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⽤
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次
の
⽂
章
は
︑
岡
⽥
暁
⽣
著
﹃
⾳
楽
の
聴
き
⽅
﹄︵
⼆
〇
〇
九
年
出
版
︶
の
⼀
節
で
あ
る
︵
た
だ
し
︑
⼀
部
に
変
更
と
省
略
が
あ
る
︶︒
こ
れ
を
読
ん
で
︑
あ
と
の
問

⼀
三
に
答
え
な
さ
い
︒ 

   

⾳
楽
は
︑
⽂
学
や
美
術
と
⽐
べ
て
⾔
葉
に
し
に
く
い
芸
術
で
あ
る
︒
聴
覚
が
嗅
覚
や
味
覚
と
同
じ
よ
う
に
⼀
種
の
触
覚
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
よ
く
⾔
わ
れ
る
よ
う
に

﹁
触
れ
る
﹂
と
は
﹁
触
れ
ら
れ
る
﹂
こ
と
で
あ
て
︑
聴
体
験
に
お
け
る
﹁
私
﹂
は
響
き
に
織
り
込
ま
れ
︑
ど
こ
ま
で
が
⾃
分
で
︑
ど
こ
か
ら
が
対
象
な
の
か
の
区
別

す
ら
つ
か
な
く
な
て
し
ま
う
︒
対
象
を
客
観
的
に
記
述
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
⾹
⽔
や
ワ
イ
ン
や
料
理
な
ど
と
同
じ
で
あ
る
︒ 

 

と
は
い
え
︑
嗅
覚
や
味
覚
と
⽐
べ
た
と
き
の
︑
⾳
楽
体
験
の
際
⽴
た
特
徴
が
あ
る
︒
そ
れ
は
単
に
⾔
葉
に
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
︑
⾔
語
化

す
る
こ
と
⾃
体
に
対
し
て
︑
し
ば
し
ば
私
た
ち
が
禁
忌
の
意
識
を
感
じ
て
し
ま
う
点
に
あ
る
︒
例
え
ば
私
に
し
て
も
︑
批
評
を
頼
ま
れ
た
演
奏
会
が
素
晴
ら
し
か
た

と
き
ほ
ど
︑
そ
れ
に
つ
い
て
⽂
章
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
ず
ら
わ
し
い
︒
⾔
葉
を
⼝
に
す
る
こ
と
に
罪
悪
感
が
つ
き
ま
と
う
の
だ
︒
お
そ
ら
く
こ
の
畏
れ
の

意
識
は
︑⾳
楽
が
か
つ
て
の
呪
術
の
痕
跡
を
⾊
濃
く
残
す
芸
術
で
あ
る
こ
と
と
︑無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒今
⽇
な
お
⾳
楽
は
︑多
く
の
⼈
に
と
て
神
秘
で
あ
り
︑

魔
術
で
あ
る
︒
魔
法
に
か
か
る
た
め
に
⼈
は
︑
ま
ず
は
合
理
的
な
思
考
を
い
た
ん
停
⽌
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
︒
魔
術
は
⾔
語
を
宙
吊 づ

り
に
し
た
と
こ
ろ
で
初
め
て

成
⽴
す
る
︒
⾔
葉
で
は
到
達
出
来
な
い
何
か
が
そ
こ
に
あ
る
と
信
じ
る
か
ら
こ
そ
︑
私
た
ち
は
か
く
も
深
く
⾳
楽
の
魔
⼒
に
魅
了
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
︒ 

 

し
か
し
な
が
ら
︑﹁
⾳
楽
を
⾔
葉
に
す
る
の
は
難
し
い
﹂
／
﹁
⾔
葉
に
す
る
こ
と
が
た
め
ら
わ
れ
る
﹂
と
い
う
こ
と
と
あ
る
程
度
切
り
離
し
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
は
︑﹁
⾳
楽
を
前
に
し
た
沈
黙
を
こ
と
さ
ら
に
⼈
々
が
聖
化
す
る
よ
う
に
な
た
の
は
⽐
較
的
近
代
に
な
て
か
ら
の
こ
と
だ
﹂
と
い
う
事
実
で
あ
る
︒
つ
ま
り

﹁
⾳
楽
は
⾔
葉
に
出
来
な
い
⁝
⁝
﹂
と
い
う
発
想
⾃
体
は
そ
ん
な
に
古
い
も
の
で
は
な
く
︑
こ
れ
を
⾔
い
出
し
た
の
は
⼀
九
世
紀
︵
正
確
に
⾔
え
ば
⼀
⼋
世
紀
末
︶
の

ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
詩
⼈
た
ち
な
の
だ
が
︑
そ
れ
が
今
⽇
に
⾄
る
ま
で
私
た
ち
の
⾳
楽
の
聴
き
⽅
／
語
り
⽅
に
強
い
縛
り
を
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
︒
⾳
芸
術
が
呪

術
の
末
裔

ま
つ
え
い

で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
に
し
て
も
︑
⼈
々
が
そ
の
﹁
⾔
葉
に
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
神
秘
﹂
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
た
の
は
︑
実
は
近
代
な
の
だ
︒
こ

こ
で
は
ま
ず
︑
か
な
り
込
み
⼊
た
議
論
に
つ
き
あ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
が
︑
⾳
楽
に
つ
い
て
の
﹁
沈
黙
﹂
を
聖
化
し
よ
う
と
す
る
考
え
⽅
の
ル
ツ
に
つ
い

て
︑
少
し
概
観
し
て
お
こ
う
︒ 

 

そ
も
そ
も
⼀
⼋
世
紀
ま
で
の
⻄
洋
の
美
学
体
系
に
お
い
て
⾳
楽
は
︑
詩
や
絵
画
と
⽐
べ
て
格
落
ち
の
⼆
流
芸
術
と
⾒
な
さ
れ
て
い
た
︒
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
え
ば
︑
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⾳
楽
は
明 め

い

晰 せ
き

な
概
念
や
形
を
⽋
い
て
い
て
︑
⼼
地
は
よ
い
け
れ
ど
も
曖
昧
だ
か
ら
で
あ
る
︒
例
え
ば
カ
ン
ト
は
︑
⾳
楽
を
⾹
⽔
や
⾷
事
や
ス
マ
ト
な
会
話
術
の
同
列

に
置
い
て
い
た
︒
⼈
を
⼼
地
よ
く
し
て
は
く
れ
て
も
︑
そ
れ
だ
け
で
は
﹁
芸
術
﹂
と
は
認
め
が
た
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
⼀
⼋
世
紀
後
半
に
出
版
さ
れ
た
ズ
ル
ツ

の
美
学
理
論
の
⼀
節
に
も
︑
次
の
よ
う
に
あ
る
︒ 

﹁
最
後
に
演
奏
会
で
⽤
い
ら
れ
る
⾳
楽
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
︒こ
れ
ら
の
演
奏
会
は
︑単
な
る
時
間
つ
ぶ
し
や
⼿
す
さ
び
の
練
習
の
た
め
に
⾏
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒

そ
こ
に
属
す
る
の
は
協
奏
曲
︑
交
響
曲
︑
ソ
ナ
タ
︑
独
奏
曲
な
ど
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
は
総
じ
て
︑
快
活
で
⼼
地
よ
い
物
⾳
︑
あ
る
い
は
優
雅
で
楽
し
い
け
れ
ど
も
⼼
を

揺
さ
ぶ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
お
し
べ
り
な
ど
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
﹂︒ 

 

今
で
も
例
え
ば
ホ
テ
ル
の
ラ
ウ
ン
ジ
で
流
れ
て
い
る
Ｂ
Ｇ
Ｍ
な
ど
を
堂
々
と
﹁
芸
術
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
よ
う
が
︑
お
そ
ら
く
そ
れ
と
似
た
感
覚
だ
た

の
だ
ろ
う
︒﹁
単
に
気
持
ち
が
い
い
だ
け
／
わ
ざ
わ
ざ
議
論
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
い
﹂︵
同
時
代
の
⽤
語
を
使
え
ば
﹁
快
﹂
で
は
あ
る
が
﹁
美
﹂
で
は
な
い
︶
と
い

う
の
が
︑
⾳
楽
に
つ
い
て
の
当
時
の
⼀
般
的
な
評
価
だ
た
︒ 

 

話
が
複
雑
に
な
る
の
は
ロ
マ
ン
派
の
時
代
に
⼊
り
始
め
て
か
ら
で
あ
る
︒
つ
ま
り
ル
ト
ヴ

ヒ
・
テ

ク
や
Ｅ
・
Ｔ
・
Ａ
・
ホ
フ
マ
ン
や
ジ
ン
・
パ
ウ
ル

と
い
た
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
詩
⼈
た
ち
は
︑
こ
う
し
た
﹁
⾔
葉
が
な
い
か
ら
︑
⾳
楽
は
深
さ
に
⽋
け
る
﹂
と
い
う
従
来
の
論
法
を
︑﹁
⾔
葉
が
な
い
が
故
に
︑
⾳
楽

は
⾔
葉
を
超
越
す
る
﹂
と
い
う
⽅
向
ヘ
⼀
⼋
〇
度
裏
返
し
て
し
ま
た
︒
ホ
フ
マ
ン
は
⾳
楽
を
﹁
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
う
ち
で
最
も
ロ
マ
ン
的
な
も
の
﹂
と
呼
び
︑
次
の

よ
う
に
⾔
う
︒ 

﹁
オ
ル
フ
ウ
ス
の
竪
琴
は
冥
府
の
⾨
を
開
い
た
の
で
あ
る
︒
⾳
楽
は
⼈
間
に
未
知
の
国
を
開
い
て
⾒
せ
て
く
れ
る
︒
そ
こ
は
⼈
間
を
取
り
ま
く
外
部
の
感
覚
世
界
と

は
い
さ
さ
か
の
共
通
点
も
な
い
世
界
で
︑
⼈
間
は
⾔
葉
で
説
明
で
き
る
感
情
を
棄
て
去
て
︑
名
状
し
が
た
い
も
の
に
帰
依
す
る
︒﹇
中
略
﹈
⾳
楽
の
魔
術
的
な
⼒
は
︑

⼆
︑
三
滴
た
ら
せ
ば
ど
ん
な
飲
物
に
も
極
上
の
⾵
味
を
添
え
る
と
い
う
賢
者
の
魔
法
の
霊
液
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
︒
オ
ペ
ラ
で
歌
わ
れ
る
よ
う
な
激
し
い
感
情
︱

愛
︱
憎
し
み
︱
怒
り
︱
絶
望
︱
な
ど
は
い
ず
れ
も
⾳
楽
が
ロ
マ
ン
主
義
の
紫
⾊
の
薄
明
り
で
包
み
こ
み
︑
こ
の
世
で
感
じ
た
も
の
そ
れ
⾃
体
が
我
々
を
こ
の

世
か
ら
連
れ
出
し
︑
無
限
の
国
に
導
い
て
く
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ほ
ど
⾳
楽
の
魔
⼒
は
強
く
︑
し
か
も
ま
す
ま
す
強
⼒
に
な
る
と
す
れ
ば
︑
他
の
芸
術
の
い
か
な
る

束
縛
も
断
ち
切
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
﹂︒ 

 

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ン
に
︽
無
⾔
歌
︾
と
い
う
ピ
ア
ノ
曲
集
が
あ
る
が
︑
こ
の
タ
イ
ト
ルLieder ohne W

orte

︵
直
訳
す
れ
ば
﹁
⾔
葉
の
な
い
歌
﹂︶
は
ロ
マ
ン
派
の

⾳
楽
観
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
︒
⾔
葉
が
途
切
れ
る
と
こ
ろ
で
初
め
て
︑﹁
真
実
の
歌
詩
﹂
が
魔
法
の
よ
う
に
溢あ

ふ

れ
始
め
る
︒
ロ
マ
ン
派
の
芸
術
創
造
の
⽣
命
は

無
限
の
憧
れ
で
あ
て
︑
彼
ら
は
遠
い
彼
⽅
へ
祈
る
よ
う
な
切
な
い
眼
差
し
を
向
け
る
︒
そ
し
て
造
形
芸
術
や
⾔
語
芸
術
と
違
て
形
が
な
い
か
ら
こ
そ
︑
⾳
楽
は
ロ
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マ
ン
派
詩
⼈
の
フ
ン
タ
ジ
を
限
り
な
く
か
き
た
て
て
く
れ
る
︒
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
つ
ま
り
︑
⾳
楽
が
か
つ
て
の
宗
教
に
も
⽐
す
べ
き
祈
り
に
︑
そ
し
て

超
越
的
世
界
の
啓
⽰
の
場
に
な
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒ 

 
実
際
ロ
マ
ン
派
の
⼈
々
は
し
ば
し
ば
︑
宗
教
メ
タ
フ

と
と
も
に
⾳
楽
を
語
る
よ
う
に
な
る
︒
テ

ク
に
と
て
そ
れ
は
﹁
信
仰
の
最
後
の
秘
密
︑
秘
儀
︑
宗

教
の
啓
⽰
﹂
だ
た
︒
ヨ
ハ
ン
・
ゴ
ト
フ
リ
ト
・
ヘ
ル
ダ
は
﹁﹇
⾳
楽
を
﹈
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
も
の
︑
情
景
︑
踊
り
︑
⾝
振
り
︑
さ
ら
に
は
⾳
楽
に
伴
う
⼈

声
か
ら
す
ら
も
区
別
し
て
い
る
も
の
は
何
か
︒
そ
れ
は
敬
虔

け
い
け
ん

で
あ
る
︒
ま
さ
に
敬
虔
こ
そ
が
︑
⼈
間
お
よ
び
⼈
間
の
集
団
を
し
て
︑
⾔
葉
と
⾝
振
り
を
超
え
た
⾼
み
へ

と
引
き
上
げ
る
の
で
あ
る
﹂
と
⾔
う
︒
そ
し
て
シ

ペ
ン
ハ
ウ
ア
哲
学
の
影
響
を
強
く
受
け
た
ワ
グ
ナ
は
︑
⼀
⼋
五
七
年
の
公
開
書
簡
﹁
フ
ラ
ン
ツ
・
リ
ス

ト
の
交
響
詩
に
つ
い
て
﹂
の
中
で
︑
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒﹁
⾳
楽
は
︑
そ
れ
が
取
り
結
ぶ
い
か
な
る
関
係
に
お
い
て
も
︑
⾄
⾼
の
︑
つ
ま
り
最
終
的
救
済
を
も
た

ら
す
芸
術
で
あ
る
こ
と
を
や
め
な
い
︒﹇
中
略
﹈
何
も
の
も
⾳
楽
ほ
ど
絶
対
的
で
は
な
い
﹂︒
ま
た
く
頭
が
割
れ
そ
う
な
く
ら
い
難
解
で
も
た
い
ぶ
た
表
現
で
あ

る
が
︑
こ
れ
が
⼀
種
の
神
学
⾔
説
だ
と
思
え
ば
得
⼼
も
⾏
こ
う
︒﹁
敬
虔
﹂
と
か
﹁
⾄
⾼
﹂
と
か
﹁
最
終
的
救
済
﹂
と
か
﹁
絶
対
的
﹂
と
い
た
語
彙
は
︑
こ
こ
で
は
ほ

と
ん
ど
﹁
神
﹂
の
同
義
で
使
わ
れ
て
い
る
︒
⾳
楽
は
﹁
世
界
の
最
終
的
救
済
を
も
た
ら
す
﹂︵
ワ
グ
ナ
︶︒
⾳
楽
が
世
界
を
救
う
の
で
あ
る
！ 

⾳
楽
が
表
現
す
る

の
は
宗
教
な
き
時
代
の
⼀
種
の
宗
教
空
間
で
あ
り
︑
そ
こ
で
は
聖
な
る
﹁
鳴
り
響
く
沈
黙
﹂
が
⽀
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ニ
チ
の
⾔
う
と
こ
ろ
の
﹁
神
が
死

ん
だ
﹂
⼀
九
世
紀
に
あ
て
︑
⾳
楽
が
か
つ
て
の
ミ
サ
の
代
理
を
果
た
し
始
め
た
の
だ
︒﹁
汝 な

ん
じ

み
だ
り
に
神
の
名
を
⼝
に
す
る
べ
か
ら
ず
﹂
︱
⾳
楽
を
⾔
葉
に
す
る
こ

と
へ
の
禁
忌
の
意
識
の
ル
ツ
は
︑
こ
の
あ
た
り
に
あ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒ 

こ
う
し
た
⼀
九
世
紀
に
お
け
る
⾳
楽
の
神
聖
化
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
た
の
が
︑
ロ
マ
ン
派
の
時
代
に
⽣
ま
れ
た
⾳
楽
批
評
で
あ
る
︒
モ
ツ
ル
ト
の
⼿
紙
の

よ
う
に
︑⽣
き
⽣
き
し
た
ス
ラ
ン
グ
調
で
書
か
れ
︑茶
⽬
気
た
ぷ
り
で
︑⾃
作
の
交
響
曲
か
ら
い
き
な
り
ア
イ
ス
ク
リ
ム
の
話
題
に
ス
イ
チ
す
る
よ
う
な
闊
達

か

た
つ

な
⽂
体
は
︑
も
は
や
ほ
と
ん
ど
⾒
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
︒
⾳
楽
に
つ
い
て
語
る
者
は
芸
術
の
神
殿
に
仕
え
る
司
祭
で
あ
て
︑
神
の
代
理
⼈
た
る
彼
ら
の
⾔
葉
は
⼀

種
の
神
託
な
の
だ
︒ 

 

ロ
マ
ン
派
に
お
け
る
﹁
⾳
楽
に
つ
い
て
の
語
り
﹂
は
︑
詩
的
神
秘
化
と
も
⾔
う
べ
き
︑
⼀
種
独
特
の
レ
ト
リ
ク
を
駆
使
す
る
︒
例
え
ば
批
評
活
動
も
精
⼒
的
に
⾏

な
て
い
た
シ

マ
ン
は
︑
次
の
よ
う
な
⽂
体
を
し
ば
し
ば
⽤
い
た
︒
こ
れ
は
シ
パ
ン
の
︽
エ
チ

ド
集
︾︵
作
品
⼆
五
︶
に
つ
い
て
の
評
で
あ
る
︒ 

﹁
深
夜
の
め
ず
ら
し
い
星
と
し
て
︑
僕
ら
の
す
で
に
何
度
か
歌
て
き
た
こ
の
⼈
物
を
︑
ど
う
し
て
書
か
ず
に
い
ら
れ
よ
う
！ 

そ
の
軌
道
が
ど
こ
に
向
か
て
い
る

か
︑い
つ
ま
で
︑ど
ん
な
⾵
に
輝
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
︑と
い
う
こ
と
は
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
が
︑い
つ
現
れ
よ
う
と
い
つ
も
変
ら
ぬ
ふ
か
ぶ
か
と
暗
い
そ
の
灼
熱

し

く
ね
つ

や
︑

変
ら
ぬ
そ
の
光
核
︑
変
ら
ぬ
そ
の
鋭
さ
を
⾒
て
は
︑
三
歳
の
童
⼦
で
さ
え
⾒
わ
け
が
つ
く
に
ち
が
い
な
い
︒
そ
の
う
え
僕
ら
は
偶
然
の
事
情
で
︑
こ
の
練
習
曲
は
た
い
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て
い
み
な
シ
パ
ン
が
⾃
分
で
ひ
く
の
を
き
い
た
︒﹇
中
略
﹈
彼
の
演
奏
ぶ
り
は
︑
⾵
に
鳴
る
と
い
う
エ
オ
ル
ス
の
琴
が
あ
ら
ゆ
る
⾳
階
を
奏
で
る
と
こ
ろ
へ
︑
芸
術
家

の
⼿
が
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
幻
想
的
な
装
飾
を
織
り
込
む
の
で
︑
低
い
⽅
の
根
⾳
と
柔
ら
か
に
歌
て
ゆ
く
⾼
声
部
が
た
え
ず
聞
こ
え
て
く
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
想
像
す

れ
ば
だ
い
た
い
偲 し

の

ば
れ
る
だ
ろ
う
﹂︒ 

 

あ
る
い
は
﹁
諸
君
︑
脱
帽
し
た
ま
え
︑
天
才
だ
！
﹂
の
⾔
葉
で
始
ま
る
︑
有
名
な
シ
パ
ン
評
を
⾒
て
み
よ
う
︒
モ
ツ
ル
ト
の
︽
ド
ン
・
ジ
ヴ
ン
ニ
︾
の

中
の
⼆
重
唱
﹁
お
⼿
を
ど
う
ぞ
﹂
に
よ
る
シ
パ
ン
の
変
奏
曲
︵
作
品
⼆
︶
の
紹
介
で
あ
る
︒ 

﹁
僕
は
な
に
げ
な
く
﹇
楽
譜
を
﹈
ば
ら
ば
ら
と
め
く
て
み
た
︒
こ
の
⾳
の
な
い
⾳
楽
の
︑
ひ
そ
か
な
楽
し
み
と
い
う
も
の
に
は
︑
何
か
こ
う
︑
魔
法
の
よ
う
な
魅
⼒

が
あ
る
︒﹇
中
略
﹈
こ
の
時
は
ま
る
で
⾒
覚
え
の
な
い
眼
︑
何
と
い
う
か
︑
花
の
眼
︑
怪バ

ジ

蛇リ
ス
ク

の
眼
︑
孔
雀

く
じ

く

の
眼
︑
⼄
⼥
の
眼
が
妖
し
く
僕
を
み
つ
め
て
い
る
よ
う
な
気
が

し
た
︒
そ
う
し
て
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
そ
れ
が
特
に
鋭
く
光
る
の
だ
﹂︒ 

 

こ
こ
で
は
⾳
楽
そ
の
も
の
に
つ
い
て
即
物
的
に
語
る
と
い
う
よ
り
︑
⾳
楽
と
の
摩
訶

ま

か

不
思
議
な
交
感
が
詩
的
ア
ラ
ベ
ス
ク
で
も
て
綴 つ

づ

ら
れ
て
い
る
︒
批
評
⾔
説
は

⾳
楽
と
⼀
⼼
同
体
に
な
て
恍
惚

こ
う
こ
つ

の
表
情
を
浮
か
べ
て
み
せ
る
の
で
あ
る
︒ 

 

こ
う
し
た
ロ
マ
ン
派
の
⾳
楽
批
評
が
︑
ま
る
で
神
を
名
指
す
こ
と
を
憚は

ば
か

る
か
の
よ
う
に
︑
こ
と
さ
ら
に
⾔
葉
の
無
⼒
を
⾔
い
⽴
て
る
の
は
︑
⾯
⽩
い
こ
と
で
あ
る
︒

⾳
芸
術
の
神
殿
に
お
い
て
散
⽂
を
⼝
に
す
る
こ
と
は
︑
そ
の
神
秘
に
対
す
る
冒
瀆

ぼ
う
と
く

な
の
だ
︒
よ
く
知
ら
れ
た
ベ
ル
リ
オ
ズ
︽
幻
想
交
響
曲
︾
に
つ
い
て
の
評
で
シ

マ
ン
は
︑
作
品
の
形
式
構
成
に
つ
い
て
珍
し
く
﹁
第
⼀
主
題
﹂﹁
第
⼆
主
題
﹂﹁
発
展
﹂﹁
中
間
部
﹂
と
い
た
専
⾨
⽤
語
を
使
い
な
が
ら
︑
詳
細
な
分
析
を
⾏
な
て

い
る
︒
と
こ
ろ
が
⻑
々
と
楽
曲
分
析
を
し
て
み
せ
た
後
で
彼
は
︑
ま
る
で
⾃
分
の
し
た
こ
と
を
懺
悔

ざ
ん
げ

す
る
か
の
よ
う
に
︑﹁
美
し
い
殺
⼈
者
の
頭
を
解
剖
す
る
ベ
ル
リ
オ

ズ
で
さ
え
︑
僕
が
こ
の
第
⼀
楽
章
を
解
剖
し
た
時
ほ
ど
の
嫌け

ん

厭え
ん

を
感
じ
な
か
た
ろ
う
﹂
と
つ
け
加
え
る
︒
分
析
的
な
⾔
語
を
︑
そ
れ
こ
そ
⼈
体
解
剖
で
も
す
る
か

の
よ
う
に
忌
み
嫌
う
の
は
︑
ロ
マ
ン
派
の
⾳
楽
批
評
の
特
徴
で
あ
る
︒ 

 

⾔
葉
を
⽤
い
な
が
ら
︑⾔
葉
の
無
⼒
を
嘆
い
て
み
せ
る
︱
こ
こ
に
ロ
マ
ン
派
的
な
⾳
楽
批
評
が
本
質
的
に
孕 は

ら

ん
で
い
る
⾃
⼰
撞
着

ど
う
ち

く

が
あ
る
︒⼀
⽅
で
⾳
芸
術
を﹁
⾔

葉
を
超
え
た
も
の
﹂
と
し
て
神
聖
化
し
な
が
ら
︑
他
⽅
で
そ
れ
に
つ
い
て
語
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
⽭
盾
を
︑
い
か
に
し
て
繕
う
か
︒
そ
れ
が
近
代
の
芸
術
批
評
の

直
⾯
し
た
課
題
だ
た
と
す
ら
⾔
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒﹁
美
を
求
め
る
⼼
﹂
と
い
う
エ
セ
イ
で
︑
⼩
林
秀
雄
は
次
の
よ
う
に
⾔
う
︒
⾳
楽
を
対
象
に
し
た
も
の
で
は

な
い
し
︑
時
代
的
に
も
ず
と
後
の
も
の
に
な
る
が
︑
こ
こ
に
は
⾔
葉
の
⾮
⼒
に
つ
い
て
雄
弁
に
⾔
葉
で
⾔
い
⽴
て
る
⼀
九
世
紀
的
な
芸
術
批
評
の
残
響
が
︑
は
き

り
こ
だ
ま
し
て
い
る
︒ 

﹁﹇
近
頃
は
﹈
若
い
⼈
達
か
ら
︑
よ
く
絵
や
⾳
楽
に
つ
い
て
意
⾒
を
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
近
頃
の
絵
や
⾳
楽
は
難
し
く
て
よ
く
判
ら
ぬ
︑
あ
あ
い
う
も
の
が
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① 

解
る
よ
う
に
な
る
に
は
︑
ど
う
い
う
勉
強
を
し
た
ら
い
い
か
︑
ど
う
い
う
本
を
読
ん
だ
ら
い
い
か
︑
と
い
う
質
問
が
︑
⼤
変
多
い
の
で
す
︒
私
は
︑
美
術
や
⾳
楽
に
関

す
る
本
を
読
む
こ
と
も
結
構
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
れ
よ
り
も
︑
何
も
考
え
ず
に
︑
沢
⼭
⾒
た
り
聴
い
た
り
す
る
事
が
第
⼀
だ
︑
と
何
時
も
答
え
て
い
ま
す
︒
極
端
に
⾔
え

ば
︑
絵
や
⾳
楽
を
︑
解
る
と
か
解
ら
な
い
と
か
い
う
の
が
︑
も
う
間
違
て
い
る
の
で
す
︒
絵
は
眼
で
⾒
て
楽
し
む
も
の
だ
︒
⾳
楽
は
︑
⽿
で
聴
い
て
感
動
す
る
も
の

だ
︒
頭
で
解
る
と
か
解
ら
な
い
と
か
⾔
う
べ
き
筋
の
も
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
﹂︒ 

 

も
し
⼩
林
が
⾔
う
よ
う
に
芸
術
体
験
に
本
当
に
⾔
葉
は
要
ら
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
︑
⼀
体
何
の
た
め
に
批
評
は
あ
る
の
だ
ろ
う
？ 

芸
術
を
分
か
る
⾃
分
︑
そ
れ
と

⼀
体
に
な
れ
る
⾃
分
の
特
権
を
︑
美
⽂
で
麗
々
し
く
飾
て
世
間
に
誇
⽰
す
る
た
め
か
︒﹁
芸
術
は
⾔
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︑
⾒
る
の
で
す
︑
ひ
た
す
ら
⾒
る
の
で
す
﹂

と
説
く
の
は
︑
ま
さ
に
﹁
祈
る
の
で
す
︑
ひ
た
す
ら
⼼
を
無
に
し
て
祈
る
の
で
す
！
﹂
と
い
う
司
祭
の
説
法
そ
の
も
の
だ
︒
お
そ
ら
く
近
代
芸
術
ま
た
は
芸
術
批
評
が

最
初
か
ら
抱
え
て
い
た
根
本
的
な
問
題
は
︑
⼀
⽅
で
芸
術
︵
と
り
わ
け
⾳
楽
︶
を
宗
教
に
⾼
め
︑
他
⽅
で
そ
の
聖
な
る
も
の
を
批
評
す
る
公
的
制
度
を
流
通
さ
せ
て
し

ま
た
こ
と
に
あ
る
の
だ
ろ
う
︒
ど
う
や
ろ
う
が
そ
れ
は
︑﹁﹃
語
れ
な
い
⁝
⁝
﹄
と
語
る
し
か
な
い
﹂
と
い
う
袋
⼩
路
に
⼊
り
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
︒ 

 

そ
も
そ
も
芸
術
批
評
と
い
う
多
分
に
胡
散

う
さ
ん

臭
い
職
業
が
︑
⼀
体
ど
う
い
う
経
緯
で
⽣
ま
れ
て
き
た
か
と
い
え
ば
︑
そ
れ
は
近
代
に
お
け
る
芸
術
マ
ケ
ト
の
成
⽴

と
密
接
に
関
わ
て
い
る
︒
封
建
時
代
の
芸
術
創
作
は
顧
客
︵
王
侯
な
ら
び
に
教
会
︶
に
よ
る
芸
術
家
の
丸
抱
え
で
あ
た
の
に
対
し
て
︑
⼀
⼋
世
紀
の
後
半
に
な
る

と
新
興
市
⺠
が
鑑
賞
者
／
購
買
者
と
し
て
台
頭
し
て
き
た
︒
た
だ
し
彼
ら
は
お
抱
え
の
芸
術
家
な
ど
持
て
な
い
し
︑
そ
も
そ
も
成
り
上
が
り
の
新
興
ブ
ル
ジ
ワ
た
ち

に
は
審
美
眼
な
ど
あ
ま
り
な
く
︑
何
を
買
え
ば
い
い
か
分
か
ら
な
い
こ
と
も
多
か
た
だ
ろ
う
︒
そ
こ
で
⽣
ま
れ
て
き
た
の
が
︑
芸
術
の
マ
ケ
ト
と
ジ

ナ
リ

ズ
ム
で
あ
る
︒
つ
ま
り
創
作
側
か
ら
す
れ
ば
︑
丸
抱
え
し
て
も
ら
え
な
い
な
ら
︑
出
来
る
だ
け
多
く
の
買
い
⼿
を
獲
得
す
る
べ
く
︑
少
し
で
も
⾃
分
の
作
品
を
宣
伝
し

て
ほ
し
い
︒
そ
し
て
買
い
⼿
か
ら
⾒
れ
ば
︑
マ
ケ
ト
︵
展
覧
会
︑
楽
譜
カ
タ
ロ
グ
︑
演
奏
会
等
々
︶
に
氾
濫
し
て
い
る
多
数
の
作
品
の
う
ち
︑
ど
れ
が
﹁
い
い
﹂

の
か
教
え
て
く
れ
る
ア
ド
バ
イ
ザ
が
ほ
し
い
︒
こ
う
し
て
双
⽅
の
利
害
が
⼀
致
し
た
と
こ
ろ
に
︑
芸
術
ジ

ナ
リ
ズ
ム
は
⽣
ま
れ
た
︒ 

 

産
業
⾰
命
以
後
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
最
⼤
の
特
徴
で
あ
る
﹁
分
業
﹂
が
︑
⾳
楽
の
世
界
で
も
⽣
じ
始
め
た
の
だ
と
い
う
⾔
い
⽅
も
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
︒
つ
ま
り

⾳
楽
に
お
け
る
﹁
す
る
﹂
／
﹁
聴
く
﹂
／
﹁
評
す
る
﹂
の
分
離
で
あ
る
︒﹁
す
る
﹂
権
利
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
多
⾔
を
要
す
ま
い
︒
周
知
の
よ
う
に
⼀
⼋
世
紀
ま
で
の
⾳

楽
作
品
に
は
︑
ア
マ
チ
ア
が
⾃
分
で
弾
い
て
楽
し
む
た
め
の
も
の
が
⼤
量
に
あ
た
︒
バ
ハ
の
︽
イ
ン
ヴ
ン
シ
ン
︾︑
ス
カ
ル
ラ
テ
や
モ
ツ
ル
ト
の

ソ
ナ
タ
の
多
く
が
︑
そ
れ
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
⼀
九
世
紀
に
⼊
る
と
と
も
に
︑
シ
パ
ン
や
リ
ス
ト
な
ど
︑
専
ら
プ
ロ
だ
け
を
想
定
し
て
作
曲
さ
れ
た
演
奏
⾄
難
な
曲

が
激
増
す
る
︒
も
ち
ろ
ん
家
庭
で
の
連
弾
な
ど
︑
⾃
ら
実
践
す
る
ア
マ
チ
ア
は
ま
だ
ま
だ
数
多
く
い
た
と
は
い
え
︑
次
第
に
彼
ら
の
楽
し
み
の
領
域
は
︑﹁
⾃
分
で
弾
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く
﹂
こ
と
か
ら
︑﹁
本
職
の
演
奏
を
恭
し
く
拝
聴
さ
せ
て
い
た
だ
く
﹂
こ
と
へ
と
移
動
し
始
め
た
︒ 

 
だ
が
近
代
の
聴
衆
が
放
棄
し
た
の
は
︑﹁
す
る
こ
と
﹂
だ
け
で
は
な
い
︒
か
つ
て
の
王
侯
貴
族
が
作
曲
家
に
向
か
て
⾃
分
の
意
⾒
や
要
求
を
堂
々
と
⼝
に
し
て
い
た

の
と
は
対
照
的
に
︑
⼀
⼋
世
紀
の
後
半
か
ら
⽣
ま
れ
て
き
た
市
⺠
階
級
の
⾳
楽
愛
好
家
は
︑
最
初
か
ら
︱
拍
⼿
な
い
し
ブ
イ
ン
グ
を
除
い
て
︱
⾃
分
の
意
⾒
を

直
接
⾳
楽
家
に
伝
え
る
⼿
⽴
て
を
持
て
い
な
か
た
︒
⾃
分
の
⽬
や
⽿
で
判
断
し
︑
⾃
分
の
⾔
葉
で
そ
れ
を
評
す
る
⼿
間
と
権
利
を
︑
聴
衆
は
ジ

ナ
リ
ズ
ム
に

外
注
せ
ざ
る
を
え
な
か
た
の
だ
︒
か
く
し
て
⼀
種
の
隙
間
産
業
と
し
て
︑﹁
い
い
も
の
﹂
と
﹁
悪
い
も
の
﹂
の
区
別
を
教
え
て
く
れ
る
仲
介
者
が
登
場
し
て
く
る
︒
そ

れ
が
芸
術
批
評
家
で
あ
る
︒
図
式
的
に
⾔
う
な
ら
︑
近
代
の
聴
衆
は
⾃
分
で
⾳
楽
を
奏
で
る
楽
し
み
は
プ
ロ
の
演
奏
家
に
︑
⾳
楽
を
評
す
る
権
利
は
プ
ロ
の
批
評
家
に

そ
れ
ぞ
れ
委
譲
し
︑
⾃
分
は
専
ら
﹁
享
受
﹂
す
る
︒
安
楽
椅
⼦
に
深
々
と
腰
を
か
け
て
︑
葉
巻
を
く
ゆ
ら
せ
な
が
ら
情
緒
に
浸
る
と
い
う
役
割
に
︑
特
化
す
る
よ
う
に

な
た
わ
け
で
あ
る
︒ 

 

近
代
の
⾳
楽
界
に
お
い
て
﹁
評
価
﹂
が
ど
の
よ
う
に
成
さ
れ
る
か
を
︑
雑
誌
﹃
⾳
楽
新
報
﹄︵
シ

マ
ン
が
編
集
主
幹
を
務
め
て
い
た
︶
に
載
た
次
の
記
事
は
︑

⽣
々
し
く
伝
え
て
く
れ
る
︒
⼀
⼋
四
⼆
年
の
も
の
で
あ
る
︒ 

﹁
名
声
が
こ
こ
﹇
パ
リ
﹈
で
は
無
限
の
重
み
を
持
て
い
て
︑
だ
か
ら
こ
そ
す
べ
て
の
⼈
々
が
名
声
を
築
こ
う
と
し
て
殺
到
す
る
の
だ
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
⾃
⾝
の

才
能
や
功
績
と
は
ま
た
く
違
う
事
柄
が
動
員
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
芸
術
と
は
⾮
常
に
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
⼿
段
に
向
か
う
の
で
あ
る
︒
名
誉
を
獲
得
す
る
た
め
の
こ
の

や
り
⽅
は
︑
⾃
⾝
の
才
能
で
は
名
声
に
達
す
る
に
は
不
⼗
分
な
⼈
だ
け
が
そ
れ
を
す
る
と
い
う
な
ら
︑
ま
だ
無
害
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
残
念
な
が
ら
︑
こ
こ
で
は
才
能

が
あ
る
者
も
な
い
者
も
︑
成
功
の
た
め
に
︑
等
し
く
同
じ
世
渡
り
の
仕
⽅
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹇
中
略
﹈
そ
し
て
社
交
界
の
エ
リ
ト
は
︑
芸
術
家
を
公
衆
に
引
き

合
わ
せ
︑
彼
ら
に
﹃
こ
の
⼈
は
名
声
と
栄
誉
に
値
す
る
﹄
と
保
証
し
て
あ
げ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
︒﹇
中
略
﹈
最
初
の
評
価
と
し
て
の
社
交
界
の
エ
リ
ト
の

意
⾒
が
︑
最
終
評
価
と
し
て
の
公
衆
に
よ
て
覆
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
⼈
も
い
よ
う
︒
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し

そ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
る
の
は
︑
⾮
常
に
稀 ま

れ

で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
上
の
⽅
で
よ
し
と
さ
れ
た
も
の
は
︑
ジ

ナ
リ
ズ
ム
の
間
で
⾮
常
に
⻑
い
間
賞
賛
さ
れ
続
け
︑

下
に
い
る
公
衆
の
と
こ
ろ
で
も
結
局
い
い
も
の
だ
と
信
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
通
常
︑
い
た
る
と
こ
ろ
で
⼆
つ
の
評
価
の
間
に
は
ハ
モ
ニ
が
⽀
配
し
て
い
る
の

で
あ
る
﹂︒ 

 

よ
か
た
の
か
悪
か
た
の
か
に
つ
い
て
の
判
断
を
︑
近
代
の
聴
衆
は
有
⼒
者
／
ジ

ナ
リ
ズ
ム
に
委
ね
た
︒
だ
が
黙
て
聴
い
て
い
る
だ
け
の
聴
衆
ほ
ど
与く

み
し

や
す
い
も
の
は
な
い
︒
往
々
に
し
て
評
価
は
⾳
楽
と
関
係
の
な
い
と
こ
ろ
で
決
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
の
時
代
の
⾳
楽
界
で
は
賄
賂
が
横
⾏
し
︑
お
ま
け
に
プ
ロ

の
﹁
さ
く
ら
﹂
ま
で
い
た
の
だ
︒
彼
ら
は
オ
ペ
ラ
座
の
⽀
配
⼈
と
と
も
に
近
々
上
演
さ
れ
る
演
⽬
を
点
検
し
︑
ど
の
演
⽬
の
ど
の
歌
⼿
が
さ
く
ら
の
サ
ポ
ト
を
必
要
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② 

と
し
て
い
る
か
検
討
し
︑
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
誰
に
ど
ん
な
拍
⼿
を
す
る
か
ま
で
細
か
く
作
戦
を
練
て
い
た
と
い
う
︒﹁
ど
う
だ
た
の
で
す
か
？
﹂
と
尋
ね
て
く
る

聴
衆
を
相
⼿
に
︑
で
た
ら
め
な
こ
と
を
⾔
て
偽
物
を
売
り
つ
け
よ
う
と
思
え
ば
い
く
ら
で
も
出
来
る
︑
そ
ん
な
状
況
が
⽣
じ
て
き
た
の
で
あ
る
︒
⼀
⽅
に
⾳
楽
の
神

格
化
︑
他
⽅
に
⾳
楽
の
詐
欺
商
売
化
︱
こ
う
し
た
両
極
端
が
同
時
進
⾏
し
始
め
た
の
が
︑
近
代
の
⾳
楽
界
で
あ
た
︒ 

こ
の
よ
う
に
⾒
て
く
る
と
︑
⾳
楽
を
宗
教
な
き
時
代
を
救
済
す
る
新
た
な
宗
教
に
し
よ
う
と
す
る
勢
⼒
と
︑
台
頭
し
て
き
た
市
⺠
階
級
の
聴
衆
を
相
⼿
に
⾳
楽
で
も

て
商
売
を
し
よ
う
と
す
る
勢
⼒
と
の
利
害
関
係
が
ぴ
た
り
⼀
致
し
た
と
こ
ろ
に
⽣
ま
れ
た
の
が
︑﹁
⾳
楽
は
⾔
葉
で
は
な
い
﹂と
い
う
レ
ト
リ
ク
だ
た
こ
と
が

分
か
る
︒ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
に
よ
て
⾳
楽
が
⼀
種
の
宗
教
体
験
に
ま
で
⾼
め
ら
れ
て
い
く
と
と
も
に
︑⾳
楽
に
お
け
る﹁
沈
黙
﹂が
ど
ん
ど
ん
聖
化
さ
れ
て
い
く
︒

批
評
も
ま
た
︑
⾔
葉
の
無
⼒
を
雄
弁
に
⾔
い
⽴
て
る
と
い
う
レ
ト
リ
ク
で
も
て
︑
黙
す
る
聴
衆
の
形
成
に
加
担
す
る
︒
し
か
も
世
は
分
業
の
時
代
︑
⾳
楽
⾏
為
が

﹁
す
る
こ
と
︵
作
曲
家
／
演
奏
家
︶﹂
と
﹁
享
受
す
る
こ
と
︵
聴
衆
︶﹂
と
﹁
語
る
こ
と
︵
批
評
家
︶﹂
と
に
︑
ど
ん
ど
ん
分
化
し
て
い
た
︒
そ
し
て
⼀
九
世
紀
に
⽣
ま

れ
た
⾳
楽
産
業
に
と
て
は
︑
聴
衆
が
あ
ま
り
⾃
⼰
主
張
せ
ず
︑
黙
て
い
て
く
れ
る
ほ
ど
好
都
合
な
こ
と
は
な
か
た
︒﹁
⾳
楽
は
語
れ
な
い
⁝
⁝
﹂
の
レ
ト
リ
ク

に
は
︑
多
分
に
⼀
九
世
紀
イ
デ
オ
ロ
ギ
的
な
側
⾯
が
あ
た
わ
け
で
あ
る
︒
⾔
葉
を
超
越
し
た
⾳
楽
体
験
は
存
在
す
る
︒
し
か
し
な
が
ら
⾳
楽
の
中
に
︑
こ
と
さ
ら

に
﹁
語
る
こ
と
の
出
来
な
い
感
動
﹂
を
求
め
る
と
き
︑
ひ

と
す
る
と
私
た
ち
は
前
々
世
紀
の
思
想
に
い
ま
だ
に
呪
縛
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
︒ 

 

も
ち
ろ
ん
⾳
楽
芸
術
が
今
⽇
な
お
︑
古
代
の
魔
術
の
痕
跡
を
ど
こ
か
に
残
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
︒
魔
法
に
対
す
る
畏
敬
を
忘
れ
果
て
て
し
ま
わ
な
い
︒
こ

れ
は
と
て
も
⼤
切
な
こ
と
だ
︒
だ
が
︑
果
た
し
て
⾳
楽
が
摩
訶
不
思
議
な
霊
感
の
⼒
だ
け
で
⽣
ま
れ
て
く
る
か
と
い
え
ば
︑
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
︒
⾔
葉
の

役
割
は
極
め
て
⼤
き
い
︒
仮
に
⾔
葉
と
い
う
も
の
が
こ
の
世
に
存
在
し
て
い
な
か
た
と
し
た
ら
︑
私
た
ち
の
あ
ら
ゆ
る
⾳
楽
の
営
み
は
停
⽌
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
︒

﹁
も
う
少
し
そ
こ
は
リ
ズ
ム
を
た
た
み
か
け
て
﹂
と
か
﹁
そ
こ
は
こ
ん
な
イ
メ
ジ
で
や
て
み
て
﹂
と
い
た
具
合
に
︑
⾔
葉
で
意
思
疎
通
を
す
る
こ
と
が
出
来
な

く
な
て
し
ま
う
の
だ
︒
こ
れ
で
は
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
を
す
る
こ
と
も
︑
⾳
楽
を
伝
承
︵
教
育
／
学
習
︶
す
る
こ
と
も
︑
ま
ま
な
る
ま
い
︒
作
曲
家
に
し
て
も
同
様
で
︑

曲
を
作
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
彼
ら
は
︑﹁
こ
の
メ
ロ
デ

は
ク
ラ
イ
マ
ク
ス
に
と
て
お
こ
う
﹂
と
か
﹁
こ
こ
が
ど
う
も
流
れ
て
い
な
い
⁝
⁝
﹂
な
ど
と
︑
絶
え

間
な
し
に
⾔
葉
で
試
⾏
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
い
る
は
ず
だ
︒
⾔
葉
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
ら
︑
彼
ら
の
仕
事
は
不
可
能
に
な
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
︒
⾳
楽
は
⾔
語
を

超
え
て
い
る
と
同
時
に
︑
徹
頭
徹
尾
︑
⾔
語
的
な
営
為
で
あ
る
︒ 

 

そ
も
そ
も
近
代
芸
術
は
︑
か
つ
て
の
信
仰
や
呪
術
と
⼀
線
を
画
し
︑
あ
る
種
の
公
共
性
を
持
つ
存
在
た
ら
ん
と
し
て
き
た
︒
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
は
新
聞
雑
誌
と
い

た
公
論
に
お
い
て
批
評
さ
れ
︑
美
術
館
や
コ
ン
サ
ト
・
ホ
ル
と
い
た
公
空
間
で
展
⽰
さ
れ
︑
あ
る
い
は
公
教
育
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
︒
⾳
楽
に

対
し
て
﹁
信
者
﹂
た
ら
ん
と
す
る
か
︑
そ
れ
と
も
﹁
公
衆
﹂
と
し
て
そ
れ
に
接
す
る
か
︒
そ
れ
は
個
⼈
の
⾃
由
だ
︒
し
か
し
後
者
の
⽴
場
を
選
ぶ
限
り
私
た
ち
は
︑
ス
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③ ト
ラ
ヴ
ン
ス
キ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑﹁
た
と
え
意
識
し
な
く
て
も
︑
判
断
し
て
か
ら
う
け
い
れ
る
﹂
こ
と
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒
そ
こ
で
は
﹁
批
判
の
機
能
が
本

質
的
な
役
割
を
演
ず
る
﹂
の
で
あ
て
︑
だ
か
ら
こ
そ
⾳
楽
を
語
る
こ
と
の
意
味
は
あ
る
︒
公
衆
た
ら
ん
と
す
る
限
り
に
お
い
て
︑
私
た
ち
は
⼤
い
に
⾳
楽
に
つ
い
て

語
て
い
い
し
︑
語
る
べ
き
な
の
で
あ
る
︒ 

⾳
楽
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
は
語
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
語
ら
ず
し
て
⾳
楽
は
出
来
な
い
︒
こ
の
こ
と
を
ど
れ
だ
け
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
で
は
な

い
︒
そ
も
そ
も
⾳
楽
家
か
ら
し
て
︑
既
に
⽰
唆
し
た
よ
う
に
︑
本
当
は
批
評
⾔
語
を
駆
使
し
て
い
る
は
ず
な
の
だ
︒
霊
感
に
導
か
れ
る
ま
ま
五
線
譜
に
ペ
ン
を
︑
鍵
盤

に
指
を
⾛
ら
せ
れ
ば
︑
泉
の
よ
う
に
⾳
楽
が
湧
い
て
く
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
︒
彼
ら
は
﹁
あ
あ
で
も
な
い
︑
こ
う
で
も
な
い
﹂
と
︵
た
と
え
⼝
に
は
出
さ
ず
と
も
︶

⾃
⼰
批
評
し
て
い
る
に
違
い
な
い
︒
中
に
は
本
能
だ
け
で
出
来
て
し
ま
う
天
才
も
い
る
だ
ろ
う
し
︑
逆
に
⼝
は
達
者
だ
が
三
流
の
⾳
楽
家
も
い
よ
う
︒
だ
が
︑
た
と
え

彼
ら
が
公
式
に
は
滅
多
に
そ
う
い
う
こ
と
を
語
た
り
し
な
い
に
し
て
も
︵
⾳
楽
は
魔
術
な
の
だ
か
ら
︑
進
ん
で
種
明
か
し
を
す
る
魔
術
師
が
い
な
い
の
は
当
然
だ
︶︑

⾳
楽
家
の
能
⼒
は
か
な
り
の
割
合
で
⾃
⼰
批
評
能
⼒
に
⽐
例
す
る
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
︑
私
は
考
え
て
い
る
︒ 

 

楽
器
経
験
な
ど
が
あ
る
⼈
な
ら
︑
こ
の
点
は
す
ぐ
に
分
か
る
は
ず
で
あ
る
︒
い
く
ら
練
習
し
て
も
︑
⾃
分
の
や
て
い
る
こ
と
の
⼀
体
ど
こ
が
ど
う
悪
い
の
か
︑
な

か
な
か
分
か
ら
な
い
︒
正
確
に
特
定
出
来
な
い
︒﹁
だ
い
た
い
は
こ
れ
で
い
い
の
か
な
あ
⁝
⁝
︒
だ
け
ど
何
か
お
か
し
い
な
あ
⁝
⁝
︒
何
が
悪
い
の
か
な
あ
⁝
⁝
﹂
︱

こ
ん
な
⾵
に
印
象
が
ぼ
や
け
た
ま
ま
︑
た
だ
漫
然
と
練
習
を
繰
り
返
し
︑
時
間
を
浪
費
し
て
し
ま
う
︒﹁
こ
の
⾳
は
い
い
が
︑
こ
の
⾳
を
も
う
少
し
ク
リ
ア
に
浮
き
上
が

ら
せ
な
い
と
だ
め
だ
﹂
な
ど
と
︑
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
修
正
箇
所
を
⾒
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
︒
逆
に
⾔
え
ば
︑
ア
マ
チ
ア
の
オ
ケ
ス
ト
ラ
や
ブ
ラ
ス

バ
ン
ド
に
お
け
る
ト
レ
ナ
︑
あ
る
い
は
プ
ラ
イ
ベ
ト
・
レ
ス
ン
の
先
⽣
な
ど
は
︑
ま
さ
に
﹁
ど
こ
が
ど
う
悪
く
て
︑
ど
う
直
せ
ば
い
い
か
﹂
を
正
確
に
教
え

る
た
め
に
︑
そ
こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
︒
実
は
彼
ら
は
⾳
楽
批
評
家
で
も
あ
る
の
だ
︒ 

 

⾳
楽
は
⾔
葉
に
よ
て
作
ら
れ
る
︱
⼀
流
の
指
揮
者
の
リ
ハ
サ
ル
な
ど
を
⾒
れ
ば
︑
こ
の
こ
と
は
⼀
⽬
瞭
然
で
あ
る
︒
最
近
で
は
い
ろ
い
ろ
⾯
⽩
い
映
像
が
Ｄ

Ｖ
Ｄ
で
⼿
に
⼊
る
︒
特
に
チ
リ
ビ
ダ
ケ
や
フ
リ
チ
イ
や
ク
ラ
イ
バ
の
練
習
⾵
景
は
︑
⾒
る
者
す
べ
て
に
鮮
烈
な
印
象
を
与
え
る
は
ず
で
あ
る
︒
天
⾐
無
縫

に
⾳
楽
を
や
て
い
る
と
⾒
え
る
彼
ら
だ
が
︑
リ
ハ
サ
ル
で
は
絶
え
間
な
し
に
オ
ケ
ス
ト
ラ
を
⽌
め
︑
詳
細
極
ま
り
な
い
指
⽰
を
出
し
て
い
る
︒
流
麗
な
⾳
楽

は
︑
実
は
⾔
葉
に
よ
て
吟
味
熟
考
さ
れ
︑
修
正
さ
れ
︑
⽅
向
づ
け
ら
れ
た
結
果
な
の
だ
︒
し
か
も
彼
ら
が
⾳
楽
に
貼
り
つ
け
る
⾔
葉
は
︑
た
だ
説
得
⼒
が
あ
る
ば
か

り
か
︑
ど
れ
も
本
当
に
⾯
⽩
い
︒
こ
う
い
う
も
の
を
⾒
て
い
る
と
︑
ひ

と
す
る
と
﹁
⾳
楽
を
語
る
こ
と
﹂
は
﹁
聴
く
こ
と
﹂
以
上
に
楽
し
い
の
で
は
な
い
か
と
す

ら
︑
思
え
て
く
る
は
ず
だ
︒﹁
⾳
楽
は
⾔
葉
に
出
来
る
／
⾳
楽
は
⾔
葉
で
作
ら
れ
る
﹂
と
い
う
こ
と
の
意
味
の
︑
こ
れ
以
上
に
説
得
⼒
あ
る
証
は
あ
る
ま
い
︒ 
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問
⼀ 

傍
線
部
①
に
﹁
そ
れ
は
︑﹁﹃
語
れ
な
い
⁝
⁝
﹄
と
語
る
し
か
な
い
﹂
と
い
う
袋
⼩
路
に
⼊
り
込
ん
で
し
ま
う
﹂
と
あ
る
が
︑
ど
う
い
う
こ
と
か
︒
著
者
の
論
述

に
即
し
て
三
〇
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
︒︵
配
点
⼆
〇
点
︶ 

 問
⼆ 
傍
線
部
②
に
﹁
⾳
楽
の
詐
欺
商
売
化
﹂
と
あ
る
が
︑
ど
う
い
う
こ
と
か
︒
著
者
の
論
述
に
即
し
て
四
〇
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
︒︵
配
点
三
〇
点
︶ 

 問
三 

傍
線
部
③
に
﹁
⾳
楽
は
⾔
葉
に
よ
て
作
ら
れ
る
﹂
と
あ
る
が
︑
本
⽂
の
論
旨
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
芸
術
に
お
け
る
⾔
葉
の
役
割
に
つ
い
て
︑
あ
な
た
⾃
⾝
の
考

え
を
⼋
〇
〇
字
以
内
で
論
じ
な
さ
い
︒︵
配
点
五
〇
点
︶ 

 


