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１
．
ウ
ィ
ー
ン
・
フ
ィ
ル
の
ジ
ャ
ズ
奏
者

　
昨
年
の
春
、
な
ぜ
か
ウ
ィ
ー
ン
・
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
管
弦
楽
団
の
チ

ェ
ロ
奏
者
の
方
々
と
歓
談
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
し
て

来
日
し
た
チ
ェ
ロ
・
セ
ク
シ
ョ
ン
の
奏
者
た
ち
が
、
筆
者
が
ト
ラ
ン
ペ
ッ

ト
奏
者
と
し
て
在
籍
す
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
訪
問
し
て
く
れ
た
の
だ
っ

た
。
合
奏
を
含
め
た
一
般
的
な
歓
談
の
後
の
食
事
の
場
で
、
ア
ン
サ
ン
ブ

ル
唯
一
の
女
性
チ
ェ
リ
ス
ト
の
方
が
、
現
在
の
音
楽
的
興
味
と
し
て
ジ
ャ

ズ
を
挙
げ
ら
れ
た
こ
と
が
印
象
深
か
っ
た
。「
チ
ェ
ロ
で
で
す
か
？
　（W

ith 
your cello?

）」
と
訊
ね
る
と
、
そ
の
通
り
と
い
う
答
え
が
帰
っ
て
く
る
。

い
か
に
も
と
思
い
な
が
ら
筆
者
は
歓
談
を
続
け
た
。
彼
女
は
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
の
世
界
最
高
峰
で
あ
る
ウ
ィ
ー
ン
・
フ
ィ
ル
の
奏
者
と
し
て
ク
ラ
シ
ッ

ク
音
楽
を
演
奏
し
な
が
ら
、
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
な
歓
談
で
は
嬉
々
と
し
て

ジ
ャ
ズ
演
奏
の
可
能
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
の
だ
が
、
現
在
の
世
界
に

お
け
る
音
楽
の
状
況
に
お
い
て
そ
れ
が
特
に
珍
し
い
こ
と
で
な
い
こ
と

は
筆
者
も
十
分
に
承
知
し
て
い
た
。

　
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
含
め
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
古
く
か
ら
ジ

ャ
ズ
が
好
ま
れ
、
演
奏
さ
れ
て
き
た
。
ジ
ャ
ズ
は
は
る
か
昔
二
十
世
紀
前

半
以
来
、
発
祥
地
と
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
に
限
定
さ
れ
な
い
世
界
的
な
音
楽

と
し
て
聴
か
れ
、
演
奏
さ
れ
て
き
た
。
現
在
で
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
含

感
じ
ら
れ
る
も
の
　
感
じ
ら
れ
な
い
も
の—

モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
に
お
け
る
感
性
と
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
雄
二

め
、
特
に
管
楽
器
奏
者
た
ち
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
ジ
ャ
ズ
、
あ
る
い
は
そ
の

他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
音
楽
に
つ
い
て
境
界
を
超
え
た
訓
練
を
受
け
て
育
つ
。

や
は
り
ド
イ
ツ
の
ト
ラ
ン
ペ
ッ
タ
ー
で
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
首
席
奏
者
か

ら
ジ
ャ
ズ
に
転
身
し
た
テ
ィ
ル
・
ブ
レ
ナ
ー
や
、
イ
ギ
リ
ス
の
卓
越
し
た

ト
ラ
ン
ペ
ッ
タ
ー
、
ア
リ
ソ
ン
・
ボ
ー
ル
サ
ム
な
ど
は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
と

ジ
ャ
ズ
の
両
方
を
演
奏
し
、
そ
の
境
界
を
特
に
強
く
意
識
す
る
こ
と
も
な

い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
も
、
従
来
相
当
数
の
ジ
ャ
ズ
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ

ン
た
ち
が
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
訓
練
を
受
け
た
後
に
ジ
ャ
ズ
に
向
か
っ
て
い

る
。
古
く
は
名
門
イ
ー
ス
ト
マ
ン
音
楽
院
を
卒
業
し
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
ベ

ー
シ
ス
ト
を
目
指
し
た
名
手
ロ
ン
・
カ
ー
タ
ー
や
、
ジ
ュ
リ
ア
ー
ド
音
楽

院
を
中
退
し
て
チ
ャ
ー
リ
ー
・
パ
ー
カ
ー
と
デ
ィ
ジ
ー
・
ガ
レ
ス
ピ
ー
の

弟
子
に
な
っ
た
マ
イ
ル
ス
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
・
ピ
ア
ノ
の
マ

エ
ス
ト
ロ
、
ア
ル
チ
ュ
ー
ロ
・
ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
＝
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
リ
の
弟

子
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
ビ
ル
・
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
。
近

年
で
は
、
ジ
ュ
リ
ア
ー
ド
音
楽
院
で
学
び
、
ハ
イ
ド
ン
の
協
奏
曲
と
ジ
ャ

ズ
両
方
の
録
音
で
八
〇
年
代
に
華
々
し
い
デ
ビ
ュ
ー
を
飾
っ
た
ウ
ィ
ン

ト
ン
・
マ
ー
サ
リ
ス
が
も
っ
と
も
典
型
的
な
例
だ
ろ
う
。

　
ド
イ
ツ
は
ジ
ャ
ズ
研
究
も
盛
ん
で
、
特
に
ア
ヴ
ァ
ン
・
ギ
ャ
ル
ド
・
ジ

ャ
ズ
へ
の
関
心
が
深
い
。
一
九
七
〇
年
代
、
キ
ー
ス
・
ジ
ャ
レ
ッ
ト
が
エ

レ
ク
ト
リ
ッ
ク
・
ピ
ア
ノ
を
離
れ
、
ア
ク
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
ピ
ア
ノ
に
よ
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感
じ

ら
れ

る
も

の
 　

感
じ

ら
れ

な
い

も
の

　
—

る
実
験
的
と
も
古
典
的
と
も
言
え
な
い
も
っ
と
も
代
表
的
な
ソ
ロ
演
奏

を
行
っ
た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
特
に
ケ
ル
ン
に
お
い
て
だ
っ
た
。
そ
の

伝
統
の
一
部
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
で
教
鞭
を
執
る
ピ
ー
タ
ー
・
ア
イ
ス

ド
ン
に
よ
っ
て
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
版
局
か
ら
出
版
さ
れ
た
研
究

書K
eith Jarrett’s K

ölm
 C

oncert （O
xford U

P, 2013

）
な
ど
に
引
き
継
が

れ
て
も
い
る
。
ま
た
、
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
研
究
も
ド
イ
ツ
の
お
家
芸
だ
。

本
格
的
な
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
研
究
の
先
駆
け
と
な
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
、

ギ
ー
セ
ン
大
学
の
音
楽
学
教
授
エ
ケ
ハ
ル
ト
・
ヨ
ス
ト
（Ekkehard Jost

）

に
よ
るFree Jazz （D

a C
apo Press, 1994

）
で
あ
る
。

　
歓
談
の
な
か
で
も
う
一
つ
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に

お
け
る
「
感
情
移
入
」
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
だ
っ
た
。
そ
の
日
の
練
習

題
目
の
一
つ
は
、
後
の
演
奏
会
の
曲
目
だ
っ
た
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
交
響

曲
第
三
番
、
通
常
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
」
と
呼
ば
れ
る
交
響
曲
だ
っ
た
。『
白
鳥

の
湖
』
や
『
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
第
一
番
』
に
先
立
っ
て
作
曲
さ
れ
、
一
八
七
五

年
に
発
表
さ
れ
た
こ
の
作
品
は
、
五
楽
章
構
成
で
あ
る
こ
と
を
除
け
ば
極

め
て
伝
統
的
な
楽
曲
と
な
っ
て
い
る
。
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
チ
ェ
ロ
・

パ
ー
ト
を
演
奏
す
る
方
法
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
、
女
性
チ
ェ
リ
ス
ト
は

同
じ
ロ
シ
ア
の
後
世
の
作
曲
家
で
あ
る
ド
ミ
ー
ト
リ
ー
・
シ
ョ
ス
タ
コ
ー

ヴ
ィ
ッ
チ
に
触
れ
、
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
演
奏
は
、
た
と
え
ば
シ
ョ
ス

タ
コ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
を
演
奏
す
る
際
と
は
異
っ
て
い
る
と
語
り
始
め
た
。
彼

女
は
大
学
で
教
鞭
を
執
ら
れ
て
も
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
学
生
に
教
え
る

よ
う
に
し
て
私
た
ち
に
語
り
か
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
チ
ャ
イ
コ

フ
ス
キ
ー
の
演
奏
で
は
感
情
移
入
が
必
要
と
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
シ
ョ
ス

タ
コ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
の
演
奏
で
は
そ
れ
が
求
め
ら
れ
な
い
。
よ
り
機
械
的
な

演
奏
が
要
求
さ
れ
る
の
だ
と
、
彼
女
は
簡
潔
に
説
明
し
て
く
れ
た
。
だ
か

ら
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
演
奏
方
法
を
一
般
化
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と

い
う
の
が
語
っ
て
く
れ
た
こ
と
の
主
旨
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

　
ク
ラ
シ
ッ
ク
奏
者
と
し
て
ジ
ャ
ズ
を
演
奏
す
る
経
験
が
語
ら
れ
た
の

ち
に
こ
の
発
言
が
続
い
た
こ
と
に
、
特
に
必
然
的
な
理
由
は
な
か
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
シ
ョ
ス
タ
コ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
は
ジ
ャ
ズ

を
多
く
取
り
入
れ
ま
し
た
よ
ね
（Shostakovich incorporated a lot of jazz 

m
aterials in his com

positions.

）」
と
の
コ
メ
ン
ト
に
彼
女
が
深
く
頷
い
た

背
景
に
は
、
一
八
四
〇
年
に
生
ま
れ
一
八
九
三
年
に
没
し
た
チ
ャ
イ
コ
フ

ス
キ
ー
と
、
一
九
〇
三
年
に
生
ま
れ
一
九
七
五
年
に
没
し
た
シ
ョ
ス
タ
コ

ー
ヴ
ィ
ッ
チ
の
、
そ
れ
ぞ
れ
十
九
世
紀
と
モ
ダ
ン
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い

特
質
だ
け
で
は
な
く
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
ジ
ャ
ズ
と
い
う
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル

そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
シ
ョ
ス

タ
コ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
一
九
三
三
年
に
作
曲
さ
れ
、
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
独
奏

を
取
り
入
れ
た
『
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
第
一
番
』
を
始
め
と
す
る
一
連
の
作
品

で
、
引
用
や
パ
ロ
デ
ィ
の
手
法
と
並
ん
で
ジ
ャ
ズ
の
要
素
を
取
り
入
れ
て

い
る
。
後
に
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
に
お
け
る
ジ
ャ
ズ
普
及
の
た
め
に
、
通

常
『
ジ
ャ
ズ
組
曲
』
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
曲
を
作
曲
し
て
も
い
る
。
た
だ

し
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
で
の
前
衛
音
楽
へ
の
抑
圧
に
配
慮
し
た
た
め
か
、

通
常
の
意
味
で
の
前
衛
色
は
初
期
の
作
曲
以
降
影
を
潜
め
て
お
り
、
前
者

が
極
め
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
前
衛
性
を
持
つ
曲
と
な
っ
て
い
る
の
に
た

い
し
、
現
在
で
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
後
者
は
、
ワ
ル
ツ
の
リ
ズ
ム
に
一
般
に

も
理
解
さ
れ
や
す
い
緩
や
か
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
乗
せ
た
曲
と
な
っ
て
い

る
。
後
者
の
よ
う
な
例
を
考
慮
す
れ
ば
、
ジ
ャ
ズ
＝
前
衛
と
い
う
構
図
が

絶
対
的
で
な
い
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
が
、
前
者
が
示
す
よ
う
に
、
ジ
ャ
ズ

を
音
楽
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
前
衛
的
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
音
楽
の
一
側
面

を
代
表
す
る
方
法
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
が
感
情
移
入
の
有

無
に
即
し
て
語
ら
れ
た
こ
と
に
筆
者
は
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
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ウ
ィ
ー
ン
・
フ
ィ
ル
の
チ
ェ
ロ
奏
者
と
の
出
会
い
は
、
一
介
の
ア
マ
チ

ュ
ア
・
ト
ラ
ン
ペ
ッ
タ
ー
に
す
ぎ
な
い
筆
者
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も
贅
沢

す
ぎ
る
経
験
だ
っ
た
。
ア
マ
チ
ュ
ア
と
、
本
当
の
一
流
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ

ョ
ナ
ル
と
の
差
は
絶
対
的
で
あ
る
。
一
流
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
た
ち

が
こ
ち
ら
の
理
解
力
に
譲
歩
し
な
が
ら
語
っ
て
く
れ
た
こ
と
は
十
分
に

了
解
し
た
上
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
歓
談
の
経
緯
は
あ
る
問
題
意
識
に
光
を

あ
て
て
く
れ
る
貴
重
な
体
験
と
な
っ
た
。
そ
の
問
題
意
識
と
は
、
芸
術
に

お
け
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
、
感
覚
的
な
も
の
と
、
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な

も
の
、
非
感
覚
的
な
要
素
と
の
対
比
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
感
じ
ら
れ
る
も

の
」
と
「
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
」
の
対
比
と
言
い
換
え
て
も
い
い
。

２
．
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
と
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の

　
個
人
と
自
然
と
の
関
係
を
芸
術
の
中
心
に
据
え
る
ロ
マ
ン
主
義
の
芸

術
と
美
学
に
お
い
て
、
作
曲
家
や
演
奏
家
、
聴
衆
の
関
係
は
、
感
情
移
入

や
共
感
と
い
っ
た
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
言
葉
で
語
ら
れ
う
る
。
文
学
や
絵
画
な

ど
音
楽
以
外
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
も
、
十
八
、十
九
世
紀
に
お
け
る
ロ

マ
ン
主
義
的
な
「
感
性
」
の
神
話
は
、
作
者
、
創
作
者
と
読
者
、
鑑
賞
者

の
間
に
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
関
係
を
前
提
す
る
、「
作
者
の
死
」
以
前
の
主
体

中
心
の
芸
術
観
を
前
提
と
し
て
理
解
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
芸
術
の
創
作
者
を
内
在
的
な
能
力
を
一
貫
し
て
保
持
し
た
主
体

と
考
え
る
こ
と
に
は
様
々
な
問
題
点
が
見
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ばK

azuo 
Ishiguro

は
、
や
は
り
チ
ェ
ロ
奏
者
に
即
し
て
、
優
れ
た
才
能
を
守
る
た

め
に
幼
少
時
に
チ
ェ
ロ
の
演
奏
を
や
め
た
女
性
が
若
者
に
レ
ッ
ス
ン
を

す
る
と
い
う
設
定
の
短
編
作
品 “C

ellists”

で
、
主
体
中
心
の
パ
ー
ソ
ナ

ル
な
芸
術
感
を
皮
肉
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
問
題
点
が
し
ば
し
ば
指

摘
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
に
お
い
て
も
最
も
優
勢
な
芸
術

観
は
基
本
的
に
ロ
マ
ン
主
義
的
な
も
の
だ
。
テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル
ト
ン 

そ
の
他
の
現
代
の
文
化
研
究
者
た
ち
は
、
現
在
の
文
化
的
状
況
を
し
ば
し

ば
「
ポ
ス
ト
ロ
マ
ン
派
」（post-R

om
antic

）
と
呼
ぶ

１
。
そ
の
言
葉
は
、

「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」（postm

odern

）
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
に
先

立
つ
思
潮
に
た
い
す
る“post”

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
基
と
な

っ
た
思
潮
の
広
範
な
影
響
力
を
肯
定
し
も
す
る
。
伝
統
的
な
価
値
観
が
高

く
評
価
さ
れ
る
日
本
に
お
い
て
は
特
に
、
伝
統
的
な
美
学
や
ジ
ャ
ン
ル
区

分
が
い
ま
だ
に
強
い
影
響
力
を
保
持
し
て
い
る
と
つ
け
加
え
て
も
よ
い

か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
せ
い
か
日
本
で
は
伝
統
的
な
ジ
ャ
ン
ル
の
区
分
が

通
常
厳
密
に
守
ら
れ
て
お
り
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
チ
ェ
ロ
奏
者
が
ジ
ャ
ズ
を

同
時
に
演
奏
し
た
り
す
る
こ
と
は
少
な
く
、
テ
ィ
ル
・
ブ
レ
ナ
ー
や
ウ
ィ

ン
ト
ン
・
マ
ー
サ
リ
ス
の
よ
う
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
ジ
ャ
ズ
の
境
界
線
を
自

由
に
往
き
き
す
る
演
奏
者
は
多
く
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
感
性
の
差
異
は
、
現

代
に
お
け
る
芸
術
鑑
賞
の
根
本
に
か
か
わ
る
問
題
を
提
起
し
て
も
い
る
。

　
実
際
、
ロ
マ
ン
主
義
的
感
性
を
中
心
と
し
た
芸
術
や
芸
術
観
が
い
つ
変

貌
し
た
の
か
を
言
い
あ
て
る
の
は
実
は
と
て
も
む
ず
か
し
い
。
十
八
世
紀

以
降
の
芸
術
思
潮
を
、
啓
蒙
主
義
と
古
典
主
義
、
ロ
マ
ン
主
義
、
リ
ア
リ

ズ
ム
、
自
然
主
義
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
、
ポ
ス
ト
モ

ダ
ニ
ズ
ム
な
ど
と
分
類
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
応
異
な
っ

た
思
潮
は
、
古
典
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
が
あ
る
程
度
相
互
依
存
的
な
関
係

に
あ
っ
た
り
、
ロ
マ
ン
主
義
が
そ
れ
以
降
の
思
潮
と
比
較
し
て
よ
り
根
源

的
で
あ
る
た
め
に
、
以
後
の
思
潮
の
根
底
に
変
わ
ら
ず
生
き
続
け
て
い
る

か
ら
だ
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
芸
術
・
学
術
的
思
潮
は
、
一
般
に
従
来
の
十
九

世
紀
的
思
潮
へ
の
反
発
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
モ
ダ
ニ
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—
　

感
じ

ら
れ

る
も

の
 　

感
じ

ら
れ

な
い

も
の

　
—

ズ
ム
芸
術
の
す
べ
て
が
ロ
マ
ン
主
義
的
思
潮
を
否
定
す
る
方
向
へ
と
向

か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
逆
の
傾
向
も
顕
著
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
文
学
に
お
い
て
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
唱
え
た
無
意
識
や
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
影
響
さ
れ
た
「
意
識
の
流
れ
」
の
手
法
を
取
り
入

れ
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
や
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
、
ア
メ
リ
カ

の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
な
ど
が
、
個
人
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の

の
表
現
あ
る
い
は
表
出
を
従
来
以
上
に
深
く
つ
き
つ
め
た
と
い
う
意
味

で
、
極
め
て
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
作
品
を
生
み
出
し
た
。
絵
画
に
お
け
る

表
現
主
義
の
画
家
、
シ
ュ
ー
ル
・
リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
や
、
ア
メ
リ
カ
の
抽

象
表
現
主
義
者
た
ち
も
ま
た
、
人
間
の
内
面
の
表
出
を
新
た
な
方
法
論
で

試
み
た
し
、
十
二
音
階
法
で
知
ら
れ
る
ア
ル
ノ
ル
ト
・
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク

は
、
十
二
音
階
法
以
前
に
は
ブ
ラ
ー
ム
ス
と
ワ
ー
グ
ナ
ー
に
傾
倒
し
、『
浄

夜
』
な
ど
の
精
緻
な
後
期
ロ
マ
ン
派
的
作
品
で
知
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
モ
ダ
ン
な
芸
術
は
ロ
マ
ン
主
義
と
断
絶
し
て
い
た
の
で
は
必
ず
し
も

な
く
、
し
ば
し
ば
そ
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
二
十
世
紀
半
ば
ま

で
優
勢
を
誇
っ
た
実
存
主
義
と
現
象
学
が
、
経
験
論
的
な
意
味
で
の
自
我

と
は
異
な
っ
た
「
超
越
論
的
自
我
」
を
学
の
基
盤
に
す
え
て
い
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ

イ
デ
ガ
ー
、
ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
な
ど
の
思
想
が
そ
れ
に
あ
た

る
。
モ
ダ
ン
の
美
学
や
思
想
の
多
く
は
、
こ
れ
ら
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
実
際
の
と
こ
ろ
十
九
世
紀
か
ら
の
思
想
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
多
く
反
復

し
て
お
り
、
そ
の
延
長
線
上
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。“M

ake 
It N

ew
.”

と
い
う
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
標
語
を
作
り
出
し
、
英
詩
の
革
新

を
先
導
し
た
ア
メ
リ
カ
人
詩
人
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
が
、
ロ
ー
マ
文
化
発

祥
の
地
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
に
安
住
の
地
を
求
め
て
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
を
支

持
し
た
り
、
日
本
の
能
な
ど
の
伝
統
芸
術
に
範
を
求
め
る
な
ど
し
た
こ
と

や
、
パ
ウ
ン
ド
の
同
僚
と
も
い
う
べ
き
ア
メ
リ
カ
人
詩
人
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ

オ
ッ
ト
が
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
に
帰
依
し
、
伝
統
に
回
帰
し
た
こ
と
な
ど
は

よ
く
知
ら
れ
た
例
で
あ
る
。

　
ま
た
、
音
楽
や
絵
画
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
主
要
な
ス
タ
イ
ル
の
一

つ
は
、
新
古
典
主
義
と
呼
ば
れ
る
古
典
的
様
式
へ
の
回
帰
、
あ
る
い
は
そ

の
反
復
で
あ
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
た
例
と
し
て
は
、
ラ
ヴ
ェ
ル
の
『
ボ
レ

ロ
』
や
『
亡
き
王
女
の
た
め
の
パ
ヴ
ァ
ー
ヌ
』、
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー

の
『
プ
ル
チ
ネ
ラ
』、
イ
タ
リ
ア
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
、
オ
ッ
ト
リ
ー
ノ
・
レ

ス
ピ
ー
ギ
に
よ
る
『
六
つ
の
小
品
』『
リ
ュ
ー
ト
の
た
め
の
古
風
な
舞
曲

と
ア
リ
ア
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
古
典
様
式
へ
の
回
帰
・
反
復
が
モ
ダ
ニ

ズ
ム
の
時
代
に
お
け
る
音
楽
の
重
要
な
モ
ー
ド
だ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ

れ
る
。
絵
画
に
お
い
て
も
、
パ
ブ
ロ
・
ピ
カ
ソ
が
（
十
八
世
紀
の
も
の
と

は
異
な
る
と
は
い
え
）
新
古
典
主
義
的
様
式
を
基
本
と
し
た
母
子
像
を
描

く
な
ど
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
や

Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
フ
レ
ー
ザ
ー
の
『
金
枝
篇
』
な

ど
を
参
照
し
つ
つ
、『
春
の
祭
典
』
や
『
荒
地
』
に
お
い
て
神
話
的
過
去

へ
の
回
帰
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
利
用
し
、
ピ
カ
ソ
や
マ
ル
ク
・
シ
ャ
ガ
ー

ル
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
ら
が
神
話
的
意
匠
を
用
い
た
こ
と
も
、
モ

ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
前
衛
性
が
過
去
へ
の
回
帰
に
伴
わ
れ
て
い
た
例
で
あ

る
。
一
般
的
に
「
神
話
的
方
法
」
と
呼
ば
れ
る
こ
う
し
た
表
現
方
式
は
、

ポ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
当
時
と
し
て
は
先
進
的
方

法
で
あ
っ
た
フ
ロ
イ
ト
や
ユ
ン
グ
の
精
神
分
析
と
結
び
つ
き
、
モ
ダ
ニ
ズ

ム
芸
術
の
規
範
的
方
法
と
な
っ
た

２
。
ジ
ョ
イ
ス
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
な
ど

に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
た
文
学
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
利
用
も
ま
た
、

極
め
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
方
法
論
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
。
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Fe
at

ur
ed

 E
ss

ay
s:

 Im
-p

er
ce

pt
ib
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  —
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３
．
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
過
去
へ
の
退
行
的
傾
斜
が
前
衛
的
と
さ
れ
る
モ
ダ

ニ
ズ
ム
芸
術
の
一
般
的
な
傾
向
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
必
ず
し
も
驚
く
に
値

し
な
い
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
た
理
論
の
多
く
、
フ
ロ

イ
ト
主
義
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
、

あ
る
い
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
レ
ー
ザ
ー
の
社
会
人
類
学
な
ど
は
、
い
ず
れ

も
強
く
歴
史
を
意
識
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
前
提
と
し
て
お
り
、
起
源
や

単
一
の
要
因
を
求
め
る
枠
組
み
を
脱
し
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
大
き
な
物
語
」

を
形
成
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
る
「
デ
ィ
オ

ニ
ソ
ス
と
ア
ポ
ロ
ン
」
の
交
錯
か
ら
な
る
西
欧
の
歴
史
と
い
う
モ
デ
ル
が
、

ニ
ー
チ
ェ
が
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
」
の
哲
学
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と

と
並
ん
で
、
文
明
の
過
去
へ
の
回
帰
に
よ
る
西
欧
文
明
の
批
判
と
い
う
視

点
に
そ
の
基
盤
を
お
い
て
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
基
本
的
に
ロ
マ
ン
テ
ィ

ッ
ク
な
衝
動
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
フ
ロ
イ

ト
主
義
も
ま
た
、
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
過
去
の
父

権
的
権
威
を
肯
定
し
て
い
る
し
、
そ
の
起
源
を
探
求
し
た
『
ト
ー
テ
ム
と

タ
ブ
ー
』
な
ど
の
著
作
は
、
フ
レ
ー
ザ
ー
の
『
金
枝
篇
』
や
エ
リ
オ
ッ
ト

の
『
荒
地
』
と
類
似
し
た
、
過
去
や
原
始
へ
の
回
帰
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け

ら
れ
て
い
る
。

　
フ
ロ
イ
ト
や
ユ
ン
グ
の
理
論
に
お
け
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
や
原
始

主
義
は
、
人
間
の
自
我
一
般
を
意
識
と
無
意
識
に
分
割
さ
れ
た
全
体
性
と

し
て
提
示
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
記
の
よ
う
な
過
去
へ
の
遡
求
と
自

我
の
欲
望
と
を
連
接
さ
せ
る
重
要
な
装
置
と
も
な
っ
た
。
夢
は
し
ば
し
ば
、

過
去
の
記
憶
の
レ
ポ
ジ
ト
リ
ー
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
ポ
ロ
ッ
ク
の
絵

画
の
多
く
は
、
実
は
抽
象
画
と
言
う
よ
り
も
具
象
画
、
あ
る
い
は
精
神
分

析
的
な
原
型
を
提
示
し
た
夢
的
な
作
品
で
あ
り
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム

の
絵
画
と
共
通
す
る
側
面
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
ポ
ロ
ッ
ク
は
、
ア
メ
リ

カ
的
な
絵
画
を
生
み
出
す
に
あ
た
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
に
ふ
さ
わ
し
い
起
源

へ
の
回
帰
、
つ
ま
り
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
文
化
へ
の
回
帰
を
意
識
的
・
無
意

識
的
に
実
践
し
て
い
た
。
ポ
ロ
ッ
ク
の
有
名
な
自
画
像
は
、
典
型
的
な
ア

メ
リ
カ
白
人
男
性
で
あ
っ
た
ポ
ロ
ッ
ク
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
、
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
に
似
た
マ
ス
ク
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
し
、
創
作
に
あ
た
っ
て

ポ
ロ
ッ
ク
が
ナ
ヴ
ァ
フ
ォ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
砂
絵
を
模
し
て
い
た
こ
と

も
知
ら
れ
て
い
る

３
。
文
明
＝
歴
史
・
神
話
＝
自
我
を
等
号
に
よ
っ
て
結

び
つ
け
る
図
式
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
の
思
想
・
芸
術
の
根
底
に
あ
り
、

そ
れ
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
感
性
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
感
性
は
お

そ
ら
く
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
感
性
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
り
な
い
も
の
だ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
に
は
様
々
な
異
な
っ
た

傾
向
が
共
存
し
て
い
た
。
従
来
の
芸
術
形
式
に
た
い
す
る
反
発
と
破
壊
は

従
来
の
芸
術
形
式
や
感
性
か
ら
の
逸
脱
を
趣
旨
と
し
て
い
た
。
モ
ダ
ニ
ズ

ム
以
降
の
芸
術
一
般
を
抽
象
的
な
原
理
と
し
て
説
明
し
た
り
、
そ
れ
を
一

般
化
し
て
語
る
こ
と
が
困
難
な
理
由
は
お
そ
ら
く
そ
こ
に
あ
る
。
伝
統
的

な
芸
術
形
式
、
た
と
え
ば
絵
画
に
お
け
る
遠
近
法
や
特
定
色
（local color

）、

音
楽
に
お
け
る
拍
子
、
調
性
、
作
曲
（com

position

）
の
有
機
体
論
的
な

必
然
性
、
文
学
に
お
け
る
韻
律
や
リ
ア
リ
ズ
ム
の
因
果
律
な
ど
の
意
味
や

定
義
は
、
十
九
世
紀
ま
で
の
芸
術
の
、
多
く
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
シ
ス

テ
ム
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
レ
ナ
ー
ド
・
バ
ー
ン
ス
テ

ィ
ン
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ガ
ー
シ
ュ
イ
ン
の
楽
曲
に
つ
い
て
の
有
名
な
コ
メ

ン
ト
で
、
部
分
と
全
体
が
有
機
的
・
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
音
楽

は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
お
け
る
「
作
曲
（com

position

）」
で
は
な
い
と
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—
　

感
じ

ら
れ

る
も

の
 　

感
じ

ら
れ

な
い

も
の

　
—

断
じ
て
い
る
。
一
九
五
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る

４
。
音
楽
に
お
い
て
も
文

学
に
お
い
て
も
、
全
体
と
個
と
の
必
然
的
な
結
び
つ
き
を
前
提
し
た
ロ
マ

ン
主
義
的
な
美
学
理
論
が
基
本
に
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
芸
術
作
品
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
保
証
さ
れ
て
い
た
。
作
曲
で
あ
る
も
の
と
そ
う
で
な

い
も
の
と
の
区
分
は
、
芸
術
作
品
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
と
っ
て

必
然
的
で
あ
り
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
前
に
は
ほ
ぼ
絶
対
化
さ
れ
て
い
た
。
芸

術
の
「
純
粋
性
」
や
ジ
ャ
ン
ル
の
固
有
性
は
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
厳
密

な
意
味
づ
け
、
定
義
づ
け
を
シ
ス
テ
ム
化
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
外
部
と

し
て
の
、
い
わ
ば
「
そ
う
で
な
い
も
の
」「
芸
術
で
な
い
も
の
」
を
生
み

出
し
て
い
た
。

　
従
来
的
な
同
一
性
か
ら
逸
脱
し
よ
う
と
し
た
芸
術
家
た
ち
が
向
か
っ

た
方
向
性
は
、
必
然
的
に
こ
の
「
そ
う
で
な
い
も
の
」「
芸
術
で
な
い
も

の
」
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、The C

oncept 
of M

odernism
 ( C

ornell U
P, 1990)

の
著
者A
stradur Eysteinsson

な
ど

多
く
の
理
論
家
た
ち
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
を
定

義
し
え
な
い
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。Eysteinsson
が
述
べ
る
よ
う
に
、

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
概
念
そ
の
も
の
が
、
歴
史
的
意
味
づ
け
が
可
能
で
あ
る
と

の
前
提
を
も
つ
新
批
評
的
な
全
体
論
と
歴
史
化
に
よ
っ
て
従
来
理
解
さ

れ
が
ち
だ
っ
た
と
は
い
え
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
そ
う
し
た
定
義
づ
け
を
含
め

た
従
来
の
シ
ス
テ
ム
の
全
体
性
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
方
向
性
を
持
っ

て
い
た

５
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
逸
脱
へ
向
か
う
思
考
の
一
部
は
「
そ

う
で
あ
る
も
の
」「
芸
術
で
あ
る
も
の
」
を
否
定
し
、「
そ
う
で
な
い
も
の
」

と
い
う
、
原
理
上
決
し
て
定
義
し
得
な
い
何
か
と
の
同
一
化
だ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
は
芸
術
の
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
共
同
体
の
「
内
部
」
か
ら

「
外
部
」
へ
の
動
き
で
あ
り
、
正
体
を
特
定
し
定
義
づ
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
無
定
形
な
も
の
へ
の
志
向
で
あ
っ
た
。

　
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
代
表
す
る
美
術
評
論
家C

lem
ent G

reenberg

の
評
論
、

特
に
エ
ッ
セ
イ“M

odernist Painting”

や“Avant-G
arde and K

itsch”

が
、
現
代
絵
画
の
本
質
と
境
界
線
を
定
め
、G

reenberg

が
認
め
る
前
衛

芸
術
と
し
て
の
「
芸
術
で
あ
る
も
の
」
と
、N

orm
an R

ockw
ell

な
ど
に

代
表
さ
れ
る
擬
似
芸
術
「
キ
ッ
チ
ュ
」
と
し
て
の
「
そ
う
で
な
い
も
の
」

の
区
分
を
自
由
主
義
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
関
係
と
並
行
し
て
明
確
化
し

よ
う
と
し
た
評
論
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
芸

術
の
明
確
な
基
盤
と
自
律
的
な
定
義
を
唱
え
るG

reenberg

の
議
論
そ
の

も
の
が
、
む
し
ろ
彼
が
否
定
す
る
擬
似
芸
術
「
キ
ッ
チ
ュ
」
の
一
般
化

に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
厳
密
な
芸
術
の

定
義
そ
の
も
の
が
、
む
し
ろ
そ
れ
か
ら
逸
脱
し
て
ゆ
く
一
般
的
な
文
化

の
状
況
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
の
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

G
reenberg

の
議
論
は
そ
れ
自
体
と
し
て
の
芸
術
の
意
味
づ
け
を
守
ろ
う

と
し
た
い
わ
ば
最
後
の
砦
で
あ
り
、
そ
の
後
の
ア
メ
リ
カ
現
代
芸
術
の
進

展
の
多
く
が
、
む
し
ろG

reenberg

に
よ
る
「
芸
術
で
あ
る
も
の
」
と
「
そ

う
で
な
い
も
の
」
の
区
別
を
解
体
す
る
方
向
に
向
か
っ
た
こ
と
は
必
然
的

で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

６
。

４
．
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
と
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の

　
逸
脱
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
の
実
際
的
な
あ
り
方
、
た
と
え
ば
変
拍
子

と
呼
ば
れ
る
独
特
の
拍
子
を
伝
統
的
な
拍
子
か
ら
の
逸
脱
と
し
て
取
り

入
れ
た
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
『
春
の
祭
典
』
や
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の

十
二
音
階
法
、
疑
似
科
学
主
義
的
な
ピ
エ
ト
・
モ
ン
ド
リ
ア
ン
の
「
新
造

形
主
義
」
の
理
論
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
の
『
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ
・
ウ
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Fe
at

ur
ed

 E
ss

ay
s:

 Im
-p

er
ce

pt
ib

le
  —

—
—

ェ
イ
ク
』
に
お
け
る
言
語
実
験
な
ど
が
、
と
き
に
科
学
的
・
客
観
的
方
法

と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
希
求
し
な
が
ら
、
限
定
さ
れ
た
反
復
可

能
性
し
か
持
ち
得
な
い
不
安
定
な
可
能
性
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
ま
ま
終

わ
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
そ
れ
ら
が
「
そ
う
で
な
い
も
の
」
へ
の
逸
脱

の
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
は
ず
だ
。
リ
ア
リ
ズ
ム
で
な
く
キ
ュ

ビ
ズ
ム
で
も
な
い
芸
術
の
形
態
は
、
そ
の
本
性
か
ら
し
て
定
義
不
可
能
で
無

限
定
で
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
か
ら
逸
脱
し
よ
う
と
し
た
モ
ン
ド
リ
ア
ン

と
そ
の
追
従
者
た
ち
の
精
緻
化
さ
れ
た
理
論
はG

reenberg

の
も
の
と
同

様
に
普
遍
的
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
他
の
形
式
に
お
い
て

も
可
能
な
逸
脱
の
一
つ
の
例
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

哲
学
者
の
テ
オ
ド
ー
ル
・
ア
ド
ル
ノ
も
そ
の
弟
子
と
し
て
支
持
し
た
シ
ェ

ー
ン
ベ
ル
ク
の
十
二
音
階
法
も
、
弟
子
の
ア
ラ
ン
・
ベ
ル
ク
や
ア
ン
ト
ン
・

ヴ
ェ
ー
ベ
ル
ン
、
後
期
の
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
な
ど
に
よ
っ
て
反
復
さ

れ
た
も
の
の
、
限
定
さ
れ
た
形
で
利
用
さ
れ
、
現
代
で
は
ほ
と
ん
ど
用
い

ら
れ
な
い
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
が
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
た
後
、
ロ
サ
ン
ゼ

ル
ス
で
の
セ
ミ
ナ
ー
で
彼
の
教
え
を
受
け
た
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
は
、
シ
ェ

ー
ン
ベ
ル
ク
に
教
え
を
受
け
、
そ
の
経
験
に
つ
い
て
多
く
を
語
っ
て
い
る

け
れ
ど
も
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ニ
コ
ル
ズ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
作
曲
の

厳
密
な
方
法
と
基
本
と
し
て
の
構
造
の
必
要
性
（com

positional discipline, 
and of the fundam

ental necessity of structure

）」
を
学
ん
だ
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル

ク
よ
り
も
、
よ
り
新
し
い
音
楽
の
可
能
性
を
教
え
て
く
れ
た
ア
メ
リ
カ
人

作
曲
家
ヘ
ン
リ
ー
・
コ
ー
ウ
ェ
ル
か
ら
よ
り
多
く
を
学
ん
だ
し

７
、
後
に

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
音
楽
に
お
け
る
煩
雑
な
手
続
き
に
異
議
を
唱
え
て

も
い
る

８
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
ケ
ー
ジ
が
逸
脱
す
る
こ
と
の
意
義
と
そ

れ
を
実
現
す
る
た
め
の
方
法
を
よ
り
明
確
に
理
解
し
実
践
し
た
こ
と
に

よ
る
だ
ろ
う
。

　
実
際
『
小
鳥
た
ち
の
た
め
に
』
な
ど
で
の
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
方
法

に
た
い
す
る
ケ
ー
ジ
の
冷
淡
と
も
言
え
る
反
応
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
そ
れ

以
降
の
芸
術
を
隔
て
る
重
要
な
転
換
点
で
あ
る
と
い
え
る
。
ケ
ー
ジ
は
同

時
に
多
く
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
お
い
て
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
を
讃
え
て
も

い
る
の
だ
が
、
そ
の
際
に
彼
が
挙
げ
る
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
教
え
は
、
音

階
法
と
そ
の
手
続
き
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ

い
て
の
も
の
だ
。
構
造
や
作
法
、
あ
る
い
は
「
内
容
（content

）」
と
結
び

つ
い
た
音
や
言
語
は
ケ
ー
ジ
の
興
味
を
惹
か
な
い
。
あ
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー

で
ケ
ー
ジ
は
「
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
が
教
え
の
中
で
も
強
く
説
い
た
の
は
、

反
復
と
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
し
た
。
そ
れ
は
私
た
ち
が
様
々
な
関
係
と

呼
ぶ
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
か
ら
、
よ
り
単
純
化

し
た
形
で
、
す
べ
て
は
反
復
な
の
だ
と
述
べ
た
の
で
す
。（The things that 

Schoenberg em
phasized in his teaching w

ere repetition and variation, w
hich 

w
ould tend to w

hat w
e call relationships. A

nd then he said—
to sim

plify it—

he said that everything w
as a repetition.

）」
と
語
っ
て
い
る

９
。
詩
人
で
も

あ
っ
た
ケ
ー
ジ
に
は“Em

pty W
ords”

と
い
う
作
品
が
あ
り
、
そ
こ
で

はC
hristopher Shultis

が
言
う
よ
う
に
、「
言
及
的
な
意
味
（referential 

m
eaning

）」
を
も
つ“full w

ords”

と
、「
他
の
語
に
言
及
す
る
（refer to 

other w
ords

）」
接
続
詞
、
冠
詞
、
代
名
詞
な
ど
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る

10
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
ケ
ー
ジ
に
よ
る
こ
う
し
た
区
別
は
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ

ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
よ
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
分
割
や
、

語
の
差
異
に
よ
る
意
味
生
成
の
解
説
に
類
似
し
て
い
る
。
ド
・
ソ
シ
ュ
ー

ル
の
理
論
が
、
上
記
と
は
異
な
る
モ
ダ
ン
な
思
想
の
別
の
側
面
、
つ
ま
り

歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
視
点
に
よ
っ
て
意
味
付
け
ら
れ
る
語
の
必
然
化

さ
れ
た
意
味
や
、
個
人
に
よ
る
言
語
の
意
識
的
な
理
解
を
絶
対
視
す
る
視

点
を
離
れ
、
意
味
作
用
を
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
差
異
に
よ
る
も
の
と
し
て
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感
じ

ら
れ

る
も

の
 　

感
じ

ら
れ

な
い

も
の

　
—

考
え
る
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
の
と
、
ケ
ー
ジ
に
よ
る
上
記
の
区
分
が
類

似
し
て
い
る
の
は
お
そ
ら
く
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
両
者
は
、
言
葉
と

言
及
対
象
を
切
り
離
し
、
音
を
意
味
や
主
体
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
シ
ス
テ
ム
内
で
の
意
味
づ
け
の
自
然
化
を
前
提
と
す
る
従
来
的
な
言

語
・
芸
術
観
か
ら
逸
脱
し
、
そ
れ
を
脱
構
築
し
よ
う
と
す
る
か
ら
だ
。

　
上
と
同
じ
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
ケ
ー
ジ
は
、
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
と
ケ
ー
ジ
の

両
者
を
称
え
た
ア
ド
ル
ノ
の
矛
盾
し
た
態
度
に
触
れ
、
さ
ら
に
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。「
し
か
し
そ
れ
か
ら
、
た
っ
た
今
引
用
し
た
言
葉
に
含

ま
れ
る
何
か
が
、
あ
た
か
も
主
体
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
、
別
の
方
向

に
結
び
つ
い
て
し
ま
う
の
で
す
。
あ
た
か
も
そ
れ
が
何
か
に
つ
い
て
で
あ

る
か
の
よ
う
に
。
そ
れ
は
情
緒
（em

otions

）
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。（But then 

som
ething that you just quoted leads in another direction as though there w

ere a 

subject. A
s though it w

as about som
ething. W

hich could be the em
otions.

）」11
。

　
一
九
三
〇
年
代
に
活
動
を
開
始
し
て
い
た
ケ
ー
ジ
が
、
上
記
の
よ
う
な

根
源
的
認
識
に
達
し
て
い
た
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
モ
ダ
ニ

ズ
ム
以
前
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
降
に
も
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
に
た
い
す

る
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
を
強
く
意
識
し
た
創
作
と
議
論
は
行
わ
れ

て
い
た
。
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
例
は
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
、
通
常

“im
personal poetics”

と
呼
ば
れ
る
方
法
で
あ
る
。
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な

詩
学
と
そ
の
系
譜
に
関
す
る
重
要
な
著
作
で
あ
るIm

personality: Seven 
Essays （U

 of C
hicago P, 2007

）
の
著
者Sharon C

am
eron

は
、
Ｔ
・
Ｓ
・

エ
リ
オ
ッ
ト
に
お
け
る
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
詩
学
は
、
そ
の
よ
り
徹
底
し

た
形
を
、
主
体
や
そ
れ
が
含
意
す
る
中
心
か
ら
離
脱
し
た
詩
に
お
け
る
声

の
あ
り
か
た
に
見
出
し
、「
詩
の
奇
妙
さ
は
「
誰
が
語
っ
て
い
る
の
か
？
」
あ

る
い
は
「
こ
れ
は
誰
の
知
覚
に
言
及
す
る
も
の
な
の
か
」
と
い
っ
た
問
い

を
絶
え
ず
転
倒
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
（The strangeness of the poem

 is 

alw
ays subverting a question like W

ho is speaking? O
r To w

hose perception 

can this be referred?

）」
と
指
摘
す
る

12
。
お
そ
ら
く
エ
リ
オ
ッ
ト
の
詩
す

べ
て
に
お
い
て
、
主
体
な
き
言
語
と
も
い
う
べ
き
同
様
の
言
語
が
語
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
は
ず
だ
。
し
か
し
、
主
体
や
情
緒
（em

otions

）

に
結
び
つ
か
な
い
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
詩
学
は
、C

am
eron

が
同
書
で

論
じ
るW

illiam
 Em

pson, Jonathan Edw
ards, R

alph W
aldo Em

erson, 
Sim

one W
eil, H

erm
an M

elville

な
ど
を
始
め
と
す
る
十
八
世
紀
か
ら

二
十
世
紀
に
か
け
て
の
思
想
家
、
詩
人
、
作
家
た
ち
に
共
有
さ
れ
て
き
た
方

法
で
も
あ
り
、
主
体
の
関
与
を
前
提
と
し
た
パ
ー
ソ
ナ
ル
で
情
緒
的
な
詩

学
と
永
ら
く
共
存
し
て
き
た
も
の
だ
。
ま
た
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
一
般
の

オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
な
っ
た
夢
に
つ
い
て
も
、
あ
る
い
は
上
で
触
れ
た
ニ

ー
チ
ェ
の
思
想
に
お
け
る
「
悲
劇
」
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ら
が
パ
ー
ソ
ナ

ル
な
も
の
を
超
え
て
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
に
転
じ
る
契
機
が
見
い

だ
さ
れ
る
。
夢
や
無
意
識
は
、
個
人
の
内
部
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
と

同
時
に
、
社
会
に
お
け
る
抑
圧
に
よ
っ
て
生
じ
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
の

有
名
な
言
葉
に
よ
れ
ば
「
言
語
の
よ
う
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
」。
だ
と

す
れ
ば
、
夢
や
無
意
識
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
個
人
の
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
な

想
像
力
が
機
能
す
る
場
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
シ
ニ

フ
ィ
ア
ン
の
戯
れ
が
確
定
し
た
意
味
形
成
を
揺
る
が
せ
続
け
る
場
で
も

あ
る
。
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
『
ニ
ー
チ
ェ
と
哲
学
』
で
ニ
ー
チ
ェ
本
人

の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
述
べ
る
よ
う
に
、
悲
劇
と
は
「
個
人
が
イ
ン
パ

ー
ソ
ナ
ル
な
存
在
に
変
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
ジ
ャ
ン
ル
で
も
あ

る
13
。
こ
の
よ
う
に
し
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
と

イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
は
、
絶
え
ず
相
互
依
存
的
、
相
互
浸
透
的
な
も

の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。

　
冒
頭
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
、
こ
こ
で
言
う
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
が
チ
ャ
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イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
音
楽
に
、
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
が
シ
ョ
ス
タ
コ
ー

ヴ
ィ
ッ
チ
の
音
楽
と
、
さ
ら
に
曖
昧
な
か
た
ち
で
ジ
ャ
ズ
と
連
想
さ
れ
て

い
た
。
こ
こ
で
そ
の
連
想
と
し
て
述
べ
た
よ
う
な
理
論
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ヴ
が
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
前
提
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

一
流
の
音
楽
家
・
音
楽
教
育
者
で
あ
る
チ
ェ
ロ
奏
者
の
方
が
、
ど
の
よ
う

な
背
景
か
ら
そ
の
区
分
を
語
ら
れ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
表
向
き
の
対

話
と
し
て
は
、
そ
れ
は
極
め
て
経
験
論
的
な
コ
メ
ン
ト
と
し
て
受
け
取
れ

る
も
の
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
ジ
ャ
ズ
が
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
芸
術
か
ど
う

か
と
い
う
判
断
に
も
疑
問
の
余
地
が
あ
る
は
ず
だ
。

　
一
九
四
〇
年
代
以
降
の
、
コ
ー
ド
進
行
に
則
っ
た
イ
ン
プ
ロ
ヴ
ィ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
を
基
本
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
コ
ー
ダ
ル
」
な
ジ
ャ
ズ
は
、
そ
の

演
奏
の
手
続
き
と
し
て
は
機
械
的
で
あ
り
、
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
だ
と
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ビ
バ
ッ
プ
以
降
の
ジ
ャ
ズ
の
演
奏
に
お
い

て
も
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
多
く
の
場
合
グ
ル
ー
プ
で
の
演
奏
を
前
提
と

し
、
奏
者
間
の
イ
ン
プ
ロ
ヴ
ィ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
相
互
関
係
を
前
提
と
し
て

い
る
。D

aniel B
elgrad

の
よ
う
に
、
ジ
ャ
ズ
を
第
二
次
大
戦
後
に
一
般

化
し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
「
自
発
性
の
文
化 （culture of spontaneity)

」
で

あ
る
と
し
、
息
に
よ
る
「
投
射
詩 ( projective verse)

」
を
唱
え
た
チ
ャ
ー

ル
ズ
・
オ
ル
ソ
ン
の
実
験
詩
や
、
ア
レ
ン
・
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ケ

ル
ア
ッ
ク
な
ど
の
ジ
ャ
ズ
を
模
倣
し
た
詩
や
小
説
、
ポ
ロ
ッ
ク
ら
に
よ
る

抽
象
表
現
主
義
、
ケ
ー
ジ
や
ロ
バ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
ウ
ェ
ル
な
ど
も
参
加
し

た
実
験
的
大
学
ブ
ラ
ッ
ク
・
マ
ウ
ン
テ
ン
・
カ
レ
ッ
ジ
と
結
び
つ
け
る
批

評
家
も
い
る

14
。B

elgrad

は
ジ
ャ
ズ
を
個
人
と
全
体
と
を
調
和
さ
せ
る

極
め
て
民
主
主
義
的
で
ア
メ
リ
カ
的
な
芸
術
だ
と
考
え
て
も
い
る
よ
う

だ
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
要
因
を
孕
み
つ
つ
も
、
ジ

ャ
ズ
は
あ
く
ま
で
も
個
人
と
個
人
の
関
係
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
全
体

と
イ
ン
タ
ー
ア
ク
ト
す
る
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
芸
術
で
あ
る
と
も
い
え
る

15
。
オ
ー
ネ

ッ
ト
・
コ
ー
ル
マ
ン
ら
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
」
は
、

従
来
の
ジ
ャ
ズ
の
コ
ン
ヴ
ェ
ン
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
を
基
調
と
し
た
、
そ

の
意
味
で
は
極
め
て
モ
ダ
ン
で
抽
象
的
な
音
楽
だ
っ
た
は
ず
だ
。
ジ
ャ
ン

ル
の
定
義
を
あ
る
意
味
で
解
体
し
た
正
体
の
な
い
音
楽
の
あ
り
か
た
は
、

一
九
六
〇
年
代
後
半
に
は
マ
イ
ル
ス
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
や
ジ
ョ
ン
・
コ
ル
ト

レ
ー
ン
な
ど
、
よ
り
保
守
的
な
主
流
の
音
楽
家
た
ち
の
音
楽
に
も
取
り
入

れ
ら
れ
た
。
し
か
し
、Bitches Brew

 （1970

）
や
一
九
七
〇
年
代
初
頭
の

マ
イ
ル
ス
の
過
激
で
混
乱
を
極
め
た
音
楽
に
お
い
て
す
ら
、
イ
ン
プ
ロ
ヴ

ィ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
実
演
す
る
奏
者
同
士
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
相
互
関
係
は

保
た
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
ケ
ー
ジ
の
よ
う
に
芸
術
に
お
け
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
基
盤
を
根
源

的
に
脱
構
築
し
よ
う
と
し
た
芸
術
家
で
も
、
す
べ
て
を
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル

な
関
係
に
還
元
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
二
〇
一
二
年
、
ケ
ー

ジ
の
生
誕
一
〇
〇
年
の
年
に
は
、
ケ
ー
ジ
の
作
曲
の
連
続
演
奏
会
が
毎
週

末
ボ
ス
ト
ン
・
コ
モ
ン
の
近
く
に
あ
る
ボ
ス
ト
ン
・
ア
テ
ネ
ウ
ム
で
開
か

れ
た
。
ケ
ー
ジ
の
曲
を
次
々
と
聴
き
続
け
ら
れ
る
機
会
は
他
に
あ
り
え
な

い
は
ず
だ
と
思
い
、
筆
者
は
で
き
る
か
ぎ
り
毎
週
、
淡
々
と
続
け
ら
れ
る

演
奏
を
一
人
で
聴
き
続
け
た
。
ケ
ー
ジ
の
曲
の
多
く
は
、
通
常
の
音
楽
的

経
験
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
音
楽
の
意
味
づ
け
を
許
さ
な
い
。
聴
き
続
け
る

た
め
に
は
一
つ
一
つ
の
音
に
耳
を
傾
け
、
時
間
の
流
れ
に
身
を
委
ね
る
他

な
い
。
し
ば
し
ば
苦
痛
を
伴
う
そ
の
経
験
は
、
自
分
の
聴
覚
や
集
中
力
、

報
わ
れ
な
い
理
解
力
へ
の
全
力
で
の
傾
斜
を
要
求
し
た
。
ケ
ー
ジ
が
敬
愛

し
た
十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
大
思
想
家
ヘ
ン
リ
ー
・

デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ソ
ロ
ー
は
、「
音
楽
に
お
け
る
意
図
の
無
さ
（non-

intentionality in m
usic

）」
の
モ
デ
ル
と
も
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
著
作
で
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—
　

感
じ

ら
れ

る
も

の
 　

感
じ

ら
れ

な
い

も
の

　
—

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
ロ
マ
ン
派
の
思
想
家
に
ふ
さ
わ
し
く
「
自
然
（nature

）」

の
観
察
者
で
も
あ
っ
た

16
。
お
そ
ら
く
「
自
然
」
へ
の
関
心
を
ソ
ロ
ー
か

ら
受
け
継
い
だ
ケ
ー
ジ
の
音
楽
も
ま
た
、
ロ
マ
ン
派
的
な
前
提
か
ら
完
全

に
乖
離
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ボ
ス
ト
ン
の
名
門
音
大
ニ
ュ
ー
・
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
ト
リ
ー
で
開
か
れ
た
、
ケ
ー
ジ
生
誕
百
年
を

記
念
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
十
一
歳
の
頃
に
ケ
ー
ジ
の
曲
を
演
奏
し

た
ピ
ア
ニ
ス
ト
が
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。
彼
が
与
え
ら
れ
た
ケ
ー
ジ

の
曲
を
ど
の
よ
う
に
演
奏
す
れ
ば
よ
い
の
か
途
方
に
暮
れ
て
い
る
と
、
ケ

ー
ジ
が
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を
く
れ
た
と
い
う
。
そ
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
と
は
、

“Just listen.”

と
い
う
一
言
だ
っ
た
と
い
う
。

　
現
代
の
い
わ
ゆ
る
理
論
的
な
了
解
は
主
体
や
ジ
ャ
ン
ル
の
解
体
を
唱

え
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
フ
ァ
ミ
ニ
ズ
ム
や
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
理

論
に
お
い
て
も
、
当
然
の
ご
と
く
「
脱
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」
が
前

提
と
な
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
主
体
の
「
感
性
」
や
「
感
覚
」
は
時
代
遅

れ
と
さ
れ
る
観
も
な
く
は
な
い
。
境
界
線
が
あ
ら
か
じ
め
脱
構
築
さ
れ
、

G
reenberg

が
試
み
た
よ
う
に
、「
芸
術
で
あ
る
も
の
」
と
「
そ
う
で
な
い

も
の
」
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
。
冒
頭
の
チ

ェ
ロ
奏
者
の
方
は
そ
れ
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
実
践
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

パ
ー
ソ
ナ
ル
に
感
じ
ら
れ
る
芸
術
だ
け
を
芸
術
と
す
る
時
代
、
ジ
ャ
ン
ル

の
固
有
性
を
囲
い
込
む
こ
と
が
で
き
る
時
代
は
終
わ
っ
た
に
違
い
な
い
。
上
記
、

モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
逸
脱
へ
の
傾
斜
は
、
芸
術
が
主
体
や
内
部
の
中
心

性
の
喪
失
を
前
提
す
る
と
と
も
に
、
む
し
ろ
す
べ
て
が
可
能
な
基
本
的
な

芸
術
の
あ
り
方
と
な
り
、
古
典
的
な
「
感
じ
ら
れ
る
」
芸
術
を
そ
の
無
限

の
可
能
性
で
取
り
囲
む
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
奏
者
な
の
に
ジ
ャ
ズ
を
演
奏
す
る

の
で
は
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
ど
ち
ら
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

「
感
じ
ら
れ
る
」
感
性
を
持
っ
て
い
る
の
に
「
感
じ
ら
れ
な
い
」
音
楽
を

演
奏
す
る
の
で
も
な
い
。「
感
じ
ら
れ
な
い
」
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
芸
術

の
無
機
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
の
中
で
、
ケ
ー
ジ
が
言
っ
た“Just listen.”

と

い
う
言
葉
に
前
提
さ
れ
る
中
心
化
さ
れ
る
べ
き
知
覚
の
作
用
は
、
そ
の
よ

う
な
個
別
の
瞬
間
に
「
感
じ
ら
れ
る
も
の
」
と
し
て
生
き
続
け
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
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