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渡

辺

一
見
自
明
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｢
音
楽
芸
術
作
品
(
d
a
s

ヨ
亡
S
i
k
a
〓
s
c
b
e

K
亡
n
S
t
W
e
r
k
)

｣
と
い
う
概
念
は
､
そ
の
中
に
数
知

れ
ぬ
重
要
な
問
題
点
を
学
ん
で
い
る
｡
本
書
は
こ
の
通
常
無
反
省
的
に
用
い
ら
れ
る
｢
音
楽
芸
術
作
品
｣
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
を
あ
ら

た
め
て
検
討
し
な
お
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
｡
副
題
に
添
え
ら
れ
て
い
る
｢
非
独
断
的
音
楽
理
論
｣
と
い
う
語
の
中
に
､
音
楽
に
関
す
る

様
々
な
理
論
化
の
試
み
の
数
に
は
事
欠
か
な
い
に
も
拘
ら
ず
､
｢
音
楽
芸
術
作
品
｣
と
い
う
基
礎
的
な
概
念
に
関
し
て
千
差
万
別
の
｢
独

断
的
な
｣
理
論
が
乱
立
し
て
い
る
今
日
の
状
況
へ
の
著
者
の
苛
立
ち
が
窺
わ
れ
る
｡

本
書
は
体
系
的
に
構
成
さ
れ
た
三
つ
の
章
か
ら
成
る
｡
第
一
章
で
は
｢
音
楽
｣
の
概
念
が
い
か
な
る
規
準
に
よ
っ
て
成
立
す
る
か
が
検

討
さ
れ
る
｡
第
二
章
で
は
第
〓
早
で
規
定
さ
れ
た
｢
音
楽
｣
の
概
念
が
い
か
な
る
規
準
の
も
と
に
｢
音
楽
作
品
｣
の
概
念
に
至
る
か
が
検

討
さ
れ
る
｡
最
後
の
第
≡
章
で
は
第
l
一
章
ま
で
に
規
定
さ
れ
た
｢
音
楽
作
品
｣
の
概
念
が
い
か
な
る
規
準
の
も
と
に
｢
音
楽
芸
術
作
品
｣

二
〇
九



ニ
ー
〇

の
概
念
に
至
る
か
が
検
討
さ
れ
る
｡
副
題
に
示
さ
れ
た
｢
基
礎
諸
概
念
｣
と
は
こ
の
｢
音
楽
｣
｢
作
品
｣
｢
芸
紆
｣
の
≡
つ
の
概
念
に
他

な
ら
な
い
｡

第
〓
早
で
著
者
は
と
り
あ
え
ず
音
楽
の
規
準
を
可
聴
性
に
烏
と
め
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
が
､
こ
れ
だ
け
で
は
音
楽
を
他
の
音
響
現
象

と
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
そ
こ
で
著
者
は
素
材
自
体
の
物
理
的
性
状
に
よ
る
音
楽
の
概
念
規
定
を
放
棄
し
､
ハ
ル
ト
マ
ン

N
i
c
O
-
a
i

貰
琶
t
ヨ
a
n
n

の
層
理
論
を
援
用
し
っ
つ
､
こ
こ
で
の
可
聴
的
素
材
を
｢
客
観
化
さ
れ
た
精
神
｣
と
し
て
規
定
し
､
自
然
音

と
区
別
す
る
｡
し
か
し
言
語
も
ま
た
可
聴
的
な
｢
客
観
化
さ
れ
た
精
神
｣
で
あ
り
､
基
体
(
S
亡
b
s
t
r
a
t

)
だ
け
の
考
察
に
よ
っ
て
音

楽
と
言
語
を
区
分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
そ
こ
で
著
者
は
こ
の
両
者
を
意
味
の
媒
体
(
M
e
d
i
u
ヨ
)

と
し
て
の
側
面
か
ら
考
え
､
言

語
の
場
合
に
基
体
の
物
理
的
性
状
は
媒
体
と
し
て
の
効
果
に
直
接
関
ら
な
い
の
に
対
し
､
音
楽
の
場
合
に
は
基
体
が
互
換
不
能
で
あ
る
た

め
基
体
と
媒
体
と
は
一
致
す
る
､
と
す
る
｡
こ
れ
ら
の
こ
と
よ
り
｢
音
楽
｣
は
｢
そ
の
可
聴
的
基
体
と
一
致
し
た
音
響
的
媒
体
｣
と
し
て

定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

続
く
第
二
章
で
は
著
者
は
｢
音
楽
｣
が
｢
作
品
｣
と
な
る
た
め
の
条
件
と
し
て
単
な
る
企
図
と
し
て
で
は
な
く
現
実
化
し
固
定
さ
れ
た

も
の
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
､
そ
の
現
実
化
の
発
起
人
が
存
在
す
る
こ
と
､
そ
れ
が
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
全
体
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
､

な
ど
の
条
件
を
検
討
す
る
｡
そ
し
て
著
者
は
こ
れ
ら
が
満
た
さ
れ
る
よ
う
な
特
殊
な
全
体
性
を
､
ヘ
ー
ニ
ヒ
ス
ヴ
ア
ル
ト

(
R
i
c
b
胃
d

軍
ぎ
i
g
s
w
a
-
d

の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
論
を
援
用
し
っ
つ
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
と
呼
ぶ
｡
そ
れ
は
｢
外
延
を
も
つ
産
み
出
さ
れ
基
礎
づ
け
ら
れ
た

全
体
性
｣
で
あ
る
｡
著
者
は
解
釈
者
と
の
関
係
の
あ
り
方
に
応
じ
た
作
品
の
三
つ
の
タ
イ
プ
を
設
定
す
る
が
､
そ
の
い
ず
れ
も
が
､
誰
の

手
に
よ
っ
て
で
あ
れ
､
こ
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

最
後
の
第
三
章
で
は
そ
れ
が
｢
音
楽
芸
術
作
品
｣
と
な
る
規
準
と
し
て
判
断
(
評
価
)

の
問
題
が
導
入
さ
れ
る
｡
｢
音
楽
作
品
｣
は
判

断
を
下
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
｢
音
楽
芸
術
作
品
｣
と
な
る
｡
こ
こ
で
の
判
断
は
聴
き
手
の
行
な
う
美
的
判
断

(
趣
味
判
断
)

と
芸
術
学

的
判
断
と
に
分
た
れ
る
｡
後
者
は
さ
ら
に
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
関
与
判
断
､
様
式
関
与
判
断
､
意
味
関
与
判
断
に
分
た
れ
､
こ
れ
ら
の
判
断
を



介
し
て
内
的
連
関
と
し
て
の
音
楽
作
品
は
他
の
作
品
と
の
関
り
(
伝
統
､
影
響
)
､
世
界
と
の
関
り
(
内
部
世
界
､
外
界
)
を
獲
得
し
外

的
連
関
の
う
ち
に
お
か
れ
る
の
で
あ
る
｡

以
上
に
概
観
し
た
著
者
の
論
述
は
､
右
の
対
象
自
体
が
最
終
的
に
は
美
学
上
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ

る
が
故
に
､
や
や
粗
略
に
す
ぎ
る
こ
と
は
否
め
な
い
｡
し
か
し
本
書
は
音
楽
芸
術
作
品
と
い
う
基
礎
的
概
念
の
検
討
を
足
が
か
り
に
し
て

様
々
な
問
題
の
所
在
を
一
つ
の
体
系
の
う
ち
に
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
ら
せ
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡


