
合
)
､
聴
き
手
は
､
客
観
化
さ
れ
た
対
象
に
つ
い
て
は
客
観
的
に
把
握

し
､
客
観
化
さ
れ
た
作
曲
家
の
主
観
に
つ
い
て
は
､
主
観
的
に
体
験
す
る
の
で
あ
る
｡
即
ち
､
い
ず
れ
の
音
楽
に
於
て
も
､
リ
ー
マ

ン
は
､
聴
き
辛
か
主
観
化
す
る
と
考
え
る
､
と
い
う
よ
り
も
､
む
し
ろ
､
聴
き
辛
が
主
観
化
で
き
る
音
楽
こ
そ
､
す
ぐ
れ
た
音
楽
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
(
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
Ⅱ
節
以
下
で
述
べ
る
)
｡

そ
こ
で
､
次
に
､
リ
ー
マ
ン
が
こ
の
様
な
主
観
性
に
つ
い
て
い
か
に
考
え
て
い
る
か
更
に
詳
し
く
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
す

る｡



Ⅱ

根
源
的
要
素
の
聴
取
に
於
け
る
主
観
性

音
楽
が
主
観
化
さ
れ
る
と
言
っ
て
も
､
音
響
は
先
ず
､
音
の
高
低
､
強
弱
､
長
さ
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
､
最
初
に
あ
る
の
は
そ

れ
ら
の
知
覚
で
あ
る
｡
リ
ー
マ
ン
は
､
そ
れ
ら
の
知
覚
が
い
か
に
主
観
化
さ
れ
る
か
､
或
い
は
､
高
さ
､
強
さ
､
長
さ
以
外
の
性
質

と
し
て
(
例
え
ば
赤
い
感
じ
の
音
)
音
が
知
覚
さ
れ
る
場
合
､
知
覚
と
主
観
化
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
形
で
論
を
立
て

て
い
る
｡

什

根
源
的
要
素
の
把
捉

〓

根
源
的
要
素
と
は
何
か

リ
ー
マ
ン
は
､
音
高
､
音
の
強
さ
､
速
度
の
三
つ
を
｢
音
楽
表
現
の
根
源
的
要
素
d
i
e

e
-
.
e
ヨ
e
コ
t
a
r
e
コ

F
a
k
t
O
r
e
コ
d
e
s

ヨ
u
S
i
k
a
〓
s
c
h
e
n

A
u
s
d
r
u
c
k
｣
と
し
､
音
楽
を
主
観
化
す
る
上
で
の
主
要
な
役
割
を
認
め
て
い
る
｡

⑤
｢
楽
音
の
本
質
を
な
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
､
従
っ
て
そ
の
中
に
音
楽
の
よ
り
特
殊
化
さ
れ
た
作
用
手
段
を
認
識
す
べ
き
も
の
､

そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
次
の
二
つ
､
音
高
と
音
の
強
さ
で
あ
る
｡
｣

へ
G
.
S
.
こ

そ
し
て
､
馳
け
て
い
る
馬
の
蹄
の
音
を
聞
く
場
合
の
様
に
､
音
高
､
音
の
強
さ
の
変
化
に
つ
れ
て
､
時
間
の
長
さ
が
わ
か
る
時
､

速
度
も
知
覚
さ
れ
る
｡
そ
こ
で
､

⑥
｢
明
ら
か
に
音
楽
の
第
三
の
性
質
が
現
わ
れ
て
く
る
｡
つ
ま
り
､
音
の
進
行
に
於
て
現
わ
れ
る
運
動
の
速
度
で
あ
る
｡
｣
(
G
.
S
.

(こ



廿

運
動
の
知
覚

こ
れ
ら
の
三
つ
の
要
素
(
音
高
､
昔
の
強
さ
､
速
度
)
は
､
実
際
の
音
楽
に
於
て
は
､
そ
れ
ら
の
変
化
を
本
質
と
す
る
旋
律
法

へ
M
2
-
O
d
i
k
)
､
強
弱
法
(
D
y
コ
a
ヨ
i
k
)
､
速
度
法
へ
A
g
O
g
i
k
)
と
し
て
現
わ
れ
る
｡
そ
し
て
､
こ
れ
ら
は
､
音
楽
を
聞
く
際
に

ま
ず
､
次
の
様
な
運
動
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
｡

⑦
｢
先
ず
､
音
高
或
い
は
音
の
強
さ
或
い
は
両
者
の
変
化
が
運
動
の
表
象
を
喚
起
す
る
｡
そ
し
て
上
昇
す
る
昔
や
増
大
す
る
音
の
強

さ
は
､
積
極
的
な
､
即
ち
､
発
展
し
､
前
進
し
､
突
き
進
む
運
動
と
し
て
現
象
し
､
下
降
す
る
音
高
､
弱
く
な
る
音
の
強
さ
は
消
極

的
な
､
即
ち
､
退
却
し
､
後
退
す
る
運
動
と
し
て
現
象
す
る
｡
そ
し
て
､
同
様
に
､
認
識
可
能
皇
日
高
や
音
の
強
さ
の
差
異
の
連
続

に
於
け
る
速
度
の
増
加
も
上
昇
の
表
象
を
生
じ
る
｡
即
ち
､
積
極
的
な
運
動
形
能
言
し
て
現
象
す
る
｡
そ
し
て
逆
に
､
速
度
の
減
少

は
消
極
的
な
形
態
と
し
て
現
象
す
る
ご
(
G
.
S
.
の
～
こ

こ
こ
で
言
う
積
極
性
､
消
極
性
と
は
､
我
々
に
迫
っ
て
く
る
か
或
い
は
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
く
と
い
う
感
覚
の
こ
と
で
あ
る
｡
リ
ー
マ

ン
は
､
そ
れ
を
機
関
車
が
近
づ
い
て
き
て
遠
の
く
と
い
う
事
例
を
挙
げ
て
説
明
す
る
｡

⑧
｢
疑
い
な
く
我
々
の
経
験
の
こ
の
事
実
〔
機
関
車
の
例
〕
は
､
曾
観
的
に
聞
バ
主
音
の
ク
レ
ッ
シ
ュ
ン
ド
が
遠
ざ
か
る
も
の

と
し
て
作
用
す
る
こ
と
を
説
明
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
｣
へ
E
.
S
.
票
～
亘
こ

こ
の
様
に
音
量
の
増
加
を
自
分
に
迫
っ
て
く
る
運
動
と
し
て
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は
､
そ
の
増
加
を
客
観
的
に
認
識
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
は
又
､
自
ら
の
心
的
興
奮
の
増
加
と
し
て
主
観
的
に
も
体
験
さ
れ
う
る
｡
例
え
ば
､
大
き
空
目

は
心
を
興
奮
さ
せ
る
し
､
小
さ
空
目
は
心
を
鎮
め
る
｡
そ
の
こ
と
は
､
逆
の
現
象
､
即
ち
､
心
が
興
奮
し
て
く
れ
ば
自
然
と
声
が
大

き
く
早
口
に
な
り
､
意
気
消
沈
す
れ
ば
低
く
弱
く
ゆ
っ
く
り
と
し
た
し
ゃ
べ
り
方
に
な
る
､
と
い
う
こ
と
か
ら
も
説
明
が
つ
く
｡

⑨
｢
音
量
の
増
強
は
さ
し
あ
た
り
､
発
声
に
於
て
表
わ
れ
て
く
る
心
的
興
奮
の
増
加
､
増
強
の
外
化
に
す
ぎ
ず
､
そ
れ
故
､
我
々
が

一
一
一



一
一
二

同
様
に
興
奮
の
高
ま
り
の
表
出
を
見
出
し
た
音
高
の
上
昇
と
平
行
関
係
に
あ
る
｡
｣
へ
E
.
S
.
の
こ

こ
の
根
源
的
三
要
素
の
増
減
の
聴
取
と
心
的
興
奮
の
増
減
の
直
接
的
な
相
関
関
係
か
ら
､
音
楽
に
於
け
る
様
々
の
情
動
の
産
出
が

説
明
さ
れ
る
｡
即
ち
､

⑲
｢
我
々
の
情
動
､
.
我
々
の
感
情
の
全
て
は
､
運
動
で
あ
る
か
､
少
く
と
も
運
動
を
伴
っ
て
い
る
｡
音
は
そ
れ
自
体
が
変
化
す
る
の

に
つ
れ
て
変
化
し
て
ゆ
く
印
象
に
よ
っ
て
､
我
々
の
中
に
運
動
を
生
じ
さ
せ
る
が
､
こ
の
運
動
と
､
我
々
の
情
動
の
連
続
と
い
う
運

動
と
の
間
に
は
､
幾
つ
か
の
相
似
点
､
類
似
点
が
あ
る
｡
.
そ
し
て
､
そ
れ
ら
は
､
人
が
感
覚
し
た
殆
ど
全
て
の
も
の
を
､
声
に
出
し

て
人
に
知
ら
し
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
見
て
､
間
違
え
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
事
段
に
よ
っ
て
音
は
､
単
に
そ
れ
自

体
の
運
動
を
我
々
に
伝
え
る
だ
け
.
で
は
な
い
｡
音
は
情
動
の
持
つ
運
動
を
我
々
の
中
に
生
じ
さ
せ
う
る
､
即
ち
､
こ
の
情
動
の
動
き

を
音
が
そ
れ
に
似
た
運
動
に
よ
っ
て
描
く
の
で
あ
る
｡
｣

(
E
.
S
.
N
-
～
N
N
)

従
っ
て
､
こ
の
様
な
運
動
の
知
覚
は
､
そ
れ
に
伴
っ
て
自
ら
も
動
く
と
い
う
意
味
で
､
主
観
的
な
の
で
あ
る
｡

仙

印象

根
源
的
要
素
は
､
実
際
に
音
楽
を
聞
く
時
に
､
あ
り
の
ま
ま
の
状
態
で
知
覚
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
例
え
ば
､
音
楽
に
於
て
音

の
変
化
は
､
ポ
ル
タ
メ
ン
ト
な
ど
を
除
け
ば
､
常
に
階
段
状
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
､
連
続
的
な
印
象
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
｡
リ
ー

マ
ン
は
こ
の
こ
と
に
関
し
て
､
次
の
様
に
言
う
｡

先
ず
､
そ
れ
が
レ
ガ
ー
ト
を
以
て
奏
せ
ら
れ
る
場
合
､

⑪
｢
音
高
の
上
昇
と
下
降
は
階
段
的
へ
s
t
亡
f
e
コ
W
e
i
s
e
)
に
生
じ
て
い
て
も
､
我
々
に
は
連
続
的
へ
k
O
n
t
i
n
u
i
e
r
〓
c
h
)

なも

の
で
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
｡
｣

へ
G
.
S
.
こ

そ
れ
に
ひ
き
か
え
､
ス
タ
カ
ー
ト
で
奏
せ
ら
れ
る
と
な
る
と
､



⑫
｢
そ
こ
で
は
､
先
ず
､
階
段
的
な
前
進
の
特
殊
な
印
象
を
与
え
､
そ
れ
と
同
時
に
､
竹
馬
に
乗
っ
て
歩
く
よ
う
な
印
象
も
与
え
る
]

へ
G
.
S
.
0
0
)

こ
れ
ら
の
印
象
は
､
音
響
の
属
性
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
､
我
々
の
運
動
と
し
て
､
.
即
ち
､
レ
ガ
ー
ト
の
時
は
我
々

の
気
持
ち
も
流
れ
る
様
な
､
ス
タ
カ
ー
ト
の
時
は
､
我
々
の
心
も
は
ず
む
様
な
運
動
と
し
て
主
観
化
さ
れ
る
｡

仙

色
彩
感
(
¶
a
r
b
e
)

次
に
､
リ
ー
マ
ン
は
､
我
々
が
音
を
色
に
た
と
え
て
知
覚
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
こ
の
場
合
､
彼
は
理
屈
に
合
わ
せ
て
昔
と
色

を
関
係
さ
せ
る
説
に
は
反
対
す
る
｡
即
ち
､
例
え
ば
､
七
音
階
と
虹
の
七
色
を
関
係
さ
せ
た
り
､
ツ
イ
ン
マ
ー
マ
ン
ら
の
様
に
色
の

基
本
と
和
音
の
基
本
と
い
う
理
由
で
､
三
原
色
と
長
三
和
音
を
関
連
さ
せ
る
の
に
は
反
対
す
る
｡

⑬
｢
彼
ら
〔
ツ
ィ
マ
ー
マ
ン
や
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
〕
の
説
に
よ
れ
ば
､
赤
･
黄
･
青
は
長
三
和
昔
の
色
で
あ
り
､
橙
･
緑
･
紫
は
短
三

和
音
の
色
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
｣

へ
G
.
S
.
岩
)

色
と
昔
は
純
粋
に
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
､
本
能
的
に
的
係
づ
け
る
べ
き
な
の
で
あ
る
｡

⑭
｢
色
と
音
領
域
の
こ
の
橡
な
平
行
関
係
を
確
実
か
つ
本
能
的
に
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
は
例
え
ば
､
古
来
慣
例
的
に
ソ
プ
ラ
ノ
の

色
は
赤
､
テ
ノ
ー
ル
の
色
は
黄
､
ア
ル
ト
の
色
は
緑
､
バ
ス
の
色
は
育
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
窺
わ
れ
る
｡
｣
へ
G
.
S
.

｡
の
様
な
知
覚
は
､
対
象
に
属
す
る
も
の
と
し
て
客
観
的
に
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
主
観
的
に
体
警
れ
る
わ
け
で
は
な
就

つ
ま
り
､
赤
い
の
は
あ
く
ま
で
音
で
あ
っ
て
我
々
が
赤
く
な
る
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
ソ
プ
ラ
ノ
の
音
は
赤
く
感
じ
ら
れ
て
も
､

そ
の
こ
と
が
直
ち
に
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
の
主
観
化
を
妨
げ
･
る
も
の
で
は
な
い
と
リ
ー
マ
ン
は
考
え
る
｡

そ
れ
に
ひ
き
か
え
､
崇
高
な
音
響
や
滑
稽
な
音
響
は
客
観
的
に
知
覚
は
さ
れ
る
が
､
主
観
化
が
困
難
な
音
響
で
あ
る
と
リ
ー
マ
ン

一
一
三



は
言
う
｡
次
に
､
こ
の
様
な
音
響
の
知
覚
に
つ
い
て
の
彼
の
考
え
を
考
察
す
る
｡

川
根
源
的
要
素
の
主
観
化
の
限
界

音
の
中
に
は
､
受
け
入
れ
易
い
音
と
受
け
入
れ
難
い
音
が
あ
る
｡
即
ち
､
主
観
化
し
易
い
音
と
し
難
い
音
が
あ
る
｡
例
え
ば
､
声

の
音
域
の
音
は
主
観
化
さ
れ
る
が
､
極
端
に
高
い
音
や
低
い
音
は
主
観
化
さ
れ
な
い
｡
又
､
轟
く
様
な
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
､
チ
ュ
ー
バ

の
音
､
耳
を
つ
ん
ざ
く
様
な
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
の
響
き
も
､
音
量
が
余
り
に
大
き
く
人
の
声
と
か
け
離
れ
て
い
る
為
､
主
観
化
さ
れ
に

く
い
｡

⑮
｢
そ
の
様
な
メ
ロ
デ
ィ
は
多
か
れ
少
か
れ
明
ら
か
に
我
々
の
外
に
あ
る
と
感
じ
ら
れ
､
主
観
的
と
い
う
よ
り
も
客
観
的
に
聴
取
さ

れ
る
｡
｣

へ
G
.
S
.
N
川
こ

そ
の
為
､
主
観
的
皇
日
楽
を
目
指
し
た
古
典
派
の
作
曲
家
達
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
曲
で
こ
れ
ら
の
楽
器
に
メ
ロ
デ
ィ
を
与
え
な
か
っ

た
し
､
又
､
逆
離
近
代
に
な
っ
て
客
観
化
す
る
音
楽
が
台
頭
す
る
に
つ
れ
て
､
主
観
化
さ
れ
な
い
音
を
出
す
楽
器
の
賃
が
多
く

な
っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
様
に
､
音
楽
の
根
源
的
要
素
は
､
そ
の
種
類
に
よ
っ
て
､
運
動
と
し
て
主
観
的
に
体
験
さ
れ
る
場
合
と
､
客
観
的
に
の
み
知

覚
さ
れ
主
観
化
さ
れ
な
い
場
合
と
が
あ
る
と
リ
ー
マ
ン
は
考
え
て
い
る
｡
即
ち
､
客
観
的
に
知
覚
さ
れ
た
と
し
て
も
､
そ
れ
と
同
時

に
､
主
観
化
さ
れ
る
瘍
合
と
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
次
に
は
､
客
観
的
知
覚
と
の
対
比
に
於
て
､
主
観
的
体
験

に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

倒

音
楽
の
主
観
化

リ
ー
マ
ン
は
､
主
観
的
体
験
と
客
観
的
知
覚
に
つ
い
て
次
の
様
に
言
う
｡



⑯
｢
既
に
強
調
し
て
お
い
た
様
に
､
同
じ
強
さ
､
同
じ
高
さ
で
鳴
り
続
け
る
個
的
皇
日
は
､
平
静
な
心
の
状
態
､
『
気
分
s
t
i
ヨ
m
･

u
コ
g
』
を
生
じ
る
が
､
音
高
や
音
の
強
さ
が
変
化
す
る
と
､
気
分
は
直
ち
に
平
静
か
ら
運
動
へ
と
移
り
､
変
動
状
態
に
な
っ
て
く
る
｡

こ
の
二
つ
の
効
果
〔
心
の
平
静
と
変
動
〕
は
当
初
客
観
的
に
知
覚
し
う
る
へ
O
b
j
e
k
二
く
W
a
h
r
コ
e
h
ヨ
b
a
こ
も
の
と
し
て
で
は
な

く
､
寧
ろ
､
主
観
的
に
体
験
さ
れ
た
へ
s
u
b
l
e
k
-
i
<
e
ユ
2
b
こ
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
｡
こ
の
こ
と
は
充
分
注
意
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
｡
｣

へ
G
.
S
.
】
ご

例
え
ば
､
ホ
ル
ン
の
幅
の
広
い
ゆ
っ
た
り
し
た
翼
を
広
げ
た
様
な
音
を
聞
く
と
い
う
場
合
､
｢
客
観
的
に
知
覚
す
る
｣
と
は
､
｢
巽

を
広
げ
た
様
な
｣
性
質
を
対
象
の
性
質
と
し
て
聴
衆
が
そ
の
昔
の
中
に
認
め
る
こ
と
で
あ
り
､
そ
れ
に
対
し
､
｢
主
観
的
に
体
験
す

る
｣
と
は
､
そ
れ
を
聞
い
て
い
る
我
々
自
身
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
｢
巽
を
広
げ
て
い
る
様
な
｣
い
わ
ば
大
ら
か
な
気
分
に
な

る
こ
と
で
あ
る
｡
絵
画
に
例
え
れ
ば
､
｢
糞
を
広
げ
て
い
る
｣
絵
を
見
る
こ
と
(
客
観
的
知
覚
)
と
､
何
か
の
絵
を
見
て
､
｢
貿
を

広
げ
た
様
空
気
分
に
亨
○
こ
と
(
主
観
的
体
験
)
の
差
で
あ
る
｡
そ
れ
に
関
し
て
､
リ
ー
マ
ン
は
､
ヘ
ル
マ
ン
●
ロ
ッ
ツ
ェ

へ
H
2
r
ヨ
a
コ
コ
｢
○
-
N
2
)
の
『
ド
イ
ツ
美
学
史
G
2
S
C
ト
i
c
ト
ー
e

d
e
r

A
e
s
t
h
e
t
i
k
-
n

D
e
u
t
c
h
-
a
コ
d
』
二
0
0
芸
)
か
ら
次

の
文
を
引
用
す
る
｡

⑰
｢
我
々
は
心
と
身
体
の
合
成
物
で
あ
る
の
で
､
運
動
が
生
じ
て
い
る
の
を
見
る
と
､
そ
れ
だ
け
で
な
く
､
自
発
的
に
運
動
を
生
じ

さ
せ
る
｡
…
…
中
略
…
…
活
動
や
受
動
の
こ
の
様
な
自
己
自
身
の
内
的
な
体
験
は
､
伸
び
て
ゆ
く
線
の
､
よ
り
果
敢
と
な
っ
て
ゆ
く

或
い
は
よ
り
不
活
発
に
な
っ
て
ゆ
く
活
気
を
我
々
に
楽
し
ま
せ
る
し
､
又
､
そ
の
整
然
と
し
た
経
過
が
突
然
に
妨
げ
ら
れ
る
な
ら
ば

不
快
を
感
じ
さ
せ
る
｡
｣
へ
G
.
S
､
-
0
0
⊥
三

リ
ー
マ
ン
は
､
こ
の
様
な
現
象
は
造
形
芸
術
よ
り
皇
日
楽
の
方
に
顕
著
で
あ
る
と
言
う
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
音
楽
の
場
合
は
､
音
が

時
間
に
そ
っ
て
流
れ
て
い
る
の
で
､
意
識
的
に
対
象
を
目
で
追
う
絵
画
の
場
合
と
は
異
り
､
音
の
変
化
を
聞
き
さ
え
す
れ
ば
､
自
ら

に
心
理
変
化
を
体
験
で
き
る
か
ら
で
あ
る
｡

一
一
五



っ
ま
り
､
崇
高
や
滑
稽
を
感
じ
さ
せ
る
音
や
余
報
高
か
っ
た
り
低
か
っ
た
り
す
る
音
の
様
に
声
と
か
け
離
れ
て
い
て
｢
同
感

M
i
t
e
ヨ
p
f
i
n
d
e
n
｣
を
生
じ
難
い
音
で
な
い
娘
り
､
主
観
化
は
可
能
で
あ
る
｡
即
ち
､
客
観
的
に
知
覚
す
る
こ
と
と
､
主
観
的
に

体
験
す
る
こ
と
は
別
の
次
元
の
こ
と
で
あ
る
と
リ
ー
マ
ン
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡

⑲
｢
重
要
な
こ
と
は
､
ま
さ
に
知
覚
し
た
も
の
を
共
体
験
す
る
こ
と
で
あ
り
､
い
わ
ば
､
そ
れ
を
主
観
化
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
｣

へ
G
.
S
t

Nこ

Ⅲ

形
式
の
知
覚
と
主
観
性

リ
ー
マ
ン
が
､
主
観
的
音
楽
の
典
型
と
し
て
､
絶
対
音
楽
を
考
え
て
い
る
こ
と
は
先
に
触
れ
た
が
､
絶
対
者
楽
に
と
っ
て
形
式
は

不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
｡

形
式
と
は
根
源
的
要
素
を
組
み
合
わ
せ
る
構
成
の
こ
と
で
あ
り
､
『
音
楽
美
学
要
綱
』
の
第
二
章
｢
形
式
を
与
え
る
原
理
･
D
i
e

F
O
r
m

g
e
b
e
n
d
e
n

P
r
i
n
z
i
p
i
e
n
｣
の
副
題
が
｢
和
声
と
リ
ズ
ム

H
a
r
ヨ
○
コ
i
e

u
コ
d

R
h
y
t
h
ヨ
▼
u
S
｣
と
な
っ
て
い
る
様
に
､

そ
れ
は
､
和
声
､
拍
子
､
リ
ズ
ム
､
そ
し
て
､
更
に
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
形
式
を
含
ん
で

い
る
｡
先
の
根
源
的
要
素
の
知
覚
は
､
例
え
ば
､
嵐
の
音
な
ど
の
知
覚
と
同
嘩
､
聴
き
手
の
精
神
的
能
力
が
要
求
さ
れ
な
い
の
に

対
し
､
こ
の
形
式
の
知
覚
に
は
あ
る
程
度
の
知
的
能
力
と
知
識
が
要
求
さ
れ
る
｡
こ
の
様
な
形
式
の
知
覚
に
つ
い
て
リ
ー
マ
ン
が
い

か
に
考
え
て
い
る
か
､
又
､
形
式
を
本
質
と
す
る
絶
体
音
楽
が
主
観
的
音
楽
と
言
わ
れ
る
場
合
の
形
式
と
主
観
性
の
触
係
に
つ
い
て

ど
の
様
に
彼
が
説
明
す
る
の
か
見
る
こ
と
に
す
る
｡

先
ず
､
形
式
の
知
覚
に
つ
い
て
､
彼
は
次
の
様
に
言
う
｡

⑲
｢
こ
の
様
な
芸
術
作
品
〔
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
作
品
〕
か
聴
衆
に
与
え
る
魅
力
の
大
部
分
は
､
美
し
い
形
式
の
う
ち
に
存
す
る
｡



…
…
中
略
…
…
こ
の
美
し
い
形
式
は
全
て
の
人
に
同
一
の
確
実
さ
を
以
っ
て
作
用
す
る
わ
け
で
は
な
い
｡
と
い
う
の
は
､
そ
れ
に
は
､

理
解
と
愛
情
深
い
応
待
､
.
即
ち
､
充
分
な
注
意
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
｡
｣
へ
G
.
S
.
畠
)

つ
ま
り
､
形
式
は
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
理
解
に
は
､
過
去
の
経
験
に
基
く
予
測
が
必
要
で

あ
る
｡

⑳
｢
我
々
が
そ
れ
〔
音
楽
〕
を
楽
し
む
の
は
､
あ
る
見
通
し
に
基
く
｡
即
ち
､
そ
の
見
通
し
と
は
､
次
の
音
へ
の
歩
み
が
側
り
が
た

く
空
虚
な
所
へ
沈
む
こ
と
な
く
､
こ
の
メ
ロ
デ
ィ
の
為
ば
か
り
で
は
な
く
､
他
の
メ
ロ
デ
ィ
の
為
に
も
決
定
的
な
形
で
固
定
さ
れ
て

い
る
階
梯
の
ひ
と
つ
に
､
音
の
歩
み
堵
達
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
見
通
し
で
あ
る
｡
｣
(
G
･
S
･
三

(逝

こ
の
見
通
し
､
予
測
と
い
っ
た
規
律
に
基
づ
い
て
調
の
判
定
､
リ
ズ
ム
の
認
識
､
均
衡
の
把
握
が
可
能
に
な
る
｡

し
か
し
､
こ
の
様
に
形
式
の
把
握
に
知
性
が
必
要
だ
と
し
て
も
､
絶
対
音
楽
の
場
合
に
は
､
描
写
音
楽
(
次
節
で
扱
う
)

の
場
合

と
異
な
り
､
想
像
は
不
必
要
で
あ
り
､
形
式
を
あ
る
が
ま
ま
に
把
握
す
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､

⑳
｢
専
ら
感
情
表
出
を
目
的
と
す
る
絶
対
音
楽
の
作
用
の
手
段
は
､
い
か
な
る
説
明
も
序
文
も
解
釈
も
必
要
と
せ
ず
､
他
の
芸
術
と

｡
｡
で
､
リ
ー
マ
ン
が
､
絶
対
音
楽
に
於
て
､
感
情
表
出
と
形
式
を
と
も
に
重
要
嘩
て
い
る
｡
と
は
､
一
見
し
た
所
､
矛
盾
で

あ
る
様
に
思
わ
れ
る
｡
何
故
な
ら
ば
､
形
式
は
｢
客
観
的
な
も
の
と
見
倣
し
得
る
も
の
｣
で
､
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(⑲

を
見
よ
)
の
に
対
し
､
も
う
妄
の
要
因
で
あ
る
感
情
表
出
は
主
観
的
な
因
子
と
考
え
ら
れ
る
か
密
あ
る
｡
そ
し
て
事
実
り
.
マ

ン
は
､
主
観
化
を
も
た
ら
す
要
因
と
し
て
は
､
形
式
で
は
な
く
根
源
的
要
素
の
方
を
重
視
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
リ
ー
マ
ン
が
絶
対

音
楽
を
主
観
的
で
あ
る
と
言
う
場
合
､
彼
は
､
描
写
音
楽
の
客
観
性
と
の
対
比
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
は
次

の
引
用
文
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
｡

⑳
｢
も
し
､
音
楽
が
主
観
的
で
あ
る
こ
と
を
や
め
､
叙
述
し
､
描
こ
う
と
す
る
と
､
全
く
別
の
種
頬
の
活
動
が
精
神
的
に
は
要
求
さ

一
一
七



一
一
八

れ
る
｡
と
い
う
の
は
､
〔
絶
対
音
楽
に
於
て
は
〕
形
式
的
構
造
の
追
跡
､
つ
ま
り
､
和
声
及
び
リ
ズ
ム
の
上
の
関
係
の
制
御
､
が
尚

も
､
目
の
前
に
あ
る
も
の
の
知
覚
で
あ
り
､
提
示
さ
れ
た
も
の
の
受
用
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
､
客
観
化
す
る
音
楽
は
聴
き
手
に
対

し
て
そ
こ
に
何
か
を
加
え
る
こ
と
､
想
像
力
を
生
産
的
に
活
動
さ
せ
る
こ
と
､
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
｣
(
G
.
S
.
巴
)

そ
れ
で
は
､
形
式
の
知
覚
か
ら
我
々
は
何
を
得
る
か
｡
リ
ー
マ
ン
は
､
形
式
は
魂
に
｢
美
的
快
訂
t
h
e
t
i
s
c
h
e

r
u
s
t
｣

へ
G
･
S
･
冨
)
を
与
え
る
と
考
え
る
｡
そ
し
て
､
我
々
は
形
式
に
｢
和
声
及
び
リ
ズ
ム
や
拍
節
の
完
全
な
建
築
的
構
成
に
存
す
る
音

楽
の
特
殊
な
美
｣
へ
G
･
S
l
莞
こ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
様
な
｢
美
的
快
｣
こ
そ
リ
ー
マ
ン
が
絶
対
音
楽
の
中
に
認
め
た
主
観

し
か
し
､
リ
.
マ
ン
は
美
が
即
芸
術
の
価
値
で
あ
璽
は
考
え
な
い
｡
何
故
な
ら
ば
､
形
式
も
す
ば
ら
し
く
､
情
動
皇
じ
さ
せ

る
楽
増
そ
真
の
芸
術
へ
e
｡
h
t
e
K
｡
u
S
こ
で
あ
る
が
､
形
式
は
天
才
の
作
品
を
模
倣
し
て
完
全
で
あ
っ
て
も
情
動
へ
E
旦
i
n
d
･

u
n
g
)
を
生
じ
さ
せ
な
い
楽
曲
は
偽
り
の
芸
術
〓
a
-
s
c
h
e

K
u
n
s
t
〓
G
.
S
.
怠
ナ
套
こ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

Ⅳ

描
写
音
楽
の
知
覚
と
主
観
性

川

描
写
音
楽
に
於
け
る
主
観
性

リ
ー
マ
ン
は
､
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
が
音
楽
以
外
の
芸
術
(
建
築
を
除
い
て
)
に
は
自
然
界
に
描
写
対
象
か
あ
る
が
､
音
楽
に
は
な
い

と
述
べ
て
い
る
の
を
批
判
し
て
､
音
楽
に
於
け
る
描
写
と
絵
画
の
そ
れ
の
問
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
Q

⑳
｢
画
家
は
自
然
の
断
片
を
あ
り
の
ま
ま
に
描
く
の
で
は
な
く
､
自
分
が
見
て
い
る
様
に
描
く
､
つ
ま
り
､
画
家
は
自
分
の
感
覚
生

活
の
一
部
を
描
く
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
様
な
場
合
に
の
み
風
景
画
家
の
芸
術
が
問
題
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
｡
…
…
中
略
…

音
楽
家
も
､
彼
の
書
く
一
つ
ひ
と
つ
の
楽
章
､
一
つ
ひ
と
つ
の
メ
ロ
デ
ィ
に
よ
っ
て
､
一
片
の
自
然
模
倣
を
､
即
ち
､
自
ら
の
感
覚



生
活
の
一
片
を
与
え
る
の
で
あ
る
｡
｣

へ
G
.
S
.
軍
′
∽
ご

っ
ま
り
､
音
楽
は
絵
画
の
様
に
実
際
の
外
形
を
描
く
こ
と
こ
そ
で
き
な
い
が
､
こ
の
二
つ
の
芸
術
が
伝
え
る
も
の
の
本
質
は
､
等

し
く
､
も
の
に
出
会
っ
た
時
の
作
者
の
感
覚
な
の
で
あ
る
｡
リ
ー
マ
ン
に
依
れ
ば
､
音
楽
は
目
に
見
え
る
運
動
の
形
を
そ
の
ま
ま
描

写
す
る
こ
と
ば
で
き
な
い
の
で
､
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
､
伝
え
う
る
感
覚
の
範
囲
が
広
が
る
｡
音
楽
の
目
的
は
模
倣
す
る

こ
と
自
体
で
は
な
.
く
､
胸
の
奥
か
ら
湧
き
出
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
噴
出
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
｡

リ
ー
マ
ン
は
こ
の
こ
と
を
､
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
『
田
園
交
響
曲
』
の
第
二
楽
章
を
例
に
挙
げ
て
､
次
の
様
に
説
明
し
て
い
る
｡

-
そ
こ
で
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
､
緑
の
牧
場
を
小
川
が
流
れ
､
鳥
が
歌
っ
て
い
る
と
い
う
情
景
を
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
Q
そ

の
風
景
を
彼
が
先
ず
自
分
の
心
で
感
じ
､
そ
の
感
じ
た
も
の
を
音
化
し
､
我
々
は
そ
の
音
響
を
介
し
て
彼
と
共
体
験
す
る
の
で
あ
る
｡

即
ち
､
そ
の
プ
｡
セ
ス
に
於
て
は
､
先
に
④
の
引
翌
で
見
た
様
に
､
堵
家
が
見
て
い
る
客
体
を
自
分
の
感
情
と
し
て
主
観
化
し
､

そ
れ
を
音
に
客
観
化
し
､
そ
れ
を
聴
き
辛
が
再
び
主
観
化
す
る
の
で
あ
る
｡

閻

描
写
音
楽
に
於
け
る
連
想
作
用

描
写
音
楽
が
客
観
化
す
る
感
覚
は
､
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
例
の
様
に
､
作
曲
家
自
身
の
感
覚
で
あ
る
場
合
も
あ
る
が
､
他
者
の
心

情
の
場
合
も
あ
る
｡
例
え
ば
､
リ
ー
マ
ン
は
リ
ス
ト
の
『
タ
ッ
ソ
ー
･
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
』
の
例
を
挙
げ
る
｡
こ
の
曲
の
中
で
客
観
化

さ
れ
て
い
る
主
観
は
､
リ
ス
ト
の
主
観
で
は
な
く
､
リ
ス
ト
が
想
像
し
た
タ
ッ
ソ
ー
の
主
観
で
あ
り
､
聴
き
手
は
タ
ッ
ソ
一
に
な
っ

た
つ
も
り
で
聴
く
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
れ
は
主
観
化
さ
れ
る
と
言
う
｡

⑳
｢
全
て
の
客
観
化
す
る
音
楽
は
反
省
的
で
あ
る
｡
即
ち
､
感
覚
の
直
接
的
表
現
で
は
な
く
､
特
定
の
状
況
へ
の
虚
構
的
な
移
入
に

ょ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
感
覚
の
表
現
､
つ
ま
り
他
者
の
表
象
さ
れ
た
感
覚
の
表
現
で
あ
る
｡
｣
へ
G
.
S
.
空

虚
構
に
せ
よ
､
音
楽
家
の
現
実
の
感
覚
に
せ
よ
､
描
写
音
楽
で
は
客
観
化
さ
れ
た
感
情
が
正
し
く
伝
わ
ら
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
｡

一
一
九



一
二
〇

そ
の
正
し
い
伝
達
を
助
け
る
の
は
､
音
色
､
音
高
､
音
の
強
さ
の
連
想
を
喚
起
す
る
力
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
音
高
が
上
昇
し
な
が
ら

デ
ィ
ミ
ヌ
エ
ン
ド
す
る
時
は
飛
び
去
っ
て
消
え
て
い
く
も
の
を
､
又
J
下
降
し
な
が
ら
ク
レ
ッ
シ
ュ
ン
ド
す
る
時
は
巨
大
な
も
の
が

揺
れ
動
い
て
い
る
｡
と
を
､
又
､
広
範
囲
に
渡
る
持
続
音
の
聖
喝
ピ
ア
ニ
シ
モ
の
ヴ
イ
プ
ラ
ー
ト
は
宏
大
な
静
か
誌
面
や
果
て

し
な
い
砂
漠
で
仰
ぐ
屋
の
明
る
い
青
空
を
そ
れ
ぞ
れ
連
想
さ
堵
｡
そ
し
て
､
高
い
音
は
軽
く
上
に
飛
挙
る
感
じ
を
与
え
る
の
で
､

又
､
楽
器
の
種
類
に
よ
っ
て
連
想
さ
れ
る
も
の
が
伝
続
的
に
誓
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
｡
(
鞠
え
ば
､
ホ
ル
ン
は
森
林
や
狩
猟
を
､

ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
は
進
軍
や
凱
旋
を
､
オ
ー
ボ
エ
や
フ
ァ
ゴ
ッ
ト
は
田
園
の
風
景
を
連
想
さ
せ
る
｡

｡
の
様
な
連
想
作
用
を
用
い
て
､
作
曲
家
が
自
分
の
描
｡
う
と
し
て
い
る
も
の
を
密
る
｡
と
が
で
き
る
の
は
､
②
の
引
用
文
に

あ
る
様
に
､
そ
れ
ら
に
我
々
か
共
感
を
抱
く
へ
s
y
ヨ
p
a
t
h
i
s
-
e
r
e
コ
)

か
ら
で
あ
る
｡
即
ち
､
描
い
て
い
る
も
の
と
､
音
楽
か
ら

連
想
さ
れ
る
も
の
の
間
に
､
我
々
が
共
通
性
を
見
出
し
う
る
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
､
我
々
は
こ
の
様
な
音
楽
を
､

⑳
｢
内
発
的
に
､
つ
ま
り
､
意
志
言
i
〓
e
)
を
以
っ
て
体
験
す
る
の
.
で
は
な
く
､
観
想
的
に
､
つ
ま
り
､
表
象
へ
く
O
r
S
t
e
〓
u
コ
g
)

と
し
て
体
験
す
る
｣
へ
G
.
S
.
宗
～
ヨ
)
の
で
あ
る
｡

従
っ
て
こ
の
様
な
客
観
化
す
る
音
楽
の
理
解
に
は
､
主
観
的
音
楽
と
は
違
っ
て
､
作
曲
家
の
意
図
の
把
握
が
先
ず
必
要
と
な
る
｡

⑳
｢
描
写
音
楽
に
於
て
は
､
作
曲
家
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
た
方
向
に
自
己
の
想
像
を
働
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
作
曲
家
の
意
図
を

ひ
と
つ
ひ
と
つ
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
｡
｣

へ
G
.
S
.
¢
N
)

以
上
､
〓
､
佃
二
つ
の
節
に
於
け
る
考
察
か
ら
､
客
観
化
す
る
音
楽
の
場
合
に
も
､
二
種
の
享
受
の
仕
方
が
あ
る
と
リ
ー
マ
ン
は

考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
一
つ
は
､
表
現
と
し
て
客
観
的
に
理
解
す
る
こ
と
(
②
､
⑳
､
⑳
の
引
用
文
)

で
あ
り
､
も
う
一
つ



ほ
､
作
曲
家
が
楽
曲
に
客
観
化
し
た
情
景
に
伴
う
感
情
を
主
観
的
に
体
験
す
る
こ
と
(
④
､
⑳
の
引
用
文
)
で
あ
る
｡
こ
の
二
つ
の

享
受
は
､
形
式
の
知
覚
と
主
観
的
体
験
が
並
行
し
て
行
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
様
に
､
こ
こ
で
も
､
並
行
し
て
行
な
わ
れ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
客
観
化
す
る
音
楽
の
全
て
を
主
観
的
に
体
警
き
る
わ
け
で
は
な
い
(
且
即
覇
の
M
を
参
照
)
｡
し

か
し
､
主
観
的
苦
楽
の
曲
型
と
し
て
い
る
絶
対
音
楽
の
中
に
も
連
想
的
契
機
が
あ
る
と
彼
は
認
め
て
い
る
様
に
､
客
観
化
す
る
音
楽

に
於
て
も
､
客
観
的
理
解
と
同
時
に
､
主
観
的
体
験
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
む
し
ろ
､
主
観
化
さ
れ
な
け
れ
ば
客
観
化
す
る
音
楽

に
も
価
値
は
な
く
､
従
っ
て
､

⑳
｢
古
典
派
や
ロ
マ
ン
派
の
偉
大
な
作
曲
家
に
は
価
値
か
あ
る
｡
｣
へ
G
.
S
.
芝
)

と
す
る
際
の
根
拠
も
密
に
あ
る
｡

⑳
｢
そ
れ
ら
〔
の
作
品
〕
は
､
全
て
客
観
化
が
意
図
さ
れ
､
多
か
れ
少
か
れ
､
そ
れ
が
達
成
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
､
偉
大
な
芸

術
家
の
個
性
の
写
し
の
様
に
我
々
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
彼
ら
の
個
性
と
少
し
の
間
､
共
感
で
き
る
と
考
え
る
と
､

荘
厳
な
心
強
い
気
持
ち
に
な
る
の
で
あ
る
｡
｣

へ
G
.
S
.
澄
)

即
ち
､
形
式
だ
け
は
す
ぐ
れ
て
い
る
が
､
情
動
を
生
じ
さ
せ
な
い
､
即
ち
､
主
観
化
さ
れ
な
い
楽
曲
を
偽
り
の
芸
術
と
し
た
様
に
､

客
観
化
す
る
こ
と
の
み
を
追
求
し
､
主
観
化
さ
れ
て
い
な
い
楽
曲
に
も
.
リ
ー
マ
ン
は
価
値
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
リ
ー

マ
ン
は
､
主
観
化
こ
そ
音
楽
の
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡

結

音
楽
美
学
史
に
於
け
る
リ
ー
マ
ン
の
位
置

こ
の
様
に
リ
ー
マ
ン
は
､
絶
対
音
楽
に
於
て
も
､
描
写
音
楽
に
於
て
も
､
形
式
の
知
覚
や
描
写
し
て
い
る
も
の
の
理
解
と
い
う
客

観
的
な
把
握
を
認
め
な
が
ら
も
､
主
観
的
に
体
験
す
る
､
即
ち
､
情
動
へ
E
ヨ
P
f
i
コ
d
亡
コ
g
)
を
感
じ
る
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
し
て

一
ニ
ー



一
二
二

い
る
｡
次
に
彼
の
こ
の
様
な
考
え
と
､
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
の
見
解
を
比
較
し
て
み
よ
う
｡

ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
は
､
感
情
美
学
者
達
の
批
判
す
べ
き
見
解
を
二
十
余
り
も
列
挙
し
て
い
る
｡
そ
の
中
か
ら
､
引
用
す
る
と
･

｢
マ
ッ
テ
ー
ゾ
ー
ン
『
我
々
は
各
メ
ロ
デ
ィ
に
お
い
て
一
つ
の
情
動
の
動
き
へ
G
2
ヨ
慧
s
b
2
W
e
g
亡
コ
g
)
を
主
目
的
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
｡
』
｣

(
『
音
楽
美
論
』

p･三

｢
ビ
ー
フ
ー
の
百
科
辞
典
(
第
二
版
)
『
音
楽
は
美
し
い
音
に
よ
り
感
覚
や
心
的
状

態
を
表
現
す
る
芸
術
で
あ
る
｡
』
｣

(
同
p
.
〕
N
)
な
ど
か
あ
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
､
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
は
｢
感
情
こ
そ
音
楽
芸
術
が
表
現
す
べ
き
内
容
で
あ
る
｣

(
同
p
.
詑
こ
と
い
う
考
え
や
｢
今

ま
で
の
音
楽
美
学
は
音
楽
に
於
て
何
が
美
し
い
か
と
い
う
こ
と
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
せ
ず
､
寧
ろ
そ
の
際
に
圧
倒
す
る
感
情
の
描
写

に
終
始
し
て
い
る
｣

(
同
p
■
】
こ
こ
と
に
反
対
し
､
｢
一
定
の
感
情
や
情
動
の
表
現
は
決
し
て
音
楽
本
来
の
能
力
の
中
に
あ
る
の

で
は
な
い
｣

(
同
p
･
父
こ
そ
し
て
｢
か
く
し
て
音
楽
は
感
情
の
内
容
そ
の
も
の
を
表
現
で
き
な
い
｣

(
同
p
.
合
)
と
主
張
し
て

い
る
｡
そ
し
て
､
情
動
の
表
現
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
､
音
楽
形
式
を
窺
極
目
的
と
彼
は
考
え
る
｡
｢
〔
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
序
曲

と
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
序
曲
を
比
較
し
て
〕
一
方
が
高
級
な
感
情
を
表
現
し
て
い
る
と
か
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
｡
或
い
は
感
情
は
同
じ
で

も
一
方
が
そ
れ
を
正
し
く
表
現
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
｡
否
､
そ
う
で
は
な
く
し
て
一
方
が
よ
り
美
し
い
音
楽
形
式
を
作

り
上
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
｡
た
だ
こ
れ
だ
け
が
音
楽
を
よ
く
も
悪
く
も
す
る
｡
｣

(
同
p
.
雷
£
○
)
こ
の
形
式
の
把
握

に
は
精
神
の
活
動
を
必
要
と
す
る
｡
即
ち
､
｢
精
神
の
活
動
な
く
或
は
な
ん
ら
美
的
享
受
は
あ
り
え
な
い
｡
｣
(
同
p
｣
空
し

か
し
､
こ
の
精
神
の
活
動
と
は
感
情
や
感
覚
に
よ
る
享
受
で
は
な
い
｡
つ
ま
り
､
｢
感
覚
的
な
ま
た
は
感
情
的
な
性
質
の
人
で
は
こ

れ
〔
精
神
的
モ
メ
ン
ト
〕
が
最
小
限
度
に
沈
み
…
…
｡
弱
者
は
陶
酔
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
｡
し
か
し
真
に
美
的
に
聴
く
こ
と
ば

一
つ
の
技
術
へ
K
5
S
t
芸
術
)
で
あ
る
｡
｣

(
同
p
.
-
巴
)

喜

こ
こ
で
､
リ
ー
マ
ン
と
対
比
し
て
み
る
と
､
リ
ー
マ
ン
も
､
･
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
と
同
様
､
･
形
式
美
を
認
め
､
形
式
は
理
解
さ
れ
る
べ

き
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
両
者
か
決
定
的
に
異
る
の
は
､
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
が
音
楽
体
験
に
は
感
情
が
伴
う



の
を
認
め
な
か
ら
も
､
｢
感
情
が
音
楽
の
作
用
の
窺
極
目
的
な
り
｣
と
い
う
立
場
を
批
判
し
て
い
る
(
同
p
.
望
の
と
は
対
照
的

に
､
リ
ー
マ
ン
は
､
形
式
美
の
客
観
的
知
覚
を
認
め
な
が
ら
も
､
音
楽
の
主
観
的
体
験
を
重
視
し
て
い
る
点
で
あ
る
｡
即
ち
､
ハ
ン

ス
リ
ッ
ク
は
形
式
美
こ
そ
音
楽
の
価
値
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
に
対
し
､
リ
ー
マ
ン
は
主
観
的
体
験
こ
そ
音
楽
の
価
値
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡

そ
れ
で
は
､
リ
ー
マ
ン
は
､
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
が
批
判
し
て
い
る
感
情
美
学
者
の
見
解
と
同
じ
な
の
か
｡
答
え
は
否
で
あ
る
｡
何
故

な
ら
ば
､
リ
ー
マ
ン
は
､
感
情
美
学
者
が
｢
感
情
を
表
現
す
る
｣
と
い
う
様
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
音
楽
と
感
情
の
関
係
を
考
え
て
い
る

ゎ
け
で
は
な
い
｡
④
の
引
用
文
の
様
に
｢
主
観
が
作
品
に
客
観
化
さ
れ
た
｣
と
言
っ
て
も
､
そ
れ
は
､
⑳
の
引
用
文
で
述
べ
て
い
る

様
な
意
味
に
於
て
で
あ
る
｡
即
ち
､
画
家
が
感
覚
生
活
の
一
部
を
キ
ャ
ン
バ
ス
に
描
く
の
と
同
じ
様
に
､
作
曲
家
は
自
ら
の
感
覚
生

活
の
一
片
を
一
つ
の
メ
ロ
デ
ィ
に
よ
っ
て
与
え
る
の
で
あ
る
｡
裏
を
返
せ
ば
､
画
家
が
現
実
に
視
覚
的
窒
息
味
で
キ
ャ
ン
バ
ス
に
措

い
て
い
る
の
は
風
景
で
あ
る
様
に
､
音
楽
に
於
て
も
現
実
に
聴
覚
的
な
意
味
で
響
い
て
い
る
の
は
音
の
動
き
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
ど

ち
ら
に
於
て
も
､
創
作
者
の
感
覚
は
､
客
観
的
に
作
品
に
見
た
り
聞
い
た
り
で
き
る
も
の
で
は
な
く
､
観
賞
者
が
内
的
に
体
験
す
る

も
の
な
の
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
音
楽
の
体
験
は
主
観
的
な
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
､
音
楽
の
実
体
験
を
省
み
て
み
る
｡
確
か
に
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
の
言
う
様
に
､
音
楽
に
は
形
式
的
な
美
し
さ
は
認
め
ね
ば
な

ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
､
疲
辺
護
氏
も
『
音
楽
美
論
』
の
解
説
で
｢
音
楽
の
も
た
ら
す
感
情
を
美
と
ま
っ
た
く
縁
な
き
も
の
と
し
て

否
定
し
去
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
｣

(
同
p
.
〓
岩
)
と
言
わ
れ
て
い
る
様
に
､
音
楽
享
受
に
於
て
何
か
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は

重
要
な
こ
と
で
あ
る
｡
渡
辺
氏
は
､
そ
の
解
決
と
し
て
､
次
の
こ
と
を
提
唱
さ
れ
て
い
る
｡
｢
芸
術
と
し
て
の
音
楽
に
も
感
情
の
か

か
り
合
い
を
な
ん
ら
か
の
意
味
で
み
と
め
､
音
楽
芸
術
の
対
象
は
音
そ
の
も
の
で
あ
る
か
感
情
で
あ
る
か
と
二
者
選
一
の
問
題
と
せ

ず
に
､
音
楽
の
対
象
と
感
情
と
の
並
置
な
い
し
融
合
と
考
え
る
｡
｣
そ
し
て
､
こ
の
考
え
方
は
､
大
ざ
っ
ば
な
見
方
で
あ
る
の
で
､

よ
り
緻
密
な
見
方
と
し
て
､
｢
音
楽
の
芸
術
体
験
は
な
り
ひ
び
く
音
を
享
受
し
て
い
る
と
い
う
時
間
的
に
流
動
す
る
現
在
の
体
験
と
､

一
二
三



一
二
四

消
え
去
り
ゆ
く
音
を
主
体
的
に
把
持
し
て
形
あ
る
ま
と
ま
っ
た
も
の

(
す
な
わ
ち
あ
る
意
味
で
空
間
的
に
)

と
し
て
把
握
し
ょ
う
と

す
る
t
一
つ
の
体
験
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
｡
｣

(
同
p
.
-
浣
～
-
3
)
と
す
る
見
方
を
提
出
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
｢
大
ざ
っ
ば
な
｣
見

解
を
示
し
た
の
が
リ
ー
マ
ン
で
あ
る
と
い
わ
ば
言
え
る
｡
即
ち
､
リ
ー
マ
ン
は
､
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
を
認
め
な
が
ら
も
､
ハ
ン
ス
リ
ッ

ク
の
軽
視
し
た
音
楽
に
於
け
る
感
情
作
用
を
｢
主
観
的
な
体
験
｣
に
よ
っ
て
説
明
し
､
両
方
と
も
認
め
た
の
で
あ
る
｡

そ
れ
で
は
､
次
の
世
代
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
説
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
エ
ネ
ル
ギ
ー
説
は
､
音
楽
を
運
動
の
経
過
､
即
ち
､
力

の
経
過
､
緊
張
状
態
の
継
続
と
捉
え
て
い
る
｡
例
え
ば
､
ク
ル
ト
は
｢
音
増
量
味
に
於
て
､
我
〝
が
メ
｡
デ
ィ
的
な
も
の
と
呼

ん
で
い
る
も
の
は
､
我
〝
の
内
に
於
て
生
じ
て
い
る
緊
張
の
経
過
で
あ
る
｡
(
軋
と
語
っ
て
い
る
｡
｡
の
緊
張
の
経
過
と
は
具
体
的
に

言
え
ば
､
和
声
的
な
音
関
係
が
も
た
ら
す
我
々
の
心
の
状
態
の
経
過
で
あ
る
｡
即
ち
､
ク
ル
ト
は
音
楽
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
心
の

変
化
を
一
瞬
､
一
瞬
の
音
響
の
刺
激
に
対
応
さ
せ
て
考
え
て
い
る
｡
そ
の
為
､
心
は
音
碩
流
れ
と
平
行
し
て
線
的
に
変
化
し
て
い

く
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
音
楽
を
全
体
的
に
は
空
間
的
な
統
一
印
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
渡
辺
氏
が
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
の

解
決
策
と
し
て
提
唱
な
さ
れ
た
｢
よ
り
緻
密
な
見
方
｣
が
い
わ
ば
ク
ル
ト
の
見
解
で
あ
る
と
言
え
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
リ
ー
マ
ン
は
､
⑰
の
ロ
ッ
ツ
ェ
か
ら
の
引
用
に
於
て
見
た
様
に
､
音
楽
の
時
間
の
経
過
に
従
っ
て
心
が
動
く
と
言

っ
て
は
い
る
が
､
ク
ル
ト
の
様
に
､
実
際
の
音
楽
に
即
し
て
､
具
体
的
に
心
の
動
き
を
考
察
し
た
わ
け
で
は
密
｡
リ
ー
マ
ン
が
強

調
し
た
主
観
化
と
は
､
漠
然
と
し
た
感
覚
､
即
ち
主
観
的
に
し
か
体
験
で
き
な
い
感
覚
を
感
じ
る
こ
と
で
あ
る
｡

音
楽
美
学
史
に
於
け
る
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
の
功
績
は
､
｢
た
だ
芸
術
作
品
が
語
る
も
の
の
み
を
聴
き
､
信
ず
る
｣

(
同
p
.
宗
)
と

述
べ
て
い
る
様
に
､
｢
ど
ん
な
感
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
｣
と
い
う
こ
と
よ
り
も
､
音
楽
自
体
を
注
視
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
｡
し

か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
､
音
楽
が
生
じ
さ
せ
る
我
々
の
心
の
動
き
に
は
あ
ま
り
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
｡
そ
の
解
決
と
し
て
､
心
の
動

き
自
体
に
再
び
注
目
し
た
の
が
リ
ー
マ
ン
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
よ
り
撤
密
な
見
解
を
導
入
し
た
(
渡
辺
氏
の
こ
と
ば
を
借
り
る
な
っ
ぉ

の
か
ク
ル
ト
と
言
え
る
｡
即
ち
､
リ
ー
マ
ン
は
､
純
粋
な
聴
き
手
の
心
の
動
き
を
追
求
し
､
そ
し
て
､
更
に
進
ん
で
､
エ
ネ
ル
ギ
Ⅰ



論
者
遷
は
､
そ
の
心
の
動
き
を
細
か
く
探
求
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
主
観
的
な
体
験
を
重
視
し
た
と
い
う
点
で
､
リ
ー
マ
ン
の
音
楽

美
学
論
は
､
聞
い
て
感
じ
る
と
い
う
純
粋
な
音
楽
享
受
論
ヘ
音
楽
美
学
を
方
向
づ
け
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
彼
が
著
書
『
音
楽
美
学
要

綱
』
の
副
題
を
『
い
か
に
音
楽
を
聞
く
か
』
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
｡
彼
は
作
品
が
い
か
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
､

我
々
か
い
か
に
感
じ
る
か
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
｡
リ
ー
マ
ン
は
､
エ
ネ
ル
ギ
1
論
の
様
に
､
音
型
と
心
の
動
き
の
撤
密
な
関
係
を

追
求
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
､
純
粋
に
感
じ
る
こ
と
の
み
を
問
題
に
し
た
と
い
う
点
で
は
､
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
へ
の
先
が
け
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

註

T)

竜
e
切
芸
･
ト
書
芸
○
⇒
-
0
0
0
0
N
初
版
｡
そ
の
後
､
改
訂
を
重
ね
今
日
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
る
｡

三

和
声
二
元
論
｡
上
方
倍
音
別
と
下
方
倍
音
別
の
関
係
か
ら
長
調
と
短
調
を
説
明
す
る
｡
和
声
学
に
関
す
る
著
書
は
､
『
音
楽
論
理
学
き
㌻
訂
P
･

〓
警
吏
N
ト
芸
慧
』
二
0
0
諾
)
､
『
音
楽
構
文
論
き
肋
芸
已
㌃
c
計
?
ぎ
さ
冒
白
㌃
』
〓
0
0
ヨ
)
､
『
和
声
の
本
質
b
軋
Q
き
ぎ
→
丸
亀
→
き
⊇
1

書
芸
』
二
0
0
0
0
N
)
､
『
和
声
二
元
論
の
問
題
b
莞
㌘
…
Q
∋
賢
哲
⊇
冨
㌃
c
才
芸
b
邑
㌃
ヨ
£
』
ご
芸
)
亀

‡

『
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
弦
楽
四
重
奏
曲
慧
Q
;
…
…

ご
う
ま
c
言
喜
ミ
…
Q
』
二
害
エ
､
『
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
ピ
ア
ノ
ソ
ナ
タ
全
曲
､

3
巻
L
<
a
コ
空
也
芸
○
害
麦
誤
已
〓
Q
計
屯
聖
S
軋
屯
了
h
O
喜
卜
芦
∽

B
d
e
』
こ
竺
;
～
-
≡
三

等｡

五言互

G
⊇
已
こ
さ
軋
芸

乱
写
竜
ぎ
b
芸
=
》
ニ
チ
エ
已
∵
-
-
毒
ざ
Q

㌣
㌣
≦
声
至
;
.
琴
芝
さ
㌻
可

略
G
.
)

く
ミ
芦
旨
ざ
亘
芸
さ
〓
㌫
ミ
･
㌘
吏
㌻
昌
邦
訳
､
渡
辺
護
二
芸
三

注
意
す
べ
き
は
｢
主
観
的
;
u
b
j
e
k
こ
<
)
と
客
観
的
;
b
j
e
k
t
i
こ
と
い
う
概
念
は
､
通
常
用
い
ら
れ
て
い
る
意
味
と
逆
の
意
味
で
用
い
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
｣
;
.
S
.
票
こ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
あ
り
ふ
れ
た
(
g
a
コ
g
u
コ
d
g
賢
e
)
用
法
で
は
､
｢
主
観
的
に
演
奏
す
る
｣
と
は

｢
慈
恵
的
に
演
奏
す
る
｣
こ
と
で
あ
り
､
｢
客
観
的
に
演
奏
す
る
｣
と
は
｢
楽
譜
に
忠
実
に
演
奏
す
る
｣
こ
と
で
あ
る
か
､
彼
の
言
う
の
は
そ
の

様
な
意
味
で
は
な
い
｡

｢
『
客
観
的
』
に
演
奏
す
る
人
と
は
､
直
面
し
て
い
る
対
象
を
､
即
ら
､
演
奏
す
る
作
品
を
､
主
観
化
し
な
い
､
つ
ま
り
､
自
己
に
同
化
し
な
い

一
二
五



一
二
六

人
で
あ
る
｡
｣
(
G
.
S
.
諾
)

こ
れ
に
対
し
て
｢
主
観
的
に
演
奏
す
る
｣
と
い
う
用
語
例
は
な
い
が
､
こ
の
引
用
文
か
ら
明
ら
か
な
様
に
､
そ
れ
は
作
品
を
自
己
に
同
化
す
る

(
-
n

s
i
c
h

a
u
f
コ
e
h
ヨ
e
コ
)

こ
と
と
判
断
さ
れ
る
｡

ヱ

こ
の
引
用
文
の
後
に
リ
ー
マ
ン
は
次
の
様
な
例
を
挙
げ
て
い
る
｡
例
え
ば
､
高
音
に
な
り
な
が
ら
デ
ィ
､
､
､
ヌ
エ
ン
ド
す
る
昔
の
動
き
を
飛
び
去
っ

て
消
え
て
い
く
も
の
と
感
じ
る
の
は
､
客
観
的
な
聞
き
方
で
あ
る
｡
即
ら
､
音
の
動
き
と
同
化
し
て
､
我
々
の
心
が
動
く
の
で
は
な
く
､
我
々
は
､

そ
の
昔
の
動
き
を
｢
表
象
v
O
r
S
-
2
=
旨
5
g
｣
と
し
て
見
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
様
に
､
作
曲
家
の
意
図
に
そ
っ
て
音
の
動
き
を
客
観
的
に
捉

え
る
こ
と
を
彼
は
s
y
ヨ
p
a
t
h
i
s
-
e
r
e
n
と
い
う
こ
と
ば
で
示
し
て
い
る
｡

‡

実
際
に
こ
の
二
つ
の
概
念
を
同
義
と
し
て
い
る
文
と
し
て
は
例
え
ば
次
の
も
の
が
あ
る
｡

｢
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
の
楽
曲
は
多
く
の
場
合
､
そ
の
全
休
は
主
観
化
さ
れ
(
s
u
b
盲
〓
く
i
e
r
こ
え
ず
､
む
し
ろ
我
々
に
共
感
的
に
動
く
一
部
の
際

だ
っ
た
声
部
の
み
が
､
我
々
が
同
化
す
る
内
容
の
真
の
代
表
者
で
あ
り
､
そ
の
他
は
我
々
の
外
に
あ
る
よ
う
に
現
象
す
る
｡
｣
(
G
.
S
.
g
〉

互

｢
主
観
的
に
聞
く
｣
は
｢
主
観
化
す
る
｣
と
同
義
で
あ
る
が
､
｢
主
観
化
す
る
｣
が
常
に
｢
主
観
的
に
聞
く
｣
を
意
味
す
る
と
は
限
ら
な
い
｡
何

故
な
ら
ば
､
④
の
引
用
文
に
於
け
る
様
に
､
リ
ー
マ
ン
は
､
作
曲
家
が
自
分
の
接
し
て
い
る
客
体
を
自
分
の
感
覚
と
し
て
感
じ
る
と
い
う
場
合
に

も
｢
主
観
化
す
る
｣
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

窃

例
え
ば
次
の
文
を
見
よ
｡

日1∋壬≧琶

｢
主
観
的
な
音
楽
と
客
観
化
す
る
音
楽
と
い
ず
れ
が
高
い
価
値
を
持
つ
か
｡
｣
;
.
S
.
ヨ
一

こ
の
他
に
例
え
ば
､
㊨
､
㊧
の
引
用
文
で
見
ら
れ
る
｡
リ
ー
マ
ン
は
､
｢
客
観
的
な
音
楽
｣
と
い
う
表
現
は
一
度
も
用
い
て
い
な
い
｡

G
.
S
t

N
ひ
一
S
.
の
N

で
言
い
替
え
ら
れ
て
い
る
｡

G
.
S
.
芝

で
言
い
替
え
ら
れ
て
い
る
｡

G
●
S
.
N
∽

で
言
い
替
え
ら
れ
て
い
る
｡

｢
客
観
化
す
る
音
楽
｣
が
｢
客
乳
化
｣
で
き
る
の
は
､
音
楽
に
連
想
作
用
が
あ
る
為
で
あ
る
と
り
-
マ
ン
は
考
え
る
｡
例
え
ば
､
あ
る
音
の
連
続

が
消
え
ゆ
く
も
の
を
表
わ
せ
る
の
は
､
そ
の
昔
の
連
続
が
消
え
ゆ
く
も
の
を
我
々
に
連
想
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
｡
即
ち
､
第
三
章
の
初
め
に
､
ど

こ
で
､
我
々
は
､
音
楽
が
客
観
化
す
る
芸
術
と
し
て
成
し
う
る
全
て
の
も
の
を
検
討
し
､
更
に
詳
し
く
説
明
し
よ
う
と
思
う
｡
｣
(
G
.
S
.
票
こ

と
あ
る
様
に
､
第
三
章
は
､
客
観
化
す
る
音
楽
の
連
想
作
用
に
つ
い
て
彼
は
論
じ
て
い
る
｡



蛮壬=頭重

｢
純
粋
に
主
観
的
な
絶
対
音
楽
｣
(
G
.
S
.
琵
)

こ
の
場
合
の
共
体
験
と
は
音
の
動
き
と
と
も
に
心
も
動
く
と
い
う
意
味
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
旦
即
以
下
で
詳
し
く
述
べ
る
｡

④
の
引
用
に
続
け
て
リ
ー
マ
ン
は
次
の
様
に
言
う
｡
｢
音
楽
に
関
し
て
言
え
ば
､
か
つ
て
は
作
曲
家
の
主
観
的
感
覚
だ
っ
た
も
の
が
､
彼
に
よ
っ

て
芸
術
作
品
と
し
て
い
わ
は
切
り
離
さ
れ
､
客
観
化
さ
れ
た
も
の
､
そ
れ
を
聴
き
手
が
再
び
自
分
の
感
覚
と
し
て
体
験
し
､
再
度
主
観
化
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
｣
(
G
.
S
.
ご
こ

8

H
･
R
i
e
∃
a
コ
‥
b
軋
Q
聖
…
邑
q
乱
Q
→
誉
切
札
訂
こ
害
ぎ
さ
A
邑
計
ミ
軋
三
-
害
三
⊥
略
E
.
一

重

こ
の
様
な
知
覚
と
主
観
化
の
関
係
に
つ
い
て
､
リ
ー
マ
ン
は
明
確
に
述
べ
て
は
い
な
い
が
､
並
列
的
に
行
わ
れ
る
､
つ
ま
り
､
あ
る
メ
ロ
デ
ィ
を

赤
い
と
客
観
的
に
知
覚
す
る
こ
と
と
､
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
を
聞
い
て
心
が
は
ず
む
こ
と
が
同
時
に
生
じ
る
､
と
考
え
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
｡
さ
も

な
け
れ
ば
､
人
間
の
声
を
色
と
し
て
感
じ
る
場
合
､
人
間
の
声
は
主
観
化
さ
れ
得
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
｡

壬

こ
れ
ら
の
音
響
は
崇
高
言
r
ト
a
b
2
n
2
)
=
フ
ル
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
､
滑
稽
(
1
賢
2
r
=
〔
ト
2
)
-
-
フ
ァ
ゴ
ッ
ト
､
憐
憫
宗
】
登
i
c
h
e
)
=
オ
ー

ボ
エ
(
鼻
声
の
様
な
の
で
)
､
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
｡

召

リ
ー
マ
ン
は
次
の
様
に
言
う
｡

｢
〔
チ
ェ
ロ
等
の
様
な
〕
楽
器
も
､
音
域
の
中
央
か
ら
離
れ
れ
ば
離
れ
る
程
､
同
感
盲
i
t
e
∋
p
〓
コ
d
e
n
)
を
直
接
に
生
じ
さ
せ
る
力
を
失
っ
て

い
く
｡
｣
;
･
S
･
N
;
N
こ
即
ち
､
声
の
範
囲
内
の
昔
で
声
と
か
け
離
れ
て
い
な
い
(
強
さ
音
色
等
)
昔
に
は
同
感
を
お
ぼ
え
る
の
で
､
そ
れ

ら
の
音
に
よ
る
メ
ロ
デ
ィ
は
主
観
的
に
休
験
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
彼
は
考
え
る
｡

8

例
え
ば
､
和
声
学
の
知
識
な
し
に
和
音
の
知
覚
は
で
き
な
い
｡

(廻

こ
の
様
な
規
律
は
身
体
の
自
然
的
な
活
動
の
刻
み
が
そ
の
源
で
あ
る
場
合
も
あ
る
｡
例
え
ば
､
心
臓
の
鼓
動
と
の
比
較
に
よ
っ
て
､
テ
ン
ポ
､
リ

ズ
ム
､
速
度
変
化
が
感
じ
と
ら
れ
(
人
の
脈
樽
は
一
分
間
に
8
0
弱
く
ら
い
な
の
で
､
そ
の
く
ら
い
の
速
度
が
中
庸
に
感
じ
ら
れ
る
)
､
呼
吸
と
の

対
比
に
よ
っ
て
フ
レ
ー
ズ
の
長
さ
が
測
ら
れ
る
｡
声
楽
で
は
､
一
フ
レ
ー
ズ
が
文
字
通
り
､
一
息
で
あ
る
の
で
､
長
す
ぎ
る
フ
レ
主
は

呼
吸
が
苦
し
く
な
り
歌
え
な
い
し
､
短
か
す
ぎ
て
も
､
息
つ
ぎ
が
多
く
な
り
､
や
は
り
歌
い
に
く
く
な
る
｡
こ
の
呼
吸
と
フ
レ
ー

ズ
の
相
関
関
係
を
は
じ
め
て
言
い
出
し
た
の
は
り
-
マ
ン
に
よ
る
と
､
リ
ヒ
ヤ
ル
ト
･
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
(
『
オ
ペ
ラ
と
ド
ラ
マ
』
)
で
あ
る
｡

凡
そ
器
楽
曲
の
メ
ロ
デ
ィ
も
呼
吸
と
比
較
可
能
な
程
度
の
長
さ
の
フ
レ
ー
ズ
に
区
切
ら
れ
て
い
て
､
ス
ケ
ル
ツ
ォ
の
様
な
速
い
楽
節
の
モ

ー
二
七



一
二
八

チ
ー
フ
が
短
く
､
緩
徐
楽
章
の
様
な
遅
い
楽
節
の
モ
チ
ー
フ
が
長
い
の
も
声
楽
に
於
け
る
速
さ
と
息
つ
ぎ
の
有
り
方
を
考
え
れ
ば
納
得
し
う

る
の
で
あ
る
｡

缶

均
衡
の
把
握
は
､
小
さ
く
見
れ
ば
､
拍
子
の
把
握
(
シ
ン
メ
ト
リ
ー
が
二
拍
子
系
で
､
そ
の
間
に
も
う
一
拍
入
っ
た
も
の
が
三
拍
子
系
)
で
あ
り
､

大
き
く
見
れ
ば
､
い
わ
ゆ
る
形
式
の
把
握
と
な
る
(
例
え
ば
､
ソ
ナ
タ
形
式
は
大
き
く
見
れ
ば
A
-
B
-
〃
)
二
G
.
S
.
㌫
～
ミ
)

(ぴ

｢
純
粋
に
主
観
朋
な
絶
対
音
楽
に
於
て
､
精
神
を
働
か
す
と
い
う
限
り
で
､
客
観
的
な
も
の
と
見
倣
し
得
る
も
の
､
つ
ま
り
､
■
和
声
的
で
拍
子
的

な
楽
句
や
リ
ズ
ム
の
動
き
の
形
式
的
な
も
の
(
即
ち
､
シ
ン
メ
ト
リ
ー
的
な
も
の
､
建
築
的
な
も
の
)
｣
;
･
S
･
.
琵
)

壬

｢
根
源
的
要
素
､
即
ち
､
最
も
直
接
的
に
主
観
化
さ
せ
る
も
の
(
旋
律
法
､
強
弱
法
､
速
度
法
)
｣
(
G
.
S
.
冨
)

詔

情
動
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
､
根
源
的
要
素
が
重
視
さ
れ
て
い
る
楽
曲
と
は
､
具
体
的
に
考
え
れ
ば
､
メ
ロ
デ
ィ
の
起
伏
が
大
き
く
､
強
弱

が
ダ
.
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
､
速
度
が
速
く
な
っ
た
り
遅
く
な
っ
た
り
変
化
に
富
ん
で
い
る
曲
で
あ
る
｡
･
リ
ー
マ
ン
は
次
の
様
竺
苧
つ
｡

｢
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
､
彼
自
身
個
性
的
で
あ
り
､
形
式
的
な
も
の
よ
り
も
根
源
的
な
も
の
を
最
も
重
要
な
も
の
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
所
が
最

も
偉
大
で
あ
る
｡
…
…
中
略
…
…
そ
れ
ら
〔
晩
年
の
四
重
奏
､
ソ
ナ
タ
､
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
〕

は
純
粋
に
主
観
的
な
音
楽
で
あ
り
､
そ
の
中
で
は
､

私
が
既
に
上
で
主
観
的
な
芸
術
作
品
の
唯
一
客
観
的
な
も
の
と
認
め
た
形
式
的
な
も
の
す
ら
完
全
に
は
仕
上
ゲ
･
品
て
い
な
い
｡
｣
;
･
S
●
.
→
こ

｢
他
の
ど
の
作
曲
家
と
も
違
っ
て
根
源
的
な
も
の
の
中
に
耽
溺
し
て
い
る
為
､
シ
ョ
パ
ン
は
純
粋
に
主
観
的
な
の
▼
で
あ
る
｡
｣

(
G
.
S
.
諾
)

即
ち
､
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
や
シ
ョ
パ
ン
の
楽
曲
に
即
し
て
考
え
て
み
る
と
､
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
後
期
の
四
重
奏
､
ソ
ナ
タ
､
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
は
､

厳
密
な
形
式
構
成
を
持
っ
て
い
な
い
し
､
又
､
シ
ョ
パ
ン
の
楽
曲
は
､
テ
ン
ポ
が
常
に
流
動
的
で
あ
り
､
ル
バ
ー
ト
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
や
半
音
階
的
な

パ
ッ
セ
ー
ジ
が
多
く
､
い
わ
ゆ
る
形
式
を
持
っ
て
い
な
い
だ
け
で
は
な
く
､
拍
子
や
和
声
の
規
待
か
ら
も
逸
脱
し
て
い
る
｡

歪

ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
は
感
覚
(
E
ヨ
P
f
i
コ
d
u
n
g
)
と
感
情
(
n
e
一
字
こ
を
区
別
し
て
い
る
(
感
覚
と
は
昔
や
色
を
知
覚
す
る
こ
と
で
あ
り
､
感
情
と
は

$き三重

心
的
状
態
の
促
進
又
は
妨
害
-
即
ち
､
衰
愁
や
希
望
､
喜
悦
や
憎
悪
-
を
意
識
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
『
音
楽
美
論
』
渡
辺
護
訳

p
.
･
N
こ
が
り
-
マ
ン
は
こ
Ⅵ
様
に
両
者
を
厳
密
に
区
別
し
て
い
ず
:
.
E
ヨ
P
f
i
コ
d
u
コ
g
､
､
で
心
の
中
に
生
じ
る
感
情
も
意
味
し
て
い
る
｡

絶
対
音
楽
に
つ
い
て
も
④
の
引
用
文
逐
参
照
｡

G
.
S
.
宗

宏

G
.
S
.
芸

ホ
ル
ン
は
角
笛
庭
起
源
を
持
つ
も
の
で
あ
り
､
昔
､
狩
猟
の
合
周
に
用
い
ら
れ
て
い
た
｡
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
は
進
軍
の
時
の
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
に
用

い
ら
れ
る
(
G
.
S
.
芝
)
｡
オ
ー
ボ
エ
や
フ
ル
ー
ト
は
烏
の
声
に
似
て
お
り
､
フ
ァ
ゴ
ッ
ド
の
低
音
は
水
牛
を
連
想
さ
せ
る
(
G
.
S
.
箕
こ
｡



室

こ
の
共
感
が
で
き
な
い
作
品
は
､
未
熟
な
作
品
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
標
題
音
楽
に
於
て
､
作
曲
者
が
あ
ら
か
じ
め
示
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
連
想
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
作
品
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
リ
ー
マ
ン
は
､
ル
ー
ビ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
ド
ン
･
キ
ホ
ー
テ
』
を
挙
げ
､
そ
の
曲
で
は
中
世
の

騎
士
が
羊
の
群
と
格
闘
す
る
場
面
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
書
い
て
あ
る
所
で
も
､
別
の
こ
と
を
連
想
し
て
し
ま
う
と
述
べ
て
い
る
(
G
.
S
.
芸
)
｡

董
｢
絶
対
音
楽
の
中
に
入
れ
込
ま
れ
た
連
想
的
契
機
｣
(
G
.
S
.
票
こ
と
い
う
表
現
か
ら
も
わ
か
る
｡
実
例
に
つ
い
て
は
Ⅱ
節
を
参
照
｡

騙)

こ
の
例
と
し
て
リ
ー
マ
ン
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
､
古
典
派
な
ら
ば
べ
-
ト
ヴ
ュ
ン
の
『
田
園
』
､
ロ
マ
ン
派
な
ら
ば
シ
ュ
ー
マ
ン
の
題
の

盃 正密室重苦

つ
い
た
楽
曲
で
あ
る
｡

感
情
と
感
覚
の
区
別
に
つ
い
て
は
註
(
3
0
)
参
照
｡

G
.
S
.
ぴ
ひ

G
.
S
.
の
∽

E
.
K
u
r
t
h
…
G
⊇
已
訂
慧
⇒

乱冨

卜
丸
慧
弓
3

和
書
ト
⊇
苫
き
ミ
h
二
-
≡
こ
S
-
N

例
え
ば
､
不
協
和
音
は
緊
張
の
高
い
音
で
あ
り
､
終
止
音
は
安
定
し
た
音
で
あ
る
｡

ク
ル
ト
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
に
つ
い
て
は
拙
稿
『
音
楽
に
於
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
ー
E
､
ク
ル
ト
の
心
理
学
的
解
釈
1
』

(
雑
誌
ヨ
美
学
』
一
九

八
六
年
一
四
七
号
)
参
照
｡

リ
ー
マ
ン
が
言
う
所
の
主
観
的
に
体
験
す
る
感
覚
は
､
例
え
ば
『
田
園
』
を
聞
い
た
時
に
も
､
田
園
風
景
を
見
た
時
に
も
共
通
に
感
じ
る
感
覚
で

あ
り
､
一
方
､
ク
ル
ト
の
考
え
る
心
の
動
き
と
は
､
例
え
ば
減
七
の
和
音
を
聞
く
と
緊
張
感
を
感
じ
る
と
い
う
様
な
感
覚
で
あ
り
､
こ
の
意
味
に

於
て
両
者
は
異
る
｡


