
ジ
ゼ
ル
･
ブ
ル
レ
の
音
楽
美
学
に
お
け
る

｢
身
振
り
(
g
e
s
t
e
)
｣

の
概
念
に
つ
い
て

ジ
ゼ
ル
･
ブ
ル
レ
G
i
s
冨
B
邑
e
t
(
一
九
一
五
-
七
三
)
〈
牢
著
書
『
創
造
的
解
釈
謡
お
い
て
､
｢
身
振
り
(
g
e
s
t
こ
｣

の
概
念
に
よ
っ
て
､
時
間
垂
術
と
空
間
垂
術
と
の
差
異
を
説
明
し
､
更
に
時
間
垂
術
の
中
で
舞
踊
と
音
楽
と
の
差
異
を
述
べ
匂
諸

垂
術
の
中
に
お
け
る
音
楽
の
特
徴
的
な
性
格
を
論
じ
て
い
る
｡
ブ
ル
レ
は
､
肉
体
(
c
O
r
p
S
)
と
魂
(
抄
ヨ
e
)
と
を
結
び
つ
け
る
契

機
と
し
て
身
振
り
を
捉
え
た
う
え
で
､
音
楽
に
固
有
な
身
振
り
を
語
る
Q
｢
真
の
演
奏
は
肉
体
と
魂
の
音
楽
へ
の
参
与
で
あ
る
｣
♂

言
う
プ
ル
レ
に
と
っ
て
､
音
楽
は
心
身
を
結
ぶ
現
象
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
ブ
ル
レ
に
お
い
て
､
こ
の
｢
身
振
り
｣

の
概
念
は
､
心
身

の
結
合
関
係
を
意
識
し
た
重
要
な
概
念
で
あ
り
､
そ
の
独
特
の
音
楽
観
を
解
明
す
る
手
掛
か
り
と
な
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
我

々
は
､
本
稿
に
お
い
て
､
こ
の
概
念
の
意
味
合
い
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
｡

そ
こ
で
先
ず
､
身
振
り
(
g
e
s
t
e
)

に
関
す
る
時
間
垂
術
と
空
間
垂
術
と
の
差
異
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
｡

〔
1
〕
時
間
垂
術
と
空
間
蛮
術
に
お
け
る
身
振
り

ブ
ル
レ
は
､
垂
術
を
空
間
垂
術
と
時
間
塾
術
と
に
分
け
て
､
そ
の
両
者
の
差
異
に
つ
い
て
､
次
の
よ
う
に
言
う
｡



①

(
建
築
や
絵
画
の
よ
う
墓
術
の
他
に
)
音
楽
や
舞
桶
の
よ
う
な
よ
り
純
粋
で
よ
り
高
貴
な
垂
術
が
あ
る
｡
そ
こ
で
は
垂
術
毎

の
活
動
は
､
自
己
と
異
な
っ
た
あ
る
対
象
･
事
物
(
O
b
j
e
t
)
と
な
っ
て
在
り
続
け
る
こ
と
を
拒
絶
し
､
現
実
に
そ
こ
に
あ
る
輝

か
し
い
姿
の
ま
ま
直
接
に
我
々
に
差
し
出
さ
れ
る
｡
こ
こ
で
は
対
象
の
現
実
の
存
在
が
そ
れ
を
生
み
出
す
活
動
と
一
つ
に
な
っ
て
お

り
､
垂
術
作
品
は
決
し
て
そ
の
活
動
を
離
れ
て
は
あ
り
得
な
い
｡
…
…
舞
踊
に
お
い
て
と
同
様
に
音
楽
に
お
い
て
も
､
垂
術
作
品

は
､
垂
術
家
の
生
き
生
き
と
し
た
実
際
の
活
動
に
よ
っ
て
我
々
の
目
の
前
で
作
り
出
さ
れ
る
(
s
e

c
r
訂
r
)
｡
そ
し
て
､
作
品
の

存
在
は
､
作
品
を
作
り
出
す
行
為
●
働
き
(
a
c
t
e
)
(
♂
現
前
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
｡
(
1
.
C
こ
p
.
こ

従
っ
て
､
時
間
垂
術
の
特
徴
は
､
作
品
を
生
み
出
す
活
動
と
鑑
賞
と
の
直
接
性
に
あ
る
｡
但
し
､
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
作
品
を

作
り
出
す
活
動
と
は
､
音
楽
で
言
え
ば
､
作
曲
家
の
創
作
活
動
の
こ
と
で
は
な
く
演
奏
者
の
活
動
の
こ
と
で
あ
る
｡
時
間
垂
術
に
お

い
て
は
､
こ
の
活
動
が
外
在
す
る
事
物
を
媒
介
す
る
こ
と
な
く
直
接
に
鑑
賞
者
に
呈
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
我
々
は
､
時

間
垂
術
に
お
い
て
､
作
品
が
作
り
出
さ
れ
る
現
場
に
直
接
に
立
ち
会
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
｡
換
言
す
れ
ば
､
空
間
垂
術
に
お

い
て
は
垂
術
家
の
活
動
は
､
外
在
す
る
事
物
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
の
結
果
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
の
に
対
し
､
時
間
垂

術
で
は
作
品
の
存
在
は
､
そ
れ
を
作
り
出
す
垂
術
家
(
踊
り
手
あ
る
い
は
演
奏
者
)
の
活
動
と
一
体
化
し
て
い
る
｡

更
に
､
ブ
ル
レ
は
次
の
よ
う
に
言
う
｡

㊤

建
築
や
絵
画
､
即
ち
､
空
間
垂
術
に
お
い
て
は
､
垂
術
家
の
身
振
り
は
､
そ
れ
自
身
の
う
ち
の
不
動
の
成
果
と
な
っ
た
も
の
を

残
す
だ
け
で
あ
る
｡
そ
の
働
き
(
a
c
t
e
)
は
､
過
去
に
存
在
し
た
も
の
の
痕
跡
に
よ
っ
て
暗
に
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
｡
一
方
､

舞
踊
や
音
楽
の
よ
う
な
時
間
垂
術
ほ
､
こ
の
身
振
り
そ
の
も
の
を
そ
の
生
き
生
き
と
し
た
そ
し
て
人
の
心
を
揺
り
動
か
す
現
実
の

姿
の
ま
ま
我
々
に
委
ね
る
｡
と
い
う
の
は
､
踊
り
手
や
演
奏
者
の
身
振
り
は
､
我
々
の
目
の
前
で
完
成
さ
れ
る
現
実
の
行
動
で
あ

六三



六四

っ
て
､
す
で
に
現
実
化
さ
れ
て
い
る
垂
術
作
品
に
お
け
る
よ
う
な
今
と
な
っ
て
は
死
ん
で
い
る
行
動
の
可
視
的
な
印
･
記
号

(
s
-
g
n
e
)

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
(
Ⅰ
.
C
こ

p.ヱ

こ
れ
は
時
間
垂
術
と
空
間
垂
術
と
の
差
異
を
身
振
り
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
述
.
べ
た
も
の
で
あ
る
｡
垂
術
作
品
は
､
空
間
垂
術
に
お

い
て
は
既
に
実
現
さ
れ
た
所
与
の
も
の
と
し
て
鑑
賞
者
に
与
え
ら
れ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
時
間
垂
術
に
お
い
て
は
事
情
が
異
な
る
｡
な
ぜ

な
ら
､
引
用
の
①
に
あ
っ
た
よ
う
に
､
｢
舞
踊
に
お
い
て
と
同
様
に
音
楽
に
お
い
て
も
､
垂
術
作
品
は
､
垂
術
家
の
生
き
生
き
と
し
た
実
際
の

活
動
に
よ
っ
て
我
々
の
目
の
前
で
作
り
出
さ
れ
る
｣
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
時
間
垂
術
の
鑑
賞
者
に
と
っ
て
は
､
垂
術
作
品
を
作
り
出
す

行
為
者
の
実
際
の
活
動
が
必
要
で
あ
り
､
そ
の
身
振
り
の
役
割
が
重
要
と
な
る
｡
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
､
ブ
ル
レ
は
､
垂
術
家
の
身
振

り
と
垂
術
作
品
及
至
鑑
賞
者
と
の
関
わ
り
か
ら
時
間
垂
術
と
空
間
垂
術
と
の
差
異
を
述
べ
て
は
い
る
が
､
両
垂
術
に
お
け
る
身
振
り
そ
の

も
の
の
差
異
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ど
の
両
垂
術
に
お
け
る
身
振
り
そ
の
も
の
の
差
異
に
つ
い
て
は
､
そ
の
一

っ
が
両
者
の
時
間
構
造
の
差
異
に
あ
る
こ
と
は
少
し
考
え
れ
ば
容
易
に
思
い
つ
く
こ
と
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
画
家
は
､
普
通
絵
を
l
気
に
措

き
あ
げ
る
と
い
う
よ
り
は
時
間
を
分
断
し
て
描
く
の
.
で
あ
っ
て
､
途
中
で
休
止
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
演
奏
家
は
､
演
奏
中

に
演
奏
を
分
断
し
演
奏
と
全
く
異
な
る
こ
と
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
｡
画
家
の
身
振
り
は
不
連
続
な
可
逆
的
な
も
の
で
あ
の
に
対

し
､
演
奏
家
の
身
振
り
は
連
続
的
な
不
可
逆
的
な
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
､
我
々
は
両
垂
術
の
身
振
り
の
差
異
の
一
つ
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
よ
り
本
質
的
な
こ
と
は
､
ブ
ル
レ
の
身
振
り
概
念
の
特
異
性
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
れ
は
､
舞
踊
と
音
楽
(
演

奏
)
と
の
対
比
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
る
｡
ブ
ル
レ
の
い
う
身
振
り
は
､
以
下
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
が
､
単
な
る
身
体
の
外
面

的
な
動
き
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
｢
身
体
の
外
面
的
な
動
き
｣
と
い
う
意
味
で
の
身
振
り
は
､
舞
踊
に
は
認
め
る
こ

と
が
出
来
て
も
音
楽
に
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
｡
音
楽
に
お
い
て
､
身
体
の
外
面
的
な
動
き
が
垂
術
的
表
現
を
生
み
出
す
も
の

と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
は
指
揮
者
の
み
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
な
が
ら
､
ブ
ル
レ
が
先
の
引
用
㊤
で
言
っ
て
い
る
の
は
､



｢
演
奏
者
(
2
敦
c
u
t
a
n
t
)
の
身
振
り
｣
で
あ
る
｡
指
揮
者
も
演
奏
者
に
含
め
る
こ
と
は
出
来
る
が
､
引
用
は
指
揮
者
の
み
を
語

っ
て
い
る
の
で
は
な
セ
雲
者
に
と
っ
て
垂
術
的
表
現
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
本
質
的
で
あ
る
の
は
身
体
の
外
面
的
な
動
き
よ

り
は
内
面
的
な
も
の
で
あ
ろ
.
巻

そ
こ
で
､
我
々
は
､
こ
う
し
た
点
も
含
め
て
､
音
楽
に
お
け
る
身
振
り
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
べ
く
､
次

に
､
舞
踊
の
身
振
り
と
音
楽
の
身
振
り
と
の
比
較
を
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
｡

〔
2
〕
舞
踊
の
身
振
り
と
音
楽
の
身
振
り

(
1
)

可
視
的
な
身
振
り
と
不
可
視
的
な
身
振
り
(
内
的
な
身
振
り
)

ブ
ル
レ
に
依
れ
ば
､
｢
身
振
り
は
､
対
立
す
る
二
つ
の
側
面
､
即
ち
､
時
間
的
側
面
と
空
間
的
側
面
と
を
持
ち
､
そ
の
間
に
あ
る

関
係
を
打
ち
立
て
る
｡
｣
㌔
の
対
立
す
る
二
つ
の
側
面
か
ら
舞
踊
と
音
楽
の
差
異
に
つ
い
て
､
ブ
ル
レ
は
次
の
よ
う
に
言
う
｡

④

音
楽
だ
け
が
そ
れ
(
身
振
り
)
に
､
そ
の
本
質
で
あ
る
特
続
と
の
一
体
性
を
取
り
戻
さ
せ
る
｡
と
い
う
の
も
､
音
楽
は
､
舞
踊

の
よ
う
に
､
対
立
す
る
二
つ
の
側
面
-
可
視
的
で
物
質
的
な
側
面
と
不
可
視
的
で
精
神
的
な
側
面
-
を
結
び
つ
け
る
の
で
は
な

く
後
者
の
側
面
だ
け
を
(
本
質
的
な
も
の
と
し
て
手
元
に
)
保
つ
か
ら
で
あ
る
｡
…
…
〓
.
c
∵
ワ
=
〓
)

こ
こ
で
い
う
可
視
的
で
物
質
的
な
側
面
と
不
可
視
的
で
精
神
的
な
側
面
と
は
､
先
の
空
間
的
側
面
と
時
間
的
側
面
に
そ
れ
ぞ
れ
対

応
す
る
｡
従
っ
て
､
舞
踊
と
音
楽
の
身
振
り
の
差
異
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
｡
即
ち
､
舞
踊
と
音
楽
は
と
も
に
時
間
垂
術
で
は
あ
る

が
､
舞
踊
が
身
振
り
の
空
間
的
側
面
と
時
間
的
側
面
を
結
び
つ
け
る
の
に
対
し
､
音
楽
は
身
振
り
の
時
間
的
側
面
の
み
を
本
質
的
な

六五



六六

も
の
と
し
て
保
有
す
る
｡
け
れ
ど
も
､
こ
れ
は
音
楽
が
身
振
り
の
空
間
朋
側
面
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
｡
音
楽
に
お

け
る
身
振
り
の
時
間
的
側
面
と
空
間
的
側
面
と
の
関
係
に
つ
い
て
､
ブ
ル
レ
は
次
の
よ
う
に
言
う
｡

④

確
か
に
音
楽
は
､
何
ら
か
の
方
法
で
奏
者
の
可
視
的
な
身
振
り
の
中
に
外
化
さ
れ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
可
視
的
な
身
振
り
は
…

音
響
的
ア
ラ
ベ
ス
ク
の
展
開
そ
の
も
の
と
混
ざ
り
合
っ
た
不
可
視
的
な
.
身
振
り
に
仕
え
る
も
の
で
あ
る
｡
(
-
.
C
.
,
p
｣
-
)

更
に
､
ブ
ル
レ
は
､
不
可
視
的
な
身
振
り
を
｢
内
的
妄
振
り
｣
と
言
換
え
匂
舞
踊
と
音
楽
と
の
身
振
り
の
差
異
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
言
う
｡

㊥

音
楽
演
奏
に
お
い
て
可
視
的
な
身
振
り
は
､
そ
の
力
に
よ
っ
て
､
内
的
な
身
振
り
を
堅
固
な
も
の
に
し
表
現
す
る
場
合
し
か

価
値
を
持
た
な
い
｡
…
…
一
方
､
舞
踊
の
身
振
り
は
､
必
然
的
に
､
内
的
な
身
振
り
と
可
視
的
な
身
振
り
の
各
々
に
等
し
い
重
要

性
を
与
え
て
結
び
つ
け
る
…
…
(
Ⅰ
.
C
こ
p
.
N
N
0
0
)

こ
こ
で
は
次
の
二
つ
の
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
第
一
点
は
､
先
に
身
振
り
の
空
間
的
側
面
と
は
可
視
的
で
物
質
的
な

側
面
で
あ
り
､
時
間
的
側
面
と
は
不
可
視
的
で
精
神
的
な
側
面
で
あ
る
と
い
う
の
を
見
た
が
､
こ
の
引
用
の
④
と
㊥
で
は
､
こ
の
二

つ
の
側
面
に
対
応
し
て
､
身
振
り
が
｢
可
視
的
な
身
振
り
｣
と
｢
不
可
視
的
な
身
振
り
｣
も
し
く
は
｢
内
的
な
身
振
り
｣
と
の
二
つ

に
分
か
た
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
短
そ
し
て
､
第
二
点
は
､
舞
踊
に
お
い
て
は
こ
の
二
つ
の
身
振
り
が
と
も
に
等
し
く
重
要
で

あ
る
の
に
対
し
､
音
楽
に
お
い
て
は
､
可
視
的
な
身
振
り
よ
り
も
不
可
視
的
な
身
振
り
の
方
が
重
要
で
あ
り
本
質
的
な
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
音
楽
は
可
視
的
な
身
振
り
を
全
く
欠
い
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
､
そ
れ
は
不
可
視
的
な



身
振
り
に
比
し
て
重
要
さ
の
点
で
劣
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
と
は
言
っ
て
も
､
音
楽
に
と
っ
て
､
可
視
的
な
身
振
り
は
､
必
ず
し

も
取
る
に
足
り
な
い
も
の
で
は
な
く
､
不
可
視
的
な
身
振
り
に
役
立
つ
の
で
あ
る
｡

そ
れ
で
は
､
ブ
ル
レ
が
音
楽
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
と
言
う
こ
の
内
的
で
不
可
視
的
な
身
振
り
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

そ
こ
で
､
こ
の
点
に
つ
い
て
､
更
に
舞
踊
と
音
楽
の
身
振
り
の
対
比
を
通
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
｡

(
2
)

肉
体
の
身
振
り
と
声
の
身
振
り

ブ
ル
レ
は
､
舞
踊
と
音
楽
の
身
振
り
の
違
い
を
､
更
に
｢
肉
体
の
身
振
り
(
g
e
s
t
e

c
O
r
p
O
r
e
l
)
｣
と
｢
声
の
身
振
り
(
g
e
s
t
e

く
O
C
a
l
)
｣
と
い
う
表
現
を
用
い
て
述
べ
る
｡

㊥

音
楽
の
身
振
り
(
g
e
s
t
e
ヨ
u
S
i
c
a
こ
曙
と
り
わ
け
｢
声
の
｣
身
振
り
(
g
e
s
t
e
…
ご
已
)
､
即
ち
､
不
可
視
的
で

殆
ど
非
物
質
的
な
身
振
麺
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
こ
と
が
音
楽
.
の
身
振
り
を
可
視
的
で
物
質
的
な
｢
肉
体
の
｣
身
振
れ
(
g
e
s
-
e

3
ぷ
ミ
丈
)
で
あ
る
舞
踊
の
身
振
り
と
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
｡
(
Ⅰ
･
C
･
●
p
･
〓
)

従
っ
て
､
舞
踊
と
音
楽
の
身
振
り
の
違
い
は
､
舞
蹄
の
身
振
り
が
肉
体
の
身
振
り
で
あ
る
の
に
対
し
､
音
楽
の
身
振
り
は
声
の
身
振
り

で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
､
肉
体
の
身
凝
り
が
可
視
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
､
声
の
身
振
り
は
不
可
視
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ほ
､

舞
踊
の
身
振
り
と
音
楽
の
身
振
り
と
が
可
視
的
な
身
振
り
と
不
可
視
的
な
身
振
り
と
に
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
先
の
引

用
㊥
で
見
た
､
音
楽
と
舞
踊
が
可
視
的
な
身
振
り
と
不
可
視
的
な
身
振
り
も
し
く
は
内
的
な
身
振
り
と
を
持
つ
､
と
い
う
こ
と
と

矛
盾
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
｡
先
ず
､
音
楽
に
お
い
て
は
､
可
視
的
な
身
振
り
と
不
可
視
的
な
身
振
り
と
の
関
係
は
､
可
視
的
な
身
振

り
が
不
可
視
的
な
身
振
り
に
仕
え
る
と
い
う
上
下
の
関
係
で
あ
る
?
そ
し
て
､
音
楽
に
お
い
て
よ
り
本
質
的
な
の
は
不
可
視
的
な
身

六七



六八

振
り
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
ブ
ル
レ
が
音
楽
の
身
振
り
を
声
の
身
振
り
で
あ
る
と
い
う
と
き
の
｢
音
楽
の
身
振
り
｣
は
､
｢
音
楽
に
お
け

る
真
の
意
味
で
の
身
振
り
｣
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
｡
一
方
､
無
踊
に
お
け
る
可
視
的
な
身
振
り
と
内
的
な
身
振
り
と
の
関
係
は
､

引
用
の
㊥
で
見
た
よ
う
に
両
者
が
等
し
い
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
､
互
い
に
同
等
な
関
係
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
ブ
ル

レ
が
舞
踊
の
身
振
り
を
可
視
的
な
肉
体
の
身
振
り
で
あ
る
と
い
う
時
の
｢
舞
踊
の
身
振
り
｣
は
､
音
楽
の
場
合
の
よ
う
に
､
舞
踊
に

お
け
る
｢
よ
り
本
質
的
な
｣
身
振
り
と
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
｡
ブ
ル
レ
が
舞
踊
の
身
振
り
を
肉
体
の
身
振
り
で
あ
る
と
言
っ
て

も
､
そ
れ
は
､
舞
踊
が
内
的
な
身
振
り
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
｡
以
上
か
ら
､
ブ
ル
レ
は
､
舞
踊
と
音
楽
の
身
振
り

の
差
異
に
注
目
し
､
そ
の
対
立
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
｢
肉
体
の
身
振
り
｣
.
と
｢
声
の
身
振
り
｣
の
概
念
を
用
い
て
い
る
と
言
う
こ

と
こ
ろ
で
､
ブ
ル
レ
は
､
音
楽
と
肉
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
ア
ン
ド
レ
●
シ
ェ
フ
ネ
ル
を
引
用
短
音
楽
は
舞
警
同
様
に
身
体

に
起
源
を
持
つ
が
､
し
か
し
､
舞
踊
と
異
な
っ
た
運
命
を
歩
み
､
音
楽
的
思
惟
の
土
台
で
あ
る
和
声
が
主
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う

に
賢
と
､
肉
体
の
身
振
り
は
､
そ
れ
が
物
質
的
で
あ
る
と
い
う
点
で
､
音
楽
に
と
;
本
質
的
で
な
く
な
っ
た
､
と
述
べ
て
い
態

で
は
何
故
､
音
楽
に
お
い
て
､
不
可
視
的
な
身
振
り
の
方
が
可
視
的
な
身
振
り
よ
り
も
重
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ブ
ル
レ
は
､
音

楽
に
お
け
る
演
奏
者
の
肉
体
の
身
振
り
と
音
楽
的
な
意
味
で
の
身
振
り
と
を
比
較
し
て
､
次
の
よ
う
に
言
う
｡

⑦

肉
体
の
身
振
り
は
､
肉
体
が
物
質
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
､
音
響
形
式
に
不
適
合
な
も
の
で
あ
る
｡
優
れ
て
音
楽
的
で
あ

る
身
振
り
は
､
諸
々
の
身
振
り
の
中
で
も
最
も
精
神
的
な
声
の
身
振
り
で
あ
り
､
そ
し
て
､
音
と
音
楽
の
中
に
直
接
に
肉
化
さ
れ
､

そ
れ
ら
を
物
質
的
意
味
で
生
み
出
す
と
同
時
に
精
神
的
意
味
で
も
生
み
出
す
｡
(
-
.
C
こ
p
.
N
岩
)

こ
れ
と
同
じ
趣
旨
の
文
章
が
､
『
音
楽
的
時
間
論
語
中
に
も
見
ら
れ
､
そ
こ
で
は
音
楽
に
お
け
る
肉
体
の
身
振
り
に
つ
い
て
､



更
に
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
｡

㊥

音
響
形
式
は
､
肉
体
の
身
振
り
の
う
ち
か
ら
一
つ
の
リ
ズ
ム
､
即
ち
､
緊
張
と
弛
緩
の
交
替
･
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
る
こ
と
､
そ

し
て
､
音
響
的
空
間
に
お
け
る
想
像
的
で
象
徴
的
な
起
伏
の
み
を
保
つ
｡
(
T
M
こ
p
.
昌
)

音
(
s
O
n
)
は
｢
あ
ら
ゆ
る
感
覚
的
な
も
の
の
う
ち
で
最
も
深
く
我
々
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
｣
(
ぜ
あ
り
､
音
楽
は
そ
う
し
た
音
を

日
常
の
世
界
か
ら
引
き
離
し
創
造
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
態
と
こ
ろ
で
､
渡

あ
る
日
常
音
と
人
間
の
声
で
あ
る
語
音
及
び
音
楽
の
音
と
し
て
の
音
楽
音
で
あ

辺
護
氏
は
音
を
三
つ
に
大
別
す
る
｡
即
ち
､
物
音
で

事
そ
し
て
､
｢
音
楽
音
と
は
音
楽
の
中
で
鳴
り
響

い
て
い
る
音
の
こ
と
で
あ
る
｡
だ
か
ら
こ
れ
は
音
響
学
で
い
う
楽
音
と
は
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
音
楽
音
と
我

々
が
名
づ
け
る
の
は
芸
術
作
品
と
し
て
の
音
楽
の
音
で
あ
っ
て
､
音
楽
の
豊
か
な
表
現
力
を
そ
れ
自
身
に
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ

る
｡
決
し
て
そ
の
作
品
を
構
成
す
る
個
々
の
音
を
さ
す
の
で
な
く
､
そ
の
作
品
が
音
化
さ
れ
て
い
る
時
の
響
き
を
さ
す
｣
〈
㌔
述
べ
て

い
る
｡
従
っ
て
､
ブ
ル
レ
の
い
う
｢
音
(
s
O
コ
)
｣
は
､
渡
辺
氏
の
い
う
｢
音
楽
音
｣
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡
声
の
身
振
り

は
､
そ
う
い
う
音
の
中
に
直
接
に
具
体
的
な
姿
を
得
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
音
楽
に
お
け
る
肉
体
の
身
振
り
は
､
肉
体
に
由
来
す
る

リ
ズ
ム
や
緊
張
と
弛
緩
の
交
替
と
い
っ
た
言
わ
ば
音
楽
だ
け
が
持
つ
と
は
限
ら
な
い
も
の
と
関
わ
る
｡
そ
れ
故
､
声
の
身
振
り
は
と

り
わ
け
音
楽
的
で
あ
り
､
音
楽
に
お
い
て
重
要
な
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
可
視
的
な
肉
体
の
身
振
り
が
不
可
視
的
な
声
の
身
振
り
に

仕
え
､
役
立
つ
こ
と
は
先
の
引
用
の
④
に
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
も
あ
る
が
､
｢
音
楽
演
奏
に
お
い
て
､
可
視
的
な
身
振
り
が
価
値

を
持
つ
の
は
､
そ
れ
が
内
的
な
身
振
り
を
堅
固
な
も
の
に
し
表
わ
す
場
合
に
限
ら
れ
る
｣
(
㌔
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
音
楽
に
お
い
て
､

可
視
的
な
身
振
り
は
､
不
可
視
的
で
内
的
な
身
振
り
に
寄
与
す
る
場
合
に
の
み
意
味
を
持
つ
が
故
に
､
自
律
的
な
存
在
で
は
な
い
｡

さ
て
､
声
の
身
振
り
が
音
の
中
に
直
接
に
具
現
さ
れ
る
が
故
に
重
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
そ
の
身
振
り
と
音
も
し
く
は
｢
音
の
響

六九



き
(
s
O
n
O
r
〓
か
)
｣
♂
の
関
係
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

〔
3
〕
声
の
身
振
り
と
音
の
響
き

ブ
ル
レ
は
､
舞
踊
と
音
楽
が
身
体
に
起
源
を
持
つ
こ
と
を
述
べ
た
後
で
､
身
振
り
と
昔
に
つ
い
て
､
次
の
よ
う
に
亭
1
｡

㊥

身
振
り
と
音
と
の
間
に
は
一
種
の
相
互
性
(
r
･
訂
i
p
r
｡
C
i
t
ご
が
あ
り
､
T
万
ほ
他
方
を
必
然
的
に
呼
び
起
電
(
→
革
p
･
2
)

舞
踊
と
音
楽
が
未
分
化
の
状
態
に
あ
っ
た
時
に
は
､
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
た
｡
し
か
し
､
先
に
見
た
よ
う
に
､
音
楽
は

｢
音
の
響
き
の
本
質
｣
β
あ
る
和
声
の
発
展
と
と
も
に
舞
踊
と
異
な
っ
た
苦
を
歩
み
､
そ
の
結
果
音
楽
に
お
け
る
肉
体
の
身
振
り

は
､
内
的
な
声
の
身
振
り
に
仕
え
る
も
の
と
な
っ
た
｡
で
は
､
こ
の
状
況
に
お
い
て
､
身
振
り
と
音
と
の
関
係
は
如
何
に
あ
る
の
か
｡

ブ
ル
レ
は
､
音
楽
の
身
振
り
と
音
の
響
き
と
に
関
し
て
､
次
の
よ
う
に
言
う
｡

⑲

舞
踊
に
お
い
て
､
身
振
り
は
､
客
観
化
さ
れ
可
視
的
世
界
の
中
に
席
を
占
め
る
｡
一
方
､
音
楽
に
お
い
て
そ
し
て
音
の
響
き
の

仲
立
ち
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
身
振
り
は
､
そ
の
独
自
の
内
面
性
を
捨
て
る
こ
と
な
く
顕
わ
に
さ
れ
る
｡
〓
･
C
こ
p
･
-
○
)

更
に
､
声
の
身
振
り
と
音
の
響
き
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
｡

㊤

肉
体
の
身
振
り
が
可
視
空
間
の
中
に
外
化
さ
れ
る
の
に
対
し
､
声
の
身
振
り
は
､
音
の
響
き
同
様
､
魂
の
身
振
り
で
あ
り
､
客



観
化
に
抵
抗
す
る
｡
-
-
そ
し
て
､
そ
れ
は
､
昔
の
響
き
に
お
い
て
し
か
自
己
を
示
す
こ
と
が
出
来
な
い
｡
こ
の
音
の
響
き
は
､

声
の
身
振
り
を
そ
の
内
面
性
か
ら
引
き
離
す
こ
と
な
く
我
々
に
伝
え
る
の
で
あ
る
｡
(
Ⅰ
.
C
こ
p
.
〓
)

こ
の
二
つ
の
引
用
か
ら
次
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
｡
即
ち
､
音
の
響
き
を
介
し
て
な
さ
れ
る
声
の
身
振
り
の
顕
現
は
可
視
的
な

も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
他
の
箇
所
で
､
｢
声
の
身
振
り
は
､
あ
ら
ゆ
る
可
視
的
な
顕
現
の
網

に
は
か
か
ら
な
い
｡
そ
れ
は
､
音
の
中
で
し
か
表
現
さ
れ
な
い
｣
ヂ
己
っ
て
い
る
｡
そ
れ
故
､
声
の
身
振
り
は
､
音
の
響
き
を
介
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
､
可
聴
の
世
界
に
顕
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
｢
精
神
化
さ
れ
た
身
振
り
で
あ
る
声
の
身
振
り
は
､
音
楽
に
お
い

て
､
物
質
的
に
か
つ
精
神
的
に
表
誉
れ
る
｣
♂
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
ブ
ル
レ
に
依
れ
ば
､
声
の
身
振
り
は
音
の
響
き
と
同
様
に
魂
の
身
振
り
で
あ
る
｡
即
ち
､
こ
れ
ら
は
と
も
に
目
に
見

る
こ
と
の
出
来
な
い
魂
の
動
き
で
あ
る
｡
で
は
､
声
の
身
振
り
と
音
の
響
き
と
の
差
異
は
何
処
に
あ
る
の
か
｡
声
の
身
振
り
は
､
音

の
響
き
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
顕
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
､
引
用
⑦
に
あ
っ
た
よ
う
に
､
｢
音
と
音
楽
の
中
に
直
接
に
肉
化
さ
れ

る
｣
ば
か
り
で
な
く
｢
そ
れ
ら
を
物
質
的
意
味
で
生
み
出
す
と
同
時
に
精
神
的
意
味
で
も
生
み
出
す
｣
｡
こ
こ
に
､
こ
の
声
の
身
振

り
と
音
の
響
き
と
の
レ
ヴ
ュ
ル
の
差
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
｡
つ
ま
り
､
声
の
身
振
り
は
可
聴
的
世
界
に
顕
現
す
る
た
め
に
昔
の

響
き
を
必
要
と
す
る
が
､
音
の
響
き
そ
れ
自
体
が
声
の
身
振
り
を
生
み
出
す
わ
け
で
は
な
い
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
声
の
身
振
り
は
､

｢
自
分
だ
け
の
力
で
､
そ
し
て
､
楽
器
の
助
け
を
借
り
る
こ
と
な
く
､
聴
覚
が
受
け
入
れ
知
性
が
観
想
す
る
音
の
響
き
を
生
み
出
す

ことが出来る｣ヂある｡ここにおいて､声の身振りが､卦静か升か掛㌢㌢れかかかかで恩澤七生み

出
す
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
れ
は
､
声
の
身
振
り
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
音
の
響
き
は
物

理
的
な
意
味
で
の
い
わ
ゆ
る
音
響
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
ブ
ル
レ
の
い
う
音
の
響
き
は
知
的
な
面
も
持
っ
て
い
る
｡
即
ち
､

｢
音
の
響
き
は
､
あ
ら
ゆ
る
感
覚
的
な
も
の
の
う
ち
で
最
も
知
的
な
も
の
で
あ
る
｣
声
声
の
身
振
り
は
､
こ
の
音
の
響
き
の
知
的
な

ソ

ノ
リ
テ

ノ

ノ
ワ
テ

七
一



側面である｢音の内面性においてのみ生きる｣♂であ沌泣か㌢が魂の動きであるということは､この点を
強
調
し
た
も
の
と
言
え
る
｡
そ
れ
故
､
鑑
賞
者
は
､
記
憶
の
中
で
音
の
響
き
を
再
生
さ
せ
音
楽
を
観
想
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の

で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
が
可
能
と
な
る
の
は
､
｢
音
の
記
憶
は
音
で
あ
る
｣
鐸
b
で
あ
る
｡

さ
て
､
そ
れ
で
は
､
音
楽
に
お
け
る
身
凝
り
と
昔
の
響
き
が
こ
う
し
た
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
､

両
者
が
｢
と
も
に
時
間
的
な
も
の
で
あ
る
｣
鱒
b
で
あ
る
｡
音
の
響
き
は
､
身
振
り
と
｢
時
間
の
中
で
結
び
つ
き
｣

ソ

ノ
リ
テ

霹
身
扱
り
と
同
様

に
･
｢
無
か
ら
存
在
へ
と
向
か
う
絶
え
ざ
る
移
行
｣
(
㌔
の
で
あ
る
｡
更
に
､
ブ
ル
レ
は
､

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
｡

音
楽
に
お
け
る
身
振
り
と
音
の
響
き
と
時
間

⑲

身
振
り
と
音
の
響
き
は
持
続
を
創
造
す
る
｡
そ
の
創
考
は
､
生
成
を
生
み
出
す
そ
れ
ら
の
展
開
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
と
も
に
､

こ
の
生
成
が
文
節
化
さ
れ
形
を
与
え
ら
れ
て
は
っ
き
り
と
現
れ
る
よ
う
に
そ
れ
が
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
な
さ

れ
る
｡
(
Ⅰ
.
C
こ
p
.
〓

)

従
っ
て
､
身
振
り
と
音
の
響
き
が
時
間
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
､
単
に
両
者
が
時
間
の
内
に
あ
っ
て
時
間
に
囚
わ
れ
従
属
し
た

ま
ま
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
､
時
間
を
生
み
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
即
ち
､
そ
れ
ら
は
､
時
間
に
対
し
受
動

的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
､
能
動
的
で
も
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
我
々
は
､
先
に
､
声
の
身
振
り
が
精
神
的
に
自
分
だ
け
の
力
で
音
の
響
き
を
生
み
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と

を
見
た
｡
そ
し
て
､
声
の
身
振
り
は
､
音
の
響
き
の
内
面
性
と
の
み
関
わ
る
が
故
に
､
鑑
賞
者
に
記
憶
の
中
で
音
の
響
き
を
再
生
さ

せ
音
楽
を
観
想
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
っ
た
｡
で
は
､
声
の
身
振
り
は
､
実
際
に
ど
の
よ
う
に
し
て
音
の
響
き
を
生
み
出

す
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
､
内
的
に
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
｡
そ
こ
で
次
に
､
声
の
身
振
り
と
内
的
な
歌
と
の
関
係
を
見
な



け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

〔
4
〕
声
の
身
振
り
と
｢
内
的
に
歌
う
こ
と

(
c
h
a
⊃
t
e
r

i
⊃
t
m
二
空
r
O
ヨ
雪
t

)
｣

ブ
ル
レ
は
､
声
の
身
振
り
を
音
楽
に
お
け
る
技
術
(
t
e
c
h
コ
i
q
亡
e
)
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
､
次
の
よ
う
に
言
う
｡

⑲

音
楽
的
な
技
術
は
､
そ
の
最
も
高
貴
な
意
味
で
は
､
具
体
的
な
音
響
形
式
を
生
み
出
す
活
動
､
即
ち
､
様
々
な
楽
器
の
演
奏
技

術
(
t
e
c
h
n
i
q
u
e

i
コ
S
t
m
ヨ
e
n
t
a
-
e
)

に
お
い
て
常
に
同
一
で
あ
る
活
動
で
あ
る
｡
と
い
う
の
は
､
個
々
の
楽
器
は
､
音
楽

と
直
接
の
関
係
を
持
た
な
い
と
こ
ろ
の
偶
然
的
な
技
術
の
身
振
り
(
g
e
s
t
e

t
e
c
h
n
i
q
u
e

c
O
n
こ
n
g
e
コ
t
)
を
求
め
る
と
し

て
も
､
そ
う
し
た
身
振
り
は
音
楽
を
内
的
に
再
創
造
す
る

-

そ
し
て
､
そ
の
理
解
そ
の
も
の
が
既
に
必
要
と
す
る
-
あ
の
普

遍
的
な
技
術
の
身
振
り
(
g
e
s
t
e

t
e
c
h
n
-
q
u
e

u
n
i
く
e
r
S
e
-
)

で
あ
る
声
の
身
振
り
の
配
下
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
｡
(
1
.
C
こ

p
.
N
当
)

楽
器
の
演
奏
技
術
と
は
､
楽
器
と
一
体
と
な
る
た
め
に
楽
器
を
克
服
す
る
技
術
の
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
は
音
楽
の
本
質
と
深
く
結

び
つ
く
技
術
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡
前
者
が
個
々
の
楽
器
ま
た
は
個
々
の
演
奏
に
よ
っ
て
様
々
に
変
化
す
る
の
に
対
し
､
後
者
は

常
に
同
一
の
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
各
々
に
偶
然
的
な
技
術
の
身
振
り
と
普
遍
的
な
技
術
の
身
振
り
が
対
応
す
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
普

遍
的
な
技
術
の
身
振
り
を
ブ
ル
レ
は
声
の
身
振
り
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
声
の
身
振
り
は
｢
楽
器
の
演
奏
技
術
の
理
想
そ
の

も
の
｣
㌔
の
で
あ
る
｡
で
は
何
故
､
楽
器
演
奏
の
身
振
り
は
声
の
身
振
り
を
理
想
と
し
誇
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ

は
､
引
用
⑲
に
あ
る
よ
う
に
､
声
の
身
振
り
は
音
楽
を
内
的
に
再
創
造
す
る
か
ら
で
あ
り
､
言
わ
ば
｢
内
的
な
演
奏
が
実
際
の
具
体

七三



的
な
演
奏
の
本
質
｣
摩
あ
る
か
ら
で
あ
毎
で
は
､
音
楽
を
内
的
に
再
創
造
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
｡
ブ
ル
レ
に
依
れ
ば
､
そ

れ
は
｢
内
的
に
歌
う
(
c
h
a
n
t
e
r

i
n
t
ぎ
e
u
r
e
ヨ
e
n
t
)
｣
〈
㌔
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
ブ
ル
レ
は
言
う
｡

⑭

我
々
は
､
器
楽
奏
者
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
音
響
形
式
を
聞
き
､
理
解
し
よ
う
と
す
る
時
に
は
そ
れ
を
生
み
出
す
物
質
的
な

身
振
り
を
再
生
さ
せ
る
必
要
は
な
い
が
､
そ
れ
を
内
的
に
歌
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
〓
.
C
こ
p
.
N
当
)

こ
の
よ
う
に
､
音
楽
に
お
い
て
､
鑑
賞
者
は
､
音
楽
を
理
解
す
る
た
め
に
は
内
的
に
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
再
創
造
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
､
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
は
､
先
に
見
た
よ
う
に
､
声
の
身
振
り
が
楽
器
の
助
け
を
借
り
る
こ
と
な
く
そ

れ
だ
け
の
力
に
よ
っ
て
音
の
響
き
を
生
み
出
す
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
引
用
文
は
鑑
賞
者
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
が
､
で
は
､
｢
内
的
に
歌
う
こ
と
｣

は
単
に
聴
き
手
の
問
題
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
う
で
は
な
い
｡
演
奏
は
内
的
な
演
奏
を
本
質

と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
､
｢
内
的
に
歌
う
こ
と
｣
は
､
単
に
聴
衆
の
問
題
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
演
奏
者
の
問
題
で
も
あ
る
｡
更
に
､

そ
れ
は
創
造
者
の
問
題
で
も
あ
る
｡
ブ
ル
レ
は
､
内
的
に
歌
う
こ
と
に
閲
し
､
演
奏
者
と
創
造
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
言
う
｡

⑲

音
楽
的
な
身
振
り
で
あ
る
音
の
内
面
性
に
お
い
て
の
み
生
き
る
不
可
視
的
な
身
振
り
は
､
本
質
的
に
精
神
的
な
も
の
で
あ
り
､

あ
ら
ゆ
る
客
観
化
に
抵
抗
す
る
｡
そ
し
て
､
演
奏
者
の
す
べ
き
こ
と
は
､
喚
起
さ
れ
た
身
振
り
に
内
的
な
存
在
を
与
え
る
こ
と
で

あ
る
｡
つ
ま
り
､
そ
れ
を
外
に
示
す
の
で
は
な
く
生
き
言
わ
ば
歌
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
(
i
.
C
こ
p
.
N
冨
)

そ
し
て
､



⑯

旋
律
の
起
伏
､
即
ち
､
内
的
な
歌
は
声
の
身
振
り
の
表
現
で
あ
る
｡
こ
の
声
の
身
振
り
は
､
創
造
者
に
旋
律
の
起
伏
を
生
み
出

さ
せ
る
も
の
で
あ
り
､
ま
た
､
そ
れ
を
再
生
し
得
る
場
合
に
は
､
聴
き
手
に
そ
れ
を
再
創
造
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ

る
｡
(
T
芦
p
.
一
芸
)

こ
の
よ
う
に
､
声
の
身
振
り
は
､
音
楽
の
理
解
に
関
わ
る
だ
け
で
な
く
音
楽
の
創
造
に
も
関
わ
毎
つ
ま
り
､
声
の
身
振
り
は
､
作

曲
家
が
音
楽
を
創
る
た
め
に
､
そ
し
て
､
演
奏
者
と
聴
き
手
が
内
的
な
演
奏
に
よ
っ
て
音
楽
を
再
創
造
し
理
解
す
る
た
め
に
､
必
要

な
も
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
そ
れ
は
､
内
的
に
歌
う
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
､
作
曲
･
演
奏
･
聴
取
と
い
う
音
楽
塾
術
を
成
り
立
た

せ
る
三
つ
の
体
験
を
結
ぶ
契
機
を
成
し
て
い
る
､
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
｡

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
､
声
の
身
振
り
は
､
内
的
に
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
音
の
響
き
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
ブ

ル
レ
が
音
楽
に
お
い
て
声
の
身
振
り
を
重
視
す
る
の
は
､
音
楽
の
本
質
が
音
の
創
造
に
あ
短
音
が
｢
声
(
害
さ
こ
｣
の
恵
み
に

よ
っ
て
の
み
存
在
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
毎
ブ
ル
レ
は
､
声
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
｡

㊥

繊
細
で
微
妙
な
身
振
り
で
あ
る
声
は
､
人
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
む
の
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
､
こ
の
声
の
中
へ
存
在
の
あ
ら
ゆ
る

活
動
が
表
現
さ
れ
に
や
っ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
…
…
そ
れ
は
､
意
志
の
自
由
に
な
る
動
き
に
存
す
る
が
故
に
､
意
志
の
直
接
の
支

配
下
に
あ
る
…
…
そ
れ
は
､
全
身
の
ま
と
ま
り
の
な
い
無
秩
序
な
動
き
に
代
え
､
規
則
付
け
ら
れ
た
微
妙
な
動
き
で
あ
る
意
志
的

な
動
き
を
自
分
の
も
の
と
す
る
｡
(
1
.
C
.
こ
ヲ
N
岩
)

即
ち
､
ブ
ル
レ
に
依
れ
ば
､
声
も
身
振
り
の
一
つ
で
あ
毎
そ
し
て
､
声
が
｢
意
志
(
星
O
n
t
ニ
｣
の
自
由
に
な
る
の
は
､

そ
れ
が
､
｢
決
し
て
生
物
の
自
然
の
物
理
的
特
性
で
は
な
く
､
生
物
が
意
志
的
に
獲
得
し
た
精
神
的
属
性
で
あ
る
｣
攣
b
で
あ
る
｡

七五



七六

こ
の
よ
う
に
声
が
意
志
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
､
我
々
は
､
実
際
に
声
の
身
振
り
を
動
か
し
て
内
的
に
歌
わ
し

め
る
も
の
は
意
志
に
他
な
ら
な
い
､
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
｡
そ
れ
故
､
声
の
身
振
り
は
､
言
わ
ば
｢
意
志
の
繊
細
で
従
順
な
道

具
｣
(
世
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
こ
と
は
､
身
振
り
一
般
と
時
間
と
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
次
の
箇
所
に
明
瞭
に
示
さ
れ
て

い
る
｡

⑲

身
振
り
と
時
間
と
の
間
に
は
あ
る
緊
密
な
関
係
が
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
身
振
り
は
､
意
志
の
表
現
､
即
ち
､
宇
苗
の
時
間
の
中

に
内
的
な
持
続
を
解
き
放
つ
活
動
の
直
接
の
顕
わ
れ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
〓
.
C
.
}
p
.
こ

〔
結
び
〕

以
上
に
お
い
て
､
我
々
は
､
ブ
ル
レ
の
音
楽
美
学
に
お
け
る
｢
身
振
り
(
g
e
s
t
e
)
｣

の
概
念
を
明
ら
か
に
す
べ
く
検
討
し
て
き

た
｡
そ
し
て
､
ブ
ル
レ
の
い
う
声
の
身
振
り
が
生
み
出
す
内
的
な
歌
は
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
関
わ
る
こ
と
を
見
た
が
､
そ
れ
は
､
ブ
ル
レ

に
依
れ
ば
､
｢
最
も
本
質
的
な
音
楽
的
表
現
は
､
実
は
正
当
に
も
人
が
A
歌
(
c
h
a
n
t
)
∀
と
名
付
け
て
い
る
も
の
の
中
､
声
の
身

振
り
か
ら
生
ま
れ
そ
れ
を
再
び
生
じ
さ
せ
る
感
動
的
な
力
を
持
つ
メ
ロ
デ
ィ
.
の
中
に
あ
る
｣
鱒
b
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
声
の

身
振
り
は
､
音
楽
に
最
も
本
質
的
な
表
現
と
関
わ
る
音
楽
に
固
有
な
身
振
り
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
声
の
身
振
り
が
音
楽
の
最
も
本
質

的
な
表
現
と
関
わ
り
得
る
の
は
､
そ
れ
が
｢
音
の
響
き
と
音
楽
と
の
内
的
で
不
可
視
的
な
存
在
｣
β
い
う
精
神
的
で
知
的
な
も
の
と

結
び
つ
く
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
音
楽
の
精
神
的
で
知
的
な
本
質
を
身
体
的
な
概
念
の

｢
身
振
り
｣
と
結
び

つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
ブ
ル
レ
は
､
心
身
の
結
び
つ
い
た
現
象
と
し
て
の
音
楽
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡



五 言三 言三三 註
百
科
辞
典
の
学
童
思
甘
ぎ
よ
三
首
き
i
で

(
F
a
s
q
u
e
〓
e
)
に
は
､
一
九
一
九
年
生
れ
と
あ
る
｡

ト
､
叶
已
侃
→
雪
訂
已
ト
3
3
㌻
箪
㌻
恥
-
P
･
U
●
F
･
-
-
冨
-
(
以
下
Ⅰ
･
C
●
と
略
す
)

引
用
の
①
と
④
に
あ
る
よ
う
に
､
プ
ル
レ
は
､
空
間
塾
術
の
例
と
し
て
建
築
と
絵
画
を
挙
げ
､
時
間
垂
術
の
例
と
し
て
舞
踊
と
音
楽
を
挙
げ
て
い

る｡Ⅰ
.
C
.
.
p
.
-
∽

こ
こ
で
言
う
時
間
垂
術
の
垂
術
家
と
は
､
舞
踊
に
お
い
て
は
桶
り
手
で
あ
り
､
音
楽
に
お
い
て
は
演
奏
者
の
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
引
用

に
お
け
る
よ
う
に
､
『
創
造
的
解
釈
』
の
特
徴
は
､
演
奏
の
創
造
性
を
強
調
し
て
い
る
点
に
あ
る
｡
な
お
､
註
霊
を
参
照
｡

プ
ル
レ
に
お
い
て
は
､
こ
の
A

a
c
t
e
∀
の
概
念
も
重
要
な
概
念
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
概
念
は
､
ル
イ
･
ラ
ヴ
ェ
ル
｢
｢
a
く
e
〓
e
(
一
八
八

三
-
一
九
五
一
)
に
依
拠
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
ラ
ヴ
ェ
ル
の
炎
a
c
t
e

(
働
き
･
現
実
態
)
▽
の
概
念
に
つ
い
て
は
､
『
実
存
主
義
』

(ポ

ー
ル
･
フ
ル
キ
エ
著
､
矢
内
原
･
田
島
共
訳
､
文
庫
ク
セ
ジ
ュ
､
白
水
社
刊
､
改
訂
新
版
)

に
､
｢
お
よ
そ
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
現
実
的
な
も
の

の
療
に
は
､
存
在
の
充
満
を
所
有
す
る
一
存
在
が
あ
る
｡
こ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
､
わ
れ
わ
れ
は
…
…
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
基
づ
か
ね
ば
な
ら

ぬ
｡
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
の
意
識
は
､
働
き
a
C
t
e
で
あ
っ
て
事
物
で
は
な
い
｡
同
様
に
､
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
成
り
立
た
せ
る
存
在
も
ま
た
､
働

き
a
c
t
e
で
あ
る
｡
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
意
識
は
…
…
有
限
な
働
き
で
あ
る
の
に
反
し
て
､
こ
れ
は
純
粋
な
現
実
態
で
あ
る
…
･
⊥
と
あ
る
｡
そ

れ
に
依
れ
ば
我
々
の
意
識
は
働
き
(
a
c
t
e
)
で
あ
る
が
､
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
従
っ
て
音
楽
を
時
間
の
意
識
で
あ
る
と
す
る
プ
ル
レ
に
と
っ
て
は

(
Ⅰ
.
C
.
.
p
ユ
∽
○
)
､
音
楽
の
考
察
は
時
間
の
考
察
で
あ
り
､
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
こ
の
働
き
曾
t
e
)
の
考
察
な
の
で
あ
る
｡

ヱ

指
拝
者
の
身
振
り
に
つ
い
て
は
､
『
創
造
的
解
釈
』
の
第
三
章
｢
音
楽
演
奏
､
即
ち
､
完
全
な
創
造
｣
の
中
の
｢
ア
ン
サ
ン
プ
ル
の
音
楽
に
お

け
る
演
奏
と
体
験
さ
れ
る
時
間
｣
の
節
(
p
p
｣
缶
-
-
琵
)
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

亘

従
っ
て
､
プ
ル
レ
に
お
い
て
､
炎
g
e
s
t
e

V
と
い
う
語
を
｢
身
振
り
｣
と
訳
し
て
よ
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
こ
で

の
目
的
は
こ
の
炎
g
e
s
t
Ⅳ
▽
の
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
､
差
し
当
た
っ
て
は
｢
身
振
り
｣
と
訳
す
こ
と
に
し
､
後
に
よ
り
適
切

な
も
の
が
見
つ
か
っ
た
な
ら
ば
そ
れ
を
充
て
る
こ
と
に
す
る
｡

す)

l
b
i
d
.
.
p
.
≡

七七



七八

雷

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
､
｢
不
可
視
的
(
-
コ
く
i
s
-
b
-
e
)
｣
と
｢
内
的
(
i
n
t
e
r
i
e
u
r
)
｣
と
い
う
形
容
詞
が
同
義
で
あ
る
こ
と
は
､
両
者
が
｢
可

視
的
(
ま
s
i
b
-
e
)
｣
と
い
う
語
と
対
立
的
に
使
わ
れ
精
神
的
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
｢
音
楽
の
身

振
り
は
そ
れ
故
､
不
可
視
的
で
あ
る
｡
そ
れ
は
…
…
物
質
的
で
可
視
的
な
身
振
り
で
は
な
く
全
く
内
的
な
身
振
り
で
あ
る
…
…
｣
(
Ⅰ
.
C
.
､
p
｣
由

と
い
う
表
現
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
｡

正

テ
ク
ス
ト
で
は
､
舞
踊
に
つ
い
て
は
､
｢
可
視
的
な
身
振
り
｣
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
､
｢
不
可
視
的
な
身
振
り
｣
と
い
う
言
い
方
(
例
え
ば
､

i
.
C
.
.
p
.
N
巴
)
よ
り
も
｢
内
的
な
身
振
り
｣
と
い
う
表
現
が
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
い
る
｡

(毯

プ
ル
レ
は
､
可
視
的
な
身
振
り
を
｢
物
質
的
｣
な
も
の
と
は
言
っ
て
い
る
が
､
不
可
視
的
な
身
振
り
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
｢
非
物
質
的
｣
な
も

の
と
は
い
っ
て
お
ら
ず
､
こ
こ
で
は
｢
殆
ど
非
物
質
的
｣
な
も
の
と
言
っ
て
い
る
｡
そ
の
理
由
は
､
恐
ら
く
､
声
の
身
振
り
が
､
以
下
に
見
る
よ

う
に
｢
声
(
く
O
i
冥
)
｣
と
緊
密
な
関
係
に
あ
り
､
声
は
､
物
理
的
に
は
発
音
器
官
の
運
動
か
ら
生
ず
る
､
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

富

A
コ
d
r
か
S
c
h
a
e
f
f
コ
e
r
‥
苧
音
更
㌣
岩
㌻
冬
音
更
蔓
乙
:
芦
茸
慧
P
a
y
O
-
㌔
a
r
i
s
二
≡
幸
-
∽
-
(
プ
ル
レ
の
テ
ク
ス

ト
の
中
で
は
､
】
.
C
.
も
.
N
∽
≡
)

正

次
の
引
用
⑦
に
も
明
ら
か
で
あ
る
が
､
｢
肉
体
の
身
振
勺
｣
は
舞
踊
と
音
楽
の
両
方
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､

音
楽
に
つ
い
て
し
か
語
ら
れ
て
い
な
い
｡

｢
声
の
身
振
り
｣
は

亘客室雷荘重富

ト
恥
ご
ヨ
で
ヨ
ミ
叶
c
已
-
P
･
U
･
F
･
｣
曾
芯
(
以
下
→
･
M
･
と
略
す
)

→
.
M
.
.
p
.
の
→

I
b
-
d
.
-
p
.
3

及
び
p
.
会
○

『
音
楽
美
の
構
造
』

(
音
楽
の
友
社
)
第
二
部
｢
音
響
｣
を
参
照
｡

同
書
､
七
十
五
頁
｡

引
用
㊥
を
参
照
｡

ブ
ル
レ
の
言
う
ゐ
s
O
コ
O
r
i
t
か
∀
は
､
以
下
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
､
単
に
物
理
的
な
意
味
で
の
｢
音
響
｣
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
そ
こ

で
､
こ
う
し
た
｢
音
響
｣
と
区
別
す
る
た
め
に
､
｢
音
の
響
き
｣
と
い
う
訳
語
を
充
て
る
こ
と
に
す
る
｡

こ
こ
で
､
ブ
ル
レ
の
い
う
音
と
昔
の
響
き
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
な
ら
ば
､
プ
ル
レ
は
､
両
者
を
無
意
識
的
に
同
じ
意
味
合
い
で
使

っ
て
い
る
と
言
え
る
｡
例
え
ば
､
『
音
楽
的
時
間
論
』
の
巻
末
の
索
引
に
お
い
て
､
両
者
は
一
つ
の
項
目
に
な
っ
て
い
る
｡
し
か
し
､
テ
ク
ス
ト
で
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の
用
い
方
か
ら
す
る
と
､
｢
音
楽
音
｣
を
意
味
す
る
音
が
音
の
響
き
と
同
義
を
な
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
｡
な
お
､
先
の
渡

辺
氏
の
引
用
箇
所
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

→
.
M
.
.
p
.
N
】
→

Ⅰ
.
C
.
▼
p
.
N
∽
の

T
.
M
.
､
P
.
監
-

-
.
C
.
.
p
.
N
〕
の

T
.
M
.
▼
P
.
巴
○
｡
な
お
､
プ
ル
レ
は
､
『
音
楽
的
時
間
論
』
の
冒
頭
で
､
垂
術
作
品
は
｢
感
覚
的
な
も
の
と
知
的
な
も
の
の
あ
ら
ゆ
る
魅
力
を
合

わ
せ
持
つ
｣
と
言
っ
て
い
る
(
-
b
i
d
.
.
p
.
-
)
｡

引
用
⑯
を
参
照
｡

l
b
i
d
こ
p
.
N

-
.
C
.
-
P
.
〓

l
b
-
d
.
-
P
.
〓

-
b
i
d
.
.
p
.
〓

I
b
i
d
.
-
p
.
N
∽
の

Ibid..p.N畠器
楽
が
歌
唱
を
手
本
と
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
､
プ
ル
レ
は
､
｢
表
現
は
常
に
歌
の
模
倣
で
あ
る
｡
偉
大
な
垂
術
家
は
､
音
楽
に
お
い
て
は
全
て

が
歌
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
｣

(
i
.
C
.
も
N
∽
0
0
)
と
言
っ
て
い
る
｡
な
お
､
他
に
例
え
ば
､
バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
ク
ヴ
ァ
ン
ツ
l
･
J
●
Q
u
a
コ
t
Z

(
一
六
九
七
-
一
七
七
三
)
が
フ
ル
ー
ト
･
ト
ラ
ヴ
ェ
ル
ソ
の
教
則
本
で
あ
る
芯
→
旨
q
ト
乳
鳶
→
ゝ
ざ
乳
旨
握
已
恥
き
訂
:
⊇
冨
→
3
.
屯
→
d

巨
鼠
乳
3
(
B
e
r
〓
コ
こ
謡
N
)
の
中
で
､
演
奏
は
声
楽
を
手
本
と
す
き
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
｡

富

こ
の
｢
内
的
に
歌
う
こ
と
｣
に
つ
い
て
は
､
プ
ル
レ
は
シ
ャ
ル
ル
･
ラ
ロ
に
依
拠
し
て
い
る
｡
特
に
､

C
h
a
ユ
e
s
r
a
-
○
‥
㌘
竃
㌻
≡
㌔
§
…
乳
計
ぎ
登
内
ヨ
宅
㌻
乳
…
C
軒
邑
町
b
登
内
.
A
-
c
a
コ
ー
P
a
r
i
s
.
-
呂
0
0
.

霊

『
創
造
的
解
釈
』
に
お
い
て
は
､
作
曲
を
創
造
､
演
奏
と
聴
取
を
再
創
造
､
と
い
う
単
純
な
図
式
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､

こ
の
テ
ク
ス
ト
の
意
図
は
演
奏
の
創
造
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
音
楽
に
お
け
る
創
造
と
再
創
造
と
い
う
テ
ー

七九



霊室富

八〇

マ
に
つ
い
て
は
､
更
に
テ
ク
ス
ト
の
考
察
を
必
要
と
す
る
｡
但
し
､
プ
ル
レ
の
演
奏
の
創
造
性
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
､
論
文
｢
演
奏
の
創
造
性

に
つ
い
て
｣

(
谷
村
晃
著
､
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
､
昭
和
三
十
年
三
月
､
二
十
七
巻
三
号
)
が
あ
る
｡

T
.
M
.
.
p
.
会
○

-
b
i
d
.
も
.
会
○

『
音
楽
的
時
間
論
』
に
お
い
て
､
引
用
㊥
と
殆
ど
同
じ
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
､
そ
こ
で
は
声
を
｢
身
振
り
の
中
で
も
最
も
微
妙
な
も
の
｣

と
言
っ
て
い
る
(
→
.
M
.
.
p
.
巴
∽
)
｡

43 42 4140

I
b
i
d
.
も
.

-
.
C
.
.
p
.

I
b
-
d
.
.
p
.

1
b
-
d
.
も
.
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