
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ナ
テ
ィ
エ
（
J
e
a
n
⊥
a
c
q
u
e
s
N
a
t
t
i
e
N
）
は
、
ソ
 
 

シ
ュ
ー
ル
か
ら
発
す
る
い
わ
ゆ
る
記
号
学
と
い
う
分
野
の
、
音
禁
を
対
 
 

象
と
し
た
領
域
に
お
け
る
第
一
人
者
を
も
っ
て
任
じ
て
い
る
。
と
い
う
 
 

こ
と
ば
つ
ま
り
、
記
号
学
が
、
少
な
く
と
も
音
楽
を
対
象
と
し
た
も
の
 
 

で
い
え
ば
、
構
造
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
生
成
文
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
 
 

も
つ
と
す
る
と
、
そ
の
前
者
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
だ
（
峰
岸
由
紀
「
音
 
 

楽
記
号
学
の
諸
問
題
」
『
音
糞
学
』
第
二
三
巻
（
二
）
、
一
九
七
七
年
、
参
 
 

照
）
。
 
 
 

披
は
一
九
七
五
年
に
『
音
禁
の
記
号
学
の
基
礎
（
∋
）
3
酔
夢
川
蔓
軋
、
§
内
 
 

乱
乱
臣
嘩
ぎ
計
訂
ヨ
鼓
首
長
－
空
色
』
、
一
九
八
七
年
に
『
一
般
音
楽
学
 
 

と
記
号
学
 
（
宣
旨
首
鼠
点
富
川
誉
ぎ
ぎ
乱
川
汲
∵
私
室
を
首
肯
 
C
h
r
i
s
t
訂
コ
 
 

B
O
u
r
g
O
i
s
）
』
と
い
う
大
部
の
著
作
を
公
に
し
て
い
る
（
そ
れ
ぞ
れ
を
、
『
基
 
 

礎
』
、
『
一
般
』
と
略
そ
う
）
。
後
者
ほ
前
者
の
増
補
改
定
版
の
お
も
む
き
 
 

を
呈
す
る
。
こ
の
二
著
の
問
に
は
反
ナ
テ
ィ
エ
派
の
議
論
が
あ
っ
た
。
 
 

ナ
テ
ィ
エ
の
音
楽
記
号
学
を
め
ぐ
っ
て
 
 制

作
的
（
ポ
イ
エ
テ
ィ
ッ
ク
）
 
レ
ヴ
ュ
ル
 
（
ジ
ル
ソ
ン
に
由
来
）
 
の
分
 
 
 

我
々
は
今
、
そ
の
争
点
を
「
演
奏
」
と
い
う
点
に
関
し
て
、
『
基
礎
』
、
『
基
 
 

礎
』
批
判
、
『
一
般
』
と
い
う
流
れ
で
検
討
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
そ
し
 
 

て
最
後
に
我
々
に
よ
る
『
一
般
』
批
判
（
す
な
わ
ち
『
基
礎
』
批
判
批
 
 

判
）
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

ナ
テ
ィ
エ
の
理
論
の
最
も
基
本
的
な
部
分
は
、
ジ
ャ
ン
・
モ
リ
ノ
か
 
 

ら
借
り
た
、
書
架
的
事
象
に
関
す
る
次
の
図
式
に
よ
っ
て
い
る
。
 
 

已
く
e
a
u
p
O
－
1
賢
q
u
e
 
 

〔
知
覚
 
 

生
産
〔
 
 

創
造
者
1
作
品
 
 
－
 
 
聴
衆
 
 

↓
 
 

∋
】
く
e
a
u
 
n
e
u
t
【
e
 
 

n
i
Y
e
a
亡
e
S
t
h
h
藍
q
u
e
 
 

椎
 
名
 
亮
 
輔
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析
に
は
、
作
曲
家
・
創
り
手
の
歴
史
的
状
況
、
理
論
、
心
理
、
聴
衆
に
 
 

関
す
る
（
感
受
的
レ
ヴ
ュ
ル
の
）
情
報
な
ど
が
扱
わ
れ
、
一
方
感
受
的
 
 

（
エ
ス
テ
ジ
ツ
ク
）
レ
ヴ
ュ
ル
 
（
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
由
来
）
 
の
分
析
に
は
、
 
 

聴
衆
の
歴
史
的
状
況
、
心
理
、
作
曲
家
等
に
関
す
る
（
制
作
的
レ
ヴ
ュ
 
 

ル
の
）
情
報
な
ど
が
扱
わ
れ
る
。
し
か
し
、
記
号
学
約
分
析
で
中
心
と
 
 

な
る
の
は
中
立
（
メ
ー
ト
ル
）
 
レ
ヴ
ュ
ル
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
 
 

こ
そ
が
唯
一
の
「
作
品
の
物
理
的
存
在
様
態
」
で
あ
り
、
最
も
客
観
的
 
 

に
分
析
で
き
る
音
楽
事
象
の
「
痕
跡
」
、
「
備
忘
録
」
だ
か
ら
だ
（
『
基
礎
』
 
 

五
四
・
五
頁
、
一
一
五
頁
参
照
。
）
 
こ
の
申
立
レ
ヴ
ュ
ル
に
お
け
る
「
客
 
 

観
性
」
の
主
張
は
『
一
般
』
で
も
変
わ
っ
て
い
な
い
（
三
七
・
八
頁
参
照
）
。
 
 
 

こ
の
中
立
レ
ヴ
ュ
ル
は
2
種
類
の
「
楽
譜
」
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
 
 

い
る
。
ひ
と
つ
は
指
令
的
な
 
（
プ
レ
ス
ク
リ
プ
テ
ィ
フ
）
書
法
に
よ
る
 
 

も
の
、
も
う
ひ
と
つ
は
記
述
的
な
（
デ
ス
ク
リ
ブ
テ
ィ
フ
）
書
法
に
よ
 
 

る
も
の
で
あ
り
、
前
者
は
「
あ
る
個
別
的
な
楽
曲
が
い
か
に
音
響
化
さ
 
 

れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
の
青
写
真
」
で
あ
り
、
後
者
は
「
そ
の
楽
曲
 
 

の
あ
る
個
別
的
な
演
奏
が
実
際
に
は
い
か
に
鳴
り
響
い
た
か
」
を
示
す
 
 

も
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
「
書
い
た
も
の
」
を
研
究
の
中
心
に
据
え
る
方
法
は
、
ソ
 
 

シ
ュ
ー
ル
の
唱
え
た
ラ
ン
グ
と
バ
ロ
ー
ル
と
い
う
概
念
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
 
 

が
原
因
で
あ
る
。
作
品
（
申
立
レ
ヴ
ュ
ル
）
が
ラ
ン
グ
の
よ
う
に
分
析
 
 

に
適
う
も
の
で
、
演
奏
は
バ
ロ
ー
ル
同
様
そ
の
対
象
で
は
な
い
、
と
さ
 
 

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
音
楽
事
象
に
お
け
る
演
奏
の
レ
ヴ
 
 

エ
ル
の
軽
視
は
様
々
な
批
判
を
呼
び
起
こ
し
た
。
 
 
 

最
も
有
効
な
批
判
は
、
ド
ミ
ニ
ク
・
ア
ヴ
ロ
ン
に
よ
る
も
の
 
 

（
D
O
ヨ
i
n
i
q
u
e
A
く
r
O
n
‥
卜
ぎ
雫
註
ヨ
邑
c
凰
－
雲
声
－
当
0
0
）
と
そ
れ
を
お
 
 

し
す
す
め
た
庄
野
造
成
の
も
の
で
あ
ろ
う
（
「
演
奏
に
対
す
る
音
楽
記
号
 
 

学
的
研
究
の
諸
問
題
」
、
日
本
記
号
学
会
編
『
記
号
学
研
究
1
』
、
一
九
 
 

八
一
年
）
。
特
に
、
庄
野
氏
は
、
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
の
不
確
定
性
の
作
品
 
 

を
例
と
し
て
挙
げ
、
こ
の
よ
う
な
種
類
の
音
糞
は
「
演
奏
に
関
し
て
不
 
 

確
定
な
音
巣
」
で
あ
り
、
中
立
レ
ヴ
ュ
ル
に
あ
た
る
よ
う
な
オ
ブ
ジ
ェ
 
 

を
作
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
中
立
レ
ヴ
ュ
ル
そ
の
も
の
が
無
効
に
な
る
、
と
 
 

言
う
。
『
四
分
三
三
秒
』
と
い
う
無
音
の
作
品
に
は
申
立
レ
ヴ
ュ
ル
は
存
 
 

在
し
な
い
。
 
 
 

こ
う
し
た
極
端
な
例
か
ら
も
っ
と
伝
統
的
な
音
楽
、
も
っ
と
身
近
な
 
 

音
楽
に
戻
っ
て
み
る
と
、
「
春
日
八
郎
の
歌
っ
た
『
赤
と
ん
ぼ
』
」
（
こ
こ
 
 

に
庄
野
氏
は
、
作
品
に
と
っ
て
異
質
な
「
こ
ぶ
し
」
と
い
う
発
声
法
を
 
 

認
め
、
違
和
感
を
持
っ
た
）
 
の
記
号
学
的
分
析
に
お
い
て
、
ナ
テ
ィ
エ
 
 

の
図
式
の
み
に
頼
る
と
す
る
と
「
春
日
八
郎
」
と
か
「
こ
ぶ
し
」
と
い
 
 

う
、
聴
衆
に
充
分
何
か
を
伝
え
て
く
る
よ
う
な
記
号
学
的
事
態
が
無
視
 
 

さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
ほ
、
ナ
テ
ィ
エ
に
よ
っ
て
バ
ロ
ー
ル
 
 

と
等
値
で
あ
る
と
し
て
軽
視
さ
れ
て
い
た
、
演
奏
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
あ
る
。
 
 

こ
う
し
て
庄
野
氏
は
ナ
テ
ィ
エ
の
図
式
を
修
正
し
、
演
奏
的
レ
ヴ
ュ
ル
 
 

を
制
作
と
感
受
の
間
に
置
き
、
そ
れ
ら
三
つ
の
レ
ヴ
ュ
ル
の
各
二
つ
ず
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前
述
し
た
よ
う
に
、
ナ
テ
ィ
エ
に
よ
っ
て
も
、
禁
譜
は
指
令
的
と
記
述
 
 

的
の
二
つ
の
種
類
に
分
け
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
各
々
、
制
作
－
 
 

－
演
奏
間
、
演
奏
1
感
受
間
に
位
置
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
ス
コ
ア
 
 

を
前
に
音
響
を
想
像
す
る
場
合
等
」
と
し
て
制
作
 
－
 
感
受
間
に
、
演
 
 

奏
な
し
で
直
接
位
置
す
る
楽
譜
が
あ
り
得
る
（
意
図
的
に
そ
れ
を
狙
っ
 
 

た
作
品
と
し
て
デ
ィ
ー
ク
ー
・
シ
ュ
ネ
ー
ベ
ル
の
『
読
む
た
め
の
音
楽
』
 
 

が
挙
げ
ら
れ
る
）
。
 
 
 

ナ
テ
ィ
エ
は
直
接
庄
野
氏
に
答
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
庄
野
 
 

氏
が
出
発
点
と
し
た
ア
ヴ
ロ
ン
の
主
張
を
充
分
意
識
し
て
、
次
著
『
一
 
 

般
』
に
お
け
る
前
著
の
増
補
改
定
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
 
 

中
立
レ
ヴ
ュ
ル
の
分
析
の
対
象
の
枠
を
広
げ
て
、
楽
譜
を
持
た
ず
演
奏
 
 

の
み
に
頼
る
よ
う
な
、
民
族
音
楽
や
即
興
演
奏
ま
で
も
取
り
込
む
理
論
 
 

を
呈
示
し
た
の
だ
っ
た
。
前
著
で
も
「
開
か
れ
た
作
品
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
 
 

チ
は
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
結
局
、
そ
の
よ
う
な
種
類
の
偶
然
性
 
 

の
書
架
で
も
、
偶
然
的
な
要
素
（
申
立
レ
ヴ
ュ
ル
を
お
び
や
か
す
よ
う
 
 

つ
の
間
に
「
楽
譜
」
と
し
て
の
中
立
的
水
準
 
－
 
合
計
三
つ
－
－
を
想
 
 

定
す
る
。
我
々
が
仮
に
図
示
す
る
と
こ
う
な
る
だ
ろ
う
。
 
 

＼
－
 
 

読
む
た
め
の
楽
譜
 
 

制
作
 
 

指
令
的
 
 

㌧
＼
、
 
 演

奏
 
 

記
述
的
 
 

感
受
 
 

な
）
 
は
指
令
的
楽
譜
の
段
階
に
の
み
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
感
受
レ
ヴ
ュ
 
 

ル
に
と
ど
く
際
に
は
必
ず
一
義
的
な
、
必
然
的
な
音
響
結
果
と
な
っ
て
 
 

現
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
採
譜
し
た
記
述
的
染
譜
を
中
立
レ
ヴ
 
 

ュ
ル
と
し
て
分
析
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
庄
野
氏
の
批
 
 

判
は
、
そ
の
よ
う
な
「
前
衛
的
な
」
偶
然
性
と
ケ
ー
ジ
な
ど
に
よ
る
「
実
 
 

験
的
な
」
偶
然
性
と
の
あ
い
だ
の
差
異
（
こ
れ
に
関
し
て
は
、
ホ
ア
キ
 
 

ン
・
ペ
ニ
テ
ズ
「
前
衛
と
実
験
音
楽
」
『
現
代
音
楽
を
読
む
』
、
朝
日
出
 
 

版
社
、
一
九
八
一
年
、
参
照
）
か
ら
そ
の
論
拠
を
引
き
出
し
た
の
だ
っ
 
 

た
。
し
か
し
実
は
、
中
立
レ
ヴ
ュ
ル
の
か
わ
り
に
演
奏
レ
ヴ
ュ
ル
を
置
 
 

く
と
い
う
修
正
案
を
提
案
し
た
段
階
で
、
ナ
テ
ィ
エ
に
反
論
さ
せ
る
契
 
 

機
を
提
供
し
て
し
ま
っ
た
。
 
 
 

つ
ま
り
、
演
奏
と
い
う
ひ
と
つ
の
レ
ヴ
ュ
ル
を
設
け
る
こ
と
は
、
あ
 
 

る
種
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
、
隅
々
ま
で
記
述
可
能
な
も
の
を
予
想
さ
せ
る
。
 
 

民
族
音
楽
に
お
け
る
様
々
な
ウ
ア
リ
ア
ン
ト
を
持
つ
作
品
な
ど
も
、
一
 
 

回
一
回
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
ほ
閉
じ
て
い
る
。
各
々
の
演
奏
の
採
譜
し
 
 

た
も
の
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
、
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
を
設
定
す
る
こ
 
 

と
が
で
き
、
a
）
 
そ
の
モ
デ
ル
の
性
質
、
b
）
演
奏
と
モ
デ
ル
と
の
距
 
 

離
の
性
質
、
C
）
 
モ
デ
ル
に
対
し
て
演
奏
家
が
持
つ
、
あ
る
い
は
持
た
 
 

な
い
意
識
、
に
つ
い
て
の
研
究
が
可
能
で
あ
る
（
『
一
般
』
一
一
七
頁
）
。
 
 

そ
し
て
、
こ
れ
ほ
純
粋
な
即
興
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
だ
、
と
ナ
テ
ィ
 
 

ユ
は
言
う
。
ま
っ
た
く
モ
デ
ル
の
存
在
し
な
い
即
興
は
あ
り
得
な
い
、
と
 
 

さ
れ
る
。
ま
た
、
お
そ
ら
く
、
ま
っ
た
く
自
由
な
即
興
の
場
合
で
も
（
つ
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ま
り
、
モ
デ
ル
を
分
析
者
が
ま
っ
た
く
見
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
 
 

も
）
、
ナ
テ
ィ
エ
は
そ
れ
を
採
譜
し
分
析
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
主
 
 

張
す
る
だ
ろ
う
。
披
は
言
う
、
「
人
が
聴
く
の
は
、
プ
ロ
セ
ス
な
ど
で
は
 
 

な
く
、
プ
ロ
セ
ス
の
結
果
な
の
だ
」
と
（
同
書
、
一
一
八
頁
）
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
マ
ウ
リ
チ
オ
・
カ
ー
ゲ
ル
や
そ
の
弟
子
の
シ
ュ
ネ
ー
 
 

ベ
ル
の
作
品
、
あ
る
い
は
先
日
来
目
し
た
ヴ
イ
ン
コ
・
グ
ロ
ポ
カ
ー
ル
 
 

の
作
品
の
よ
う
な
「
シ
ア
タ
I
・
ピ
ー
ス
」
と
呼
ば
れ
る
、
視
覚
的
要
 
 

素
が
聴
覚
的
要
素
よ
り
も
重
要
で
あ
る
作
品
を
反
論
と
し
て
挙
げ
る
立
 
 

場
も
あ
り
え
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
も
ナ
テ
ィ
エ
は
、
「
音
楽
の
定
義
は
 
 

記
号
学
的
な
問
題
で
あ
る
」
と
名
付
け
ら
れ
た
部
分
で
、
「
音
糞
」
に
分
 
 

類
さ
れ
る
現
象
が
音
響
の
み
に
限
ら
な
い
こ
と
を
き
ち
ん
と
確
認
し
て
 
 

い
る
。
つ
ま
り
、
「
客
観
的
・
科
学
的
」
分
析
の
た
め
に
、
音
響
も
含
め
 
 

た
す
べ
て
の
音
楽
現
象
が
記
述
さ
れ
、
中
立
レ
ヴ
ュ
ル
と
し
て
定
着
さ
 
 

れ
、
研
究
さ
れ
得
る
の
だ
。
現
在
で
は
、
ポ
ー
タ
ブ
ル
・
ヴ
ィ
デ
オ
な
 
 

ど
の
科
学
技
術
の
発
達
に
よ
り
そ
れ
が
文
字
通
り
可
能
に
な
っ
た
と
も
 
 

言
え
る
。
 
 
 

さ
て
、
我
々
は
こ
こ
で
も
う
一
度
、
申
立
レ
ヴ
ュ
ル
の
科
学
性
・
客
 
 

観
性
を
検
討
し
よ
う
。
そ
の
た
め
に
よ
り
適
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
例
 
 

を
い
く
つ
か
挙
げ
る
。
ま
ず
、
川
田
順
造
氏
に
よ
る
西
ア
フ
リ
カ
の
マ
 
 

リ
に
お
け
る
「
ジ
ュ
リ
」
と
呼
ば
れ
る
語
り
部
の
芸
に
関
す
る
報
告
中
 
 

に
見
ら
れ
る
観
察
で
あ
る
。
第
一
、
こ
の
観
察
は
こ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
 
 

ス
だ
け
に
特
有
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
時
間
的
な
長
大
さ
で
 
 

あ
る
。
同
じ
こ
と
の
く
り
か
え
し
が
あ
ま
り
に
長
時
間
に
わ
た
っ
て
続
 
 

く
の
で
、
あ
る
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
「
作
品
」
と
か
「
曲
」
と
し
て
聴
 
 

こ
う
と
す
る
と
一
、
二
時
間
で
う
ん
ざ
り
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
採
譜
 
 

し
た
り
、
記
述
し
た
り
す
れ
ば
同
じ
こ
と
の
く
り
か
え
し
だ
が
、
「
実
は
 
 

単
な
る
反
復
で
は
な
く
、
次
第
に
螺
旋
形
に
深
ま
り
な
が
ら
性
質
を
変
 
 

え
て
ゆ
く
持
続
」
な
の
だ
（
川
田
順
造
『
馨
』
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
 
 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
タ
イ
ム
ズ
・
ス
 
 

年
、
一
四
四
頁
）
。
こ
こ
で
は
、
ナ
テ
ィ
エ
の
主
張
す
る
よ
う
な
中
立
レ
 
 

ヴ
ュ
ル
に
お
け
る
記
述
は
、
可
能
だ
け
れ
ど
も
意
味
を
持
た
な
い
。
さ
 
 

ら
に
、
B
G
M
を
最
も
卑
近
な
例
と
す
る
、
環
境
音
楽
や
音
環
境
研
究
 
 
 

ク
エ
ア
に
お
け
る
マ
ッ
ク
ス
：
l
ユ
ー
ハ
ウ
ス
の
イ
ン
ス
ク
レ
ー
シ
ョ
 
 

ン
を
記
述
す
る
こ
と
ば
可
能
だ
が
、
そ
の
結
果
は
辺
り
の
騒
音
と
は
切
 
 

り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
う
え
、
「
イ
ヤ
ー
・
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
」
 
 

と
い
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
あ
る
種
の
音
を
「
聴
か
な
い
」
「
聴
こ
え
 
 

な
い
」
よ
う
に
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
記
述
で
き
な
い
 
 

（
小
川
博
司
他
編
著
『
披
の
記
譜
法
』
、
時
事
通
信
社
、
一
九
八
六
年
、
参
 
 

照
）
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
環
境
音
楽
の
発
想
の
源
と
な
っ
た
ケ
ー
ジ
 
 

の
有
名
な
言
明
、
「
す
べ
て
の
音
は
音
楽
で
あ
る
」
を
考
え
て
み
る
と
よ
 
 

り
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
す
る
。
あ
な
た
は
今
、
何
を
聴
い
て
い
る
か
。
わ
 
 

た
し
は
あ
な
た
と
同
時
に
、
今
何
を
聴
い
て
い
る
か
。
そ
し
て
、
彼
は
？
 
 

彼
女
は
？
 
－
 
こ
れ
ら
は
い
ち
い
ち
同
一
で
虜
る
は
ず
が
な
い
。
つ
ま
 
 

り
、
中
立
レ
ヴ
ュ
ル
の
客
観
性
・
科
学
性
は
ど
こ
か
へ
消
え
て
し
ま
う
。
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こ
れ
は
実
は
、
聴
衆
の
耳
を
強
引
に
誘
導
し
な
い
タ
イ
プ
の
音
楽
で
は
 
 

い
つ
で
も
あ
り
得
た
わ
け
で
、
サ
テ
ィ
の
『
ヴ
ェ
ク
サ
シ
オ
ン
』
を
挙
 
 

げ
て
も
よ
い
が
、
モ
ー
ト
ン
・
フ
ェ
ル
ド
マ
ン
の
あ
る
作
品
の
演
奏
の
 
 

後
で
、
そ
う
し
た
聴
取
の
主
観
性
の
わ
か
り
や
す
い
例
が
あ
っ
た
。
そ
 
 

こ
で
は
、
そ
の
作
品
に
意
味
を
見
い
だ
せ
な
い
と
す
る
聴
衆
の
ひ
と
り
 
 

に
フ
ェ
ル
ド
マ
ン
が
「
曲
の
中
の
き
れ
い
な
ピ
ア
ノ
と
ハ
ー
プ
の
響
き
」
 
 

を
思
い
出
さ
せ
、
そ
れ
こ
そ
が
作
品
の
意
味
だ
、
と
答
え
て
い
る
の
で
 
 

あ
る
（
吉
増
剛
造
・
中
沢
新
一
と
の
討
論
で
の
近
藤
譲
の
発
言
よ
り
。
「
間
 
 

の
思
考
、
音
」
『
現
在
詩
手
帖
』
一
九
八
六
年
二
月
号
、
七
三
頁
）
 
 
 

「
音
楽
」
の
定
義
の
問
題
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
そ
の
意
味
の
問
題
 
 

に
ま
で
は
潜
み
込
ま
な
か
っ
た
ナ
テ
ィ
エ
に
と
っ
て
、
音
楽
の
分
析
と
 
 

は
あ
る
程
度
窓
意
的
（
あ
る
い
は
自
分
の
音
楽
伝
統
に
と
っ
て
は
自
明
 
 

の
）
意
味
に
よ
っ
て
単
位
を
分
節
し
、
パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
上
に
分
類
す
る
 
 

以
上
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
『
一
般
』
で
は
、
そ
れ
ら
の
単
位
の
シ
ン
 
 

タ
ッ
ク
ス
研
究
も
（
生
成
文
法
的
視
点
か
ら
）
少
し
は
取
り
入
れ
て
い
 
 

る
も
の
の
、
音
楽
の
持
つ
意
味
や
機
能
と
い
っ
た
面
は
ま
だ
等
閑
視
さ
 
 

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
我
々
が
今
挙
げ
た
い
く
つ
か
の
例
 
 

で
問
題
と
な
っ
て
い
る
も
の
な
の
だ
。
 
 
 

お
そ
ら
く
、
庄
野
氏
の
反
論
の
発
展
し
た
か
た
ち
で
あ
る
「
音
楽
的
 
 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
の
形
態
M
M
C
P
」
論
（
披
は
以
前
か
ら
 
 

こ
れ
を
主
張
し
て
い
た
。
庄
野
進
「
転
換
期
の
音
楽
と
し
て
の
J
O
h
コ
 
 

C
a
g
e
の
偶
然
性
に
よ
る
音
楽
」
『
音
禁
学
』
琴
一
二
巻
（
三
）
、
一
九
七
 
 

六
年
、
参
鼎
）
が
、
そ
の
社
会
学
的
視
点
の
導
入
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
 
 

の
音
楽
現
象
を
包
括
的
に
扱
い
得
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
 
 

は
ま
た
稿
を
改
め
て
論
じ
よ
う
と
思
う
。
さ
し
あ
た
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
 
 

ナ
テ
ィ
エ
の
主
張
す
る
音
楽
記
号
学
の
科
学
性
・
客
観
性
は
、
あ
る
特
 
 

定
の
音
楽
現
象
に
し
か
あ
て
は
ま
ら
な
い
う
え
に
、
そ
う
し
た
分
析
に
 
 

の
み
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
研
究
は
あ
ま
り
実
り
の
多
い
も
の
で
は
 
 

な
い
の
で
あ
っ
て
、
音
楽
記
号
学
の
今
後
の
発
展
に
と
っ
て
音
楽
意
味
 
 

論
・
音
禁
機
能
論
・
音
楽
社
会
学
と
い
っ
た
、
よ
り
幅
広
い
視
点
が
不
 
 

可
欠
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
こ
と
で
満
足
し
よ
う
。
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