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音
楽
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
生
成
に
つ
い
て　

 

― 

作
曲
者
と
奏
者
の
観
点
か
ら 

―  
 

久
保
田　
　
　

翠 

 　

ア
メ
リ
カ
の
作
曲
家
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ウ
ォ
ル
フ（
一
九
三
四
―
）は
、
特
異
な
記
譜
法
を
考
案
し
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
や
直
線
、
点
や
数
字
を
駆
使
し
た
そ
の
方
法
は
、
演
奏
を
行
う
た
め
に
ま
ず
各
種
記
号
の
意
味
を
読
解
せ
ね
ば
な
ら

ず
、
楽
譜
を
見
た
だ
け
で
は
ど
の
よ
う
な
演
奏
結
果
と
な
る
の
か
予
測
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
か
ら
作
曲
の
手

ほ
ど
き
を
受
け
、「
実
験
音
楽
」
の
一
派
と
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ス
ク
ー
ル
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
偶
然
性
・
不
確
定
性
を
取
り
入

れ
な
が
ら
作
曲
を
行
っ
て
き
た
ウ
ォ
ル
フ
は
、
以
下
の
よ
う
な
興
味
深
い
発
言
を
行
っ
て
い
る
。 

 

実
際
の
と
こ
ろ
自
分
は
、
所
与
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
ど
の
よ
う
に
響
く
べ
き
な
の
か
、
特
定
の
イ
メ
ー
ジ
を
一
つ
も
持
っ
て
い

ま
せ
ん
。
そ
れ
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
た
ち
と
働
く
際
に
、
私
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
と
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
作
品
に
取

り
組
み
、
や
っ
て
き
て
演
奏
し
、
こ
う
言
う
の
で
す
「
こ
れ
は
あ
な
た
が
望
ん
で
い
る
通
り
で
す
か
？
」
私
は
「
え
え
と
、
そ
う
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か
も
し
れ
な
い
で
す
」
と
答
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
作
品
が
彼
ら
自
身
の
も
の
と
で
き
る
様
に
私
の
方
か
ら
歩
み
寄
ら
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
私
が
欲
し
て
い
る
何
ら
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
実
現
す
る
た
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん）

1
（

  

。 

 　

こ
の
や
り
と
り
に
お
い
て
奏
者
（
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
）
が
想
定
し
て
い
た
の
は
、「
作
曲
家
が
あ
る
意
図
を
持
っ
て
楽
譜
を
書
く
時
、

同
時
に
作
品
が
ど
う
響
く
か
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
作
曲
家
自
身
が
抱
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
奏

者
は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
限
り
な
く
精
確
に
汲
み
取
り
な
が
ら
、
自
分
な
り
の
解
釈
も
加
え
つ
つ
演
奏
に
取
り
組
む
の
で
あ
る
。
上
記
の

よ
う
な
奏
者
か
ら
の
発
言
は
、
音
楽
家
の
日
常
的
な
営
為
の
一
つ
と
し
て
、
一
見
す
る
と
な
ん
ら
お
か
し
く
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 　

こ
の
、
お
そ
ら
く
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
う
ち
に
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
ひ
と
つ
の
型
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
ウ
ォ
ル
フ
と
奏
者
と

の
や
り
と
り
は
、
様
々
な
こ
と
を
示
唆
す
る
。
奏
者
が
あ
る
作
品
を
演
奏
し
よ
う
と
準
備
し
、
そ
の
作
品
の
作
曲
家
と
リ
ハ
ー
サ
ル
で

出
会
う
と
き
、
そ
の
作
曲
家
が
望
ん
で
い
た
通
り
に
自
分
の
演
奏
が
響
く
か
ど
う
か
、
確
か
め
た
く
な
る
。
だ
が
こ
こ
で
ウ
ォ
ル
フ
は

「
ど
の
よ
う
に
響
く
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
な
い
」
と
述
べ
、
答
え
に
窮
す
る
の
で
あ
る
。 

 　

先
の
引
用
部
分
に
お
い
て
ウ
ォ
ル
フ
の
用
い
た
「
イ
メ
ー
ジim

age

」
と
い
う
言
葉
に
着
目
し
た
い）

2
（

  

。「
イ
メ
ー
ジ
」
と
は
視
覚
芸

術
の
分
野
に
お
い
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
が
、
音
楽
の
分
野
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
日

常
的
な
、
音
楽
実
践
現
場
で
の
営
み
の
中
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
え
よ
う
。例
え
ば
作
曲
家
が「
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
で
演
奏
し
て
く
だ
さ
い
」
と
音
の
質
を
表
現
し
、
演
奏
家
が
作
曲
家
に
「
こ
の
部
分
は
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
か
？
」
と
尋
ね

る
。
そ
れ
は
音
楽
の
現
場
に
身
を
置
く
も
の
な
ら
ば
ご
く
当
た
り
前
の
、
よ
く
あ
る
光
景
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 　

そ
し
て
こ
こ
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、「
作
曲
家
が
当
然
そ
の
作
品
の
作
り
手
な
の
で
あ
る
か
ら
、「
実
際
に
演
奏
し
た
と
し
た

ら
ど
の
よ
う
に
響
く
か
」
と
い
う
青
写
真
を
作
曲
家
は
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
考
え
を
、
奏
者
が
作
曲
家
に
対
し
て
持
ち
合
わ
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せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
リ
ハ
ー
サ
ル
の
場
に
お
い
て
、
作
曲
家
の
意
図
し
た
よ
う
に
奏
者
が
演
奏
を
調
整
し
た
り
、
も

し
く
は
新
作
初
演
を
多
く
手
掛
け
て
い
る
奏
者
で
あ
れ
ば
逆
に
作
曲
家
に
対
し
て
様
々
な
「
提
案
」
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ

ろ
う
。
そ
の
い
ず
れ
も
、
作
品
の
実
際
の
鳴
り
響
き
が
楽
譜
か
ら
事
前
に
あ
る
程
度
読
み
取
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
成
立
し
う
る
。 

 　

し
か
し
な
が
ら
ウ
ォ
ル
フ
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
作
曲
家
と
し
て
の
自
身
と
演
奏
家
と
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
を
め
ぐ

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
困
難
で
あ
る
。「
あ
な
た
の
望
ん
だ
と
お
り
で
す
か
？
」
と
問
わ
れ
て
「
そ
う
か
も
し
れ
な
い
ね
」
と
答

え
る
ウ
ォ
ル
フ
の
態
度
を
、
作
曲
家
と
し
て
の
怠
惰
さ
や
不
誠
実
さ
の
表
れ
な
ど
と
受
け
取
る
の
は
性
急
で
あ
る
。 

 　

同
じ
問
題
を
、
異
な
る
角
度
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
あ
る
ス
コ
ア
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
教
則
本
の
序
文
に
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が

あ
る
。 

 

音
楽
家
、
そ
れ
に
訓
練
を
積
ん
だ
多
く
の
ア
マ
チ
ュ
ア
も
、
総
譜
を
読
ん
だ
だ
け
で
、
曲
が
鳴
り
響
く
の
を
完
璧
に
想
像
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
彼
ら
の
意
識
の
中
で
は
そ
の
時
、
或
る
響
き
の
像）

3
（

  

が
生
じ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
実
際
の
音
響
は
存
在
し
な

い
が
。
こ
の
像
は
音
楽
な
の
か
。
音
楽
が
鳴
っ
て
い
る
時
で
も
、
我
々
は
そ
れ
を
空
気
圧
の
揺
れ
と
し
て
は
体
験
し
な
い
。
意
識

的
に
、
言
わ
ば
、
聴
覚
に
よ
る
物
理
的
振
動
を
〝
脳
に
合
わ
せ
て
〞
転
換
さ
せ
て
体
験
し
て
い
る
。
読
ま
れ
、
聞
か
れ
た
楽
譜
は

人
間
の
意
識
の
中
で
初
め
て
音
楽
に
な
る
。
つ
ま
り
、
総
譜
を
読
む
こ
と
も
音
楽
体
験
の
一
形
式
な
の
で
あ
る）

4
（

。   

 　

「
響
き
の
像
」
を
思
い
描
く
の
は
、
種
々
の
音
楽
行
為 

― 
作
曲
や
演
奏
な
ど 

― 

に
関
与
す
る
者
で
あ
れ
ば
誰
で
も
意
識
的
に
、

も
し
く
は
無
意
識
的
に
行
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
楽
譜
を
読
み
、
そ
の
上
で
内
的
に
描
か
れ
た
「
響
き
の
像
」
が
実
際
の
鳴
り
響
き
と
近

似
し
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
そ
の
「
読
み
手
」
は
よ
り
高
い
精
度
で
書
か
れ
た
音
符
か
ら
内
的
に
音
楽
を
再
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
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い
え
よ
う
。 

 　

し
か
し
な
が
ら
「
響
き
の
像
」
は
、
ど
れ
ほ
ど
実
際
の
響
き
に
迫
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
内
的
な
も
の
に
留
ま
る
し
か
な
い
。「
響

き
の
像
」
が
「
人
間
の
意
識
の
中
で
初
め
て
音
楽
に
な
る
」
と
い
う
時
、そ
の
「
響
き
の
像
」
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。「
響
き
の
像
」

は
、
様
々
な
立
場
か
ら
音
楽
に
携
わ
る
人
々
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 　

ウ
ォ
ル
フ
が
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
も
の
、
ま
た
デ
ィ
ッ
ク
ラ
イ
タ
ー
が
「
響
き
の
像
」
と
表
現
し
た
も
の
を
、

本
論
で
は
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
一
語
に
収
斂
し
て
扱
い
た
い
。
こ
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
語
を
モ
チ
ー
フ
と
し
、
ウ
ォ
ル
フ
の
先

の
言
葉
の
特
殊
性
を
読
解
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
作
曲
者
及
び
演
奏
者
の
音
楽
的
実
践
に
お
い
て
「
イ
メ
ー
ジ
」
が
ど
の
よ

う
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
か
を
検
証
す
る
。そ
し
て
再
び
ウ
ォ
ル
フ
の
言
に
戻
る
際
、
実
験
音
楽
に
お
け
る
作
曲
者
と
奏
者
と
の「
イ

メ
ー
ジ
」
を
仲
立
ち
と
し
た
関
係
性
の
一
端
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。 

 　

作
曲
者
が
作
品
を
形
に
す
る
時
、
と
り
わ
け
演
奏
者
に
演
奏
を
依
頼
す
る
際
、
多
く
の
場
合
楽
譜
と
い
う
媒
体
を
制
作
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
も
そ
も
楽
譜
と
は
、「
音
楽
を
書
き
し
る
し
、
記
録
す
る
た
め  

」に
用
い
ら
れ
る
媒
体
で
あ
っ
た
。
十
七
〜
十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
近
代
音
楽
、
と
り
わ
け
鍵
盤
音
楽
と
結
び
つ
い
た
近
代
記
譜
法
は
、
音
高
と
リ
ズ
ム
を
優
先
的
に
記
譜
す
る
こ
と
を
特
徴
と
す

る）
6
（

  

。
音
高
や
リ
ズ
ム
を
よ
り
精
緻
に
記
譜
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
流
れ
が
、
そ
の
後
の
十
二
音
技
法
や
ト
ー
タ
ル
・
セ
リ
エ
リ
ス
ム

に
よ
る
作
品
の
下
支
え
に
も
な
っ
た
。 

 　

だ
が
楽
譜
に
音
が
書
き
留
め
ら
れ
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
そ
れ
自
体
は
、
多
く
の
場
合
作
曲
家
の
個
人
的
な
作
業
と
な
り
、
他
者
に
向
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か
っ
て
公
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
主
に
作
曲
家
の
手
記
や
著
作
な
ど
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
に
な
る
。 

 　

作
曲
過
程
に
つ
い
て
の
作
曲
家
の
言
と
し
て
、
例
え
ば
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ヴ
ァ
ン
・
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
以
下
の
よ
う
な
言
葉
を

残
し
て
い
る
。 

 

楽
想
を
書
き
留
め
る
ま
で
に
、
私
は
長
い
間
、
し
ば
し
ば
、
大
変
長
い
間
、
そ
れ
を
頭
の
中
で
あ
た
た
め
ま
す
。（
中
略
）
私
は
、

多
く
の
も
の
を
変
え
、
不
必
要
な
も
の
を
取
り
除
き
、
満
足
が
い
く
ま
で
幾
度
と
な
く
試
し
て
み
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
私
は
頭
の

中
で
、そ
の
作
品
を
広
げ
、
狭
め
、
高
め
、
深
め
る
と
い
う
具
合
に
練
り
始
め
ま
す
。（
中
略
）
楽
想
は
、
浮
か
び
、
育
ち
ま
す
。

私
は
、
自
分
の
前
に
あ
る
楽
想
を
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
〔
彫
刻
の
よ
う
に
〕
鋳
造
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
聴

き
、
見
ま
す
。
そ
し
て
、
あ
と
は
た
だ
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
書
き
留
め
る
作
業
だ
け
が
残
り
ま
す）

7
（

。   

 　

一
曲
を
仕
上
げ
る
の
に
し
ば
し
ば
長
い
年
月
を
か
け
た
と
言
わ
れ
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
頭
の
中
で
何
度
と
な
く
推
敲
を
繰
り
返

し
、
最
終
的
な
楽
譜
の
決
定
稿
を
仕
上
げ
る
ま
で
に
イ
メ
ー
ジ
を
練
っ
て
い
っ
た
。 

 　

ま
た
パ
ウ
ル
・
ヒ
ン
デ
ミ
ッ
ト
は
そ
の
著
書
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

音
楽
上
の
幻
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
？
（
中
略
）
も
し
我
々
が
、
一
瞬
の
閃
き
の
中
に
、
自
分
の
作
る
べ
き
曲
の
姿
の
全
体
を
、そ
っ

く
り
予
見
し
、
そ
の
一
々
の
細
か
い
部
分
が
、
適
切
に
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
べ
き
処
に
あ
る
さ
ま
ま
で
、
一
眼
で
眺
め
る
こ
と
が
出

来
な
い
な
ら
、
我
々
は
真
の
創
作
家
で
は
無
い
。
音
楽
で
も
何
で
も
、
と
に
か
く
物
を
創
り
出
す
人
は
、
自
分
が
創
り
出
そ
う
と

す
る
も
の
を
幻
に
見
る
力
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
、
自
分
の
創
り
出
す
も
の
が
生
き
て
来



68

る）
8
（

。   

 
彼
（
著
者
註
：「
本
当
の
創
作
家
」）
は
、
今
言
っ
た
よ
う
に
、
一
つ
の
完
全
な
楽
曲
の
姿
を
、
自
分
の
心
眼
で
、
稲
妻
に
照
ら
さ

れ
た
よ
う
に
、
一
ぺ
ん
に
見
る
才
能
が
あ
る
。（
中
略
）
処
が
、
彼
は
、
そ
れ
ば
か
り
で
無
く
、
ま
た
、
こ
の
幻
を
実
現
す
る
力

と
粘
り
強
さ
と
、
技
巧
と
を
兼
ね
具
え
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
仕
事
が
何
ヶ
月
か
か
か
っ
て
も
、
彼
は
、
自
分
の
見
た
幻
の
光

景
の
中
、
細
か
い
部
分
の
一
つ
さ
え
も
、
こ
れ
を
失
う
こ
と
無
く
、
そ
の
各
々
が
全
体
に
し
っ
く
り
当
て
は
ま
る
よ
う
に
作
れ
る

の
で
あ
る）

9
（

。   

 　

ヒ
ン
デ
ミ
ッ
ト
が
こ
こ
で
「
音
楽
上
の
幻
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
も
の
は
、
楽
譜
に
書
き
つ
け
ら
れ
る
前
に
作
曲

家
の
頭
の
中
で
鳴
り
響
く
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
優
れ
た
作
曲
家
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
幻
を
「
一
ぺ
ん
に
見
る

才
能
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
先
の
引
用
に
も
あ
げ
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
と
、
三
流
作
曲
家
の
違
い
に
つ
い
て
「
天
才
は
、
幻
を

見
る
力
が
あ
る
の
で
あ
る）

10
（

  

」
と
す
ら
述
べ
て
い
る
。 

 　

作
曲
家
か
ら
少
し
離
れ
て
み
よ
う
。
音
楽
批
評
家
の
小
沼
純
一
は
、「
作
曲
家
は
自
分
の
つ
く
る
べ
き
音
楽
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て）
11
（

  

」

お
り
、
も
し
も
「
作
曲
家
の
腕
が
未
熟
な
ら
、
あ
た
ま
の
な
か
の
イ
メ
ー
ジ
と
で
て
く
る
音
と
の
間
に
乖
離
が
あ
り
ま
す）
12
（

  

」
と
明
快
に

述
べ
る
。 

 　

頭
の
中
に
浮
か
び
上
が
る
も
の
を
「
書
き
留
め
る
作
業
」、
さ
ら
に
言
う
と
書
き
留
め
る
た
め
の
「
技
術
」
は
、
意
識
的
に
訓
練
さ

れ
な
け
れ
ば
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ヒ
ン
デ
ミ
ッ
ト
は
「
作
曲
家
に
と
っ
て
は
、
お
玉
杓
子
を
紙
に
書
き
つ
け
る
と
い
う
や
や

無
味
乾
燥
な
仕
事
が
、
そ
の
作
曲
活
動
の
九
割
九
分
を
占
め
る）

13
（

  

」
と
も
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
作
業
を
他
者
は
ほ
と
ん
ど
垣
間
見
る
こ
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と
す
ら
で
き
な
い
。 

 　

こ
の
「
お
玉
杓
子
を
紙
に
書
き
つ
け
る
」、
す
な
わ
ち
楽
譜
を
書
く
と
い
う
技
術
は
、
大
抵
授
業
や
レ
ッ
ス
ン
と
い
う
形
で
習
得
さ

れ
る
。
そ
の
際
用
い
ら
れ
る
の
は
楽
譜
と
い
う
媒
体
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
視
覚
的
な
表
象
を
通
じ
て
作
曲
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
例
え
ば
三
善
晃
は
、
次
の
よ
う
に
書
き
残
し
て
い
る
。 

 

作
曲
家
は
、
あ
く
ま
で
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
書
い
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
ま
だ
外
的
な
存
在
で
は
な
い
の
で
す
か

ら
、
い
つ
か
実
音
化
（
復
号
化
）
さ
れ
る
も
の
と
し
て
記
譜
（
符
号
化
）
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
個
別

な
存
在
を
、
符
号
に
置
き
換
え
る
。
つ
ま
り
、
抽
象
的
普
遍
の
、
約
束
の
体
系
に
組
み
込
む
わ
け
で
す）

14
（

  

。 

 　

三
善
は
ま
さ
に
こ
こ
で
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
れ
を
「
頭
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
内
的
な
存
在
と
し
て
の

響
き
の
像
」と
置
き
換
え
て
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
イ
メ
ー
ジ
は
記
譜
を
通
じ
実
音
化
さ
れ
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
。
そ
し
て「
約

束
の
体
系
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
記
譜
法
（
五
線
譜
記
譜
）
そ
れ
自
体
の
こ
と
で
あ
り
、
楽
譜
を
書
く
た
め
の
様
々
な
決
ま
り
ご
と
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
作
曲
者
が
頭
の
中
に
描
い
た
「
イ
メ
ー
ジ
」
は
、
記
譜
さ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
外
在
化
さ
れ
る
。 

 　

な
る
ほ
ど
音
が
瞬
間
に
消
え
失
せ
て
し
ま
う
以
上
、
そ
し
て
音
そ
れ
自
体
を
直
接
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
音
符
や
記

号
・
楽
語
な
ど
に
よ
る
詳
細
な
記
述
と
い
っ
た
代
理
手
段
に
よ
っ
て
音
は
表
象
さ
れ
る
し
か
な
い
。
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
楽
譜
を
書

き
留
め
る
技
術
の
み
な
ら
ず
作
曲
を
学
ぶ
こ
と
自
体
が
、
視
覚
の
助
け
を
大
い
に
受
け
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。 

 　

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
を
振
り
返
る
。
作
曲
家
は
楽
譜
を
用
い
つ
つ
作
曲
を
行
う
が
、
そ
の
具
体
的
な
と
こ
ろ
は
楽
譜
に
書
か
れ
た
視

覚
的
情
報
を
操
作
し
、
絶
え
ず
実
際
の
鳴
り
響
き
を
「
イ
メ
ー
ジ
」
し
な
が
ら
作
業
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
楽
譜
に
記
さ
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れ
た
種
々
の
記
号
を
目
で
読
み
反
芻
す
る
こ
と
で
、
書
き
つ
け
ら
れ
た
音
符
は
よ
り
大
き
な
総
体
（
作
品
）
へ
と
向
か
っ
て
ゆ
く
の
で

あ
る
。
作
曲
者
に
と
っ
て
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
は
、
ま
ず
創
作
の
開
始
か
ら
そ
の
過
程
、
奏
者
と
の
リ
ハ
ー
サ
ル
に
至
る
ま
で
長
き
に
わ

た
っ
て
生
成
さ
れ
続
け
る
こ
と
と
な
る
。 

 　

前
節
で
検
討
し
た
様
な
、
作
曲
者
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
の
表
象
と
し
て
の
楽
譜
を
、
奏
者
は
ど
の
様
に
読
み
取
り
、
奏
者
な
り
の
「
イ

メ
ー
ジ
」
を
醸
成
す
る
ま
で
に
至
る
で
あ
ろ
う
か
。 

 　

楽
譜
か
ら
読
み
取
っ
た
情
報
を
、
よ
り
精
確
に
音
へ
と
実
現
し
て
ゆ
く
上
で
、
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
の
技
術
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な

い
。
聴
音）
15
（

  

や
ク
レ
読
み）
16
（

  

、
初
見
視
唱
・
視
奏）
17
（
  

と
い
っ
た
も
の
は
、
楽
譜
と
演
奏
す
る
身
体
を
よ
り
素
早
く
結
び
つ
け
る
た
め
に
課
せ
ら

れ
る
。 

 　

音
楽
と
そ
の
演
奏
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
シ
ー
ガ
ー
の
行
っ
た
楽
譜
の
分
類
を
振
り
返
っ
て
お
く
こ
と
は
有
用

な
助
け
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
シ
ー
ガ
ー
は
楽
譜
を
「
記
述
的
」「
規
範
的
」
に
分
類
し
た
。「
記
述
的
」
楽
譜
と
は
あ
る
音
楽
の
特
定
の

演
奏
が
ど
の
よ
う
に
響
い
た
か
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
り
、「
規
範
的
」
楽
譜
と
は
音
楽
作
品
を
ど
の
よ
う
に
鳴
り
響
か
せ
る
べ
き
か

と
い
う
青
写
真
を
示
し
た
も
の
で
あ
る）

18
（

  

。
西
洋
音
楽
の
楽
譜
の
ほ
と
ん
ど
は
、
後
者
に
あ
た
る
と
さ
れ
る）
19
（

  

。
奏
者
が
長
い
年
月
を
か
け

て
身
に
つ
け
た
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
の
技
術
は
、
ま
さ
に
「
青
写
真
」
と
し
て
の
楽
譜
か
ら
「
響
き
の
像
」
を
精
緻
に
描
き
出
す
た
め
の

も
の
と
い
え
よ
う
。 

 　

し
ば
し
ば
優
れ
た
音
楽
家
が
学
習
者
に
向
け
て
書
い
た
書
籍
の
中
に
も
、
読
譜
及
び
そ
こ
か
ら
描
き
出
し
た
「
響
き
の
像
」
の
重
要
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性
を
示
唆
す
る
箇
所
が
あ
る
。
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
井
上
直
幸
は
、
本
格
的
な
練
習
に
取
り
組
む
前
に
ま
ず
、
楽
器
を
弾
か
ず
楽
譜
を
読
む

時
間
を
作
る
重
要
性
を
説
く
が
、
そ
の
目
的
は
「
ま
ず
、
曲
の
全
体
的
な
形
を
掴
ん
で
、
そ
の
曲
の
気
分
と
い
う
か
、
香
り
を
直
観
的

に
感
じ
と
る）

20
（

  
」
こ
と
と
し
て
い
る
。
井
上
は
さ
ら
に
、「
楽
譜
の
読
み
」
の
ポ
イ
ン
ト
を
以
下
の
よ
う
に
五
つ
に
分
け
て
説
明
し
て
い

る）
21
（

  

。 

 　
　

① 

最
初
の
段
階
で
は
、「
眺
め
る
」。 

 　
　

② 

詳
し
く
、
精
確
に
読
む
。
テ
ン
ポ
や
表
情
に
関
す
る
楽
語
。 

 　
　

③ 
 

そ
の
曲
を
練
習
し
て
い
る
期
間
、
折
に
触
れ
て
楽
譜
を
読
む
時
間
を
作
る
。
読
む
の
は
一
回
だ
け
で
は
な
く
、
弾
く

読
む

が
常
に
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
。 

 　
　

④ 

そ
う
し
て
読
み
と
り
、
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
を
弾
く
。 

 　
　

⑤ 

作
曲
家
の
生
き
た
時
代
、
そ
の
作
曲
家
の
特
色
・
個
性
な
ど
を
知
識
と
し
て
学
ぶ
。 

 　

こ
こ
で
一
つ
の
注
釈
を
つ
け
て
お
き
た
い
。
井
上
の
挙
げ
た
五
つ
の
ポ
イ
ン
ト
の
う
ち
⑤
と
関
連
す
る
内
容
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も

奏
者
が
楽
譜
を
目
に
し
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
記
号
か
ら
実
際
の
鳴
り
響
き
を
想
像
す
る
際
、「
イ
メ
ー
ジ
」
の
あ
り
方
に
は
雑
駁
に
言
っ

て
二
種
類
の
分
類
が
可
能
で
あ
ろ
う
。 

 　
　

⑴ 　

楽
譜
に
記
さ
れ
た
記
号
を
、
書
か
れ
た
ま
ま
に
忠
実
に
描
く
聴
覚
的
イ
メ
ー
ジ 

  　
　

⑵

 

そ
の
作
品
の
作
曲
家
独
自
の
手
法
や
ス
タ
イ
ル
に
基
づ
く
演
奏
的
慣
習
を
拠
り
所
と
し
て
想
像
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
、
も
し
く
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は
イ
メ
ー
ジ
の
生
成
方
法 

 　

も
し
も
作
者
の
名
を
知
ら
ず
ま
っ
さ
ら
な
状
態
で
楽
譜
に
向
か
い
合
っ
た
な
ら
ば
、
奏
者
は
当
然
⑴
の
よ
う
に
楽
譜
か
ら
イ
メ
ー
ジ

を
思
い
描
く
で
あ
ろ
う
。
音
は
拍
子
に
沿
っ
て
規
則
的
に
配
置
さ
れ
て
お
り
、
楽
譜
か
ら
和
声
進
行
や
旋
律
の
対
位
法
的
配
置
と
い
っ

た
種
々
の
情
報
を
読
み
解
く
こ
と
に
奏
者
は
専
心
す
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
楽
曲
分
析
の
基
礎
と
な
る
よ
う
な
作
業
、
す
な
わ
ち
見

た
も
の
を
見
た
ま
ま
に
読
解
す
る
、と
い
う
こ
と
に
な
る
。
⑴
と
比
較
す
る
と
、
⑵
は
別
種
の
音
楽
的
知
識
や
経
験
が
必
要
と
さ
れ
る
。

あ
る
程
度
評
価
の
定
ま
っ
た
作
曲
家
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
「
演
奏
様
式
」
と
い
う
言
葉
で
描
く
べ
き
イ
メ
ー
ジ
が
共
有
さ
れ
て

ゆ
く
。
歴
史
的
な
作
曲
家
ほ
ど
、
作
品
の
演
奏
様
式
が
確
立
さ
れ
や
す
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。 

 　

時
に
⑴
と
⑵
が
同
時
に
生
じ
る
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
知
識
と
読
譜
技
術
を
高
度
に
備
え
た
奏
者
が
楽
譜
を
読
み
解
く
と
き
、
楽

譜
を
目
に
し
た
そ
の
瞬
間
に
音
の
配
置
や
い
わ
ゆ
る
「
譜
面
（
ふ
づ
ら
）」
か
ら
瞬
時
に
演
奏
す
べ
き
ス
タ
イ
ル
を
同
定
し
、
⑴
の
段

階
を
素
早
く
経
て
⑵
の
段
階
の
イ
メ
ー
ジ
を
導
き
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。 

 　

先
に
あ
げ
た
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
技
術
は
、
ま
ず
は
⑴
の
イ
メ
ー
ジ
を
忠
実
に
作
り
上
げ
る
た
め
の
訓
練
で
あ
る
。
そ
し
て
よ
り
深
い

学
び
が
進
む
に
つ
れ
、
⑵
に
よ
っ
て
、
よ
り
表
現
を
深
め
、
高
度
な
技
術
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る）
22
（

  

。 

 　

本
論
に
お
い
て
主
眼
と
な
る
の
は
、
⑵
よ
り
も
む
し
ろ
⑴
の
方
で
あ
る
。
⑵
の
イ
メ
ー
ジ
の
あ
り
方
は
、
個
々
の
作
曲
家
や
時
代
ご

と
に
検
証
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 　

こ
こ
で
再
び
、
冒
頭
の
ウ
ォ
ル
フ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
へ
と
遡
る
。
実
験
音
楽
に
携
わ
る
演
奏
家
で
あ
れ
ば
、「
予
測
し
得
な
い
」
も
の

を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
実
験
音
楽
の
ひ
と
つ
の
あ
り
方
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
「
こ
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れ
は
あ
な
た
が
望
ん
で
い
る
通
り
で
す
か
？
」
と
訊
か
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
彼
ら
が
自
分
た
ち
の
行
っ
て
い
る
演
奏
行
為
が
正
し
い

方
向
性
に
あ
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
た
い
と
い
う
意
図
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。ダ
ニ
エ
ル
・
シ
ャ
ル
ル
が
い
み
じ
く
も
述
べ
る
よ
う
に
、

「
演
奏
者
は
と
に
か
く
演
奏
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

23
（

  

」
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
闇
雲
に
音
を
発
す
れ
ば
確
か
に
「
演
奏
し

て
い
る
」
と
確
信
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
暗
闇
の
中
で
ひ
た
す
ら
も
が
く
よ
う
な
演
奏
行
為
は
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
の

演
奏
家
に
と
っ
て
は
是
認
し
が
た
い
も
の
と
も
い
え
よ
う
。 

 　

こ
こ
に
お
い
て
も
う
ひ
と
つ
の
疑
問
が
浮
か
び
上
が
る
。「
実
験
音
楽
」
が
、
も
し
も
ケ
ー
ジ
の
言
う
と
お
り
「
結
果
が
予
知
で
き

な
い
行
為）
24
（

  

」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
担
い
手
の
一
人
で
あ
る
ウ
ォ
ル
フ
の
図
形
楽
譜
に
よ
る
音
楽
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
は

ず
で
あ
り
、「
予
想
の
つ
か
な
い
結
果
」
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
い
な
が
ら
奏
者
が
ウ
ォ
ル
フ
に

対
し
て
な
ぜ
所
与
の
イ
メ
ー
ジ
を
問
う
て
い
る
の
か
？　

と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
ウ
ォ
ル
フ
と
近
藤
譲
と
の
対
話
が

示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
と
思
わ
れ
る
。 

 　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ス
ク
ー
ル
の
作
曲
家
た
ち
と
多
く
の
交
流
を
持
っ
た
作
曲
家
の
近
藤
譲
は
、
ウ
ォ
ル
フ
と
の
対
話
の
中
で
、《
一

人
、
二
人
、
ま
た
は
三
人
の
た
め
にFor 1, 2 or 3 People

》
に
つ
い
て
「
何
か
特
定
の
音
響
的
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し

ろ
関
係
性
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
も
、
音
と
音
の
間
の
関
係
性
よ
り
も
、
演
奏
者
間
の
関
係
性 

― 

演
奏
者
が
互
い
に
ど
の
よ
う
に
反
応

し
合
う
か
、と
い
う
関
係
の
網
の
目
を
作
る 

― 

、と
い
う
こ
と
」が
発
想
の
出
発
源
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、と
指
摘
し
て
い
る）
25
（

  

。
ウ
ォ

ル
フ
の
作
品
は
、
こ
の
《For 1, 2 or 3 People

》
に
限
ら
ず
、
多
く
の
作
品
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
「
関
係
の
網
の
目
」
を
設
定

す
る
。
五
線
譜
の
記
譜
で
あ
れ
ば
奏
者
間
に
想
定
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
共
通
の
指
標
と
し
て
の「
拍
子
」「
リ
ズ
ム
」と
い
っ
た
も
の
が
、

ウ
ォ
ル
フ
の
作
品
に
お
い
て
は
抜
け
落
ち
て
い
る
。
奏
者
は
互
い
に
互
い
の
出
す
音
に
対
し
て
通
常
以
上
に
強
い
集
中
を
向
け
ね
ば
な

ら
ず
、
そ
の
こ
と
は
演
奏
中
絶
え
ず
緊
張
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
内
的
に
思
い
描
か
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
音
の
流
れ

に
身
を
委
ね
な
が
ら
演
奏
す
る
事
は
で
き
な
い
。 
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ウ
ォ
ル
フ
は
近
藤
の
指
摘
に
賛
意
を
示
し
な
が
ら
も
、
こ
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
言
葉
に
一
定
の
留
保
を
つ
け
て
い
る
。
近
藤
の

問
い
か
け
に
対
し
て
ウ
ォ
ル
フ
は
こ
う
答
え
る
。 

 

演
奏
者
間
の
相
互
関
係
が
鍵
と
な
る
よ
う
な
状
況
設
定
の
い
ろ
い
ろ
な
や
り
方
を
、
多
く
の
曲
で
試
み
ま
し
た
。
し
か
し
、
私

は
、
発
想
の
中
で
、
そ
う
し
た
奏
者
間
の
関
係
性
を
音
そ
の
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

の
一
番
簡
単
な
理
由
は
、
或
る
種
の
音
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
し
か
生
ま
れ
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ

う
し
た
状
況
の
中
に
あ
る
奏
者
間
の
相
互
作
用
の
結
果
か
ら
生
じ
て
く
る
或
る
種
の
性
格
を
も
っ
た
音
、
そ
れ
が
私
が
欲
し
か
っ

た
音
な
の
で
す）

26
（

。 

 　

「
あ
る
種
の
性
格
を
も
っ
た
音
」
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
我
々
が
目
の
前
に
あ
る
楽
器

に
た
だ
何
と
は
な
し
に
触
れ
て
み
た
時
と
、
聴
衆
の
前
で
「
聴
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
演
奏
す
る
時
と
で
は
、
当
然
楽

器
に
対
す
る
意
識
の
向
け
方
も
変
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
あ
る
文
脈
に
お
け
る
音
の
出
し
方
が
、
音
に
与
え
る
な
に
が
し
か
の

身
体
の
痕
跡
、
音
の
身
振
り
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
こ
こ
で
は
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 　

楽
譜
を
読
譜
し
た
時
に
想
定
さ
れ
る
、
純
粋
な
音
響
の
み
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
で
は
な
く
、
奏
者
の
身
体
的
営
為
に
よ
り
音
に
ま
と
わ

り
つ
く「
或
る
種
の
性
格
」。
そ
れ
は
記
譜
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、ま
た
個
々
の
奏
者
や
個
々
の
演
奏
に
よ
り
異
な
る
結
果
を
生
み
出
す
。

ウ
ォ
ル
フ
が
冒
頭
の
引
用
に
お
い
て
「
え
え
と
、
そ
う
か
も
し
れ
な
い
で
す
」
と
答
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
内
的
に
描
か
れ
た

「
音
そ
の
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
」
は
決
し
て
実
際
の
響
き
と
し
て
現
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
音
は
、
奏
者
の
身
体
を
通
じ
て
現

実
の
も
の
と
な
る
時
、
否
応
な
く
「
あ
る
種
の
性
格
」
を
あ
わ
せ
も
つ
。
そ
し
て
偶
然
性
の
音
楽
に
取
り
組
む
奏
者
は
、
記
譜
す
る
こ
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と
が
で
き
な
い
そ
の
様
な「
性
格
」が
自
ら
の
演
奏
に
ど
の
よ
う
に
付
与
さ
れ
て
し
ま
う
の
か
、
事
前
に
予
期
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

記
譜
に
忠
実
に
演
奏
を
行
う
こ
と
が
奏
者
の
務
め
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
音
響
が
、
奏
者
間
の
相
互
作
用
か
ら
生
じ
た
「
あ
る

種
の
性
格
」
を
も
つ
も
の
と
し
て
顕
現
す
る
。 

 　

偶
然
性
・
不
確
定
性
の
音
楽
演
奏
に
関
す
る
「
イ
メ
ー
ジ
」
形
成
に
つ
い
て
、
最
後
に
一
点
指
摘
を
し
て
お
き
た
い
。
ど
れ
ほ
ど
偶

然
性
・
不
確
定
性
に
拠
る
作
品
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
取
り
組
む
演
奏
家
が
存
在
し
、
年
月
が
経
つ
と
と
も
に
作
品
の
録
音
物

が
蓄
積
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
も
見
逃
す
事
は
で
き
な
い
。
古
典
的
な
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
と
同
じ
よ
う
に
は
い
か
な
く
と
も
、
参
照

物
と
し
て
の
録
音
音
源
の
増
加
が
あ
る
特
定
の
作
曲
家
の
作
品
に
対
す
る
「
イ
メ
ー
ジ
」
形
成
に
一
役
担
う
事
は
否
定
で
き
ま
い
。
そ

の
場
合
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
は
、
本
論
「
二
．
作
曲
者
に
と
っ
て
の
「
イ
メ
ー
ジ
」」
に
お
い
て
扱
っ
た
「
⑵
そ
の
作
品
の
作
曲
家
独

自
の
手
法
や
ス
タ
イ
ル
に
基
づ
く
演
奏
的
慣
習
に
基
づ
き
想
像
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
、
も
し
く
は
イ
メ
ー
ジ
の
生
成
方
法
」
と
な
る
。 

 　

ケ
ー
ジ
は
か
つ
て
「
私
は
自
分
が
最
初
に
作
曲
す
る
も
の
を
（
ま
ず
最
初
に
）
聴
き
は
し
な
い
。
私
は
何
か
を
聴
く
前
に
（
そ
し
て

そ
の
た
め
に
）
作
曲
す
る
の
で
あ
る）
27
（

。  」
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
作
品
生
成
の
段
階
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
生
ま
れ

た
音
響
を
、
私
た
ち
は
演
奏
家
を
通
し
て
耳
に
す
る
。
私
た
ち
の
歴
史
意
識
や
聴
取
体
験
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
蓄
積
し
、
演

奏
や
聴
取
と
い
っ
た
様
々
な
場
面
に
お
い
て
作
用
す
る
。 

 　

作
曲
家
が
思
い
描
く
も
の
と
、
演
奏
者
が
思
い
描
く
も
の
。
そ
れ
は
一
致
を
目
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
完
全
に
一
致
す

る
こ
と
は
な
い
。
音
楽
に
携
わ
る
者
の
抱
く
個
々
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
は
、
作
曲
者
と
奏
者
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
る
音
楽
創
造
の
場
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に
お
い
て
、
乱
反
射
し
続
け
る
。 

 （
１
） Sm

ith, G
eoff, and Sm

ith, N
icola W

alker,  A
m
erican O

riginals: Interview
s w
ith 25 Contem

porary Com
posers , 

Feber and Faber: London, 1988, p. 255. 
 （

２
） 

註
（
１
）
に
お
け
る
原
文
で
は
、”

som
e im

age of w
hat  I  w

ant

” 

と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
。 

 （
３
） 

こ
の
「
響
き
の
像
」
と
い
う
言
葉
は
、
原
文
で
は ”

ein Klangbild

” 

と
な
っ
て
い
る
。 

 （
４
） 

デ
ィ
ッ
ク
ラ
イ
タ
ー
、
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
『
ス
コ
ア
の
読
み
方　

音
楽
体
験
の
鍵
』
吉
田
雅
夫
監
修
・
井
本
晌
二
訳
、
シ
ン
フ
ォ
ニ
ア
、

一
九
八
八
年
、
九
頁
。（D

ickreter, M
ichael,  Partiturelessen: Ein Schlw

erüssel zum
 Erlebnis M

usik , M
ainz: Rheinland-

Pfalz, Schott m
usic, 2010, p. 7.

） 
 （

５
） 

皆
川
達
夫
『
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ギ
ャ
ラ
リ
ー
（
８
）
楽
譜
の
歴
史
』
音
楽
之
友
社
、
一
九
八
五
年
、
二
頁
。 

 （
６
） 

同
書
、
六
八
頁
。 

 （
７
） 

モ
ー
ガ
ン
ス
タ
ー
ン
、サ
ム
編
『【
作
曲
家
が
書
き
遺
し
た
文
章
】
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
・
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
ほ
か　

音
楽
の
こ
と
ば　

第
２
巻
』

哲
学
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
一
一
〇
頁
。 

 （
８
） 

ヒ
ン
デ
ミ
ッ
ト
、
パ
ウ
ル
『
作
曲
家
の
世
界
』
音
楽
之
友
社
、
一
九
九
九
年
、
九
五
頁
。 

 （
９
） 

同
書
、
九
五
―
九
六
頁
。 

 （
10
） 

同
書
、
九
四
頁
。 

 （
11
） 

小
沼
純
一
『
サ
ウ
ン
ド
・
エ
シ
ッ
ク
ス
』
平
凡
社
新
書
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
〇
八
頁
。 

 （
12
） 

同
書
、
一
〇
九
頁
。 

 （
13
） 

ヒ
ン
デ
ミ
ッ
ト
、
前
掲
書
、
九
〇
頁
。 
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 （
14
） 

海
老
澤
敏
監
修
『
楽
譜
の
世
界
２　

音
楽
の
現
場
と
楽
譜
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
七
四
年
、
一
七
頁
。 

 （
15
） 「
聴
音
」
は
旋
律
が
演
奏
さ
れ
た
の
を
聞
き
素
早
く
楽
譜
に
書
き
留
め
る
訓
練
で
あ
り
、
課
題
と
な
る
旋
律
は
大
抵
４
小
節
・
８
小
節
を
ひ

と
つ
の
ユ
ニ
ッ
ト
と
す
る
長
さ
を
持
つ
。 

 （
16
） 「
ク
レ
読
み
」
は
様
々
な
種
類
の
音
部
記
号
で
書
か
れ
た
音
符
の
音
名
を
素
早
く
読
む
訓
練
で
あ
る
。 

 （
17
） 「
初
見
視
唱
・
初
見
視
奏
」
は
そ
の
名
の
通
り
、
与
え
ら
れ
た
楽
譜
を
素
早
く
読
み
取
っ
て
そ
の
場
で
す
ぐ
に
演
奏
す
る
訓
練
で
あ
る
。 

 （
18
） Seeger, Charles, 

‶Prescriptive and D
escriptive M

usic-W
riting,

”  M
usical Q

uarterly , Vol. 44, N
o. 2 (A

pr., 1958),  
p. 184. 

 （
19
） 

皆
川
達
夫
監
修
『
楽
譜
の
世
界
１　

楽
譜
の
本
質
と
歴
史
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
七
四
年 

 （
20
） 

井
上
直
幸
『
ピ
ア
ノ
奏
法　

音
楽
を
表
現
す
る
喜
び
』
春
秋
社
、
一
九
九
八
年
、
二
一
頁
。 

 （
21
） 

同
書
、
三
六
頁
。 

 （
22
） 

こ
こ
で
補
助
線
と
し
て
舩
山
隆
の
論
か
ら
の
引
用
を
挙
げ
て
お
く
。
舩
山
隆
は
、
ブ
ー
レ
ー
ズ
を
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
と
比
較
し
な
が
ら
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
音
楽
は
時
間
的
な
現
象
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
音
が
、
こ
の
机
の
う
え
の
灰
皿
の
よ
う
に
、
固
定
し
た
即
自
的
な

も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
音
は
、
わ
れ
わ
れ
の
心
の
な
か
に
実
在

す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
音
楽
が
わ
れ
わ
れ
の
心
、あ
る
い
は
意
識
の
な
か
で
不
断
に
持
続
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、
故
意
に
、
す
で
に
な
り
響
い
た
音
を
心
に
と
ど
め
、
ま
だ
な
い
音
を
予
感
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
が
、
過
去

を
意
識
し
て
記
憶
し
、
未
来
を
意
識
し
て
予
想
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
は
、
先
に
触
れ
た
調
性
音
楽
の
方
向
性
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
調
性
は
連
続
体
を
作
り
、
音
に
実
体
を
与
え
る
。
音
楽
的
な
過
去
は
現
在
に
し
み
こ
み
、
現
在
が
過
去
を
よ
び
さ
ま
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
演
奏
家
は
、こ
の
よ
う
な
前
後
関
係
の
な
か
で
音
を
な
り
ひ
び
か
せ
る
」（
舩
山
隆
『
現
代
音
楽　

音
と
ポ
エ
ジ
ー
』
小
沢
書
店
、

一
九
七
三
年
、
二
二
五
―
二
二
六
頁
）。
舩
山
が
こ
こ
で
「
わ
れ
わ
れ
の
心
の
な
か
に
実
在
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
「
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
の
音
」
で
あ
る
が
、そ
れ
は
単
に
「
調
性
音
楽
の
方
向
性
の
働
き
」
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
「
既
に
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
演
奏
・
鑑
賞
・

研
究
さ
れ
、
そ
の
音
楽
的
ス
タ
イ
ル
が
所
与
の
も
の
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
理
由
に
も
拠
る
で
あ
ろ
う
。 

 　
　

 　

本
論
で
は
そ
の
よ
う
な
既
に
受
容
さ
れ
尽
く
し
て
い
る
作
曲
家
の
音
楽
に
つ
い
て
「
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
」
こ
と
と
、
そ
れ
以
前
に
楽
譜

を
目
に
し
た
瞬
間
に
音
響
と
し
て
立
ち
現
れ
る
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
を
分
け
て
考
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
文
中
で
も
言
及
し
た
よ
う
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に
そ
れ
ら
が
混
ざ
り
合
っ
た
状
態
で
生
じ
る
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。 

 （
23
） Charles, D

aniel, G
loses sur John Cage, Paris: D

esclèe de Brouw
er, 2002., p. 7.

（
シ
ャ
ル
ル
、ダ
ニ
エ
ル『
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー

ジ
』
岩
佐
鉄
男
訳
、
書
肆
風
の
薔
薇
、
一
九
八
七
年
、
四
三
頁
。） 

 （
24
） Cage, John,  Silence: Lectures and W

ritings , M
iddletow

n: W
esleyan U

niversity Press, 1961., p. 69.

（
ケ
ー
ジ
、ジ
ョ

ン
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
実
験
音
楽
の
歴
史
」『
サ
イ
レ
ン
ス
』
水
声
社
、
一
九
九
六
年
、
一
二
四
頁
。） 

 （
25
） 

ウ
ォ
ル
フ
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
、
近
藤
譲
「
音
楽
に
お
け
る
前
衛
性
に
つ
い
て
」『
へ
る
め
す
』
創
刊
三
周
年
記
念
別
巻
、
一
九
八
八
年
、

八
〇
―
八
一
頁
。） 

 （
26
） 

同
書
、
八
一
頁
。 

 （
27
） 

シ
ャ
ル
ル
、
前
掲
書
、
九
七
頁
。 

 Cage, John,  Silence: Lectures and W
ritings , M

iddletow
n: W

esleyan U
niversity Press, 1961.

（
ケ
ー
ジ
、
ジ
ョ
ン
『
サ
イ
レ

ン
ス
』
水
声
社
、
一
九
九
六
年
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 D
ickreiter, M

ichael,  Partiturlesen: Ein Schlüssel zum
 Erlebnis M

usik , ainz: Rheinland-Pfalz, Schott m
usic, 2010.

（
デ
ィ
ッ
ク
ラ
イ
タ
ー
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ミ
ヒ
ャ
エ
ル
『
ス
コ
ア
の
読
み
方　

音
楽
体
験
の
鍵
』
吉
田
雅
夫
監
修
・
井
本
晌
二
訳
、
シ
ン
フ
ォ
ニ
ア
、

一
九
八
八
年
。） 

 Charles, D
aniel, G
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