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は
じ
め
に

　
十
八
世
紀
に
お
け
る
旋
律
と
和
声
の
優
位
を
め
ぐ
る
対
立
と
し
て
は
、
特
に
一
七
五
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
起
こ
っ
た
ル
ソ
ー
と
ラ
モ
ー
の
間

の
論
争
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
旋
律
と
和
声
に
つ
い
て
の
主
題
そ
れ
自
体
は
、
こ
の
論
争
以
前
か
ら
音
楽
に
関
わ
る
者
た
ち
の
関
心
を

集
め
て
き
た
。
そ
の
一
つ
の
代
表
的
な
例
が
十
八
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
語
圏
の
音
楽
論
の
中
に
見
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
旋
律
論
を
初
め
て
主
題
的

に
論
じ
た
理
論
家
と
し
て
知
ら
れ
る
マ
ッ
テ
ゾ
ン
（Johann M

attheson, 1681-1764

）
の
主
著
『
完
全
な
る
楽
長 

）
1
（

』（
一
七
三
九
）
に
お
い
て

旋
律
と
和
声
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
た
の
か
を
検
討
す
る
。
ま
た
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
と
相
互
に
参
照
関
係
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
同
時
代
の
音
楽
理
論
家
ヴ
ァ
ル
タ
ー
（Johann G

ottfried W
alther, 1684-1748

）
に
よ
る
、
ド
イ
ツ
語
圏
で
出
版
さ
れ
た
最
初

の
本
格
的
な
音
楽
辞
典 

）
2
（

 

を
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
。

　
本
題
に
入
る
前
に
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
旋
律
と
和
声
の
問
題
の
背
景
を
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
の
旋
律
論
の
背
景
と
と
も
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
冒

頭
で
言
及
し
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
旋
律
と
和
声
の
対
立
は
、
一
七
五
二
年
の
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
に
お
け
る
ペ
ル
ゴ
レ
ー
ジ
《
奥
様
女
中
》
の
初

十
八
世
紀
前
半
ド
イ
ツ
の
音
楽
論
に
お
け
る
旋
律
と
和
声

 

　  

マ
ッ
テ
ゾ
ン
『
完
全
な
る
楽
長
』、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
『
音
楽
辞
典
』
に
お
け
る

　
　 Sym

phoniurgie

を
て
が
か
り
に

松
　
原
　
　
　
薫

﹃
美
学
芸
術
学
研
究
﹄
35
　
東
京
大
学
美
学
芸
術
学
研
究
室
　
二
〇
一
六
年



104

演
を
発
端
と
す
る
ブ
フ
ォ
ン
論
争
、
す
な
わ
ち
旋
律
が
優
位
の
イ
タ
リ
ア
・
オ
ペ
ラ
と
和
声
が
充
実
し
た
フ
ラ
ン
ス
・
オ
ペ
ラ
の
優
劣
を
め
ぐ
る

論
争
が
そ
の
根
底
に
あ
っ
た 

）
3
（

 

。
一
方
、
十
八
世
紀
前
半
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
い
て
旋
律
と
和
声
は
、
上
記
の
論
争
の
よ
う
な
イ
タ
リ
ア
音
楽
と

フ
ラ
ン
ス
の
対
立
、
言
語
が
持
つ
音
楽
性
の
問
題
と
い
う
文
脈
と
は
異
な
り
、
新
旧
の
音
楽
論
の
枠
組
み
の
対
立
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
と
概
略

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
新
旧
の
対
立
の
実
態
は
、
理
性
（ratio

）
と
感
性
（sensus

）
の
い
ず
れ
が
音
楽
を
司
る
べ
き
で
あ
る
か
と
い

う
根
本
的
な
問
題
に
始
ま
り
、
教
会
旋
法
と
調
の
問
題
等
に
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
が
、
そ
の
中
で
対
位
法
の
是
非
も
一
つ
の
重
要
な
主
題

で
あ
っ
た 

）
4
（

 

。
進
歩
的
な
音
楽
観
を
持
つ
マ
ッ
テ
ゾ
ン
や
ハ
イ
ニ
ヒ
ェ
ン
（Johann D

avid H
einichen, 1683-1729

）
と
い
っ
た
理
論
家
た
ち

が
十
八
世
紀
前
半
に
対
位
法
を
批
判
し
た
の
は
、
そ
れ
が
感
性
で
は
な
く
理
性
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
い
た
が
、

音
楽
史
の
趨
勢
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
批
判
が
生
じ
た
背
景
に
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
か
ら
ホ
モ
フ
ォ
ニ
ー
へ
の
転
換
が
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
か
ら
ホ
モ
フ
ォ
ニ
ー
へ
の
転
換
は
、
音
楽
に
お
け
る
旋
律
へ
の

関
心
を
高
め
る
こ
と
に
貢
献
し
、
旋
律
論
と
い
う
新
た
な
理
論
の
ジ
ャ
ン
ル
を
生
み
出
し
た
。
確
か
に
ビ
ュ
ー
ロ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

旋
律
へ
の
関
心
の
向
上
と
裏
腹
に
十
八
世
紀
に
書
か
れ
た
旋
律
論
の
数
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
包
括
的
な
理
論
構
築
、
旋
律
創
作
の
方
法
論
の
構
築

が
成
功
し
た
と
は
言
え
な
い 

）
5
（

 

。
と
は
い
え
そ
の
わ
ず
か
な
旋
律
論
の
例
の
中
で
も
重
要
な
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、

マ
ッ
テ
ゾ
ン
の
『
旋
律
学
の
核
心 

）
6
（

』（
一
七
三
七
）、
お
よ
び
そ
の
二
年
後
に
出
版
さ
れ
た
『
完
全
な
る
楽
長
』
の
主
に
第
二
部
で
あ
る
。
本

稿
が
検
討
す
る
の
は
、
こ
の
旋
律
論
を
展
開
し
た
マ
ッ
テ
ゾ
ン
が
、
旋
律
と
和
声
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
が
『
完
全
な
る
楽
長
』
の
中
で
、
旋
律
を
論
じ
た
同
書
第
二
部
と
、
和

声 

）
7
（

 

を
論
じ
た
同
書
第
三
部
を
関
係
づ
け
る
た
め
に
用
い
た
、Sym

phoniurgie

と
い
う
語
で
あ
る 

）
8
（

 

。
し
か
しSym

phoniurgie

は
マ
ッ
テ

ゾ
ン
に
よ
る
他
の
文
献
に
も
、
ま
た
十
八
世
紀
の
他
の
音
楽
理
論
家
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
文
献
に
も
ほ
と
ん
ど
現
れ
な
い
た
め
、
先
行
研
究
で
は

ほ
と
ん
ど
検
討
に
付
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ド
ー
ニ
や
キ
ル
ヒ
ャ
ー
と
い
っ
た
十
七
世
紀
の
音
楽
理
論
家
の

文
献
か
ら
こ
の
語
の
背
景
を
た
ど
る
と
と
も
に
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
と
同
時
代
の
ヴ
ァ
ル
タ
ー
『
音
楽
辞
典
』
に
お
け
る
同
語
の
定
義
を
参
照
す
る
こ
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と
に
よ
っ
て
、『
完
全
な
る
楽
長
』
に
お
い
てSym

phoniurgie

を
介
し
て
旋
律
と
和
声
が
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
の
か
を
論
じ
る
。

第
一
節
　Sym

phoniurgie

に
よ
る
旋
律
と
和
声
の
均
衡 

― 

マ
ッ
テ
ゾ
ン
『
完
全
な
る
楽
長
』
第
三
部
第
一
章

　
『
完
全
な
る
楽
長
』
の
旋
律
論
に
お
け
るSym

phoniurgie

概
念
は
、
旧
来
の
伝
統
的
な
音
楽
の
枠
組
み
に
批
判
的
な
立
場
を
と
る
マ
ッ
テ
ゾ

ン
が
、
従
来
は
「
対
位
法
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
多
声
音
楽
を
旋
律
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
合
理
的
に
説
明
す
る
た
め
の
役
割
を
担
っ
て
い

た
。
す
な
わ
ち
多
声
音
楽
を
「
対
位
法
」
的
に
、
す
な
わ
ち
対
位
法
と
い
う
言
葉
の
原
義
（punctus contra punctum

）
に
即
し
て
「
点
対
点
」、

「
音
符
対
音
符
」
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、「
旋
律
対
旋
律
」
す
な
わ
ち
旋
律
の
重
な
り
合
い
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
マ
ッ
テ
ゾ
ン
は
提
案
し

た
の
で
あ
る
。
複
数
の
声
部
か
ら
構
成
さ
れ
る
音
楽
を
対
位
法
的
に
捉
え
る
こ
と
が
、
音
程
の
理
論
を
重
視
す
る
数
学
的
音
楽
観
の
伝
統
を
色
濃

く
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
旋
律
の
重
な
り
合
い
で
あ
るSym

phoniurgie

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
音
楽
は
数
学
か
ら
解

放
さ
れ
、「
旋
律
」
の
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
旋
律
」
こ
そ
が
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
が
音
楽
に
お
い
て
重
視

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。『
完
全
な
る
楽
長
』
に
お
け
るSym

phoniurgie

の
上
述
の
役
割
と
、
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
マ
ッ
テ
ゾ
ン
の
音
楽
思
想
に

つ
い
て
筆
者
は
す
で
に
別
の
機
会
に
論
じ
た
が 

）
9
（

 

、
本
稿
でSym

phoniurgie

を
旋
律
と
和
声
の
関
係
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
も

う
一
度
、
こ
の
語
が
置
か
れ
た
文
脈
を
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。

　
『
完
全
な
る
楽
長
』
で
は
第
一
部
が
音
楽
的
学
識
の
基
本
的
事
項
、
第
二
部
が
単
一
の
旋
律
、
第
三
部
が
複
数
の
旋
律
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

和
声
の
説
明
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
第
三
部
の
冒
頭
付
近
で
マ
ッ
テ
ゾ
ン
は
、
第
二
部
の
主
題
で
あ
っ
た
単
一
の
旋
律
が
、
複
数
声
部
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
る
和
声
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

多
声
部
に
よ
る
作
曲
、Sym

phoniurgie

、
あ
る
い
は
広
い
意
味
で
の
和
声 

）
10
（

 

1
＊

は
、
音
楽
の
中
の
最
も
隷
属
的
な
部
分 

2
＊

で
あ
り
、
た
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く
さ
ん
の
表
面
的
な
作
業
を
必
要
と
す
る
。
一
方
、
旋
律
の
創
作
は
常
に
、
最
も
意
味
あ
る
も
の
に
対
す
る
主
導
権
を
持
っ
て
い
る 

3
＊

。

こ
れ
は
ド
ー
ニ
の
考
え
で
あ
り
、
我
々
の
考
え
で
は
彼
は
こ
の
点
に
お
い
て
完
全
に
正
し
い
。
旋
律
は
身
体
で
あ
り
、
拍
子
、
あ
る
い
は
動

き
は
魂
で
あ
り
、
和
声
は
衣
服
の
代
わ
り
の
役
割
を
果
た
す
（III-1-3

）。

原
注
＊
1 
ド
ー
ニ
はPraestant. vet. M

us.,

）
11
（

 p. 78.

の
中
で
こ
れ
の
こ
と
をC

oncentuum
 com

ponendorum
 rationem

 seu contra-

punctum

と
記
述
し
て
い
る
。

原
注
＊
2 

La Parte la più servile. Id, sopra i Tuoni,  

）
12
（

  p. 128.

原
注
＊
3 

Signoreggia in questa Facoltà. Id. ibid.

マ
ッ
テ
ゾ
ン
自
身
に
よ
る
原
注
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
上
記
の
主
張
を
、
十
七
世
紀
に
活
動
し
た
古
典
学
者
、
音
楽
理
論
家
で
あ
る
ド
ー

ニ
（G

iovanni B
attista D

oni, 1594-1647
）
に
依
拠
し
な
が
ら
展
開
し
て
い
る
。
こ
こ
で
マ
ッ
テ
ゾ
ン
が
話
題
に
し
て
い
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
「
旋

律
」
と
「
和
声
」
の
優
劣
で
あ
り
、
彼
の
主
張
の
要
点
は
、
旋
律
が
本
質
的
に
重
要
で
あ
る
の
に
対
し
、
和
声
は
表
層
的
な
役
割
し
か
果
た
さ
な

い
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る 

）
13
（

 

。

　
と
こ
ろ
で
、
旋
律
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
た
『
完
全
な
る
楽
長
』
第
二
部
に
お
い
て
や
は
り
マ
ッ
テ
ゾ
ン
は
、
ド
ー
ニ
の
見
解
を
引
き
な
が
ら
、

「
確
か
に
、
学
識
あ
る
者
の
中
で
も
比
類
な
く
優
れ
て
い
た
ド
ー
ニ
は
、
前
世
紀
〔
十
七
世
紀
〕
に
旋
律
（M

elodia

）
と
和
声
（Sinfonia

）
を

適
切
に
区
別
す
る
方
法
も
、M

elopöie

とSym
phoniurgie

を
区
別
す
る
方
法
を
知
ら
な
い
者
が
数
多
く
い
る
と
注
記
し
て
い
た 

）
14
（

」（II-5-23

）

と
述
べ
て
い
る
。
ド
ー
ニ
の
言
うSinfonia

（
マ
ッ
テ
ゾ
ン
は
こ
れ
を
ド
イ
ツ
語
に
訳
す
る
際
にSym

phony

と
表
記
し
て
い
る
）
に
つ
い
て
マ
ッ

テ
ゾ
ン
は
何
ら
説
明
を
施
し
て
い
な
い
が
、
語
源
に
立
ち
返
る
な
ら
ば
、
音
の
調
和
的
な
組
み
合
わ
せ
、
す
な
わ
ち
「
和
声
」
と
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
ま
たM

elopöie

と
は
、
後
続
箇
所
の
マ
ッ
テ
ゾ
ン
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
人
に
よ
る
自
分
た
ち
の
作
曲
方
法
の
呼
称
の

こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
「
旋
律
の
制
作
（Verfertigung der M

elodie

）」（II-5-28
）
の
こ
と
を
指
す
。
要
す
る
に
マ
ッ
テ
ゾ
ン
は
こ
の
箇
所
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に
お
い
て
、
ド
ー
ニ
の
言
葉
を
借
り
な
が
ら
、
旋
律
と
和
声
、
あ
る
い
は
両
者
の
制
作
が
混
同
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
マ
ッ
テ
ゾ
ン
が
、Sym

phoniurgie

と
い
う
十
八
世
紀
の
音
楽
論
に
全
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
語
を
『
完
全

な
る
楽
長
』
の
中
で
取
り
上
げ
た
こ
と
は
、
彼
が
旋
律
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
ド
ー
ニ
の
影
響
を
大
い
に
受
け
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
語
を

借
用
し
た
た
め
で
あ
っ
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い 

）
15
（

 

。

　
こ
のSym

phoniurgie

と
い
う
語
こ
そ
が
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
の
旋
律
と
和
声
の
関
係
付
け
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
以
下
で
彼

の
主
張
を
詳
ら
か
に
し
よ
う
。

Sym
phoniurgie

に
関
す
る
記
述
、
あ
る
い
は
定
義
が
ぜ
ひ
と
も
必
要
だ
ろ
う
。Sym

phoniurgie

と
は
す
な
わ
ち
、
同
時
に
鳴
り
響
く
異
な

る
旋
律
を
規
範
に
か
な
っ
た
方
法
で
組
み
合
わ
せ
、
そ
こ
か
ら
多
様
な
妙
な
る
響
き
が
一
度
に
生
起
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
（III-1-4

）。

作
曲
の
こ
の
側
面
は
多
く
の
音
楽
教
師
に
は
作
曲
の
全
体
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。［
…
］
ど
の
よ
う
に
し
て
一
つ
の
声
部
を
満
足
の

い
く
よ
う
に
操
り
、
整
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
ま
だ
一
度
も
教
え
ら
れ
て
い
な
い
う
ち
に
、
四
声
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
声
部
を
互
い

に
組
み
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
、
私
の
考
え
が
正
し
い
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
車
の
後
ろ
に
つ
な

が
れ
た
馬
で
あ
る
（III-1-5

）。

　
マ
ッ
テ
ゾ
ン
に
よ
れ
ば
、
本
来
な
ら
ば
ま
ず
単
一
の
旋
律
の
創
作
に
つ
い
て
十
分
に
習
得
し
た
上
で
、
複
数
声
部
の
創
作
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る

の
に
、
実
際
に
は
そ
の
逆
の
価
値
観
の
方
が
主
流
で
あ
る
。
マ
ッ
テ
ゾ
ン
は
旋
律
を
音
楽
の
基
本
に
置
く
と
い
う
立
場
か
ら
、
旋
律
に
対
し
て
和

声
に
重
心
が
寄
り
す
ぎ
て
い
る
実
態
、
す
な
わ
ちSym

phoniurgie

の
側
面
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、『
完
全
な
る
楽
長
』
第
三
部
が
対
位
法
理
論
に
充
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
マ
ッ
テ
ゾ
ン
は
複
数

の
声
部
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
和
声
を
完
全
に
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
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そ
れ
で
は
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
が
旋
律
と
和
声
の
均
衡
を
保
つ
た
め
に
、Sym

phoniurgie

と
い
う
語
を
用
い
た
の
は
な
ぜ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

す
で
に
引
用
し
た
通
り
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
は
、Sym

phoniurgie

を
「
多
声
部
に
よ
る
作
曲
」、「
広
い
意
味
で
の
和
声
」
と
も
言
い
換
え
て
い
た
が

（III-1-3
）、
他
方
で
こ
の
語
に
「
対
位
法
」
と
い
う
別
の
呼
び
方
も
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。
「
な
ぜ
な
ら
点
と
点
、
音
符
と
音
符

が
た
が
い
に
重
な
っ
た
状
態
で
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
」（III-1-10

）。
マ
ッ
テ
ゾ
ン
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
「
対
位
法
」
に
、
い
わ
ゆ
る
旋
律
の

横
の
流
れ
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
現
代
の
対
位
法
の
理
解
を
当
て
は
め
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
彼
が

「
対
位
法
」
と
い
う
呼
称
を
使
う
こ
と
を
好
ま
な
い
の
は
、
語
源
に
立
ち
返
る
と
こ
の
語
が
「
点
と
点
、
音
符
と
音
符
」
が
互
い
に
重
な
り
合
う

状
態
を
意
味
す
る
た
め
、
旧
来
の
数
学
的
音
楽
観
に
基
づ
く
音
程
理
論
に
直
結
し
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、

Sym
honiurgie

と
い
う
語
は
「
対
位
法
」
と
同
様
に
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
を
指
す
と
し
て
も
、
「
同
時
に
鳴
り
響
く
旋
律
の
重
な
り
合
い
」
と
い
う
意

味
を
持
つ
。
そ
の
た
め
「
点
対
点
」
と
い
う
原
義
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
「
対
位
法
」
と
異
な
り
、
和
声
を
捉
え
る
際
に
旋
律
を
介
在
さ
せ
る
こ
と

を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
マ
ッ
テ
ゾ
ン
は
、
ド
ー
ニ
の
見
解
を
借
り
な
が
ら
旋
律
に
対
し
て
和
声
（Sym

phoniurgie

）
が
優
位
に
過
ぎ
る
こ
と
を
指
摘
し

つ
つ
も
、
同
時
にSym

phoniurgie

と
い
う
語
を
通
じ
て
、
和
声
を
旋
律
の
重
な
り
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
す
な
わ
ち
旋
律
と
和

声
は
確
か
に
対
立
す
る
概
念
で
あ
り
前
者
の
方
が
後
者
よ
り
も
重
要
で
あ
る
、
と
い
う
基
本
的
な
考
え
は
維
持
し
た
上
で
、
和
声
に
と
っ
て
旋
律

を
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
旋
律
と
和
声
の
不
即
不
離
の
関
係
こ
そ
が
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
が
た
ど
り
着
い
た
旋
律
と
和

声
の
均
衡
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
と
結
論
で
き
る
。

第
二
節
　Sym

phoniurgia

の
歴
史
的
背
景 

― 

ド
ー
ニ
と
キ
ル
ヒ
ャ
ー

　
マ
ッ
テ
ゾ
ン
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
批
評
活
動
の
初
期
に
お
い
て
進
歩
的
な
音
楽
観
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
広
く
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
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る
。
一
七
一
三
年
に
出
版
し
た
『
新
設
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

）
16
（

』
を
発
端
と
し
て
、
エ
ア
フ
ル
ト
の
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
で
保
守
的
な
立
場
か
ら
マ
ッ

テ
ゾ
ン
の
同
著
作
を
批
判
し
た
ブ
ッ
ト
シ
ュ
テ
ッ
ト
（Johann H

einrich B
uttstett, 1666-1727

）
と
論
争
し
た
こ
と
、
ま
た
カ
ノ
ン
の
意
義
を

め
ぐ
っ
て
ボ
ー
ケ
マ
イ
ヤ
ー
（H

einrich B
okem

eyer, 1679-1751

）
と
論
争
し
た
こ
と
（
「
カ
ノ
ン
の
解
剖
学
」
、
本
稿
で
後
述
）
は
そ
の
代
表

例
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
マ
ッ
テ
ゾ
ン
は
、「
ア
リ
ス
ト
ク
セ
ノ
ス
」
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
用
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、

古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
と
ア
リ
ス
ト
ク
セ
ノ
ス
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
理
性
と
感
性
の
対
立
を
念
頭
に
置
き
、
後
者
の
側
に
自
ら
を
位
置

づ
け
る
な
ど
、
音
楽
理
論
の
伝
統
に
は
常
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
。
実
際
、
彼
は
『
完
全
な
る
楽
長
』
に
お
い
て
音
楽
理
論
の
伝
統
を
意
識
的
に
踏

襲
し
よ
う
試
み
、
多
く
の
先
立
つ
音
楽
理
論
家
の
見
解
を
著
作
中
で
紹
介
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
マ
ッ
テ
ゾ
ン
の
著
作
に
お
い
て
音
楽
理
論
の
伝
統
が
健
在
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、

Sym
phoniurgie

に
関
す
る
限
り
、
こ
の
点
は
全
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
はSym

phoniurgie

と
い
う
語
自
体

が
こ
れ
ま
で
の
音
楽
研
究
で
ほ
と
ん
ど
取
り
あ
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
マ
ッ
テ
ゾ
ン
自
身
も
こ
の
語
の
由
来
に
つ
い
て
明
示
的
に
は

言
及
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
だ
ろ
う
。

　
マ
ッ
テ
ゾ
ン
は
『
完
全
な
る
楽
長
』
の
中
で
数
回
、Sym

phoniurgie

と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
の
と
き
ほ
と
ん
ど
常
に
言
及
さ
れ
る

の
が
、
ド
ー
ニ
で
あ
る
。
た
だ
し
ド
ー
ニ
の
記
述
か
ら
は
、
す
で
に
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
旋
律
（M

elodia

）
と
和
声
（Sinfonie

）、
旋
律
の

創
作
（M

elopoeia

）
と
和
声
の
創
作
（Sym

phoniurgia

）
と
が
そ
れ
ぞ
れ
対
比
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
汲
み
取
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
マ
ッ

テ
ゾ
ン
以
前
に
こ
の
語
に
ど
の
よ
う
な
含
意
が
あ
っ
た
の
か
を
知
る
た
め
に
は
十
分
と
は
言
え
な
い 

）
17
（

 

。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
ド
ー
ニ
と
ほ
ぼ

同
じ
時
期
に
活
動
し
、
両
者
の
間
で
書
簡
の
交
換
も
行
わ
れ
て
い
た
、
キ
ル
ヒ
ャ
ー
（A

thanasius K
ircher, 1601-1680

）
の
『
普
遍
音
楽 

）
18
（

』（
一

六
五
〇
）
に
お
け
るSym

phoniurgia

に
着
目
す
る
こ
と
と
す
る
（
ド
ー
ニ
と
同
様
、
キ
ル
ヒ
ャ
ー
、
お
よ
び
次
節
で
検
討
す
る
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は

Sym
phoniurgia

と
い
う
語
形
を
用
い
て
い
る
）。
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　Sym
phoniurgia

は
『
普
遍
音
楽
』
に
お
け
る
重
要
な
語
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
同
書
中
の
音
楽
理
論
を
論
じ
た
巻
の
一
つ
に
、
第
一
分

冊
中
の
第
五
巻
（Liber V

）
のD

e Sym
phoniurgia

が
あ
る
（
こ
の
巻
名
は
し
ば
し
ば
『
調
和
論
』
と
邦
訳
さ
れ
る
）。
こ
の
第
五
巻
は
対
位
法
、

フ
ィ
グ
ー
ラ
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
内
容
に
立
ち
入
る
の
で
は
な
く
む
し
ろ
、
『
普
遍
音
楽
』
に
お
い
てSym

phoniurgia

が
音
楽
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
把
握
す
る
た
め
に
、
シ
ャ
ル
ラ
ウ
に
よ
る
キ
ル
ヒ
ャ
ー
の
音
楽
分
類
の
概
略
を
参
照

し
よ
う 

）
19
（

 

。

　
シ
ャ
ル
ラ
ウ
に
よ
れ
ば
、
キ
ル
ヒ
ャ
ー
はm

usica

を
ま
ずm
usica naturalis 

）
20
（

 

、m
usica artificalis (m

usica instrum
entalis)

に
分
類
し
た
。

後
者
はm

usica organica (m
usica practica)

、m
usica harm

onica (m
usica speculativa)

に
分
類
さ
れ
、
こ
の
う
ち
の
後
者
は
さ
ら
に

sym
phoniurgia

、Instrum
entenkunde (C

hordosophia)

、M
usurgia m

irifica

、Proportionen

、M
onochord

の
五
者
に
分
類
さ
れ
る
。M

usica 

harm
onica

は
音
楽
理
論
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
下
位
分
類
の
一
つ
で
あ
るsym

phoniurgia

は
作
曲
理
論
に
あ
た
る 

）
21
（

 

。
な
お
、

Sym
phoniurgia

以
外
の
四
者
は
そ
れ
ぞ
れ
、
楽
器
に
関
す
る
理
論
、
機
械
的
音
楽
論
、
音
程
理
論
、
モ
ノ
コ
ル
ド
理
論
を
意
味
す
る
。

　Sym
phoniurgia

に
つ
い
て
論
じ
た
第
五
巻
は
『
普
遍
音
楽
』
中
で
も
実
に
二
百
頁
以
上
を
占
め
る
、
同
書
の
最
も
長
大
な
巻
の
一
つ
で
あ
る
。

上
記
の
キ
ル
ヒ
ャ
ー
に
よ
る
音
楽
の
分
類
が
示
す
通
り
、『
普
遍
音
楽
』
の
中
でSym

phoniurgia

は
音
楽
理
論
の
下
位
分
類
に
相
当
し
、
対
位

法
や
フ
ィ
グ
ー
ラ
の
記
述
を
擁
す
る
浩
瀚
な
作
曲
理
論
の
総
体
を
指
す
。
ほ
ぼ
同
時
代
の
ド
ー
ニ
はSym

phoniurgia

を
、
旋
律
の
創
作
に
関
わ

るM
elöpoeia

と
の
対
比
に
お
い
て
捉
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
キ
ル
ヒ
ャ
ー
がSym

phoniurgia

の
名
の
も
と
に
作
曲
理
論
を
叙
述
し
た
こ

と
の
背
景
に
は
、
や
は
り
こ
の
語
に
、
多
声
部
を
調
和
さ
せ
楽
曲
を
構
成
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
の
『
完
全
な
る
楽
長
』
に
お
い
て
同
語
は
、「
対
位
法
」
の
言
い
換
え
と
し
て
の
「
旋
律
の

重
な
り
合
い
」
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
複
数
の
声
部
を
調
和
さ
せ
る
技
」
を
意
味
し
て
い
る
点
で
、
キ
ル
ヒ
ャ
ー
と
マ
ッ
テ
ゾ
ン
の

Sym
phoniurgie

な
い
し
はSym

phoniurgia

の
用
法
は
一
致
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
に
お
け
る
こ
の
語
に
は
、
キ
ル
ヒ
ャ
ー
の
『
普

遍
音
楽
』
に
お
い
て
こ
れ
が
持
っ
て
い
た
よ
う
な
、m

usica

の
下
位
分
類
と
し
て
の
側
面
は
見
い
だ
せ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
対
位
法
」、「
複
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数
の
声
部
を
調
和
さ
せ
る
技
」
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
反
面
、
キ
ル
ヒ
ャ
ー
に
お
い
てSym

phoniurgia

が
持
っ
て
い
た
音
楽
理
論
の
下
位
分
類

の
一
つ
と
し
て
の
意
味
合
い
を
マ
ッ
テ
ゾ
ン
が
捨
象
し
て
い
る
の
は
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
マ
ッ
テ
ゾ
ン
は
『
完
全
な
る
楽
長
』
に
お
い
て

幾
度
と
な
く
キ
ル
ヒ
ャ
ー
に
言
及
し
て
い
る
た
め
、
彼
が
『
普
遍
音
楽
』
に
お
け
るSym

phoniurgia

の
用
法
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
お
そ
ら
く

確
実
で
あ
る
が
、
両
者
の
文
献
に
お
け
る
語
の
用
法
の
相
違
は
な
ぜ
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
残
さ
れ
た
文
献
の
み
を
通
じ
て
こ
の
問
い
に
答
え
る

の
は
容
易
で
は
な
い
が
、
両
者
を
隔
て
る
二
百
年
近
く
の
年
月
の
間
にSym

phoniurgia

が
有
し
て
い
た
作
曲
理
論
の
総
体
と
い
う
含
意
が
失
わ
れ
、

「
音
を
調
和
さ
せ
る
」
と
い
う
側
面
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
に
因
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
節
　
ヴ
ァ
ル
タ
ー
『
音
楽
辞
典
』
に
お
け
るSym

phoniurgia

　
本
節
で
は
十
八
世
紀
に
視
点
を
移
し
、『
完
全
な
る
楽
長
』
の
七
年
前
に
出
版
さ
れ
た
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
『
音
楽
辞
典
』（
一
七
三
二
）
に
お
け
る

Sym
phoniurgia

に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
『
音
楽
辞
典
』
に
はSym

phoniurgie

（
な
い
し
はSym

phoniurgia

）
と
い
う
語
自
体

の
見
出
し
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、「
調
和
／
和
声
」
に
関
す
る
項
目
の
中
でSym

phoniurgia

と
い
う
語
へ
の
言
及
が
あ
る
た
め
、
本
節
で

は
こ
れ
に
注
目
す
る
。

（
一
）「
ハ
ル
モ
ニ
カ
（H

arm
onica

）」
と
し
て
のSym

phoniurgia

　
『
音
楽
辞
典
』
で
は
「
調
和
／
和
声
」
に
関
連
す
る
項
目
が
全
部
で
四
つ
（「
ハ
ル
モ
ニ
ア
（H

arm
onia, H

arm
onie

）」
、「
ハ
ル
モ
ニ
カ

（H
arm

onica, H
arm

onice

）」、「
和
声
家
（H

arm
onici

）」、「
和
声
的
な
（H

arm
onieux, euse

）
」）
立
て
ら
れ
て
い
る

）
22
（

。
こ
の
中
で

Sym
phoniurgia

へ
の
言
及
が
あ
る
の
は
、
二
つ
目
の
「
ハ
ル
モ
ニ
カ
」
で
あ
る
。
和
声
に
関
す
る
一
つ
目
の
項
目
「
ハ
ル
モ
ニ
ア
」
が
、
い
く

つ
か
の
音
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
調
和
を
意
味
す
る
の
に
対
し

）
23
（

、
二
つ
目
の
「
ハ
ル
モ
ニ
カ
」
は
、
本
来
は
音
程
の
学
問
を
指
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す
語
で
あ
っ
た
、
と
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
述
べ
る
。
た
だ
し
以
下
の
引
用
が
示
す
よ
う
に
、
原
義
か
ら
離
れ
て
一
般
的
に
は
「
ハ
ル
モ
ニ
カ
」
と
い
う

語
はSym

phoniurgia

、
す
な
わ
ち
多
声
的
な
作
曲
手
法
を
意
味
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

〔
ハ
ル
モ
ニ
カ
は
〕
本
来
の
真
正
な
意
味
に
お
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
諸
音
同
士
を
そ
の
秩
序
と
長
さ
に

お
い
て
位
置
づ
け
る
よ
う
な
学
問
で
あ
る
。
マ
ッ
テ
ゾ
ン
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
第
三
巻
〔
『
探
究
す
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
』
の
こ
と
〕
二
八
四
頁

を
参
照
せ
よ 

）
24
（

 
。
し
か
し
一
般
的
な
意
味
に
お
い
て
は
、Sym

phoniurgia

、
換
言
す
れ
ば
「
多
声
的
な
作
曲
手
法
（die vollstim

m
ige A

rt 

zu setzen

）」
に
他
な
ら
な
い
。
マ
ッ
テ
ゾ
ン
の
『
ク
リ
テ
ィ
カ
・
ム
シ
カ
』
第
一
巻
三
二
三
頁
を
参
照
せ
よ
［
…
］
（s. v. ‘ H

arm
onica’

）。

　Sym
phoniurgia

と
は
直
接
関
係
し
な
い
も
の
の
、
ま
ず
は
ヴ
ァ
ル
タ
ー
が
「
ハ
ル
モ
ニ
カ
」
の
本
来
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る

の
か
、
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
マ
ッ
テ
ゾ
ン
の
『
探
求
す
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ 

）
25
（

 

』（
一
七
二
三
）
は
、
彼
の
最
初
の
著
作
『
新
設

の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
』
を
保
守
的
音
楽
観
の
見
地
か
ら
批
判
し
た
ブ
ッ
ト
シ
ュ
テ
ッ
ト
と
の
論
争
の
末
、
『
擁
護
さ
れ
た
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
』
（
一
七
一

七
）
に
続
け
て
出
版
さ
れ
た
著
作
で
あ
る
。
マ
ッ
テ
ゾ
ン
は
『
探
求
す
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
』
の
中
で
四
度
音
程
が
協
和
音
か
不
協
和
音
か
と
い
う

問
題
を
、
理
性
と
感
性
を
め
ぐ
る
問
題
に
ま
で
発
展
さ
せ
て
論
じ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
理
性
が
数
学
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
伝
統
的
な
音
楽

観
の
側
に
置
か
れ
る
の
に
対
し
、
感
性
は
こ
れ
と
対
抗
す
る
新
た
な
音
楽
観
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
ヴ
ァ
ル
タ
ー
が
こ
こ
で
「
ハ
ル
モ
ニ
カ
」

の
原
義
で
あ
る
と
し
た
「
音
程
の
学
問
」
と
い
う
側
面
は
、
音
楽
を
数
学
と
結
び
つ
け
、
理
性
に
よ
っ
て
把
捉
で
き
る
も
の
と
考
え
る
伝
統
的
な

音
楽
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る 

）
26
（

 

。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
が
「
対
位
法
」
と
い
う
語
をSym

phoniurgie

で
言

い
換
え
よ
う
と
し
た
の
は
、
対
位
法
が
持
つ
上
述
の
よ
う
な
「
音
程
の
学
問
」
と
し
て
の
性
質
を
和
ら
げ
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
は
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
一
方
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
が
「
ハ
ル
モ
ニ
カ
」
の
一
般
的
な
意
味
を
定
義
す
る
際
に
参
照
し
て
い
る
の
は
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
の
『
ク
リ
テ
ィ
カ
・
ム
シ
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カ
』
第
一
巻
（
一
七
二
二
）
の
「
カ
ノ
ン
の
解
剖
学

）
27
（

」
に
含
ま
れ
る
以
下
の
一
節
で
あ
る
。
「
カ
ノ
ン
の
解
剖
学
」
と
は
マ
ッ
テ
ゾ
ン
と
ボ
ー

ケ
マ
イ
ヤ
ー
の
間
に
起
こ
っ
た
カ
ノ
ン
の
意
義
を
め
ぐ
る
論
争
の
経
緯
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
が
こ
こ
で
念
頭
に
置
い
て
い

る
の
は
以
下
の
記
述
で
あ
ろ
う
。「
ム
ジ
カ
・
ポ
エ
テ
ィ
カ
の
最
良
か
つ
主
要
な
部
分
で
あ
る
メ
ロ
デ
ィ
カ

）
28
（

（M
elodica

）
は
こ
れ
ま
で
全
く

と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
。
人
々
は
一
般
的
に
、
さ
も
な
け
れ
ば
作
曲
に
際
し
て
何
事
も
遵
守
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
わ
ん
ば

か
り
に
、
ハ
ル
モ
ニ
カ
（H

arm
onica

）
だ
け
を
大
げ
さ
に
取
り
上
げ
る
の
で
あ
る

）
29
（

」
。
こ
れ
は
マ
ッ
テ
ゾ
ン
と
ボ
ー
ケ
マ
イ
ヤ
ー
の
往
復
書

簡
の
う
ち
の
、
後
者
に
よ
る
記
述
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
実
は
こ
れ
は
ボ
ー
ケ
マ
イ
ヤ
ー

で
は
な
く
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
自
身
が
過
去
に
行
っ
た
以
下
の
発
言
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
。
「
我
々
は
一
般
的
に
、
旋
律
の
学
問
（Scientia 

m
elodica

）
を
不
十
分
に
し
か
理
解
し
て
お
ら
ず
、
ハ
ル
モ
ニ
カ
に
ほ
と
ん
ど
全
て
の
事
柄
を
押
し
つ
け
て
い
る
。
作
曲
を
し
よ
う
と
す
る
者
に

は
ム
ジ
カ
・
ポ
エ
テ
ィ
カ
の
第
一
の
部
分
で
あ
る
メ
ロ
デ
ィ
カ
〔
に
関
す
る
知
識
〕
を
当
然
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
我
々

は
、
ま
る
で
取
る
に
足
ら
な
い
こ
と
の
よ
う
に
暗
黙
の
う
ち
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
る

）
30
（

」。

　
マ
ッ
テ
ゾ
ン
の
上
記
の
二
つ
の
発
言
は
、「
ハ
ル
モ
ニ
カ
」
が
「
メ
ロ
デ
ィ
カ
」
と
対
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
彼
に

よ
れ
ば
『
ク
リ
テ
ィ
カ
・
ム
シ
カ
』
が
出
版
さ
れ
た
一
七
二
〇
年
代
前
半
に
は
一
般
的
に
、
ハ
ル
モ
ニ
カ
が
音
楽
の
重
要
な
部
分
と
し
て
捉
え
ら

れ
、
相
対
的
に
メ
ロ
デ
ィ
カ
が
軽
視
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
彼
は
こ
れ
に
反
し
て
、
メ
ロ
デ
ィ
カ
こ
そ
が
「
音
楽
の
重
要
な
部
分
」
で
あ
る
と
考

え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
メ
ロ
デ
ィ
カ
に
対
す
る
ハ
ル
モ
ニ
カ
の
優
位
が
、
後
の
『
完
全
な
る
楽
長
』
に
お
け
る
旋
律
と
和
声

の
関
係
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
が
本
格
的
に
旋
律
論
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
る

の
は
一
七
三
〇
年
代
の
『
旋
律
学
の
核
心
』、『
完
全
な
る
楽
長
』
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
早
く
も
一
七
二
〇
年
代
前
半
の
「
カ
ノ
ン
の
解
剖
学
」

の
中
に
そ
の
片
鱗
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
上
記
の
マ
ッ
テ
ゾ
ン
の
記
述
を
通
じ
て
、
ハ
ル
モ
ニ
カ
、
な
い
し
は

Sym
phoniurgia

が
メ
ロ
デ
ィ
カ
と
対
比
さ
れ
る
、「
多
声
的
な
作
曲
手
法
」
で
あ
る
と
定
義
し
た
。
こ
れ
は
す
で
に
検
討
し
た
マ
ッ
テ
ゾ
ン
に
よ

るSym
phoniurgie

の
理
解
と
も
共
通
し
て
い
る
。
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最
後
に
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
記
述
に
立
ち
返
り
、
ハ
ル
モ
ニ
ア
と
の
相
違
点
を
際
だ
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ハ
ル
モ
ニ
カ
の
一
般
的
な
用
法
を
よ

り
明
確
に
し
て
お
こ
う
。
一
般
的
な
意
味
で
の
ハ
ル
モ
ニ
カ
は
、
諸
音
が
組
み
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
状
態
を
指
す
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
ハ

ル
モ
ニ
ア
と
一
見
、
同
じ
事
柄
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
ヴ
ァ
ル
タ
ー
が
ハ
ル
モ
ニ
ア
と
、
一
般
的
な
用
法
で
の
ハ
ル
モ
ニ
カ
を
同
一
視
し
て

い
な
い
の
は
、
確
か
に
こ
れ
ら
二
つ
が
異
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
ル
モ
ニ
ア
は
諸
音
が
織
り
な
す
「
調
和
」
と

い
う
点
に
注
目
し
た
語
で
あ
る
の
に
対
し
、
他
方
の
ハ
ル
モ
ニ
カ
（
の
一
般
的
な
用
法
）
は
「
旋
律
」
と
対
比
さ
れ
る
、
い
わ
ば
「
和
声
」
の
側

面
を
前
に
押
し
出
し
た
語
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
両
語
は
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
ヴ
ァ
ル
タ
ー
『
音
楽
辞
典
』
と
マ
ッ
テ
ゾ
ン
『
完
全
な
る
楽
長
』
の
相
互
影
響
の
可
能
性

　
と
こ
ろ
で
、
エ
ッ
ゲ
ブ
レ
ヒ
ト
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
七
三
九
年
十
二
月
二
十
九
日
に
ヴ
ァ
ル
タ
ー
が
マ
ッ
テ
ゾ
ン
に
宛
て
た
書
簡
、

一
七
四
〇
年
一
月
二
十
五
日
に
お
そ
ら
く
ボ
ー
ケ
マ
イ
ヤ
ー
に
宛
て
た
と
思
わ
れ
る
書
簡
、
お
よ
び
Ｅ
・
Ｌ
・
ゲ
ル
バ
ー
（Ernst Ludw

ig 

G
erber, 1746-1819

）
の
『
音
楽
家
の
歴
史
的
伝
記
辞
典 

）
31
（

』
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
一
七
四
〇
年
頃
ま
で
に
『
音
楽
辞
典
』
の
改
訂
版
を

準
備
し
て
い
た 

）
32
（

 

。
準
備
さ
れ
て
い
た
改
訂
版
は
、
実
際
に
は
出
版
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
手
稿
が
残
さ
れ
て
い
る 

）
33
（

 

。
一
七
三

二
年
の
『
音
楽
辞
典
』
で
は
立
項
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
が
こ
の
改
訂
版
の
た
め
に
追
加
し
よ
う
と
し
て
い
た
見
出
し
に
は
、

Sym
phoniurgia

も
含
ま
れ
て
い
た 

）
34
（

 

。
エ
ッ
ゲ
ブ
レ
ヒ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
語
は
「
ラ
テ
ン
語
。
一
般
的
な
理
解
に
お
い
て
は
対
位
法
、
あ
る

い
は
構
成
／
作
曲
（C

om
position

）
を
意
味
す
る
」
と
定
義
さ
れ
て
い
た 

）
35
（

 

。「
対
位
法
」
と
「
構
成
／
作
曲
」
がSym

phoniurgia

の
意
味
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
が
『
音
楽
辞
典
』
に
お
い
て
提
示
し
て
い
る
「
対
位
法
」
定
義
、
す
な
わ
ち
「
一
般
的
に
い
か
な

る
調
和
的
な
構
成
（harm

onische Zusam
m

ensetzung

）
も
対
位
法
で
あ
る 
）
36
（

」
を
踏
ま
え
れ
ば
首
肯
で
き
よ
う
。
こ
の
「
対
位
法
」
の
定
義

は
ブ
ロ
ッ
サ
ー
ル
（ Sébastien de B

rossard, 1655-1730

）
の
『
音
楽
辞
典
』（
一
七
〇
三
）
に
お
け
る
同
語
の
定
義
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
借
用
し

て
お
り 

）
37
（

 

、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
が
「
調
和
的
な
構
成
（harm

onische Zusam
m

ensetzung
）」
と
し
た
部
分
は
ブ
ロ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
は
「
作
曲
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（com
position

）」
に
相
当
し
て
い
る
。

　Sym
phoniurgia

を
「
対
位
法
」、
な
い
し
は
「
構
成
／
作
曲
」
を
意
味
す
る
も
の
と
捉
え
る
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
理
解
は
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
が
『
完
全

な
る
楽
長
』
で
提
示
し
たSym

phoniurgie

に
関
す
る
そ
れ
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
（
た
だ
し
マ
ッ
テ
ゾ
ン
は
対
位
法
に
の
み
言
及
し
、
構
成
／

作
曲
と
ま
で
は
述
べ
て
い
な
い
）。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
『
音
楽
辞
典
』
に
は
マ
ッ
テ
ゾ
ン
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
三
部
作
や
『
ク
リ
テ
ィ
カ
・
ム
シ
カ
』
へ

の
参
照
指
示
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
も
ま
た
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
『
音
楽
辞
典
』
の
原
稿
を
刊
行

前
か
ら
受
け
取
っ
て
お
り
、N

ieder-Sächsischen N
achrichten von gelehrten neuen Sachen

の
中
で
こ
の
辞
書
を
好
意
的
に
評
し
て
い
る

）
38
（

。

こ
の
こ
と
が
示
す
よ
う
に
両
者
が
互
い
の
著
作
の
内
容
を
把
握
し
合
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
確
か
に
、Sym

phoniurgia

と
い
う
特

定
の
語
句
に
つ
い
て
マ
ッ
テ
ゾ
ン
と
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
間
で
相
互
参
照
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
否
か
、
い
ず
れ
の
側
に
つ
い
て
も
推
測
の
域
を
出
な

い
。
た
だ
し
、『
完
全
な
る
楽
長
』
に
お
い
て
マ
ッ
テ
ゾ
ン
が
旋
律
と
和
声
を
関
連
づ
け
る
に
あ
た
っ
てSym

phoniurgie

に
重
要
な
役
割
を
負

わ
せ
た
こ
と
が
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
がSym

phoniurgia

を
辞
書
の
見
出
し
に
追
加
す
る
こ
と
を
検
討
さ
せ
た
可
能
性
、
あ
る
い
は
反
対
に
ヴ
ァ
ル
タ
ー

が
マ
ッ
テ
ゾ
ン
の
記
述
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
『
音
楽
辞
典
』
改
訂
版
の
研
究
を
進
め
る
中
で
検
討
さ

れ
る
余
地
が
十
分
に
あ
る
だ
ろ
う
。

第
四
節
　
マ
ッ
テ
ゾ
ン
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
以
降
のSym

phoniurgia

の
展
開

　
マ
ッ
テ
ゾ
ン
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
以
降
にSym

phoniurgia

に
つ
い
て
記
述
し
た
文
献
は
管
見
の
限
り
、
一
七
四
五
年
に
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
で
出
版

さ
れ
た
、
シ
ュ
ピ
ー
ス
（M

einrad Spiess, 1683-1761

）
に
よ
る
著
作
『
音
楽
理
論

）
39
（

』
の
み
で
あ
る
。
マ
ッ
テ
ゾ
ン
が
「
対
位
法
」
と
い
う

語
の
「
点
対
点
」
と
い
う
含
意
を
和
ら
げ
、「
旋
律
対
旋
律
」
と
い
う
側
面
を
強
調
す
る
た
め
にSym

phoniurgia

と
い
う
語
の
使
用
を
提
案
し

た
こ
と
は
す
で
に
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
以
下
で
検
討
す
る
シ
ュ
ピ
ー
ス
の
記
述
か
ら
は
、
も
は
や
「
対
位
法
」
が
そ
の
よ
う
な
懸
念
の
対
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象
で
は
な
く
な
っ
た
可
能
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
シ
ュ
ピ
ー
ス
は
バ
イ
エ
ル
ン
地
方
で
活
動
し
た
作
曲
家
で
あ
り
、
こ
の
理
論
書
は
キ
ル
ヒ
ャ
ー
、
フ
ォ
ー
ク
ト
（M

auritius Vogt, 1669-

1730

）、
ハ
イ
ニ
ヒ
ェ
ン
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
、
シ
ャ
イ
ベ
（Johann A

dolf Scheibe, 1708-1776

）
と
い
っ
た
古
今
の
音
楽
理
論
家
か
ら
多
く
を
借

用
し
て
お
り
、
バ
ル
テ
ル
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
折
衷
的
」
な
性
質
を
持
っ
た
著
作
で
あ
る 

）
40
（

 

。
著
作
の
一
部
分
は
辞
典
と
し
て
の
性
質
を
持
っ

て
お
り
、
十
八
世
紀
に
出
版
さ
れ
た
音
楽
辞
典
（
あ
る
い
は
こ
れ
の
準
ず
る
著
作
）
の
中
で
唯
一
、Sym

phoniurgia

を
立
項
し
た
例
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
十
八
世
紀
の
音
楽
関
連
の
文
献
に
お
け
るSym

phoniurgia

の
使
用
は
マ
ッ
テ
ゾ
ン
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
わ
ず
か
な
例
し
か

な
い
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
シ
ュ
ピ
ー
ス
が
こ
の
二
つ
の
文
献
を
参
照
し
た
上
で
自
ら
の
著
作
に
項
目
を
立
て
た
可
能
性
は
非
常
に
高
い
で
あ
ろ
う 

）
41
（

 

。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ュ
ピ
ー
ス
に
よ
る
同
語
の
定
義
は
マ
ッ
テ
ゾ
ン
や
ヴ
ァ
ル
タ
ー
を
借
用
し
た
形
跡
は
な
く
、
独
自
の
内
容
と
な
っ
て

い
る
。

　Sym
phoniurgia

の
定
義
は
第
八
章
「
二
重
対
位
法
」
の
中
で
行
わ
れ
て
お
り
、「
四
声
、
あ
る
い
は
も
っ
と
多
く
の
声
部
か
ら
な
る
規
則
に
か

な
っ
た
対
位
法
を
作
る
技
の
こ
と

）
42
（

」
と
あ
る
。
シ
ュ
ピ
ー
ス
のSym

phoniurgia

の
定
義
に
は
、
複
数
の
声
部
を
調
和
さ
せ
る
、
と
い
う
キ
ル

ヒ
ャ
ー
、
ド
ー
ニ
か
ら
マ
ッ
テ
ゾ
ン
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
に
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
意
味
は
確
か
に
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
注
目
し
た
い
の
は
、

こ
の
語
が
「
二
重
対
位
法
」
の
章
で
扱
わ
れ
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、「
対
位
法
を
作
る
技
」
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
マ
ッ

テ
ゾ
ン
は
「
対
位
法
」
が
含
意
す
る
「
点
対
点
」
と
い
う
意
味
合
い
を
和
ら
げ
、「
旋
律
対
旋
律
」
と
い
う
側
面
を
強
調
す
る
た
め
に

Sym
phoniurgie

と
い
う
語
を
用
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ュ
ピ
ー
ス
はSym

phoniurgia

を
短
絡
的
に
対
位
法
と
結
び
付
け
て
い
る
。
こ

の
齟
齬
を
、
シ
ュ
ピ
ー
ス
が
先
人
の
文
献
を
十
分
に
吟
味
せ
ず
自
ら
の
著
作
に
取
り
入
れ
た
結
果
と
み
な
す
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
見
方

を
変
え
れ
ば
、
シ
ュ
ピ
ー
ス
に
と
っ
て
、
対
位
法
を
「
点
対
点
」
と
い
う
原
義
に
則
っ
て
理
解
す
る
こ
と
の
方
が
も
は
や
一
般
的
で
は
な
く
、「
旋

律
対
旋
律
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
常
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
あ
え
て
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
の
注
記
を
必
要
と
し
な
い
と
判
断
し
た
の
で
は
な

い
か
推
測
も
可
能
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
シ
ュ
ピ
ー
ス
は
先
人
の
記
述
に
は
あ
っ
た
、
旋
律
の
対
概
念
と
い
う
含
意
を
捨
象
し
てSym

phoniurgia
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を
定
義
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
も
は
やSym

phoniurgia

と
い
う
語
が
、
一
七
三
〇
年
代
に
マ
ッ
テ
ゾ
ン
や
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
関
心
を
引
い
た
よ

う
な
重
要
性
を
持
た
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
はSym

phoniurgie

と
い
う
語
を
導
き
の
糸
と
し
な
が
ら
、
十
八
世
紀
前
半
の
音
楽
論
に
お
け
る
旋
律
と
和
声
の
関
係
に
つ
い
て
考
察

し
て
き
た
。
ま
ずSym

phoniurgie

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
文
献
的
考
察
を
通
じ
て
、
十
七
世
紀
の
ド
ー
ニ
、
キ
ル
ヒ
ャ
ー
と
い
っ
た
音
楽
理
論

家
の
著
作
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
た
も
の
の
、
そ
の
後
は
継
続
的
に
音
楽
論
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
七
三
〇
年
代
と
い
う

わ
ず
か
十
年
程
度
の
間
に
、
も
っ
ぱ
ら
マ
ッ
テ
ゾ
ン
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
再
び
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　
次
に
旋
律
と
和
声
の
関
係
に
お
い
て
こ
の
語
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、Sym

phoniurgie

と
い
う
語
を
媒
介
と
し
て
、
マ
ッ
テ

ゾ
ン
に
よ
っ
て
両
者
の
関
係
に
新
た
な
視
点
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
、
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
の
音
楽
論
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
マ
ッ
テ

ゾ
ン
は
確
か
に
旋
律
の
重
要
性
を
唱
え
る
立
場
を
と
っ
た
が
、
か
と
い
っ
て
和
声
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
は
和
声
（
対
位
法
）
を

旋
律
の
観
点
か
ら
理
解
す
る
方
法
を
提
案
し
た
。
こ
の
旋
律
と
和
声
の
不
即
不
離
の
関
係
は
、
音
を
調
和
さ
せ
る
技
と
い
うSym

phoniurgie

が

持
つ
意
味
を
有
効
に
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
音
楽
史
に
お
い
て
本
稿
の
主
題
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
述
べ
て
お
き
た
い
。
マ
ッ
テ
ゾ
ン
が
和
声
に
対
し
て
相
対
的
に
旋

律
を
重
視
し
、
和
声
と
旋
律
の
関
係
を
記
述
す
る
の
に
熱
心
で
あ
っ
た
の
は
、
十
八
世
紀
中
葉
に
お
い
て
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
か
ら
ホ
モ
フ
ォ
ニ
ー
へ

の
転
換
が
本
格
的
に
生
じ
た
、
す
な
わ
ち
実
際
に
創
作
さ
れ
る
音
楽
に
占
め
る
旋
律
の
重
要
性
が
増
大
し
つ
つ
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
理
論

家
の
間
で
支
配
的
な
音
楽
観
が
和
声
の
側
に
偏
っ
た
旧
態
依
然
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
本
稿
で
検
討
し
た
十
八
世
紀
前
半
の
ド

イ
ツ
に
お
け
る
旋
律
、
和
声
、Sym

phoniurgie

を
め
ぐ
る
記
述
は
、
上
述
の
よ
う
な
音
楽
の
理
念
と
実
際
の
間
に
生
じ
た
齟
齬
を
解
消
し
よ
う
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と
す
る
理
論
家
の
試
み
で
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

註

　
引
用
の
日
本
語
訳
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
。
引
用
内
で
訳
者
が
補
っ
た
箇
所
に
つ
い
て
は
〔
　
〕
で
示
し
た
。

（
1
） Johann M

attheson, D
er vollkom

m
ene C

apellm
eister  (H

am
burg: C

hristian H
erold, 1739).  

本
稿
で
は
『
完
全
な
る
楽
長
』
か
ら
の
引

用
箇
所
を
、
丸
括
弧
内
に
部
・
章
・
節
の
順
に
記
す
。

（
2
） Johann G

ottfried W
alther, M

usicalisches Lexicon  (Leipzig: W
. D

eer, 1732).

（
3
） 

こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
数
多
く
の
研
究
が
こ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
経
緯
を
詳
細
に
論
じ
た
近
年
の
研
究
成
果
と
し
て
、
こ

こ
で
は
内
藤
義
博
「
リ
ュ
リ
派
・
ラ
モ
ー
派
論
争
は
い
つ
終
わ
っ
た
の
か
？ 

　   

ブ
フ
ォ
ン
論
争
に
お
け
る
ラ
モ
ー
評
価 

　   

」『
百
科

全
書
・
啓
蒙
研
究
論
集
』
第
三
巻
（
二
〇
一
五
年
）、
十
九
―
三
八
頁
、
同
「
ブ
フ
ォ
ン
論
争
に
お
け
る
ル
ソ
ー
の
敵
」
『
仏
語
仏
文
学
』

（
関
西
大
学
フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学
会
）
第
四
二
巻
（
二
〇
一
六
年
）、
七
一
―
九
五
頁
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

（
4
） 

対
位
法
の
是
非
に
つ
い
て
論
じ
た
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
の
音
楽
論
の
代
表
的
な
例
と
し
て
、
ハ
イ
ニ
ヒ
ェ
ン
の
『
作
曲
に
お
け
る
通
奏
低
音
』

（
一
七
二
八
）
中
の
以
下
の
箇
所
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。Johann D

avid H
einichen, D

er G
enral-Bass in der C

om
position  (D

resden: 

Selbstverlag, 1728), pp. 2-4.

（
5
） G

eorge J. B
uelow

, ‘ The C
oncept of “ M

elodielehre” : A
 K

ey to C
lassic Style’ , M

ozart-Jahrbuch  (1978-1979), pp. 182-195.

（
6
） Johann M

attheson, K
ern m

elodischer W
issenschafft  (H

am
burg: C

hristian H
erold, 1737).

（
7
） 

本
稿
で
取
り
上
げ
る
文
献
でH

arm
onie

と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
と
き
、
旋
律
の
対
概
念
と
し
て
の
和
声
の
意
味
の
み
な
ら
ず
、
調
和
（
ハ

ル
モ
ニ
ア
）
の
意
味
を
持
つ
こ
と
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
文
脈
に
よ
っ
てH

arm
onie

を
和
声
、
あ
る
い
は
調
和
と
訳
し
分
け
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る
こ
と
と
す
る
。

（
8
） Sym

phoniurgie

は
語
源
に
立
ち
返
れ
ば
「sym

-

（
同
時
に
、
調
和
し
た
）」
、「phon-

（
音
）
」
、「-urgie

（
特
定
の
頃
柄
に
関
す
る
技
）」

で
あ
り
、
さ
し
あ
た
り
「
音
を
調
和
さ
せ
る
技
」
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
こ
の
語
の
定
訳
は
存
在
し
な
い
た
め
、
本
稿

で
はSym

phoniurgie

を
原
語
の
ま
ま
表
記
す
る
。

（
9
） 

拙
稿
「
マ
ッ
テ
ゾ
ン
『
完
全
な
る
楽
長
』
に
お
け
る
旋
律
論 

　   

数
学
的
音
楽
観
批
判
と
対
位
法
理
論
の
調
停 

　   

」『
美
学
』（
美
学
会

編
）
第
六
六
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
）、
一
六
一
―
一
七
二
頁
。

（
10
） 

マ
ッ
テ
ゾ
ン
が
こ
の
箇
所
で
「
広
い
意
味
で
の
和
声
」
と
述
べ
る
と
き
に
、
こ
れ
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
こ
れ
に
対
応
す
る

「
狭
い
意
味
で
の
和
声
」
と
し
て
何
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
か
、
文
脈
か
ら
は
定
か
で
は
な
い
。
た
だ
し
本
稿
の
後
の
箇
所
で
検
討
す

る
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
『
音
楽
辞
典
』
に
お
い
て
ハ
ル
モ
ニ
ア
（H

arm
onia

）、
ハ
ル
モ
ニ
カ
（H

arm
onica

）
と
い
っ
た
和
声
に
関
連
す
る
語

に
複
数
の
定
義
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
時
代
に
活
動
し
た
マ
ッ
テ
ゾ
ン
が
ヴ
ァ
ル
タ
ー
と
同
様
に
和
声
に
複
数
の
意
味
が
あ

る
の
を
認
め
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
本
稿
の
考
察
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
が
こ
こ
で
「
広
い
意
味
の
和

声
」
と
呼
ぶ
も
の
に
は
、
以
下
の
二
通
り
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
ハ
ル
モ
ニ
カ
の
定
義
の
中
の
「
一
般
的
な
意
味
」

に
相
当
す
る
も
の
（
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
ハ
ル
モ
ニ
カ
の
一
般
的
な
意
味
を
定
義
す
る
中
でSym

phoniurgia

に
言
及
し
て
い
る
た
め
）。
二

つ
目
は
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
ハ
ル
モ
ニ
ア
の
定
義
に
相
当
す
る
も
の
（
マ
ッ
テ
ゾ
ン
は
『
完
全
な
る
楽
長
』
に
お
い
てSym

phoniurgia

を
「
多

様
な
妙
な
る
響
き
が
一
度
に
生
起
す
る
」（III-1-4

）
も
の
と
し
て
説
明
し
て
い
る
た
め
）。

（
11
） G

iovanni B
attista D

oni, D
e praestantia m

usicae veteris  (Firenze, 1647).

（
12
） G
iovanni B

attista D
oni, Annotazioni sopra il com

pendio de’generi, e de’m
odi della m

usica [...] sopra i tuoni, e m
odi veri [...] 

(R
om

a, 1640).

（
13
） 

引
用
の
最
後
の
一
文
に
お
い
て
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
は
「
身
体
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
旋
律
よ
り
も
さ
ら
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
「
魂
」
に
「
拍
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子
、
動
き
」
を
擬
え
て
い
る
。
こ
の
箇
所
で
「
拍
子
、
動
き
」
に
つ
い
て
全
く
論
じ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
を
「
魂
」
と

位
置
づ
け
て
い
る
の
は
い
さ
さ
か
唐
突
で
あ
り
、
前
後
の
箇
所
と
同
様
、
こ
れ
も
お
そ
ら
く
ド
ー
ニ
の
考
え
に
影
響
を
受
け
た
も
の
で
は

な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
（
た
だ
し
マ
ッ
テ
ゾ
ン
自
身
は
出
典
を
明
記
し
て
い
な
い
）
。
実
際
、『
完
全
な
る
楽
長
』
の
第
一
部
第
六
章
「
身

振
り
の
技
法
に
つ
い
て
（Von der G

eberden-K
unst

）」
の
中
で
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
は
ド
ー
ニ
の
主
張
を
援
用
し
な
が
ら
、
リ
ズ
ム
、
韻
律

に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
（I-6-4

）。

（
14
） 

マ
ッ
テ
ゾ
ン
が
引
用
し
て
い
る
ド
ー
ニ
の
原
文
は
以
下
の
通
り
。‘ M

usici da D
ozzina, che non sanno distinguere la M

elodia della 

Sinfonia &
 la M

elopoeia della Sinfoniurgia: [

…].’  (D
oni, sopra i tuoni o m

odi veri , p. 123)

（
15
） 

と
は
い
え
ド
ー
ニ
を
参
照
し
た
直
後
に
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
は
「
彼
〔
ド
ー
ニ
〕
は
旋
律
に
関
す
る
優
れ
た
理
論
書
を
書
い
た
が
、
こ
れ
は
我
々

の
こ
の
著
作
〔『
完
全
な
る
楽
長
』〕
と
は
全
く
別
の
目
的
を
持
つ
も
の
で
あ
る
」
（II-5-24

）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
発
言
が
示
し
て
い

る
通
り
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
は
ド
ー
ニ
の
理
論
を
、
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
参
照
す
る
も
の
の
、
そ
れ
を
体
系
的
に
自
ら
の
著
書
に
採
用
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
16
） Johann M

attheson, D
as neu-eröffnete O

rchestre  (H
am

burg: Schiller, 1713)

（
17
） D

oni, sopra i Tuoni o M
odi veri , p. 123. 

な
お
、
ド
ー
ニ
を
は
じ
め
と
す
る
ル
ネ
サ
ン
ス
の
音
楽
理
論
家
に
つ
い
て
は
下
記
の
パ
リ
ス

カ
の
著
作
に
詳
し
い
が
、
い
ず
れ
に
お
い
て
もSym

phoniurgie

概
念
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。C

laude V. Palisca. H
um

anism
 

in Italian Renaissance M
usical Thought  (N

ew
 H

aven and London: Yale U
niversity Press, 1985); C

laude V. Palisca. M
usic and 

Ideas in the Sixteenth and Seventeenth C
enturies  (U

rbana and C
hicago: U

niversity of Illinois Press, 2004).

（
18
） A
thanasius K

ircher, M
usurgia U

niversalis  (R
om

a, 1650)

（
19
） U

lf Scharlau, Athanasius K
ircher (1601-1680) als M

usikschriftsteller: Ein Beitrag zur M
usikanschauung des Barock  (M

arburg: 

G
örich &

 W
eiershäuser, 1969), pp.92-94.

キ
ル
ヒ
ャ
ー
に
関
し
て
は
膨
大
な
研
究
が
あ
る
が
、
シ
ャ
ル
ラ
ウ
の
ほ
か
、
本
研
究
に
あ
た
っ
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て
特
に
参
照
し
た
邦
訳
、
邦
語
文
献
の
み
以
下
に
挙
げ
る
。
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
・
キ
ル
ヒ
ャ
ー
『
普
遍
音
楽 

　   

調
和
と
不
調
和
の
大
い
な

る
術
』（
菊
池
賞
訳
、
工
作
舎
、
二
〇
一
三
年
）、 

西
原
稔
「
Ａ
・
キ
ル
ヒ
ャ
ー
に
お
け
る
音
楽
の
錬
金
術：

音
楽
の
制
作
学
と
ア
フ
ェ
ク
ト
ゥ

ス
・
様
式
の
理
論
」『
東
京
藝
術
大
学
音
楽
学
部
年
誌
』
第
八
号
（
一
九
八
二
年
）、
一
―
四
三
頁
、
ジ
ョ
ス
リ
ン
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
『
キ
ル

ヒ
ャ
ー
の
世
界
図
鑑 

　   

よ
み
が
え
る
普
遍
の
夢
』
（
川
島
昭
夫
訳
、
澁
澤
龍
彦
、
中
野
美
代
子
、
荒
俣
宏
解
説
、
工
作
舎
、
一
九
八
六
年
）。

な
お
、
キ
ル
ヒ
ャ
ー
『
普
遍
音
楽
』
の
ヒ
ル
シ
ュ
（A
ndreas H

irsch

）
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
（ K

ircherus Jesuita G
erm

anus 

G
erm

aniae redonatus

（Schw
äbisch H

all: Laidig, 1662

））
は
、
原
書
の
う
ち
第
一
、
二
、
六
、
七
、
九
、
十
巻
の
み
を
抜
粋
し
た
も

の
で
あ
り
、
こ
の
ド
イ
ツ
語
訳
を
底
本
と
し
た
邦
訳
で
も
同
様
の
割
愛
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
20
） M

usica naturalis

は
さ
ら
にm

usica m
undana, m

usica hum
ana

に
分
か
た
れ
る
。

（
21
） Sym

phoniurgia

は
さ
ら
にm

usica plana, m
usica figurata, m

usica instrum
entalis

に
分
か
た
れ
る
。

（
22
） 

ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
『
音
楽
辞
典
』
に
調
和
／
和
声
に
関
連
す
る
項
目
が
複
数
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
十
七
世
紀
末
か

ら
十
八
世
紀
前
半
に
か
け
て
こ
の
概
念
の
意
味
は
多
義
に
わ
た
っ
て
い
た
。
タ
ト
ロ
ー
は
四
つ
の
観
点
か
ら
こ
の
概
念
を
詳
細
に
論
じ
て

お
り
、
こ
の
考
察
か
ら
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
『
音
楽
辞
典
』
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
諸
定
義
で
す
ら
当
時
の
調
和
／
和
声
概
念
の
理
解
の
一

側
面
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（R

uth Tatlow
, ‘ Theoretical H

ope: A
 V

ision for the A
pplication of H

istorically 

Inform
ed Theory’ , U

nderstanding Bach , 8 (2013), pp. 33-60

）。
こ
の
こ
と
は
十
八
世
紀
中
庸
の
ド
イ
ツ
を
代
表
す
る
事
典
、『
ツ
ェ

ド
ラ
ー
百
科
事
典
』
に
調
和
／
和
声
に
関
連
す
る
語
の
見
出
し
が
十
以
上
に
及
ぶ
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。
な
お
、『
ツ
ェ
ド
ラ
ー

百
科
事
典
』
に
お
け
る
関
連
項
目
の
う
ち
、H

arm
onie, H

arm
onica, H

arm
onicè

と
い
う
見
出
し
の
定
義
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
『
音
楽
辞
典
』

の
「
ハ
ル
モ
ニ
カ
」
の
定
義
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
23
） 

参
考
ま
で
に
ヴ
ァ
ル
タ
ー
に
よ
る
「
ハ
ル
モ
ニ
ア
（H

arm
onia, H

arm
onie

）
」
の
定
義
を
以
下
に
抜
粋
し
て
示
し
て
お
こ
う
。
「
巧
み
な

ま
と
ま
り
、
組
み
合
わ
せ
の
こ
と
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
と
き
に
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
い
く
つ
か
の
、
あ
る
い
は
た
く
さ
ん
の
同
一
で
は
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な
い
音
が
た
が
い
に
調
和
し
て
い
る
場
合
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
こ
に
生
じ
た
、
た
だ
し
十
分
に
適
切
な
不
協
和
音
が
聴
覚
に
と
っ
て
不
快

で
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
に
続
く
協
和
音
が
も
っ
と
美
し
く
、
心
地
よ
い
も
の
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
場
合
で
あ
る
」
（W

alter, 

s. v. ‘ H
arm

onia, H
arm

onie’

）。

（
24
） 

直
前
の
一
節
（‘ in eigentlichen und genuinen Verstande genom
m

en: ist eine W
issenschafft, w

ie die Tone sich gegen einander in 

ihrer O
rdnung und G

rösse verhalten’

）
は
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
『
探
究
す
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
』
二
八
四
頁
か
ら
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
マ
ッ
テ
ゾ
ン
の
原
文
の
直
前
箇
所
に
は
ラ
テ
ン
語
で
「
音
程
の
秩
序
と
適
切
な
数
比
に
関
す
る
学
問
（Scientia de ordine &

 

apta proportione Intervallorum

）」
と
あ
り
、
こ
れ
は
直
後
の
ド
イ
ツ
語
を
言
い
換
え
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

（
25
） Johann M

attheson, D
as forschende O

rchester  (H
am

burg: Schiller und K
ißner, 1723).

（
26
） 『
探
求
す
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
』
に
お
け
る
理
性
と
感
性
の
対
立
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
っ
た
議
論
は
し
な
い
が
、
詳
細
は

Thom
as C

hristensen, ‘ Sensus, R
atio, and Phthongos: M

attheson’ s Theory of Tone Perception’ , in M
usical Trans- form

ation and 

M
usical Intuition: Eleven Essays in H

onor of D
avid Lew

in,  ed. by R
aphael A

tlas and M
ichael C

herlin (R
oxbury, M

A
: O

venbird, 

1994), pp. 1-22

を
参
照
。

（
27
） Johann M

attheson, ‘ D
ie canonische A

natom
ie’  in C

ritica M
usica, I (H

am
burg: Selbstverlag, 1722), pp. 236-368.

（
28
） 

こ
の
文
脈
に
お
い
て
メ
ロ
デ
ィ
カ
（M

elodica

）
は
「
旋
律
」
の
意
と
し
て
捉
え
て
よ
い
が
、
ハ
ル
モ
ニ
カ
と
の
対
比
を
明
確
に
す
る
た

め
に
、
本
稿
で
は
あ
え
て
両
語
と
も
に
邦
訳
せ
ず
に
表
記
す
る
。

（
29
） M

attheson, C
ritica M

usica , I, p. 323.

（
30
） M
attheson, C

ritica M
usica , I, p. 261.

（
31
） Ernst Ludw

ig G
erber, H

istorisch-Biographisches Lexicon der Tonkünstler  (Leipzig: Johann G
ottlob Im

m
anuel B

reitkopf, 1790-

1792).
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（
32
） H

ans H
einrich Eggebrecht, ‘ W

althers M
usikalisches Lexikon in seinen term

inologischen Partien’ , Acta M
usicologica,  29/1 (1957), 

pp. 24ff.

（
33
） 
エ
ッ
ゲ
ブ
レ
ヒ
ト
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
手
稿
の
所
蔵
番
号
を
ウ
ィ
ー
ン
楽
友
協
会
資
料
館
のSign. 878, A

. 5.

と
注
記
し
て
い
る
が
（
同

論
文
、
二
五
頁
、
注
58
を
参
照
）、
筆
者
が
同
館
長
の
オ
ッ
ト
ー
ビ
ー
バ
氏
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、698/17

と
い
う
所
蔵
番
号
の
も
と
で

管
理
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
調
査
の
限
り
、
エ
ッ
ゲ
ブ
レ
ヒ
ト
の
こ
の
言
及
以
来
、
こ
の
ヴ
ァ
ル
タ
ー
『
音
楽
辞
典
』
の

改
訂
版
に
関
す
る
研
究
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

（
34
） 

ヴ
ァ
ル
タ
ー
が
一
七
三
二
年
版
に
つ
い
て
行
お
う
と
し
て
い
た
具
体
的
な
改
訂
、
追
加
の
内
容
に
つ
い
て
は
、Eggebrecht, pp. 25-27

を
参
照
。

（
35
） Eggebrecht, p. 27. ‘ lat. bedeutet einen C
ontrapunct in gem

einem
 Verstande, oder eine C

om
position’ .

（
36
） W

alther, s. v. ‘ C
ontrapunct’ .

（
37
） Sébastien de B

rossard, Pictionnaire de m
usique  (Paris: C

hristophe B
allard, 1703), s. v. ‘ C

ontrepoint’ , ‘ En general toute 

com
position qui fait H

arm
onie est C

ontrepoint’ .

（
38
） G

oerge B
. Stauffer, ‘ Johann M

attheson and J. S. B
ach: the H

am
burg C

onnection’  in N
ew

 M
attheson Studies , ed. by G

eorge J. 

B
uelow

 and H
ans Joachim

 M
arx (C

am
bridge: C

am
bridge U

niversity Press), p. 354.

（
39
） R

. P. M
einrado 

［sic.

］ Spiess, Tractatus M
usicus com

positorio-practicus (A
uguspurg: Johann Jacob Lotters, 1745).

（
40
） D

ietrich B
artel, M

usica Poetica: M
usical-Phetorical Figures in G

erm
an Baroque M

usic  (Lincoln and London: U
niversity of 

N
ebraska Press, 1997), p.144.

（
41
） 

同
書
で
はSym

phoniurgia

に
続
い
て
ハ
ル
モ
ニ
カ
（H

arm
onica

）
と
い
う
見
出
し
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
マ
ッ
テ
ゾ
ン

の
著
作
へ
の
参
照
指
示
が
削
除
さ
れ
て
い
る
以
外
は
、
前
節
で
参
照
し
た
ヴ
ァ
ル
タ
ー
『
音
楽
辞
典
』
の
ハ
ル
モ
ニ
カ
の
記
述
と
同
一
で
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あ
る
。

（
42
） Spiess, p. 113.

※
付
記

　
本
研
究
は
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
奨
励
賞
（16J00062

）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。


