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音
楽
と
は
か
つ
て
は
世
界
知
や
宇
宙
論
の
表
現
で
あ
っ
た
。

パ
プ
ア
・
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
神
秘
な
笛
の
合
奏
と
巨
大
な
丸

太
ド
ラ
ム
の
と
ど
ろ
き
、
ま
た
わ
が
国
の
御み

神か
ぐ
ら楽

の
「
天あ

ま

つ

風
」
で
あ
る
笛
の
音
と
「
常と

こ

世よ

の
波
」
で
あ
る
和わ

琴ご
ん

の
ひ
び

き
は
、
い
ず
れ
も
父
な
る
天
と
母
な
る
地
ま
た
は
水
を
あ
ら

わ
し
、
宇
宙
の
幽
玄
を
伝
え
て
い
た
。
ガ
ム
ラ
ン
や
イ
ン
ド

古
典
音
楽
、
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ー
ム
古
典
音
楽
な
ど
、
諸
文

明
の
音
楽
が
音
に
よ
る
宇
宙
論
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。

　

西
欧
近
代
の
音
楽
で
も
、
バ
ッ
ハ
や
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
あ
る

い
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
や
バ
ル
ト
ー
ク
と
い
っ
た
偉
大
な
作

曲
家
た
ち
が
、
決
定
的
な
瞬
間
に
世
界
知
や
宇
宙
論
の
き
ら

め
き
を
描
き
だ
し
て
い
た
。
し
か
し
全
体
と
し
て
は
社
会
の

世
俗
化
と
と
も
に
し
だ
い
に
人
間
の
感
情
、
し
か
も
作
曲
家

個
人
の
主
観
的
な
感
情
を
う
た
う
こ
と
に
専
念
し
、
音
楽
の

こ
の
根
源
を
見
失
っ
て
い
っ
た
。
宗
教
音
楽
で
さ
え
、
神
や

神
の
子
の
事
跡
へ
の
個
人
的
・
主
観
的
な
憧
れ
や
情
念
の
表

現
で
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
む
ず
か
し
く
い
え
ば
「
主

観
性
の
音
楽
」
は
、
す
で
に
そ
の
限
界
に
よ
っ
て
没
落
を
予
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告
さ
れ
て
い
た
。
二
十
世
紀
音
楽
の
混
乱
や
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
そ
の

当
然
の
帰
結
で
あ
る
。

　

だ
が
二
十
一
世
紀
の
い
ま
、
世
界
の
危
機
に
対
応
し
て
、
音
楽
に

お
け
る
世
界
知
や
宇
宙
論
の
復
活
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
か
つ
て
ゲ

ー
テ
が
提
唱
し
た
「
世
界
文
学
」
の
よ
う
に
、
各
種
族
の
多
様
な
文

化
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
ら
相
互
を
つ
ら
ぬ
い
て
交
流
す
る
「
世

界
音
楽
」
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
認
識
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、「
世
界
音
楽
」
と
は

な
に
か
を
探
り
、
ま
た
「
世
界
音
楽
」
の
実
践
者
を
迎
え
、
音
楽
を

通
じ
て
新
し
い
知
の
方
向
を
見
定
め
る
こ
こ
ろ
み
を
行
う
こ
と
に

な
っ
た
。「
世
界
音
楽
」
の
実
践
者
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
作
曲

家
の
西
村
朗
さ
ん
で
あ
る
。
古
今
東
西
の
音
楽
に
精
通
し
、
ア
ジ
ア

の
世
界
観
や
宇
宙
論
に
深
く
触
れ
、
自
作
に
近
代
の
主
観
性
の
音
楽

を
超
え
る
力
を
表
現
し
て
い
る
西
村
さ
ん
を
迎
え
、
大
い
に
語
り
合

い
、
聴
衆
を
含
め
て
交
流
し
た
い
。

　

音
楽
愛
好
家
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
や
知
の
現
状
を
深
く
憂
え
る

ひ
と
び
と
に
も
ぜ
ひ
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
新
し
い
知
の
磁
場
を
つ

く
り
だ
し
て
い
き
た
い
。
わ
れ
わ
れ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
新
し

い
知
の
形
成
で
あ
る
。

「世界音楽」とはなにか

北沢方邦

プログラム
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主
観
性
を
超
え
る
音
楽

北
沢　

こ
の
何
十
年
来
の
作
曲
界
の
動
き
全
部
を
掌
握
し

て
い
る
わ
け
で
は
全
然
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
、
西
村
朗
さ
ん

と
新
実
徳
英
さ
ん
は
や
は
り
傑
出
し
た
日
本
の
現
代
作
曲

家
だ
な
と
、
ず
っ
と
畏
敬
の
念
を
持
ち
続
け
て
き
ま
し
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
音
楽
と
い
う
の
は
私
に
言
わ
せ
れ
ば

主
観
性
の
音
楽
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
そ
の
も
の
が
主
観
性

の
文
明
だ
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
い
い
と
思
う
ん
で
す
。
そ

の
な
か
で
も
バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
主
観
性
と
古
典
時
代
の
主

観
性
は
違
う
し
、
ロ
マ
ン
派
時
代
も
違
う
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ

ー
か
ら
武
満
徹
さ
ん
に
至
る
ま
で
も
別
の
主
観
性
が
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
け
ど
、
そ
う
い
う
デ
カ
ル
ト
の
二
元
論
以

来
主
観
性
の
枠
を
き
ち
っ
と
作
り
上
げ
て
、
そ
の
中
に
映

る
現
象
を
認
識
し
、
感
じ
て
い
く
、
大
雑
把
に
言
え
ば
そ

ん
な
こ
と
で
す
。
し
か
し
世
界
の
音
楽
や
文
明
は
、
主
観

性
に
と
ら
わ
れ
ず
、
宇
宙
を
表
現
す
る
も
の
が
む
し
ろ
多

い
。
西
村
さ
ん
や
新
実
さ
ん
の
作
品
や
考
え
方
は
始
め
か

ら
主
観
性
の
枠
を
超
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
う
か
、
壊

し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
う
か
、
そ
こ
が
す
ご
い
な
と
思

う
ん
で
す
。
私
は
も
ち
ろ
ん
作
曲
が
専
門
で
も
な
い
し
、

芸
術
の
批
評
と
か
哲
学
と
か
思
想
と
か
に
ず
っ
と
関
心
を

持
っ
て
き
た
ん
で
す
け
ど
、
や
は
り
三
十
代
の
終
わ
り
ご

ろ
ま
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
主
観
性
と
い
う
も
の
を
無

意
識
に
前
提
と
し
て
も
の
を
考
え
て
き
た
。
で
す
か
ら
主

観
・
客
観
の
対
立
と
い
う
も
の
を
棚
上
げ
に
す
る
な
ん
て

思
い
も
寄
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た
ら
、た
ま
た
ま
レ
ヴ
ィ
・

ス
ト
ロ
ー
ス
の
構
造
主
義
と
い
う
考
え
方
で
見
事
打
ち
砕

か
れ
て
、
あ
、
こ
れ
は
す
ご
い
な
と
思
っ
た
の
が
始
め
な

ん
で
す
け
ど
、
私
に
言
わ
せ
れ
ば
主
観
性
の
枠
組
み
を
始

め
か
ら
超
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
一
体
な
ぜ
だ
ろ
う
と

い
う
と
こ
ろ
が
興
味
津
津
で
、
西
村
さ
ん
に
お
聞
き
し
て

み
た
い
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

西
村　

か
つ
て
音
楽
と
い
う
の
は
た
と
え
ば
神
と
か
宗
教

と
か
と
す
ご
く
関
係
が
あ
り
ま
し
た
。
音
楽
と
い
う
以
前

に
音
と
い
っ
て
も
い
い
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
伝
統
は

世
界
の
ど
こ
に
で
も
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
作
曲
家
が
作

曲
と
い
う
行
為
に
入
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
次
第
に
そ
う

い
う
宗
教
的
要
素
か
ら
個
人
の
思
索
と
か
美
意
識
と
か
価

値
観
と
か
、
あ
る
い
は
作
曲
ゆ
え
の
作
曲
と
か
、
そ
う
い

う
よ
う
な
形
に
向
か
い
、
神
的
な
も
の
、
個
人
を
超
え
る

も
の
と
距
離
を
置
い
て
、
あ
る
い
は
隔
絶
し
て
い
っ
た
。

そ
う
い
う
こ
と
を
私
も
割
合
早
い
時
期
か
ら
感
じ
て
い
た

ん
で
す
。
西
洋
の
ロ
マ
ン
主
義
音
楽
に
至
る
ま
で
の
経
緯
、

現
代
音
楽
に
至
る
ま
で
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
け
ど
、
宗

教
音
楽
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
衰
微
し
た
と
い
う
印
象
を
持

っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
の
世
代

が
こ
れ
か
ら
作
曲
す
る
と
き
、
い
ま
ま
で
は
欠
落
し
て
い

た
よ
う
な
部
分
に
対
し
て
積
極
的
に
行
動
を
と
っ
て
い
く

こ
と
が
な
ん
ら
か
の
意
味
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
、
宗
教
的
な
も
の
へ
の
関
心
は
わ
り
に
早
く
か
ら

あ
り
ま
し
た
。
宗
教
的
な
も
の
と
の
出
会
い
に
よ
り
個
人

の
個
の
表
現
か
ら
、
個
か
ら
の
解
放
、
ト
ラ
ン
ス
す
る
よ

う
な
も
の
を
自
己
体
験
と
し
て
も
音
楽
の
創
作
の
中
で
み

ず
か
ら
導
い
て
み
た
い
と
。
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
作
品
ひ

と
つ
ひ
と
つ
は
も
ち
ろ
ん
西
村
朗
の
ナ
ン
ト
カ
と
い
う
曲

で
は
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
私
個
人
の
署
名
が
云
々
で
は
な

く
て
、
私
が
ト
ラ
ン
ス
す
る
手
段
と
し
て
存
在
す
る
わ
け

で
す
か
ら
、
作
品
が
閉
じ
て
な
い
と
い
う
か
、
個
々
の
作

品
の
自
立
性
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
自
分

の
作
品
の
特
徴
か
な
と
あ
る
時
期
思
っ
た
り
も
し
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
完
結
性
の
強
い
作
品
も
構
造
的
に
は
あ
る
ん
で

す
け
ど
、
構
造
の
問
題
で
は
な
く
て
意
図
と
し
て
は
閉
じ

て
い
な
い
、
こ
の
主
観
性
と
い
う
も
の
に
捕
わ
れ
て
は
い

な
い
と
思
う
ん
で
す
。

北
沢　

イ
ン
ド
と
か
か
ら
影
響
を
受
け
ら
れ
て
い
る
し
、

そ
こ
に
至
る
に
は
杉
浦
康
平
さ
ん
の
影
響
が
大
き
い
と
思

い
ま
す
が
、
そ
の
へ
ん
を
も
う
少
し
お
聞
き
し
た
い
の
で

す
が
。

杉
浦
康
平
と
曼
荼
羅
の
世
界

西
村　

杉
浦
先
生
か
ら
は
イ
ン
ド
と
か
ヒ
ン
ズ
ー
的
世
界

と
か
、
図
像
的
読
み
解
き
と
か
集
合
意
識
と
か
で
非
常
に

刺
戟
を
受
け
ま
し
た
。
ま
た
佐
藤
聰
明
さ
ん
か
ら
は
古
神

道
の
持
っ
て
い
る
穢
れ
と
か
祓
い
と
か
気
配
と
か
、
そ
う

い
う
よ
う
な
も
の
の
影
響
を
す
ご
く
受
け
ま
し
た
。
同
時

期
に
そ
の
お
二
人
と
会
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
北
沢
先
生

の
御
著
書
な
ど
か
ら
も
大
き
な
影
響
を
受
け
ま
し
た
。
よ

う
す
る
に
杉
浦
先
生
の
持
っ
て
い
る
集
合
意
識
的
な
も
の

は
個
人
の
仕
事
を
超
え
て
、
し
か
し
全
体
と
し
て
は
あ
る

ひ
と
つ
の
意
識
方
向
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
仕
事

で
す
ね
。『
ア
ジ
ア
の
宇
宙
観
』（
岩
田
慶
治
と
の
共
著
）

な
ん
て
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
集
合
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
音
楽
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
の
き
っ
か
け
に
は
な
り

ま
し
た
。

北
沢　

先
ほ
ど
神
の
問
題
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
け
れ
ど
、
実

は
イ
ン
ド
の
考
え
方
な
ど
に
よ
れ
ば
、
は
じ
め
に
人
間
が

あ
る
の
で
は
な
く
て
、
宇
宙
が
あ
り
世
界
が
あ
り
神
々
が

あ
る
わ
け
で
す
。
神
が
宇
宙
全
体
の
万
全
な
も
の
の
シ
ン

ボ
ル
で
あ
り
表
現
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
が
そ
こ
に
至

り
つ
く
の
は
大
変
な
ん
で
、
む
し
ろ
こ
の
世
と
い
う
の
は

幻
影
の
世
界
、
マ
ー
ヤ
ー
の
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
の
マ
ー

ヤ
ー
の
帳
を
破
ら
な
い
か
ぎ
り
宇
宙
や
神
々
の
世
界
に
は

到
達
で
き
な
い
。
近
代
の
主
観
性
と
い
う
の
は
基
本
的
に

個
々
の
人
間
が
持
っ
て
い
る
主
観
性
で
す
け
ど
、
そ
う
で

は
な
く
て
、
ま
ず
宇
宙
が
あ
っ
て
、
そ
の
一
隅
に
人
間
が

い
る
、
そ
の
人
間
た
ち
は
ほ
ん
ら
い
神
々
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
ん
だ
け
ど
も
、
マ
ー
ヤ
ー
の
帳
に

閉
ざ
さ
れ
て
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
。
そ
れ
を
な
ん
と
か

し
て
破
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
の
手
段
に
た
と
え
ば

ヨ
ー
ガ
の
修
行
と
か
が
あ
り
、
芸
術
も
そ
う
、
イ
ン
ド
の

古
典
音
楽
も
ラ
ー
ガ
と
い
う
森
羅
万
象
を
象
徴
す
る
音
を

使
っ
て
究
極
的
に
は
マ
ー
ヤ
ー
の
帳
を
破
ろ
う
と
い
う
も

の
だ
と
思
う
ん
で
す
。
西
村
さ
ん
の
作
品
を
聴
い
て
い
る

と
本
当
に
マ
ー
ヤ
ー
の
帳
と
い
う
イ
ン
ド
的
な
意
味
で
も

そ
う
な
ん
で
す
が
、
近
代
の
主
観
性
の
帳
が
突
然
ぱ
っ
と

裂
け
て
な
に
か
が
見
え
る
よ
う
に
、
い
つ
も
感
じ
る
ん
で

す
。

西
村　

杉
浦
先
生
か
ら
示
さ
れ
た
沢
山
の
図
像
の
ひ
と
つ

に
京
都
の
東
寺
の
大
き
な
両
界
曼
荼
羅
が
あ
り
ま
す
。
金

剛
界
と
胎
蔵
界
。
金
剛
界
曼
荼
羅
は
観
念
が
抽
象
化
さ
れ

て
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
胎
蔵
界
は
赤
ん
坊
の
よ
う
な
大

日
如
来
を
真
中
に
置
く
よ
う
な
非
常
に
柔
か
く
て
有
機
的

で
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
す
。
杉
浦
先
生
に
も
両
面
あ

っ
て
、
金
剛
界
曼
荼
羅
的
な
非
常
に
頭
の
い
い
方
だ
し
、

も
の
を
割
り
切
っ
て
読
み
取
り
象
徴
化
す
る
力
が
あ
る
。

一
方
で
個
々
の
な
ま
な
ま
し
い
実
存
に
対
す
る
関
心
も
お

持
ち
で
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
せ
め
ぎ
合
う
な
か
で
、
曼
荼
羅

は
き
っ
ぱ
り
真
中
で
分
か
れ
て
い
ま
す
け
ど
も
、
ア
ジ
ア

の
遺
し
て
き
た
多
く
の
図
像
が
タ
ン
ト
ラ
な
ど
い
ろ
い
ろ

な
も
の
の
中
に
投
影
さ
れ
、
杉
浦
先
生
の
ゾ
ー
ン
を
そ
こ

に
形
成
さ
れ
た
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。
私
は
両
界
曼
荼
羅

を
見
る
と
き
、
た
だ
ち
に
胎
蔵
界
曼
荼
羅
に
惹
か
れ
ま
す
。

僕
の
音
楽
も
胎
蔵
界
曼
荼
羅
の
よ
う
で
あ
り
た
い
と
い
つ

も
思
う
ん
で
す
が
、
し
か
し
同
時
に
金
剛
界
曼
荼
羅
か
ら

照
射
し
て
く
る
冷
た
く
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
光
も
常
に
感
じ

て
い
た
い
。
人
間
界
よ
り
も
っ
と
高
い
叡
智
に
行
く
た
め

に
は
金
剛
界
曼
荼
羅
か
ら
の
光
も
自
分
の
作
品
の
中
に
持

ち
た
い
。
杉
浦
先
生
の
お
仕
事
に
惹
か
れ
る
の
は
、
そ
の

中
に
両
方
感
じ
る
か
ら
だ
と
思
う
ん
で
す
。

異
質
性
の
共
存
を
は
か
る
ヘ
テ
ロ
フ
ォ
ニ
ー

北
沢　

い
ま
胎
蔵
界
曼
荼
羅
の
方
に
ま
ず
入
っ
て
い
く
と

お
っ
し
ゃ
っ
た
け
ど
、
た
し
か
に
そ
う
い
う
意
味
で
は
現

代
音
楽
に
は
稀
な
セ
ン
シ
ビ
リ
テ
ィ
と
い
い
ま
す
か
、
肉

感
性
が
あ
る
ん
で
す
。
昔
風
の
日
本
語
の
言
い
方
で
い
う

と
、
色
気
が
あ
る
。
音
の
色
気
と
い
い
ま
す
か
。
西
村
さ

対
談  

広
が
る
音
の
宇
宙
へ

北
沢
方
邦
／
西
村
朗
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ん
の
作
品
は
ヘ
テ
ロ
フ
ォ
ニ
ー
だ
と
一
般
的
に
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
け
ど
、
ヘ
テ
ロ
フ
ォ
ニ
ー
と
い
う
概
念
が
そ
も

そ
も
私
に
言
わ
せ
れ
ば
西
洋
的
な
概
念
で
あ
っ
て
、
西
洋

の
ホ
モ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
音
楽
に
対
し
て
非
西
洋
的
な
も
の
、

あ
る
い
は
未
開
の
音
楽
が
ヘ
テ
ロ
フ
ォ
ニ
ー
で
す
。
例
え

ば
ア
フ
リ
カ
の
ド
ラ
ム
は
五
線
譜
で
書
こ
う
と
す
る
と
何

分
の
何
拍
子
を
い
く
つ
か
縦
に
書
い
て
い
か
な
い
と
書
き

き
れ
な
い
よ
う
な
、
し
か
し
鳴
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
ご
い

統
合
的
な
世
界
を
作
り
出
し
て
い
る
。
そ
れ
を
単
に
ヘ
テ

ロ
フ
ォ
ニ
ー
と
か
へ
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
か
言
っ
て
し
ま
っ
て
、

な
に
が
一
体
そ
れ
を
統
合
し
て
い
る
か
と
い
う
、
そ
こ
に

今
ま
で
目
が
向
い
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
西
村
さ
ん

は
多
分
直
感
的
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
そ
れ
を
は
じ
め
か

ら
き
ち
っ
と
把
握
し
て
、
自
分
の
音
楽
の
中
に
生
か
し
て

い
る
。

西
村　

い
や
、
す
ご
く
苦
し
み
ま
し
た
。
自
分
の
中
で
ヘ

テ
ロ
フ
ォ
ニ
ー
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
自
分
と
し
て
理
論

武
装
し
た
い
と
思
う
わ
け
で
す
。
単
に
西
洋
の
用
語
と
し

て
の
ヘ
テ
ロ
フ
ォ
ニ
ー
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
西
村

の
ヘ
テ
ロ
フ
ォ
ニ
ー
は
こ
ん
な
も
の
だ
と
自
分
で
は
っ
き

り
言
葉
で
認
識
し
、
ま
た
人
に
も
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
は
必
要
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
随
分
苦
し
み
ま
し
た
。
ひ

と
つ
に
は
ヘ
テ
ロ
フ
ォ
ニ
ー
と
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
の
境
界
が

ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
最
初
の
と
っ
か
か
り
に
な

り
ま
し
た
。
例
え
ば
リ
ゲ
テ
ィ
の
マ
イ
ク
ロ
ポ
リ
フ
ォ
ニ

ー
と
い
う
の
は
ヘ
テ
ロ
フ
ォ
ニ
ー
で
は
な
い
、
彼
ら
の
認

識
に
よ
る
と
あ
れ
は
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
な
ん
だ
と
。
で
も
見

方
に
よ
っ
て
は
似
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
自
分
の
ヘ
テ
ロ
フ

ォ
ニ
ー
を
ど
う
位
置
付
け
す
る
か
。「
ポ
リ
」
は
沢
山
の

も
の
、
そ
れ
が
共
存
を
図
る
ん
で
す
が
、
共
存
の
た
め
に

は
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
け
ど
、
な
に
か
共
存
を

許
す
も
う
ひ
と
つ
上
位
の
ル
ー
ル
が
な
い
と
い
け
な
い
。

西
洋
の
場
合
そ
れ
は
和
声
で
す
。
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
体
系
を

共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
沢
山
の
旋
律
が
共
存
で
き
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
と
い
う
点
で
見
れ
ば
「
ホ

モ
」
で
す
。「
ホ
モ
」
の
中
の
「
ポ
リ
」
で
す
。
同
種
性

の
中
に
多
様
性
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
方
向
が
彼
ら
の
創

作
、
多
声
音
楽
の
発
達
史
で
あ
り
、
理
論
的
な
背
景
に
な

っ
て
い
る
。
ヘ
テ
ロ
フ
ォ
ニ
ー
は
そ
れ
と
は
違
う
も
の
で

あ
る
は
ず
な
の
で
、
全
く
異
質
な
も
の
が
共
存
し
う
る
た

め
の
要
素
を
考
え
れ
ば
い
い
わ
け
で
す
。
た
と
え
ば
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
の
ケ
チ
ャ
を
見
ま
す
と
、
ケ
チ
ャ
は
各
パ
ー
ト

が
ち
ょ
っ
と
ず
れ
て
い
ま
す
。
ず
れ
て
い
る
け
ど
も
全
体

と
し
て
一
定
に
近
い
パ
ル
ス
の
流
れ
、
パ
ル
ス
の
反
復
は

そ
れ
自
体
が
ひ
と
つ
の
流
れ
を
形
成
し
ま
す
か
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
が
全
然
違
う
位
置
で
打
点
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
パ
ル
ス
の
共
有
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
そ
れ
ら

は
ひ
と
つ
と
し
て
共
存
で
き
て
い
る
。
こ
れ
を
ポ
リ
フ
ォ

ニ
ー
と
見
る
か
。
僕
の
見
方
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
ヘ
テ
ロ
フ

ォ
ニ
ー
で
い
い
と
思
う
。
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
体
系
で
は
な
い

体
系
で
す
。
こ
の
考
え
を
ピ
ッ
チ
に
持
っ
て
く
る
と
、
非

常
に
近
距
離
に
あ
る
ピ
ッ
チ
で
近
似
の
動
き
を
し
て
い
る

ふ
た
つ
の
パ
ー
ト
が
あ
る
と
す
る
と
、
動
き
が
非
常
に
似

て
い
て
ピ
ッ
チ
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
だ
か
ら
、
同
一
の
も
の

と
知
覚
さ
れ
う
る
範
囲
に
あ
る
、
あ
る
い
は
類
で
あ
る
、

し
か
し
違
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
こ
れ
も
ま
た
ヘ
テ
ロ

フ
ォ
ニ
ー
で
あ
ろ
う
と
。
こ
う
い
っ
た
線
の
流
れ
、
あ
る

い
は
パ
ル
ス
の
流
れ
、
そ
こ
か
ら
も
っ
と
大
き
な
運
動
の

方
向
の
流
れ
ま
で
も
展
開
で
き
る
、
何
種
類
か
の
タ
イ
プ

分
類
し
た
ヘ
テ
ロ
フ
ォ
ニ
ー
を
自
分
な
り
に
考
え
た
ん
で

す
。
さ
ら
に
言
葉
を
変
え
て
言
う
な
ら
ば
、
西
洋
の
ポ
リ

フ
ォ
ニ
ー
は
同
一
性
の
中
に
多
様
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
、

し
か
し
私
の
言
う
ヘ
テ
ロ
フ
ォ
ニ
ー
は
異
質
性
の
共
存
を

図
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
へ
落
ち
着
い
た
ん
で

す
。

ヘ
テ
ロ
フ
ォ
ニ
ー
を
統
合
す
る
も
の
は
な
に
か

北
沢　

私
も
そ
れ
ほ
ど
沢
山
西
村
さ
ん
の
作
品
を
聴
い
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
技
術
的
に
細
か
い
指
摘
や
分

析
は
で
き
な
い
ん
で
す
け
ど
、
西
村
さ
ん
の
言
う
ヘ
テ
ロ

フ
ォ
ニ
ー
は
大
き
く
分
け
て
ふ
た
つ
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

持
続
の
ヘ
テ
ロ
フ
ォ
ニ
ー
、
つ
ま
り
同
質
で
あ
り
な
が
ら

異
質
な
も
の
を
ふ
く
む
も
の
が
ず
っ
と
持
続
し
て
動
い
て

い
く
と
い
う
。
そ
れ
と
も
う
ひ
と
つ
は
「
ケ
チ
ャ
」
と
か

「
鳥
の
ヘ
テ
ロ
フ
ォ
ニ
ー
」
な
ん
か
に
出
て
く
る
パ
ル
ス

的
な
、
リ
ズ
ム
的
な
ヘ
テ
ロ
フ
ォ
ニ
ー
。
そ
の
ふ
た
つ
が

ま
た
様
々
な
形
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
り
し
て
出
て
く
る
。

さ
っ
き
金
剛
界
と
胎
蔵
界
の
お
話
を
な
さ
っ
た
け
ど
、
西

村
さ
ん
の
中
に
も
実
は
、
別
に
持
続
の
ヘ
テ
ロ
フ
ォ
ニ
ー

が
金
剛
界
で
リ
ズ
ム
的
な
も
の
が
胎
蔵
界
と
い
う
意
味
じ

ゃ
な
い
ん
で
す
け
ど
、
表
現
と
し
て
現
れ
て
く
る
そ
の
ふ

た
つ
の
も
の
と
そ
の
様
々
な
組
み
合
わ
せ
の
中
に
金
剛
界

と
胎
蔵
界
と
の
コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ン
ス
、
照
応
関
係
が
ひ
と

つ
の
作
品
の
中
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

西
村　

そ
れ
は
望
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
ん
で
す
。

な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
だ
け
で
。

北
沢　

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
言
う
と
プ
ル
シ
ャ
と
プ
ラ

ク
リ
テ
ィ
の
対
立
で
す
。
プ
ル
シ
ャ
と
い
う
の
は
宇
宙
の

法
と
か
法
則
を
担
う
抽
象
的
な
も
の
で
、
プ
ラ
ク
リ
テ
ィ

は
実
質
的
な
質
量
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
含
む
混
沌
と
し
た
実

体
を
言
う
。
そ
の
ふ
た
つ
が
お
互
い
に
コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ン

ス
し
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
し
、
西
洋
風
に
言
え
ば
弁
証
法
的

に
絡
ま
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
が
動
い
て
い
く
。
そ

の
プ
ル
シ
ャ
的
な
も
の
が
金
剛
界
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、

プ
ラ
ク
リ
テ
ィ
的
な
も
の
が
胎
蔵
界
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ

て
い
る
の
で
す
け
ど
、
た
し
か
に
西
村
さ
ん
の
作
品
に
は

プ
ラ
ク
リ
テ
ィ
的
な
実
体
性
が
あ
る
。
哲
学
で
い
う
と
ス

ピ
ノ
ザ
の
実
体
（
ス
ブ
ス
タ
ン
シ
ア
）
の
概
念
は
ま
さ
に

そ
れ
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
直
接
イ
ン
ド
哲
学
を
知
っ
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
実
に
イ
ン
ド
的
な

ん
で
す
ね
。
そ
の
実
体
概
念
、
つ
ま
り
宇
宙
に
充
満
し

て
い
る
な
に
か
、
波
の
よ
う
な
も
の
で
も
あ
り
光
の
よ

う
な
も
の
で
も
あ
る
、
そ
う
い
う
も
の
を
彼
は
実
体
と

称
し
、
そ
れ
が
実
は
神
な
ん
だ
と
言
う
。
そ
の
影
響
を

受
け
て
い
る
の
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
界
や
芸
術
界
の

中
で
異
端
の
系
列
で
、
ゲ
ー
テ
と
か
に
続
い
て
い
る
。

そ
う
い
う
プ
ル
シ
ャ
と
プ
ラ
ク
リ
テ
ィ
の
対
立
す
る
全

体
と
し
て
の
実
体
、
や
は
り
究
極
的
に
は
そ
こ
に
人
間

を
到
達
さ
せ
る
の
が
芸
術
で
あ
り
思
想
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。
ヘ
テ
ロ
フ
ォ
ニ
ー
を
な
に
が
統
合
し
て
い
る
か

が
問
題
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
け
ど
も
、
実
は
そ
こ
に
表
現

さ
れ
て
い
る
も
の
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
そ
の
人
が
持
っ

て
い
る
一
番
根
本
的
な
思
想
と
言
っ
て
も
い
い
し
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
と
言
っ
て
も
い
い
の
だ
け
ど
も
、
な
に
か
そ

の
人
の
存
在
が
か
か
わ
っ
て
い
る
或
る
も
の
、
そ
れ
が
し

か
も
イ
ン
ド
的
に
言
え
ば
究
極
に
は
宇
宙
の
本
質
と
一
体

化
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
な
の
で

す
。
ガ
ム
ラ
ン
も
非
常
に
ヘ
テ
ロ
フ
ォ
ニ
ー
的
な
も
の
で

す
が
、
じ
ゃ
あ
な
に
が
統
合
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
ク

ン
ダ
ン
を
叩
く
人
が
拍
子
の
転
換
を
司
っ
て
い
る
か
ら
一

見
西
洋
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
指
揮
者
の
よ
う
に
見
え
る
け

ど
、
実
は
彼
は
自
分
の
主
観
性
で
そ
れ
を
や
っ
て
い
る
わ

け
で
は
毛
頭
な
い
ん
で
、
伝
統
的
に
こ
う
い
う
も
の
だ
と

伝
承
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
実
は
そ
の
伝
承
さ

れ
て
い
る
も
の
は
彼
ら
に
と
っ
て
は
人
間
を
超
え
た
も
の

か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
そ
こ
な
ん
で
す

ね
。
そ
れ
が
つ
ま
り
全
体
を
統
括
す
る
基
本
的
な
統
合
性

を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

西
村　

だ
か
ら
イ
ン
ド
の
ナ
ー
ダ
・
ブ
ラ
フ
マ
ー
、
宇
宙

音
み
た
い
な
の
が
背
景
で
ず
っ
と
鳴
っ
て
い
る
と
か
五
度

が
ず
っ
と
響
い
て
い
る
と
い
う
の
は
す
ご
く
よ
く
わ
か
る

感
覚
な
ん
で
す
。
ブ
ラ
フ
マ
ン
、
ア
ー
ト
マ
ン
と
イ
ン
ド

哲
学
で
言
い
ま
す
が
、
ア
ー
ト
マ
ン
的
な
行
為
が
さ
ん
ざ

ん
な
さ
れ
て
も
、
そ
れ
を
ブ
ラ
フ
マ
ン
的
世
界
が
包
ん
で

い
る
か
ら
実
は
一
体
の
も
の
な
ん
で
す
。
ト
ラ
ン
ス
パ
ー

ソ
ナ
ル
な
ん
て
い
う
の
が
最
近
流
行
り
に
な
っ
て
い
ま
す

け
ど
、
僕
は
非
常
に
関
心
あ
る
と
こ
ろ
で
、
個
か
ら
ト
ラ

ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
集
合
の
光
の
中
へ
つ
な
が
っ
て
い
く

ト
ン
ネ
ル
の
よ
う
な
役
割
を
自
分
の
音
楽
が
す
る
と
す
ご
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く
い
い
な
と
思
っ
た
り
も
し
ま
す
。

身
体
性
の
回
復
と
「
世
界
音
楽
」

北
沢　

近
代
の
主
観
・
客
観
の
哲
学
や
科
学
で
一
番
欠
如

し
て
い
た
の
は
そ
う
い
う
プ
ラ
ク
リ
テ
ィ
的
な
も
の
と
い

い
ま
す
か
、
人
間
で
い
え
ば
体
、
身
体
で
す
よ
ね
。
そ
う

い
う
身
体
的
な
も
の
が
実
は
同
時
に
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ

ル
で
あ
っ
て
、
し
か
も
プ
ル
シ
ャ
的
と
い
う
か
宇
宙
の
ブ

ラ
フ
マ
ン
で
す
ね
、
そ
れ
と
自
分
の
ア
ー
ト
マ
ン
が
一
体

と
な
る
状
況
が
そ
こ
に
生
ず
る
。
す
べ
て
の
表
現
と
い
う

も
の
は
身
体
性
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
宇
宙
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
ん
だ
と
い
う
そ
の
観
点
が
一
番
近

代
文
明
か
ら
欠
如
し
て
い
た
。
だ
か
ら
環
境
問
題
な
ん
か

が
起
こ
る
の
は
必
然
な
ん
で
す
。
大
宇
宙
や
大
自
然
の
中

の
そ
う
い
う
法
則
に
組
み
込
ま
れ
て
人
間
の
社
会
と
い
う

も
の
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
壊
し
て
主
観
性

と
い
う
も
の
を
打
ち
立
て
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
客
観
的

な
も
の
、
プ
ラ
ク
リ
テ
ィ
的
な
も
の
を
自
分
の
支
配
下
に

お
く
と
い
う
考
え
方
が
環
境
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
人
類

の
未
来
を
危
う
く
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
フ
ィ

ジ
カ
ル
な
も
の
と
の
統
合
性
が
、
い
ま
ま
で
の
大
作
曲
家

た
ち
の
作
品
に
は
あ
る
ん
だ
け
ど
も
、
そ
う
で
な
い
場
合

に
は
主
観
性
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
か
、
あ
る
い

は
フ
ィ
ジ
カ
リ
テ
ィ
が
欠
如
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
ミ
ュ

ジ
ー
ク
・
セ
リ
エ
ー
ル
な
ん
て
い
う
の
は
抽
象
の
極
に
あ

る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
音
楽
の
持
っ
て
い
る
身
体
性

が
ま
っ
た
く
欠
如
し
た
も
の
で
す
。
十
二
音
音
楽
以
来
ミ

ュ
ジ
ー
ク
・
セ
リ
エ
ー
ル
に
至
る
動
き
と
い
う
の
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
芸
術
的
表
現
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
近
代
文
明
、
思
想
、
芸
術
あ
る
い
は
音
楽
の
最
後

の
表
現
で
は
な
い
か
。
西
村
さ
ん
の
音
楽
で
一
番
い
い
な

と
思
う
の
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
音
の
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
喜
び

を
感
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は
さ
き
ほ
ど
西
村

さ
ん
か
ら
お
聞
き
し
た
よ
う
な
本
当
の
意
味
で
の
哲
学
が

あ
る
わ
け
で
す
。

　

実
は
「
世
界
音
楽
」
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
よ
う
か
と

思
っ
て
い
て
、
西
村
さ
ん
と
「
世
界
音
楽
入
門
」
と
い
う

レ
ク
チ
ャ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
を
や
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
ん

で
す
。
ゲ
ー
テ
は
「
世
界
文
学
」
を
提
唱
し
ま
し
た
が
、

そ
う
い
う
と
非
常
に
誤
解
さ
れ
る
の
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
あ
れ
は
結
局
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
近
代
の
、
し
か
も
ハ
イ
パ
ー
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
文
化

や
な
に
か
が
世
界
に
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
現
象
で
あ
り
、

そ
れ
は
逆
に
か
つ
て
の
植
民
地
主
義
と
同
じ
よ
う
に
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
固
有
の
文
化
の
多
様
性
を
押
し
流
し
て
い
く

と
い
う
悪
い
側
面
が
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は

便
利
に
な
っ
た
反
面
、
非
常
に
大
き
な
危
険
を
含
ん
で
い

る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
乗
っ
た
音
楽
と
い
う
意
味
で
は
ま

っ
た
く
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ゲ
ー
テ
の
場
合
に
も
ず
っ
と

ド
イ
ツ
固
有
の
も
の
を
民
謡
風
の
詩
な
ん
か
で
表
現
し
て

い
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
ゲ
ー
テ
だ
け
で
な
く
て
遡
れ
ば
ヘ

ル
ダ
ー
と
か
レ
ッ
シ
ン
グ
と
か
あ
の
当
時
の
非
常
に
浅
薄

な
啓
蒙
的
合
理
思
想
に
反
発
し
た
人
た
ち
が
持
っ
た
思
想

な
わ
け
で
、
そ
れ
を
超
え
て
も
っ
と
普
遍
的
な
も
の
は
な

に
か
と
い
う
こ
と
で
、
中
近
東
と
か
、
さ
ら
に
中
国
ま
で

行
き
、「
西
東
詩
篇
」
な
ど
を
書
い
て
、
そ
の
上
で
彼
は

世
界
文
学
を
提
唱
し
た
。
そ
の
世
界
文
学
は
そ
れ
ぞ
れ
の

種
族
固
有
の
考
え
方
の
上
に
立
つ
、
立
た
な
け
れ
ば
世
界
に

通
用
す
る
芸
術
は
で
き
な
い
ん
だ
と
い
う
意
味
で
の
世
界
文

学
な
ん
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
読
む
人
々
と
い
う
意
味
で
世

界
市
民
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
わ
け
で
す
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
は
ゲ
ー
テ
と
呼
応
し
て
そ
う
い
う
世
界
音
楽
、
そ
の
聴
衆

と
し
て
の
世
界
市
民
と
い
う
も
の
を
想
定
し
て
、
と
く
に
彼

の
晩
年
の
音
楽
は
書
か
れ
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。

さ
き
ほ
ど
話
し
た
よ
う
に
、
西
村
さ
ん
や
新
実
さ
ん
だ
け
で

は
な
く
て
世
界
的
に
、
世
代
的
に
も
同
質
の
方
向
あ
る
い
は

同
一
の
方
向
で
狭
い
近
代
性
を
脱
却
し
よ
う
と
い
う
動
き
が

な
ん
と
な
く
、
ば
ら
ば
ら
な
形
で
あ
る
け
ど
も
現
れ
て
き
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
場
合
に
も
伝
統
性

と
は
一
体
な
に
か
と
か
、
自
分
の
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
は
な
に
か
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
西
村
さ

ん
の
場
合
は
非
常
に
強
力
に
統
合
し
て
い
く
し
、
新
実
さ
ん

は
わ
り
に
自
然
体
で
出
て
く
る
よ
う
な
感
じ
で
す
け
ど
、
と

に
か
く
そ
れ
は
非
常
に
す
ば
ら
し
い
試
み
だ
し
、
我
々
も
そ

う
い
う
試
み
に
な
ら
っ
て
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い
き
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

（
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
七
日
、
伊
豆
高
原
の
ヴ
ィ
ラ
・
マ
ー

ヤ
に
て
）

＊
本
対
談
は
雑
誌
「
洪
水
」
第
一
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
を

抜
粋
・
再
構
成
し
た
も
の
で
す
。
編
集
長
の
池
田
康
氏
に
は

ご
協
力
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

時
代
の
息
吹
き
を
表
現
し
な
が
ら
、
し
か
も

時
代
を
超
え
た
芸
術
家
が
存
在
す
る
。
今
日
取

り
上
げ
る
三
人
の
作
曲
家
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
西
村
朗
は
現
存
の
ひ
と
で

あ
り
、
そ
れ
を
語
る
の
は
ま
だ
早
い
。
だ
が
経

済
格
差
を
拡
大
し
、
地
球
環
境
を
危
機
に
陥
れ

て
い
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
負
の
進
展
の
蔭

で
、
通
信
交
通
手
段
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開
に

よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
心
あ
る
ひ
と
び
と
の
間

で
は
異
文
化
理
解
が
進
み
、
人
間
の
文
化
の
多

様
性
こ
そ
が
、
人
類
の
知
的
創
造
性
の
祝
福
す

べ
き
源
泉
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
ひ
ろ
が
っ
て

い
る
。
西
村
朗
は
こ
う
し
た
先
進
的
な
芸
術
家

の
ひ
と
り
で
あ
り
、
音
を
通
じ
て
ア
ジ
ア
的
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
も
い
う
べ
き
現
象
の

根
源
に
あ
る
も
の
を
探
ろ
う
と
し
て
い
る
。
だ

が
同
時
に
そ
の
探
求
は
、「
近
代
」
の
地
平
を

離
陸
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
代
の
先
駆
的
な
息

吹
き
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
時
代
を
超

え
た
永
遠
な
も
の
へ
の
志
向
を
示
し
て
い
る
。

　

ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
と
バ
ル
ト
ー
ク
を
取
り
上
げ

る
の
は
、
私
の
レ
ク
チ
ャ
ー
の
流
れ
に
沿
っ
た

も
の
で
は
あ
る
が
、
彼
ら
も
ま
さ
に
時
代
の
息

吹
き
を
先
駆
的
に
伝
え
、
か
つ
そ
れ
を
超
え
た

表
現
を
追
究
し
た
芸
術
家
で
あ
る
。

　
「
世
紀
末
」
の
混
沌
と
頽
廃
の
な
か
か
ら
、

真
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
（
サ
イ
ー
ド
は
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
負
の
側
面
し
か
み
て
い
な

い
）
に
目
覚
め
、
音
楽
を
近
代
の
主
観
性
の
束

縛
か
ら
解
き
放
っ
た
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
。
そ
の
ド

ビ
ュ
ッ
シ
ー
に
深
く
影
響
さ
れ
、ハ
ン
ガ
リ
ー
、

ト
ル
コ
、
ア
ラ
ブ
な
ど
多
様
な
種
族
の
多
様
な

音
楽
を
採
集
し
、
そ
れ
ら
を
自
身
の
様
式
に
統

合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
暴
力
と
戦
争
に
彩
ら

れ
た
時
代
の
悲
劇
性
を
超
え
る
こ
と
を
意
図
し

た
バ
ル
ト
ー
ク
。

　

三
人
そ
れ
ぞ
れ
の
「
世
界
音
楽
」
の
実
践
の

仕
方
を
、
今
日
は
味
わ
っ
て
ほ
し
い
。

曲
目
解
説ド

ビ
ュ
ッ
シ
ー

金
の
魚
（『
イ
マ
ー
ジ
ュ
Ⅱ
』
第
三
曲
）

Ｃ
・
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
（
一
八
六
二
ー
一
九
一
八
）

の
ピ
ア
ノ
の
た
め
の
組
曲
『
イ
マ
ー
ジ
ュ
』（
全

二
集
）
の
第
一
集
は
、
一
九
〇
四
年
、
第
二
集

は
三
年
後
の
一
九
〇
七
年
に
完
成
、
そ
れ
ぞ
れ

そ
の
翌
年
に
初
出
版
さ
れ
た
。
各
曲
集
は
三
曲

ず
つ
の
組
と
な
っ
て
い
て
、
こ
の
曲
は
第
二
集

の
終
曲
で
あ
る
。「
金
の
魚
」
と
い
う
標
題
の

いま、なぜ、三人の作曲家

北沢方邦

第Ⅰ部  為本章子

由
来
は
諸
説
あ
る
中
で
、
作
曲
者
が
所
有
し
て

い
た
日
本
の
黒
漆
の
蒔
絵
盆
（
写
真
参
照
）
か

ら
霊
感
を
受
け
た
と
い
う
の
が
今
日
最
有
力
で

あ
る
。

一
八
三
〇
年
代
こ
ろ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
諸
芸
術

に
異
国
情
緒
と
い
う
ス
パ
イ
ス
と
し
て
投
入
さ

れ
は
じ
め
た
〈
東
洋
主
義
〉
は
、
世
紀
の
後
半

に
い
た
る
と
、
万
国
博
の
も
た
ら
し
た
非
西
洋

圏
文
化
の
イ
ン
パ
ク
ト
と
も
相
俟
っ
て
、
単
な

る
好
奇
心
、
関
心
以
上
の
価
値
観
の
変
動
を
よ

ん
だ
。
漆
盆
の
蒔
絵
に
描
か
れ
た
魚
の
幽
姿
と

予
期
せ
ぬ
動
き
、
き
ら
め
き
つ
つ
波
紋
を
広
げ

る
水
面
の
光
の
彩
り
が
喚
び
起
こ
す
幻
影
、
そ

れ
ら
自
然
と
想
像
の
絶
妙
な
結
合
を
、「
金
の

魚
」
は
東
洋
か
ら
西
欧
、
工
芸
か
ら
ピ
ア
ノ
曲

へ
と
見
事
に
換
骨
奪
胎
さ
せ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。

全
体
の
構
成
は
、
か
な
り
明
確
な
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｃ
Ａ

Ｄ
Ａ
＋
コ
ー
ダ
と
い
う
ロ
ン
ド
形
式
を
と
り
、
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人
間
個
々
の
存
在
も
ま
た
光
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
光
は
、
宇
宙
的
な
時
間
で
と
ら
え
れ
ば
瞬

時
の
光
芒
に
す
ぎ
ず
、
母
胎
の
大
光
か
ら
滲
み

こ
ぼ
れ
て
、
ま
た
母
胎
へ
と
回
帰
す
る
一
滴
の

雫
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た

一
滴
光
の
、
大
光
へ
の
回
帰
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

を
「
ト
ラ
ン
ス
・
パ
ー
ソ
ナ
ル
」
と
い
う
思
念

の
領
域
に
置
く
こ
と
も
で
き
よ
う
。こ
の
曲
は
、

そ
の
「
ト
ラ
ン
ス
・
パ
ー
ソ
ナ
ル
」
と
い
う
思

念
が
示
す
、
魂
救
済
の
癒
し
の
力
を
持
っ
た
宇

宙
観
・
生
命
観
へ
の
私
の
さ
さ
や
か
な
讚
歌
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
多
数
の
一
滴
光

（
響
き
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
多
様
多
彩
な
色
光

と
し
て
次
々
に
出
現
し
、
瞬
時
輝
き
流
れ
て
消

え
、
母
胎
へ
と
回
帰
し
て
ゆ
く
。
曲
中
に
は
多

様
な
旋
法
と
和
音
、
強
弱
粗
密
急
変
す
る
様
々

な
音
形
と
音
運
動
が
現
れ
、
後
半
に
は
、
一
滴

光
の
波
紋
が
、
母
胎
の
光
の
中
に
滲
み
広
が
る

よ
う
な
共
鳴
弦
効
果
も
設
定
さ
れ
て
い
る
。

（「
蛭
多
令
子
ピ
ア
ノ
リ
サ
イ
タ
ル　

西
村
朗
の

世
界
」〈
二
〇
〇
七
年
九
月
九
日
東
京
文
化
会

館
小
ホ
ー
ル
〉
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
よ
り
）

ヌ
ル
シ
ン
ハ
〈
人
獅
子
〉

（『
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
化
身
』
第
四
曲
）

 N
rsim

ha from
 A

vatara for P
iano

（2002)

『
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
化
身
』
は
、
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・

フ
ロ
ム
・
ジ
ャ
パ
ン
の
委
嘱
に
よ
り
作
曲
さ
れ

た
も
の
で
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
高
橋
ア
キ
さ
ん
に

捧
げ
ら
れ
て
い
る
。
演
奏
所
要
時
間
約
八
十
分

の
こ
の
作
品
は
六
つ
の
曲
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
ら
六
つ
の
曲
の
タ
イ
ト
ル
は

A
vatara 

の
名
前
で
あ
る
。

A
vatara 

と
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
神
ヴ
ィ
シ
ュ

ヌ
の
化
身
を
意
味
し
て
い
る
。
六
つ
の

A
vatara 

に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
ス
ト
ー

リ
ー
が
あ
る
。こ
の
作
品
は
、そ
れ
ら
の
ス
ト
ー

リ
ー
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
て
作
曲

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
ス

ト
ー
リ
ー
を
描
写
し
て
は
い
な
い
。
私
自
身
の

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
よ
っ
て
自
由
に
構
成
さ
れ
て

い
る
。
作
曲
に
あ
た
っ
て
は
、プ
リ
ペ
ア
ー
ド
・

ピ
ア
ノ
や
内
部
奏
法
を
用
い
な
い
こ
と
に
し

た
。
高
橋
ア
キ
さ
ん
の
演
奏
を
イ
メ
ー
ジ
し
つ

つ
、
ピ
ア
ノ
本
来
の
音
色
や
表
現
の
可
能
性
を

私
な
り
に
追
求
し
よ
う
と
試
み
た
。

第
四
曲
「
ヌ
ル
シ
ン
ハ
」
の
ス
ト
ー
リ
ー

か
つ
て
兄
弟
を
殺
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
に
深
い
恨
み
を
持
つ
魔
神
が
い

た
。
そ
の
魔
神
は
、
神
に
も
人
に
も
獣
に
も
殺

さ
れ
な
い
体
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
魔
神

の
息
子
は
熱
心
な
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
信
者
で
あ
っ

た
。
怒
っ
た
魔
神
は
あ
ら
ゆ
る
手
段
で
息
子
を

殺
そ
う
と
し
た
が
失
敗
し
た
。
そ
こ
で
自
ら
の

手
で
殺
そ
う
と
、
息
子
を
呼
び
寄
せ
た
。
息
子

は
父
に
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
偉
大
さ
と
偏
在
性
を
説

き
、
広
間
の
柱
の
中
に
も
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
が
存
在

し
て
い
る
と
言
っ
た
。
父
親
で
あ
る
魔
神
は
そ

れ
を
聞
い
て
激
怒
し
、
柱
を
蹴
っ
た
。
す
る
と

突
然
、
柱
の
中
か
ら
、
半
身
が
ラ
イ
オ
ン
で
、

半
身
が
人
間
と
い
う
ヌ
ル
シ
ン
ハ
の
姿
に
変
身

し
た
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
が
現
れ
、
鋭
い
爪
で
魔
神
を

八
つ
裂
き
に
し
た
。
人
に
も
獣
に
も
殺
せ
な
い

魔
神
を
た
お
す
た
め
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
は
人
と
獣

の
中
間
の
姿
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

（
Ｃ
Ｄ
『
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
化
身
…
高
橋
ア
キ
プ

レ
イ
ズ
西
村
朗
』〈
西
村
朗
作
品
集
六
〉
の
曲

目
解
説
よ
り
抜
粋
）

デ
ュ
オ
ロ
ー
グ

　
　

テ
ィ
ン
パ
ニ
と
ピ
ア
ノ
の
た
め
の

D
uologue for Tim

pani and P
iano (1996)

テ
ィ
ン
パ
ニ
と
ピ
ア
ノ
と
い
う
組
み
合
わ
せ
で

曲
を
構
想
し
始
め
た
と
き
、
頭
に
浮
か
ん
だ
の

は
、
ピ
ア
ノ
を
テ
ィ
ン
パ
ニ
よ
り
も
終
始
低
音

域
で
用
い
る
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。

本
来
、
テ
ィ
ン
パ
ニ
自
体
が
低
音
楽
器
で
あ
る

が
、
ピ
ア
ノ
は
さ
ら
に
低
い
音
域
を
奏
す
る
こ

と
が
で
き
、
し
か
も
最
低
音
域
に
向
か
っ
て
弦

の
響
は
強
靭
強
大
と
な
る
た
め
、
テ
ィ
ン
パ
ニ

と
の
デ
ュ
オ
と
し
て
成
立
可
能
で
あ
ろ
う
と
思

え
た
。

具
体
的
な
曲
想
と
し
て
は
、
上
声
部
の
テ
ィ
ン

パ
ニ
と
下
声
部
の
ピ
ア
ノ
が
、
二
オ
ク
タ
ー
ヴ

の
ユ
ニ
ゾ
ン
を
つ
づ
け
て
、
高
速
度
変
拍
子
の

フ
レ
ー
ズ
を
強
奏
す
る
と
い
う
の
が
、
ま
ず
思

い
浮
か
ん
だ
。
そ
こ
で
考
え
て
、
そ
れ
を
ク
ラ

イ
マ
ッ
ク
ス
に
置
く
形
で
全
体
を
構
成
す
る
こ

と
と
し
、
結
果
的
に
は
、
動
静
強
弱
の
変
化
の

激
し
い
前
半
部
と
、
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ー
チ
ェ
の
テ
ン

ポ
で
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
進
行
す
る
後
半
部
の
二
部

分
よ
り
な
る
曲
と
な
っ
た
。
テ
ィ
ン
パ
ニ
の

パ
ー
ト
は
き
わ
め
て
技
巧
的
で
、
高
度
な
集
中

力
の
持
続
を
要
求
す
る
。
な
お
、
デ
ュ
オ
ロ
ー

グ
（D

uologue

）
と
は
、
対
話
劇
の
こ
と
で

あ
る
。

（
西
村
朗
『
デ
ュ
オ
ロ
ー
グ
』〈
全
音
楽
譜
出
版

社
、
一
九
九
六
〉
よ
り
）

ナ
タ
ラ
ー
ジ
ャ
へ
の
前
奏
曲

　
　

マ
リ
ン
バ
と
ピ
ア
ノ
の
た
め
の

P
relude to N

ataraja for M
arim

ba and 
P

iano　

 (2004)

ヒ
ン
ズ
ー
教
の
神
シ
ヴ
ァ
は
、
舞
踊
王
ナ
タ

ラ
ー
ジ
ャ
と
な
っ
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
踊
る
。

曲
は
、8-7-6-5-2-8-7-6-5-3

と
い
う
疑
似

タ
ー
ラ
（
リ
ズ
ム
周
期
）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

マ
リ
ン
バ
と
ピ
ア
ノ
に
よ
る
「
対
舞
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
で
作
曲
し
た
。
後
半
で
、
マ
リ
ン
バ

に
即
興
演
奏
の
指
示
が
あ
る
。

（
西
村
朗
『
ナ
タ
ラ
ー
ジ
ャ
へ
の
前
奏
曲
』〈
全

音
楽
譜
出
版
社
、
二
〇
〇
六
〉
よ
り
）

ヤ
ン
ト
ラ　
　

打
楽
器
合
奏
の
た
め
の　

Y
antra for P

ercussion E
nsem

ble(2002)

ヤ
ン
ト
ラ
と
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
や
ジ
ャ
イ
ナ

教
に
お
け
る
瞑
想
の
た
め
の
図
像
で
あ
る
。

様
々
な
も
の
が
あ
る
が
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
あ
る

種
の
ヤ
ン
ト
ラ
で
は
、
響
き
の
図
像
化
が
意
図

さ
れ
て
お
り
、
ヤ
ン
ト
ラ
の
中
央
部
に
は
聖
音

リ
ー
ン
と
オ
ム
が
「
描
か
れ
」
て
い
る
。
リ
ー

ン
と
オ
ム
の
聖
音
は
、
無
限
に
広
が
る
波
動
と

な
っ
て
万
物
の
根
源
に
力
を
与
え
、
宇
宙
の
総

体
を
目
覚
め
さ
せ
る
と
い
う
。
こ
の
瞑
想
的
な

音
楽
は
、
そ
う
し
た
ヤ
ン
ト
ラ
に
触
発
さ
れ
て

作
曲
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、同
時
に
、チ
ベ
ッ

ト
仏
教
の
宇
宙
図
「
時
輪
タ
ン
ト
ラ
」
の
美
し

く
神
秘
的
な
幾
何
学
的
文
様
か
ら
も
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
て
い
る
。
多
種
の
金
属
打
楽

器
を
用
い
て
お
り
、
そ
の
残
響
が
ヤ
ン
ト
ラ
の

図
像
的
な
色
彩
音
響
オ
ー
ラ
を
生
じ
さ
せ
る
。

（
書
き
下
ろ
し
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瞑
想
の
パ
ド
マ

P
adm

a in M
editation (1988)

パ
ド
マ
と
は
、
仏
教
の
世
界
に
お
い
て
聖
な
る

花
と
さ
れ
る
紅
色
の
蓮
華
を
示
す
。
Ｃ
Ｄ
『
ケ

チ
ャ
』
の
た
め
に
作
曲
さ
れ
、
全
五
曲
中
の
間

奏
曲
と
し
て
お
か
れ
た
こ
の
曲
は
、
終
始
静
か

な
ド
ロ
ー
ン
（drone

）
が
背
景
に
流
れ
る
。

ド
ロ
ー
ン
は
人
を
瞑
想
に
誘
い
入
れ
、
そ
の
瞑

想
の
中
で
パ
ド
マ
が
秘
め
や
か
に
開
花
す
る
。

（
Ｃ
Ｄ
『
ケ
チ
ャ　

彩
色
打
楽
』〈
一
九
九
八
〉

の
作
品
解
説
よ
り
）

ケ
チ
ャ　
　

六
人
の
打
楽
器
奏
者
の
た
め
の

K
ecak for S

ix P
ercussionists(1978)

ケ
チ
ャ
は
バ
リ
島
の
有
名
な
舞
踊
劇
。
ケ
チ
ャ

の
リ
ズ
ム
分
析
に
よ
り
抽
出
さ
れ
た
四
種
の
リ

ズ
ム･

パ
タ
ー
ン
を
も
と
に
作
曲
。
そ
の
四
種

の
リ
ズ
ム･

パ
タ
ー
ン
は
、
リ
ズ
ム
の
ホ
ケ
ッ

ト
（hocket

）
を
形
成
し
、
曲
中
を
律
動
の
帯

と
な
っ
て
流
れ
る
。
ま
た
リ
ズ
ム･

パ
タ
ー
ン

を
受
け
持
つ
四
人
の
奏
者
は
、tjak,tjak,tjak

…
…
と
い
う
発
声
を
伴
う
。
そ
し
て
そ
の
背
後

でTim
pani

とTubular-B
ell

が
、
イ
ン
ド

のR
aga

の
ひ
と
つ
に
似
た
旋
法
で
劇
的
な
対

話
を
く
り
広
げ
る
。

（
Ｃ
Ｄ
『
ケ
チ
ャ 

彩
色
打
楽
』〈
一
九
九
八
〉

の
作
品
解
説
よ
り
）　　

調
号
も
使
用
し
、
嬰
ヘ
長
調
の
主
和
音
が
開
始

部
と
終
止
に
顕
著
に
現
れ
る
点
な
ど
か
ら
み
る

と
、
伝
統
的
な
西
洋
音
楽
の
書
法
を
骨
格
に
据

え
て
は
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
中
で
全
音
音

階
や
五
音
音
階
の
旋
律
断
片
が
透
か
し
彫
り
の

ご
と
く
交
錯
、
去
来
す
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ

き
は
、
コ
ー
ダ
の
最
後
に
ハ
長

調
と
嬰
へ
長
調
を
併
用
さ
せ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
（
譜
例
参
照
）。

中
世
以
来
、
西
洋
音
楽
の
語
法

で
タ
ブ
ー
視
さ
れ
た
ト
リ
ト
ヌ

ス
（
三
全
音
）
関
係
に
あ
る
調

ど
う
し
を
敢
え
て
複
調
と
し
て

使
用
し
、
そ
の
結
果
引
き
起
こ

さ
れ
た
調
性
の
希
薄
化
が
稀
有

な
る
表
現
性
を
提
示
す
る
。

バ
ル
ト
ー
ク

二
台
の
ピ
ア
ノ
と
打
楽
器
の
た
め
の
ソ
ナ
タ　

S
z1
1
0

Ｂ
・
バ
ル
ト
ー
ク
（
一
八
八
一
ー
一
九
四
五
）

最
円
熟
期
を
代
表
す
る
作
品
の
ひ
と
つ
。
バ
ー

ゼ
ル
の
国
際
現
代
音
楽
家
協
会
（
Ｉ
Ｓ
Ｃ
Ｍ
）

ス
イ
ス
支
部
創
立
十
周
年
記
念
祭
の
た
め
に
委

嘱
さ
れ
、
一
九
三
七
年
に
完
成
。
そ
の
前
年
、

画
期
的
な
成
功
を
収
め
た
『
弦
・
打
楽
器
と
チ
ェ

レ
ス
タ
の
た
め
の
音
楽
』
と
双
璧
を
な
す
作
品
。

初
演
は
翌
三
八
年
、
バ
ー
ゼ
ル
に
て
作
曲
者
夫

妻
が
ピ
ア
ノ
を
、
シ
ー
ッ
セ
ル
と
リ
ュ
ー
リ
ヒ

が
打
楽
器
を
担
当
し
た
。

一
九
三
七
、
三
八
年
と
い
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー

光
の
雫

D
rops in Light

（2007

）

こ
の
ピ
ア
ノ
独
奏
曲
は
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
蛭
多
令

子
さ
ん
の
委
嘱
に
よ
っ
て
二
〇
〇
七
年
の
夏
に

作
曲
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
蛭
多
さ
ん
に
捧
げ

ら
れ
て
い
る
。
曲
の
タ
イ
ト
ル
は
「
光
の
雫
」

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る

「
光
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
母
胎
と
も
言
う

べ
き
宇
宙
的
な
永
遠
の
光
で
あ
る
。
そ
し
て
、

も
激
動
の
時
代
に
あ
っ
た
。
当
初
か
ら
バ
ル

ト
ー
ク
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
威
嚇
に
強
い
危
惧
と

抵
抗
感
を
抱
い
て
い
た
が
、第
二
次
大
戦
直
前
、

愛
す
る
祖
国
に
ナ
チ
ズ
ム
が
弾
圧
の
牙
を
む
き

出
す
に
お
よ
び
、
米
国
へ
の
亡
命
の
決
意
を
固

め
た
の
で
あ
っ
た
。

打
楽
器
は
以
下
の
九
種
で
編
成
さ
れ
る
。
テ
ィ

ン
パ
ニ
が
三
、
木
琴
、
響
線
付
小
太
鼓
、
響
線

な
し
小
太
鼓
（
以
上
第
一
奏
者
）、
懸
垂
シ
ン

バ
ル
、
合
わ
せ
シ
ン
バ
ル
一
対
、
大
太
鼓
、
ト

ラ
イ
ア
ン
グ
ル
、タ
ム
タ
ム（
以
上
第
二
奏
者
）。

ス
コ
ア
に
は
舞
台
上
の
楽
器
の
配
置
、
打
楽
器

用
の
撥
の
種
類
・
太
さ
、
奏
法
に
関
す
る
詳
細

な
指
示
、
各
楽
章
の
所
要
時
間
（
概
算
だ
が
秒

単
位
ま
で
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

第
一
楽
章　
　

９
／
８
拍
子
、
ア
ッ
サ
イ
・
レ

ン
ト
→
ア
レ
グ
ロ
・
モ
ル
ト
、
ソ
ナ
タ
形
式
。

演
奏
時
間
に
し
て
全
曲
の
約
半
分
と
い
う
異
例

の
比
率
を
占
め
る
。
奇
し
く
も
「
金
の
魚
」
と

同
じ
く
嬰
ヘ
音
を
基
と
す
る
開
始
、
か
つ
終
局

で
嬰
ヘ
と
ハ
音
が
拮
抗
す
る
が
、
当
楽
章
は
ハ

音
上
の
空
虚
五
度
で
終
結
。

第
二
楽
章　
　

Ｃ
拍
子
と
３
／
２
拍
子
の
交

替
、
レ
ン
ト
・
マ
・
ノ
ン
・
ト
ロ
ッ
ポ
、
Ａ
Ｂ

Ａ
の
三
部
形
式
。
Ｂ
の
末
尾
に
二
台
の
ピ
ア
ノ

の
カ
デ
ン
ツ
ァ
ふ
う
な
箇
所
が
現
れ
る
。

第
三
楽
章　
　

２
／
４
拍
子
、
ア
レ
グ
ロ
・
ノ

ン
・
ト
ロ
ッ
ポ
。
主
題
は
明
ら
か
に
躍
動
的
な

ロ
ン
ド
的
性
格
を
示
す
が
、
図
式
は
ソ
ナ
タ
形

式
で
あ
る
。
最
後
は
小
太
鼓
のpppp

と

calando

で
空
に
帰
す
る
。
当
ソ
ナ
タ
は
、
一

九
四
〇
年
、『
二
台
の
ピ
ア
ノ
と
打
楽
器
・
管

弦
楽
の
た
め
の
協
奏
曲
』（S

z115

）
に
編
曲

さ
れ
た
。

第Ⅱ部  西村朗
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藤本隆文（ふじもとたかふみ）　

東京音楽大学付属高校、東京音楽大学卒業。
打楽器四重奏団「SHUN-KA-SHU-TOH」
代表。日本管打楽器コンクール打楽器部門
第 2 位。ジュネーヴ国際音楽コンクール第
2 位。ルクセンブルグ国際打楽器コンクー
ル第２位（打楽器四重奏団「SHUN-KA-
SHU-TOH」のメンバーとして）。1993 年
より 11 年間、神奈川フィルハーモニー管弦
楽団ティンパニ奏者を務める一方、打楽器
独奏者として内外の作曲家の作品の初演・
録音等に数多く関わる。またジャズドラマー猪俣猛率いる打楽器
アンサンブル「セパレーション」や「加藤慎一 B Hot Creation」「高
田ひろ子（pf.）藤本隆文（vib.）DUO」等にヴィブラフォン奏者
として参加。ジャズをベースとする即興演奏の領域にも活動の場
を拡げつつある。現在東京芸術大学音楽学部准教授、東京音楽大
学非常勤講師。

西村朗（にしむらあきら）　

東京芸術大学及び同大学院に学ぶ。日本音
楽コンクール作曲部門第１位（1974）、エ
リザベート国際音楽コンクール作曲部門大
賞（1977）、ルイジ・ダルッラピッコラ作
曲賞（1977）、尾高賞（1988・1992・1993・
2008）、中島健蔵音楽賞（1990）、京都音楽
賞［実践部門賞］（1991）、日本現代芸術振
興賞（1994）、エクソンモービル音楽賞

（2001）、第３回別宮賞（2002）、第３６回
サントリー音楽賞（2004）、第 47 回毎日芸
術賞（2005）等を受賞。この他、2002 年度芸術祭大賞に『アルディッ
ティ SQ プレイズ西村朗』（西村朗作品集 5）が、2005 年度芸術
祭優秀賞に『メタモルフォーシス･西村朗室内交響曲』が選ばれる。
現在東京音楽大学教授。2000 年より大阪いずみホールのレジデン
トオーケストラ、いずみシンフォニエッタ大阪の音楽監督を務め
ている。

北沢方邦（きたざわまさくに）　

音楽社会学、科学認識論、構造人類学専攻。
桐朋学園大学教授、信州大学教授、神戸芸
術工科大学・同大学院教授を経て、現在信
州大学名誉教授。音楽社会学の著書に『メ
タファーとしての音』（新芸術社）、『北沢
方邦　音楽入門』（　凡社）など。科学認
識論関係の著書に『知と宇宙の波動』（　
凡社）、『近代科学の終焉』（藤原書店）など。
構造人類学関係の著書に『天と海からの使
信』（朝日出版社）、『日本神話のコスモロ
ジー』、『歳時記のコスモロジー』、『古事記の宇宙論』（いずれも
　凡社）、『感性としての日本思想』（藤原書店）など。２月には
　凡社新書『ヨーガ入門　自分と世界を変える方法』が刊行され
た。哲学・思想、現代日本や世界の政治情勢、古今の音楽、健康
問題など、幅広い内容を鋭く解き明かす語り口には定評がある。

上野信一（うえのしんいち）　

国立音楽大学付属音楽高校を経て同大学を
首席で卒業。武岡賞受賞。1978 年、フラン
ス国立音楽院連合コンクール最上級過程プ
ルミエ・プリを受賞。80 年、パリ国際現代
音楽コンクール・打楽器部門特別賞。82 年、
バルセロナ−マリア・カナルス国際音楽コ
ンクール・ソロ打楽器部門第３位。ストラ
スブール・フィルハーモニーオーケストラ
打楽器奏者、フランス国立トゥールーズ・
キャピトル管弦楽団首席打楽器・ティンパ
ニ奏者を歴任。ソリストとして、またパーカッショングループ

「フォニックス・レフレクション」の主宰者として日本の現代音
楽の新作初演を多数行い、打楽器音楽の啓蒙普及に努めている。
現在国立音楽大学・同付属音楽高校非常勤講師。CDに『PSAPPHA

（プサッファ）』（ムジカ・ヴィヴァンテ）など。近著　（監訳）に　
A・シローン『リズムによるポートレート』（ヤマハ出版）がある。

松永加也子（まつながかやこ）　

国立音楽大学楽理学科卒業。武満徹企画「今
日の音楽」、一柳慧企画「インターリンク・
フェスティバル」「音楽の現在」、サントリー
音楽財団サマーコンサート、「日本の作曲
家 20 世紀へのあゆみ」など、主要な現代
音楽コンサートに多数出演。これまでに 9
回の全作品現代曲によるリサイタルを開
催。日フィル、東響、国立芸術学院管弦楽
団（台湾）、ポーランド・ラジオ・オーケ
ストラなど、内外のオーケストラとソリス
トとしての共演も多い。1986 年第 4 回国際現代音楽ピアノコン
クール第 3 位（フランス）、音楽舞踊新聞主催 90 年度村松賞、94
年度ヴィエナ・モダン・マスターズ国際演奏家録音賞コンペティ
ション第 1 位及び特別賞（オーストリア）等を受賞。94 年の優勝
を記念して発売された CD （VMM 社）は内外で高い評価を受け
ている。現在、北海道教育大学岩見沢校・旭川校准教授、JML セ
ミナー入野義朗音楽研究所講師。

蛭多令子（えびすたれいこ）　

東京芸術大学音楽学部ピアノ科、同大学院
修士課程を経て、1989 年博士課程修了。日
本のピアノ作品の研究と演奏により、同大
学より博士号を得る。お茶の水女子大学文
教育学部講師、埼玉大学教育学部助教授を
経て、現在、同大学同学部および東京学芸
大学大学院連合学校教育学研究科教授。85
年第 1 回日本現代音楽ピアノコンクール優
勝。96 年のリサイタルの成果により、文化
庁芸術祭優秀賞を受賞。99 年より「美里町
遺跡の森ピアノコンクール」審査委員長を、2002 年より文部科学
省教科用図書検定調査審議会臨時委員を務めている。東京、京都、
さいたま、パリ、ソウルなどで、現代の作品を中心としたリサイ
タルを開催。内外の多くのコンサートに出演、東京都交響楽団、
オーケストラ・アンサンブル金沢、東京交響楽団などの楽団や
M. ロストロポーヴィチをはじめとする多くの演奏家と共演。CD
に野田暉行『オード・カプリシャス』、菅野由弘『星の死』、石井
眞木『響きの表象』などがある。

出演者プロフィール

フォニックス・レフレクション

小俣由美子
国立音楽大学卒業。在学中に第６６・６
７回ソロ・室内楽定期演奏会に出演。第
１４回日本クラシック音楽コンクールで
１位なしの第２位、ガラコンサートに出
演。２００７年、JSPMS 主催「若き精鋭
たちによる打楽器の饗宴」に出演、好評
を得る。ソロ、アンサンブル、オーケス
トラ等、それぞれの分野で活動。

石井喜久子
国立音楽大学卒業。第４回打楽器新人演
奏会グランプリ受賞。打楽器奏者として
多岐にわたる音楽シーンで活躍中。洗足
学園音楽大学准教授。岡田知之打楽器合
奏団、アンサンブル・マリンバーナ所属。

大高達士
国立音楽大学首席卒業。谷田部賞受賞。
１９９０年〜９３年、シエナ・ウィンド
オーケストラのティンパニ奏者。その後
フリー。タレントのツアー、ショー、舞台、
ＴＶ収録、スタジオ録音など多方面で演
奏活動する傍ら、指揮者としても活躍中。

小田もゆる
国立音楽大学卒業。第１４回読売中部新
人演奏会、TEPCOコンサート、JTPLAZA

（JT 主催）などに出演。岡田知之打楽器
合奏団、トレイルズブレーザーズ、テン
ピースプラス、竹楽器集団“竹鼓舌”に
所属。東京成徳大学、同短期大学非常勤
講師。

荻原松美
国立音楽大学卒業。在学中よりシエナ・
ウィンドオーケストラに入団、ティンパ
ニおよび打楽器奏者として現在にいたる。
他楽団のエキストラプレーヤーとしても
活動している。長野県小諸高等学校音楽
科非常勤講師。

佐竹尚史
国立音楽大学卒業。在学中の１９９２年、
アジア・ユース・オーケストラに参加し、
マレーシアなど５カ国で演奏旅行をする。
卒業後はドラマーとして、数々のサポー
トワークやバンド活動など、多方面で活
動。

塚越慎子
国立音楽大学を首席で卒業。最優秀生とし
て皇居内桃華楽堂にて御前演奏を行う。第
２回ベルギー国際マリンバコンクール第２
位。第４回世界マリンバコンクール ( 上海）

「TalentAward」受賞。第２回パリ国際マ
リンバコンクール第１位。ベルギー、スイ
スなど海外にも招かれリサイタルを行うな
ど、国内外問わず活動中。

三宅まどか
国立音楽大学卒業。明治安田生命のクオ
リティー・オブ・ライフ文化財団より奨
学金を授与。卒業時武岡賞受賞。卒業演
奏会に出演。読売新人演奏会出演。２０
０７年、JSPMS 主催「若き精鋭たちによ
る打楽器の饗宴」に出演、好評を得る。パー
カッション・ユニット“Tuk-Pak”を結成。
現在各種コンサートやイベントに参加す
る等精力的に活動中。

村田朋子
８歳よりマリンバ、１３歳より打楽器を
始める。国立音楽大学卒業。卒業演奏会
出演。読売新人演奏会に出演。第８回ク
ラシック音楽コンクール第１位。現在ソ
ロ活動の他、吹奏楽や各種ライブ、ツアー
に参加するなど精力的に活動中。

木次谷紀子
国立音楽大学を首席で卒業。武岡賞受賞。
第２回世界マリンバコンクール入選。第
１７回日本打楽器協会新人演奏会グラン
プリ受賞。マリンバ＆パーカッショング
ループ“minimums”メンバー。

新田初美
国立音楽大学卒業。卒業演奏会出演。ス
カイパーフェクト TV 主催スーパークラ
シック・オーディションアンサンブル部
門第１位。マリンバ・デュオ“MARS”
として、エピックレコードジャパンの

「LOVE OUR PLANET」「emu」のレコー
ディングに参加。２００７年、ボルドー
音楽祭 in 横浜に出演。

橋本淳平
４歳よりピアノ、１５歳より打楽器を始
める。２００２年、国立音楽大学入学。
同大学ティンパニ受検者として初の合格
者となる。２００６年同大学卒業。現在、
オーケストラ、吹奏楽における打楽器奏
者、またドラマーとしても活動。

東京オペラシティ / 撮影 大窪道冶

フォニックス・レフレクションは、上野信一を中心とする打楽器アンサンブル。メンバーは、上野の指導のも
とに様々なコンクールで受賞し、国際的な演奏の経験を積んできた、まさに２１世紀をになうソリストたち。





連絡先：知と文明のフォーラム東京支部　TEL/FAX 03-5477-2977


