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西洋史論集
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じ
め
に
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西
洋
近
代
社
会
に
お
け
る
市
民
生
活
と
音
楽
文
化
に
関
す
る
歴
史
学
の
領
域
か

ら
の
先
行
研
究
は
極
め
て
少
な
い
。
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー

の
日
常
生
活
の
中
で
音
楽
文
化
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
問
題
が
歴
史
研
究
と
し
て
包
括
的
に
研
究
さ
れ
る
機
会
は
今
ま
で
あ
ま

り
無
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
音
楽
学
者
も
こ
の
問
題
に
は
無
関
心
で

あ
っ
た
。
音
楽
の
社
会
史
の
研
究
者
W
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
パ
リ
・
ロ
ン
ド
ン
・

ウ
ィ
ー
ン
の
三
都
市
の
演
奏
会
の
聴
衆
に
つ
い
て
論
じ
た
『
音
楽
と
中
産
階
級
』

の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
と
そ
れ
を
演
奏
す
る

人
々
に
つ
い
て
は
多
く
の
こ
と
が
書
か
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
と

り
ま
く
生
活
に
つ
い
て
は
、
今
だ
に
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
断
片
的
知
識
し
か
な
い
。

音
楽
学
者
は
こ
の
領
域
の
社
会
面
を
探
求
す
る
こ
と
に
臆
病
で
あ
り
、
音
楽
文
化

史
研
究
者
は
巨
匠
的
作
曲
家
と
そ
の
追
従
者
た
ち
に
こ
だ
わ
り
、
そ
れ
以
外
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

と
を
語
る
の
に
ほ
と
ん
ど
時
間
を
さ
こ
う
と
は
し
な
か
っ
た
」
。
従
来
の
音
楽
史

は
、
作
曲
家
の
伝
記
と
音
楽
形
式
の
歴
史
に
大
別
さ
れ
、
音
楽
を
取
り
巻
く
社
会

状
況
は
伝
記
の
中
で
背
景
と
し
て
描
写
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。　

こ
こ
で
紹
介
す
る
『
一
八
三
〇
年
代
の
パ
リ
の
音
楽
』
は
、
一
九
八
二
年
に
ア

メ
リ
カ
の
ス
ミ
ス
大
学
の
国
際
学
会
で
な
さ
れ
た
諸
発
表
を
も
と
に
、
一
九
八
七

年
に
出
版
さ
れ
た
論
文
集
で
、
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
二
三
編
の
論
文

か
ら
な
る
。
本
書
に
寄
稿
し
て
い
る
著
者
は
大
部
分
が
音
楽
学
を
専
攻
す
る
研
究

者
で
あ
り
、
歴
史
学
研
究
か
ら
は
大
き
く
隔
た
っ
た
と
こ
ろ
に
い
る
。
し
か
し
、

本
書
は
個
々
の
作
曲
家
論
や
作
品
論
を
扱
う
も
の
で
は
な
く
、
音
楽
受
容
の
あ
り

方
を
社
会
史
的
・
生
活
史
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
聴

衆
の
社
会
階
層
や
、
演
奏
会
や
メ
デ
ィ
ア
と
い
っ
た
聴
衆
が
音
楽
と
出
会
う
様
々

な
場
に
対
し
て
関
心
を
向
け
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
一
八
三
〇
年
代
の
パ
リ
が
焦
点
と
な
る
の
か
。
本
書
の
編
者

で
あ
り
著
者
の
↓
人
で
も
あ
る
P
・
ブ
ル
ー
ム
は
序
文
の
中
で
、
一
八
三
〇
年
代

の
フ
ラ
ン
ス
を
政
治
・
文
化
の
両
面
で
画
期
的
な
時
期
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い

る
。
音
楽
の
面
か
ら
言
え
ば
、
ま
ず
ロ
マ
ン
主
義
の
勃
興
が
あ
り
、
オ
ペ
ラ
座
を

は
じ
め
と
す
る
歌
劇
場
の
隆
盛
が
あ
っ
た
。
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ワ
ー
ル
演
奏
協
会

の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
そ
の
屈
指
の
演
奏
技
術
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
名
声
を
博
し
、
リ

ス
ト
や
パ
ガ
ニ
ー
二
と
い
っ
た
国
外
の
名
演
奏
家
が
相
次
い
で
パ
リ
に
集
合
し

た
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
音
楽
的
熱
狂
は
、
同
じ
時
期
に
大
き
な
発
展
を
見
せ
て
い

た
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
、
音
楽
批
評
の
記
事
の
執
筆
を
促
し
た
。
ブ
ル
ー
ム

は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
パ
リ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
音
楽
活
動
の
中
心
地
で
あ

り
、
そ
の
活
動
に
お
い
て
新
聞
・
雑
誌
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
指
摘
し
て
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介紹

い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
パ
リ
の
音
楽
環
境
を
ま
と
め
た
う
え
で
、
編
者
は
こ
れ
ら
の
音

楽
活
動
の
受
け
手
に
関
す
る
問
題
を
提
起
し
、
一
八
三
〇
年
代
の
パ
リ
に
お
け
る

音
楽
の
発
展
は
社
会
の
発
展
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
た
と
し
て
い
る
。
つ

ま
り
こ
の
時
期
の
音
楽
文
化
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
音
楽
活
動
を
同
時
代
の
社

会
状
況
の
中
に
置
き
直
す
こ
と
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

　
本
紹
介
で
は
、
二
三
編
の
論
文
の
う
ち
、
以
下
の
七
編
を
重
点
的
に
取
り
あ
げ

る
。　

①
P
・
ブ
ル
ー
ム
「
フ
ェ
テ
ィ
ス
の
刀
①
謹
①
ζ
鼠
8
δ
の
考
察
」

　
②
A
・
ド
ゥ
ヴ
リ
エ
コ
八
三
〇
年
代
の
『
廉
価
の
楽
譜
』
」

　
③
E
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
ニ
人
三
七
年
の
コ
ン
セ
ル
ヴ
ア
ト
ワ
ー
ル
演
奏
協
会
の

　
　
予
約
会
員
」

　
④
J
－
M
・
フ
ォ
ー
ケ
』
人
三
〇
年
代
の
パ
リ
に
お
け
る
室
内
楽
」

　
⑤
J
－
M
・
ネ
ク
ト
ゥ
ー
「
一
八
三
〇
年
の
パ
リ
に
お
け
る
三
つ
の
オ
ー
ケ
ス

　
　
ト
ラ
ー
王
立
音
楽
ア
カ
デ
ミ
：
、
イ
タ
リ
ア
座
、
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ワ
ー

　
　
ル
演
奏
協
会
」

　
⑥
D
・
K
・
ホ
ロ
マ
ン
、
「
一
八
三
〇
年
代
の
パ
リ
に
お
け
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

　
　
指
揮
者
の
出
現
」

　
⑦
M
・
エ
ー
ヌ
、
三
八
三
四
年
と
一
八
三
九
年
の
国
内
博
覧
会
へ
の
楽
器
製

　
　
造
業
者
の
参
加
」

こ
れ
ら
の
論
文
は
い
ず
れ
も
、
ブ
ル
ー
ム
の
提
起
す
る
視
点
を
か
な
り
の
程
度
共

有
し
て
お
り
、
「
音
楽
家
が
生
活
し
働
い
て
い
る
よ
り
幅
広
い
状
況
」
（
ブ
ル
ー

ム
）
に
対
し
て
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
音
楽
を
含
む

諸
芸
術
は
受
け
手
が
い
な
け
れ
ば
杜
会
的
事
象
と
し
て
成
立
し
え
な
い
。
し
か

し
、
前
述
の
通
り
、
従
来
の
音
楽
文
化
研
究
は
専
ら
作
曲
家
の
伝
記
的
事
実
と
作

品
形
式
に
焦
点
を
絞
っ
て
お
り
、
文
化
の
送
り
手
の
側
に
偏
向
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
こ
れ
ら
の
論
文
は
、
音
楽
文
化
の
消
費
が
、
実
際
に
は
送
り

手
の
意
図
と
は
異
な
る
や
り
方
で
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い

る
。
そ
れ
を
支
え
た
の
は
、
演
奏
家
や
演
奏
会
、
出
版
物
と
い
っ
た
、
音
楽
作
品

を
受
け
手
に
伝
え
る
た
め
の
諸
制
度
で
あ
り
、
音
楽
鑑
賞
を
自
ら
の
中
に
組
み
込

ん
で
い
く
聴
衆
の
日
常
生
活
な
の
で
あ
る
。
前
掲
の
諸
論
文
は
、
芸
術
受
容
が
社

会
的
に
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
そ
れ
ぞ
れ
が
、
個
々
の
テ
ー
マ

の
枠
内
で
取
り
組
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
他
の
諸
論
の
大
部
分
は
、
従
来
の
ご
と
く
作
曲
家
や
作
品
の
分
析
に
比
重

を
置
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
紹
介
で
は
受
け
手
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
社
会
の
研

究
を
中
心
に
据
え
る
た
め
、
作
曲
家
論
・
作
品
論
は
除
外
し
た
。
ま
た
、
紹
介
者

の
関
心
が
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
成
立
さ
せ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
制
度
の
形
成
に
あ
る

た
め
、
シ
ャ
ン
ソ
ン
や
ブ
ー
ル
ヴ
ァ
ー
ル
演
劇
と
い
っ
た
下
層
階
級
の
音
楽
に
関

す
る
論
考
も
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
論
に
つ
い
て
は
、
末
尾
で
そ
れ

ぞ
れ
の
要
点
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

　
以
下
で
は
、
上
記
の
七
論
文
を
、
本
書
全
体
の
意
図
を
踏
ま
え
た
一
体
の
も
の

と
し
て
捉
え
、
以
下
に
挙
げ
る
分
析
の
指
標
を
も
っ
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
一
　
音
楽
の
流
通
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
問
題

　
二
　
演
奏
会
の
聴
衆
の
問
題

　
三
　
演
奏
制
度
の
問
題

メ
デ
ィ
ア
の
問
題
は
主
に
①
と
②
が
扱
っ
て
い
る
。
①
は
一
人
三
〇
年
前
後
の
パ

一71一一



西洋史論集

リ
に
お
け
る
唯
一
の
音
楽
専
門
雑
誌
を
取
り
あ
げ
、
音
楽
の
情
報
流
通
の
中
心
で

あ
っ
た
当
時
の
パ
リ
に
目
を
向
け
て
い
る
。
一
方
②
で
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
向

け
の
音
楽
を
よ
り
貧
し
い
階
級
に
普
及
さ
せ
よ
う
と
す
る
「
廉
価
の
楽
譜
」
の
試

み
の
解
明
を
通
し
て
、
異
な
る
階
級
の
問
の
文
化
的
境
界
線
に
つ
い
て
考
察
し
て

い
る
。
聴
衆
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
③
と
④
の
論
文
が
一
八
三
〇
年
代
の
音
楽
会

の
聴
衆
の
構
成
に
つ
い
て
実
証
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
室
内
楽
の
演
奏
会
の
予
約
会
員
名
簿
を
分
析
し
、

演
奏
会
聴
衆
の
住
所
と
職
業
を
割
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
聴
衆
の
社
会
層
の
研

究
に
道
を
開
い
て
い
る
。
音
楽
の
演
奏
に
と
っ
て
不
可
欠
な
制
度
的
側
面
は
⑤
、

⑥
、
⑦
が
注
目
し
て
い
る
。
⑤
は
当
時
の
パ
リ
を
代
表
す
る
三
つ
の
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
の
活
動
に
つ
い
て
叙
述
し
て
い
る
。
⑥
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
指
揮
を
専
門
と
す
る

職
業
の
先
駆
者
と
彼
に
よ
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
近
代
的
経
営
に
目
を
向
け
て
い

る
。
⑦
は
、
国
内
産
業
博
覧
会
に
お
け
る
楽
器
製
造
業
者
の
活
躍
ぶ
り
を
追
い
な

が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
楽
器
産
業
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
位
置
に
つ
い
て
考
察
し

て
い
る
。

　
い
ず
れ
の
論
文
も
音
楽
文
化
の
送
り
手
と
受
け
手
の
間
に
存
在
す
る
諸
条
件
の

解
明
を
課
題
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
文
化
の
生
産
者
と
消
費
者
を
両
者
と
も

に
見
渡
せ
る
位
置
に
立
つ
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
論
文
は
、
従
来
の
音
楽
史
の
枠
組

を
越
え
る
も
の
で
あ
り
、
多
様
な
社
会
活
動
の
一
環
と
し
て
の
音
楽
を
歴
史
的
に

捉
え
よ
う
と
す
る
新
た
な
視
点
を
提
供
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
以
下
で
は
前
述

の
三
つ
の
分
析
指
標
に
基
づ
き
、
七
つ
の
論
文
に
つ
い
て
概
要
と
論
点
を
紹
介
し

た
い
。
紹
介
者
自
身
の
論
評
は
、
原
則
と
し
て
「
終
わ
り
に
」
に
お
い
て
述
べ
る

こ
と
に
す
る
。
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音
楽
の
流
通
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア

　
一
八
三
〇
年
代
の
パ
リ
に
お
い
て
、
音
楽
を
扱
う
定
期
刊
行
物
の
中
心
に
位
置

し
て
い
た
の
は
、
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ワ
ー
ル
の
司
書
F
I
J
・
フ
ェ
テ
ィ
ス
が
創

刊
し
た
雷
刃
Φ
謹
①
昆
・
・
帥
8
δ
（
以
下
『
音
楽
雑
誌
』
と
記
す
）
と
い
う
音
楽
専
門

雑
誌
で
あ
っ
た
。
本
書
の
論
文
の
多
く
が
こ
の
雑
誌
を
史
料
と
し
て
引
用
し
て
い

る
が
、
と
り
わ
け
論
文
①
は
『
音
楽
雑
誌
』
が
持
つ
歴
史
的
意
義
を
主
題
と
し
、

音
楽
の
中
心
と
し
て
の
パ
リ
の
国
際
化
、
音
楽
史
の
形
成
、
芸
術
の
社
会
的
有
用

性
と
民
衆
普
及
の
思
想
に
対
し
て
こ
の
雑
誌
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
。
論
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
｝
八
二
七
年
に
創
刊
さ
れ
た
『
音
楽
雑
誌
』
は
、
シ
ャ
ル
ル
一
〇
世
治
下
の
フ

ラ
ン
ス
に
お
い
て
誕
生
し
た
魑
し
い
数
の
新
聞
・
雑
誌
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
は
ベ
ル
リ
ン
、
ウ
イ
ー
ン
、
ロ
ン
ド
ン
、
ラ
イ
プ
ツ
イ

ヒ
と
い
っ
た
都
市
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
異
な
る
音
楽
専
門
雑
誌
が
刊
行
さ
れ
て

い
た
。
こ
れ
ら
は
互
い
に
無
関
係
に
活
動
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
『
音
楽
雑

誌
』
と
各
都
市
の
雑
誌
と
の
間
で
、
し
ば
し
ば
記
事
の
引
用
や
交
換
が
行
わ
れ

た
。
こ
の
よ
う
に
論
文
①
は
、
『
音
楽
雑
誌
』
が
音
楽
活
動
の
中
心
と
し
て
の
パ

リ
の
国
際
化
に
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
第
二
に
、
論
文
①
は
、
音
楽
史
の
確
立
に
お
い
て
こ
の
雑
誌
が
大
き
く
貢
献
し
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た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
他
の
日
刊
紙
の
音
楽
批
評
欄
か
ら
こ
の
雑
誌
を
区
別
し

た
も
の
は
、
歴
史
に
関
す
る
記
事
の
掲
載
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
雑
誌
に
た

び
た
び
掲
載
さ
れ
、
の
ち
に
フ
ェ
テ
イ
ス
自
身
に
よ
っ
て
事
典
に
編
纂
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
音
楽
家
の
伝
記
的
研
究
は
、
世
界
的
な
権
威
を
持
つ
イ
ギ
リ
ス
の
事
典

で
あ
る
『
グ
ロ
ー
ヴ
音
楽
事
典
』
な
ど
の
、
よ
り
大
き
な
音
楽
事
典
の
人
物
項
目

の
噛
矢
と
な
っ
た
。
論
文
①
は
彼
の
音
楽
史
上
の
功
績
を
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ギ

ゾ
ー
、
ア
ド
ル
フ
・
テ
イ
エ
ー
ル
、
エ
ド
ガ
ー
・
キ
ネ
、
ジ
ュ
ー
ル
・
ミ
シ
ユ
レ

と
い
っ
た
同
時
代
の
歴
史
家
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
音
楽
家
伝
を
記
事
と
し
て
掲

載
し
続
け
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ェ
テ
ィ
ス
は
「
偉
大
な
人
物
」
か
ら
な
る

音
楽
史
を
書
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
企
図
は
、
カ
：
ラ

イ
ル
流
の
英
雄
崇
拝
的
な
歴
史
観
に
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
第
三
点
と
し
て
論
文
①
は
、
『
音
楽
雑
誌
』
の
記
事
に
は
、
聴
衆
の
音
楽
理
解

の
能
力
を
育
み
、
こ
れ
に
よ
り
音
楽
鑑
賞
の
普
及
に
寄
与
し
よ
う
と
す
る
意
図
が

明
確
に
指
摘
で
き
る
と
し
て
い
る
。
フ
ェ
テ
ィ
ス
は
、
過
去
の
音
楽
の
美
的
価
値

が
永
遠
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
美
的
に
優
れ
た
音
楽
を
鑑
賞
す
る
穂
衆
の
能
力
が
進

歩
す
る
こ
と
を
信
じ
、
記
事
を
通
し
て
聴
衆
を
教
育
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。

そ
し
て
、
彼
は
自
ら
の
芸
術
に
対
す
る
考
え
方
、
す
な
わ
ち
、
芸
術
が
美
的
な
も

の
で
あ
る
と
同
時
に
科
学
で
あ
り
、
社
会
的
な
利
益
を
与
え
、
工
業
生
産
と
消
費

に
寄
与
し
、
教
育
に
貢
献
す
る
と
い
う
思
想
を
繰
り
返
し
公
に
し
た
と
い
う
の
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
フ
ェ
テ
イ
ス
の
音
楽
観
は
、
一
八
三
〇
年
代
の
パ
リ
に
浸
透
し
て

い
た
芸
術
観
、
さ
ら
に
は
社
会
観
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
論
文

②
は
、
同
時
代
の
パ
リ
の
楽
譜
出
版
業
者
が
試
み
た
楽
譜
の
大
福
な
値
下
げ
に
焦

点
を
当
て
、
彼
ら
の
経
営
が
同
時
代
の
パ
リ
の
文
化
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
根
ざ
し
て

い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
時
期
に
は
、
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
や
ラ
ム
ネ
ー
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン

ト
の
よ
う
に
、
科
学
を
人
間
精
神
の
発
展
の
主
軸
に
据
え
、
貧
困
な
階
級
の
境
遇

を
改
善
し
よ
う
と
す
る
社
会
観
が
発
達
し
、
芸
術
が
民
衆
に
普
及
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
す
る
思
想
が
展
開
さ
れ
た
。
一
八
三
〇
年
代
に
芸
術
作
品
の
流
通
に
携

わ
っ
て
い
た
人
々
は
、
芸
術
が
こ
れ
ま
で
特
権
階
級
の
独
占
状
態
に
お
か
れ
て
い

た
事
態
を
打
破
し
、
偉
大
な
作
品
を
民
衆
に
普
及
す
べ
く
、
多
く
の
人
々
に
文

学
、
歴
史
、
科
学
、
音
楽
の
教
育
を
施
す
こ
と
を
考
え
た
。
論
文
②
は
、
こ
の
よ

う
な
芸
術
観
、
社
会
観
が
楽
譜
出
版
の
領
域
に
影
響
を
与
え
、
「
廉
価
の
楽
譜
」
の

試
み
を
促
し
た
と
述
べ
る
。
出
版
業
者
は
、
聴
衆
に
楽
譜
を
手
の
届
く
価
格
で
提

供
す
る
こ
と
を
考
え
は
じ
め
、
「
良
質
の
音
楽
」
を
あ
ら
ゆ
る
階
級
に
広
め
る
こ

と
を
、
ま
た
音
楽
を
鑑
賞
す
る
た
め
の
聴
衆
の
能
力
を
養
う
こ
と
を
自
ら
の
使
命

と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
良
質
の
音
楽
」
を
享
受
す
る
こ
と

の
困
難
な
、
地
方
の
聴
衆
に
対
し
て
楽
譜
を
供
給
す
る
こ
と
も
彼
ら
の
関
心
事
と

な
っ
た
。
論
文
②
は
、
こ
の
よ
う
な
試
み
を
出
版
業
界
を
広
く
巻
き
込
ん
だ
値
下

げ
の
動
き
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
楽
譜
出
版
業
者
の
試
み
に
先
ん
じ
て
、
新

聞
出
版
の
領
域
で
は
、
エ
ミ
ー
ル
・
ジ
ラ
ル
ダ
ン
の
発
行
す
る
日
刊
紙
『
ラ
・
プ

レ
ス
』
の
値
下
げ
に
始
ま
る
販
売
価
格
の
低
廉
化
が
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
。
ま

た
、
そ
れ
ら
の
定
期
刊
行
物
の
紙
上
で
は
、
廉
価
版
の
作
品
を
大
量
に
提
供
す
る

と
い
う
広
告
が
増
加
し
て
い
く
現
象
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
論
文
②
は
「
廉
価
の
楽
譜
」
の
試
み
の
重
要
性
を
測
る
た
め
に
、
値
下
げ
の
背

景
に
は
、
一
八
三
〇
年
に
先
立
つ
四
〇
年
間
で
楽
譜
の
値
段
が
六
～
八
倍
に
ま
で
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上
昇
し
た
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
間
、
劇
場
の
入
場
価
格
は

殆
ど
変
化
せ
ず
、
書
籍
の
値
段
は
む
し
ろ
低
下
し
て
い
る
。
一
人
三
〇
年
代
の
楽

譜
出
版
業
者
は
、
商
品
の
価
格
を
高
く
保
ち
、
少
な
い
供
給
量
を
維
持
し
続
け
よ

う
と
す
る
従
来
の
業
者
に
対
抗
し
、
薄
利
多
売
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
た
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
楽
譜
出
版
業
者
の
意
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼

ら
の
試
み
は
消
費
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
廉
価
出
版
を
試
み
た
楽
譜
業

者
は
経
営
を
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
一
方
で
は
、
一
八
四
〇
年
代
に
入
っ

て
か
ら
「
廉
価
の
楽
譜
」
を
手
が
け
た
業
者
は
対
照
的
に
成
功
を
収
め
た
。
一
八

三
〇
年
代
の
業
者
が
経
営
に
失
敗
し
た
原
因
に
つ
い
て
、
論
文
②
は
、
彼
ら
が
芸

術
の
普
及
を
追
及
す
る
あ
ま
り
、
コ
ス
ト
削
減
の
努
力
を
怠
っ
た
か
ら
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
。
と
り
わ
け
彼
ら
は
、
華
麗
な
装
禎
を
施
し
た
従
来
の
楽
譜
の
品
質

を
切
り
つ
め
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
消
費
者
に
提
供
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
一
八
四
〇
年
代
の
業
者
は
「
芸
術
的
」
作
品
を
広
め
る
こ
と
に
こ
だ
わ
ら

ず
、
貧
し
い
階
層
の
好
む
音
楽
を
コ
ス
ト
を
切
り
つ
め
た
楽
譜
に
よ
っ
て
提
供
し

た
た
め
成
功
を
収
め
た
と
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
視
点
に
立
っ
て
み
れ
ば
、
一
八
三

〇
年
代
の
上
層
階
級
が
無
意
識
に
信
じ
て
い
た
自
ら
の
芸
術
の
あ
り
方
を
批
判
的

に
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

二
　
演
養
会
の
聴
衆

　
一
九
世
紀
初
頭
の
パ
リ
に
は
新
し
い
タ
イ
プ
の
聴
衆
が
現
れ
た
。
彼
ら
は
今
日

な
お
行
わ
れ
て
い
る
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
演
奏
会
の
鑑
賞
態
度
と
嗜
好
を
先
取
り
し

て
お
り
、
演
奏
会
に
お
け
る
近
代
的
な
マ
ナ
ー
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で

の
モ
デ
ル
と
な
り
う
る
。
論
文
③
、
④
は
こ
の
新
し
い
聴
衆
の
社
会
層
と
、
彼
ら

が
好
ん
だ
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
は
、
そ
れ

ぞ
れ
異
な
る
演
奏
会
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
る
聴
衆
の
特
徴

は
共
通
し
て
い
る
。
論
文
③
は
一
八
三
七
年
の
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ワ
！
ル
演
奏
協

会
の
、
論
文
④
は
一
八
二
三
～
一
八
三
二
年
に
弦
楽
器
奏
者
バ
イ
ヨ
が
開
い
た
室

内
楽
演
奏
会
の
予
約
会
員
名
簿
を
取
り
あ
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
聴
衆
の
社
会
層
と
音

楽
的
嗜
好
、
演
奏
会
に
お
け
る
態
度
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

　
論
文
③
、
④
は
、
こ
れ
ら
の
演
奏
会
に
お
い
て
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
聴
衆
が
多
数
を

占
め
て
い
た
こ
と
を
、
予
約
会
員
名
簿
に
依
拠
し
つ
つ
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
論

文
③
に
よ
れ
ば
、
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ワ
ー
ル
演
奏
協
会
の
聴
衆
の
大
多
数
は
ア
ン

タ
ン
通
り
と
い
う
、
一
八
三
〇
年
頃
新
た
に
市
街
化
さ
れ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
が

住
み
つ
い
た
地
域
に
居
住
し
て
い
た
。
彼
ら
予
約
会
員
の
多
く
は
『
二
万
五
千
人

の
住
所
録
年
鑑
』
の
中
に
名
前
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
バ
イ
ヨ
の
演
奏
会
に
つ

い
て
も
、
論
文
④
は
、
予
約
会
員
の
三
分
の
二
が
財
界
、
法
曹
界
、
商
業
界
で
高

い
地
位
に
い
る
聴
衆
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
演
奏
会
場

が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
み
で
占
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
貴
族
の
姿
も
少
な
か

ら
ず
見
ら
れ
た
。
こ
の
二
論
文
は
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
予
約
会
員
名
簿
の
中
に

は
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
街
に
住
む
貴
族
階
級
の
名
前
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
彼
ら
予
約
会
員
の
構
成
が
大
幅
に
入
れ
替
わ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ワ
ー
ル
演
奏
協
会
の
予
約
会
員
権
は
遺
産
と
し
て
相

続
さ
れ
、
新
規
に
入
手
す
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
バ
イ
ヨ
の
演
奏
会
の

予
約
会
員
の
入
れ
替
わ
り
は
、
予
約
申
し
込
み
の
一
回
毎
に
お
よ
そ
八
分
の
一
の

割
合
で
し
か
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
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さ
ら
に
論
文
③
、
④
は
、
社
会
的
地
位
の
高
い
人
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
聴

衆
が
持
つ
保
守
的
な
音
楽
的
嗜
好
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
論
文
③
は
、
聴
衆
の

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
側
面
が
演
奏
会
の
曲
目
の
変
化
を
許
さ
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い

る
。
つ
ま
り
コ
ン
セ
ル
ヴ
ア
ト
ワ
ー
ル
演
奏
協
会
の
演
奏
会
で
取
り
あ
げ
ら
れ
た

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
、
グ
ル
ッ
ク
と
い
っ
た
作
曲
家
の
作
品
は
、

当
初
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
新
し
い
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
導
入
さ
れ
た
が
、
や

が
て
他
の
作
品
を
長
い
間
排
除
し
続
け
、
演
奏
曲
目
を
独
占
す
る
こ
と
に
な
る
。

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
聴
衆
は
変
化
を
好
ま
ず
、
演
奏
会
は
、
新
し
い
楽
曲
を
発
見
す
る

機
会
と
し
て
で
は
な
く
、
既
に
知
ら
れ
た
偉
大
な
音
楽
を
崇
め
る
た
め
の
祭
礼
と

し
て
機
能
し
た
と
す
る
。
論
文
④
も
同
様
に
、
バ
イ
ヨ
の
聴
衆
は
、
知
っ
て
い
る

作
品
を
繰
り
返
し
て
聴
く
こ
と
を
好
み
、
新
曲
に
は
寛
容
で
な
か
っ
た
事
実
を
挙

げ
て
い
る
。
バ
イ
ヨ
の
演
奏
会
で
は
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
や
ハ
イ
ド
ン
な
ど
の
古
典

的
作
品
と
ケ
ル
ビ
ー
二
や
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
な
ど
の
同
時
代
の
作
品
が
主
に
演

奏
さ
れ
た
が
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三
　
演
葵
制
度

　
近
代
的
な
演
奏
会
に
お
け
る
音
楽
鑑
賞
は
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
大
規
模
な
音

楽
演
奏
の
制
度
が
あ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
。
論
文
⑤
、
⑥
、
⑦
は
、
こ
の
時
代

に
創
設
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
発
展
し
た
い
く
つ
か
の
演
奏
制
度
を
考
察
し
て
い

る
。
論
文
⑤
は
当
時
の
パ
リ
に
お
い
て
際
立
っ
て
い
た
二
つ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の

制
度
面
を
考
察
し
、
論
文
⑥
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
コ
ン
セ
ル
ヴ
ア
ト
ワ
ー

ル
演
奏
協
会
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
創
設
者
と
、
彼
が
近
代
的
指
揮
法
に
対
し
て
果

た
し
た
役
割
を
論
じ
る
。
ま
た
論
文
⑦
は
当
時
大
き
く
発
達
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
楽

器
産
業
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。

　
論
文
⑤
に
よ
れ
ば
、
一
八
三
〇
年
代
の
パ
リ
は
、
オ
ペ
ラ
座
と
コ
ン
セ
ル
ヴ
ア

ト
ワ
ー
ル
演
奏
協
会
の
そ
れ
ぞ
れ
に
極
め
て
優
れ
た
演
奏
技
術
を
持
っ
た
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
が
存
在
す
る
と
い
う
恵
ま
れ
た
状
況
に
あ
っ
た
。
特
に
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト

ワ
ー
ル
演
奏
協
会
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
、
一
八
二
八
年
の
創
立
以
来
大
き
な
成
功

を
収
め
、
ど
の
演
奏
会
も
大
変
な
好
感
を
持
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
名
声
は
す
ぐ
に
フ
ラ
ン
ス
の
外
へ
と
拡
が
っ
た
。
当
時
の
パ
リ

は
数
多
く
の
国
外
の
音
楽
家
を
引
き
寄
せ
た
が
、
そ
の
事
実
の
背
景
に
は
、
国
際

的
な
影
響
力
を
持
っ
た
演
奏
団
体
の
存
在
が
一
因
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
論
文
⑤
は
、
上
記
の
二
つ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当

時
の
演
奏
家
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
特
に
同
時
代
に
設
立
さ
れ

た
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ワ
ー
ル
演
奏
協
会
が
極
め
て
「
民
主
的
」
な
運
営
を
行
っ
た

と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
運
営
方
式
は
多
く
の
面
で
対

照
を
な
し
て
い
た
。
オ
ペ
ラ
座
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
、
一
六
六
九
年
に
設
立
さ
れ

た
オ
ペ
ラ
座
ア
カ
デ
ミ
ー
に
起
源
を
持
つ
。
団
員
は
原
則
と
し
て
試
験
に
よ
っ
て

選
ば
れ
た
が
、
合
格
し
た
受
験
生
は
、
正
規
の
団
員
に
空
席
が
生
じ
る
ま
で
の
問

は
定
員
外
の
団
員
と
し
て
職
務
に
従
事
し
た
。
団
員
の
多
く
は
、
コ
ン
セ
ル
ヴ
ア

ト
ワ
ー
ル
出
身
者
で
学
生
時
代
に
優
秀
な
成
績
を
収
め
て
い
た
。
指
導
部
は
団
員

を
半
年
前
に
予
告
を
行
っ
た
後
で
自
由
に
解
雇
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
団
員

は
辞
職
を
申
し
入
れ
た
の
ち
一
年
が
経
過
す
る
ま
で
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
離
れ
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
給
与
体
系
は
階
層
化
さ
れ
て
お
り
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の

ソ
リ
ス
ト
は
打
楽
器
奏
者
に
比
べ
高
い
報
酬
を
受
け
取
っ
て
い
た
。
一
方
、
コ
ン
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約
ル
ヴ
ァ
ト
ワ
ー
ル
演
奏
協
会
は
、
一
八
二
四
年
以
来
オ
ペ
ラ
座
の
首
席
指
揮
者

で
あ
っ
た
F
I
A
・
ア
ブ
ネ
ッ
ク
に
よ
り
一
八
二
八
年
に
創
設
さ
れ
た
。
団
員
は

コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ワ
ー
ル
の
卒
業
者
に
限
ら
れ
、
入
団
は
役
員
会
の
推
薦
を
経
て

許
可
さ
れ
た
。
報
酬
の
分
配
は
平
等
に
行
わ
れ
、
団
員
は
リ
ハ
ー
サ
ル
と
演
奏
会

に
参
加
し
た
度
合
に
応
じ
て
給
与
を
受
け
取
っ
た
。
以
上
が
論
文
⑤
の
概
要
で
あ

る
。　

論
文
⑥
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
専
門
的
な
指
揮
業
が
成
立
す
る
う
え
で
の
ア

ブ
ネ
ッ
ク
の
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
上
記
の
よ
う
に
平
等
主
義

的
な
運
営
を
行
っ
た
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ワ
ー
ル
演
奏
協
会
は
、
ア
ブ
ネ
ッ
ク
が
、

オ
ペ
ラ
座
で
は
演
奏
す
る
機
会
の
な
い
ド
イ
ツ
音
楽
、
特
に
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の

作
品
を
公
に
演
奏
す
る
た
め
に
設
立
し
た
組
織
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
の
指
揮
者
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
近
代
的
指
揮
法
の
発
展
の
中
心
人

物
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
発
展
は
決
し
て
パ
リ
に
特
有
の
現
象
で
は
な
い
が
、
ア
ブ

ネ
ッ
ク
が
築
い
た
指
揮
法
は
、
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ワ
ー
ル
演
奏
協
会
の
名
声
と
と

も
に
、
国
際
的
な
影
響
力
を
持
ち
え
た
の
で
あ
っ
た
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
に
と
っ
て
重
要
な
レ
バ
ー
ト
リ
…
を
確
立
し
、
近
代
的
な
指
揮
者
と
鑑

賞
の
マ
ナ
ー
を
作
り
出
し
た
こ
と
に
関
し
て
、
論
文
⑥
は
コ
ン
セ
ル
ヴ
ア
ト
ワ
ー

ル
演
奏
協
会
が
果
た
し
た
役
割
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　
論
文
⑦
は
、
一
人
三
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
楽
器
製
造
業
の
躍
進
を
実
証
的
に
明

ら
か
に
し
た
。
こ
の
時
期
は
、
フ
ラ
ン
ス
楽
器
製
造
業
の
繁
栄
期
の
始
ま
り
で

あ
っ
た
。
こ
の
繁
栄
は
一
人
七
〇
～
一
人
八
○
年
ま
で
続
く
。
楽
器
製
造
業
者
が

参
加
し
た
国
内
産
業
博
覧
会
の
資
料
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
人
三
〇
年

代
を
通
じ
て
の
楽
器
製
造
業
の
伸
長
を
検
証
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
例
え
ば
一
八
三
四
年
と
一
八
三
九
年
の
国
内
博
覧
会
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い

て
、
出
品
し
た
楽
器
製
造
業
者
の
三
一
％
、
四
九
％
が
何
ら
か
の
賞
を
受
け
て
い

る
。
ピ
ア
ノ
製
造
業
は
こ
の
時
期
特
に
効
率
化
を
進
め
て
お
り
、
二
人
の
業
者
が

一
八
三
四
年
の
博
覧
会
で
レ
ジ
オ
ン
・
ド
ヌ
ー
ル
勲
章
を
獲
得
し
て
い
る
。
ま

た
、
論
文
⑦
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
楽
器
の
輸
出
量
が
輸
入
量
を
上
回
っ
て
い

た
と
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
楽
器
が
国
際
的
競
争
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
。
論
文
⑦
の
論
証
に
よ
り
こ
の
時
期
は
、
楽
器
の
改
良
、
新
た
な
開
発
な
ど
、

演
奏
と
鑑
賞
の
場
に
根
本
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
楽
器
の
変
化
が
起
こ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

終
わ
り
に
　
1
畜
楽
史
研
究
の
課
題
と
展
望

　
以
上
、
本
書
の
中
か
ら
七
つ
の
論
文
を
重
点
的
に
紹
介
し
て
き
た
。
こ
こ
で

は
、
残
さ
れ
た
一
六
の
論
文
の
要
点
に
簡
単
に
触
れ
る
な
か
で
、
本
論
で
扱
わ
な

か
っ
た
理
由
を
説
明
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
音
楽
史
研
究
の
抱
え
る
問
題
点

を
再
度
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
本
書
全
体
が
指
し
示
し
て
い
る
今
後
の
方
向
性
に

つ
い
て
概
観
し
た
い
。

　
本
論
で
扱
わ
な
か
っ
た
論
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
⑧
J
・
バ
ル
ザ
ン
「
序
論
－
一
八
三
〇
年
の
パ
リ
」

　
⑨
D
・
ケ
ア
ン
ズ
「
一
八
三
〇
年
の
『
幻
想
交
響
曲
』
の
熟
考
」

　
⑩
H
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
「
『
悪
魔
ロ
ベ
ー
ル
』
」

　
⑪
J
－
M
・
ベ
ル
ベ
2
八
三
一
～
一
八
三
二
年
の
パ
リ
に
お
け
る
メ
ン
デ
ル

　
　
ス
ゾ
ー
ン
」
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⑫
M
・
コ
ナ
テ
イ
「
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
と
一
八
三
〇
年
代
の
パ
リ
の
文
化
」

　
⑬
J
・
ウ
オ
ラ
ッ
ク
「
フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
オ
ペ
ラ
の
ワ
ー
グ
ナ
ー
に
対

　
　
す
る
影
響
」

　
⑭
A
・
B
・
キ
ャ
ス
ウ
ェ
ル
「
ロ
イ
ザ
・
ピ
ュ
ジ
ェ
と
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
マ
ン
ス
」

　
⑮
J
－
」
・
ア
イ
ゲ
ル
デ
イ
ン
ガ
i
「
パ
リ
に
お
け
る
シ
ョ
パ
ン
の
初
期
の
演

　
　
奏
会
（
一
八
三
二
～
一
人
三
八
）
1
要
点
整
理
の
た
め
の
小
論
」

　
⑯
R
・
ヴ
ア
ン
ジ
ェ
ル
メ
「
ロ
マ
ン
派
の
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
オ
ー
ソ
の
意
識
と
無
意

　
　
識
　
　
フ
ラ
ン
ツ
・
リ
ス
ト
の
パ
リ
時
代
に
つ
い
て
」

　
⑰
H
・
R
・
コ
ー
エ
ン
「
ダ
ン
タ
ン
（
弟
）
の
音
楽
世
界
一
微
か
な
歪
み
と
変

　
　
形
さ
れ
た
巨
人
た
ち
」

　
⑱
P
・
ゴ
セ
ッ
ト
「
イ
タ
リ
ア
座
の
音
楽
」

　
⑲
P
・
シ
ト
ロ
ン
ニ
八
三
〇
年
か
ら
一
八
四
〇
年
の
パ
リ
の
コ
ミ
ッ
ク
座
に

　
　
お
け
る
音
楽
家
の
登
場
人
物
と
音
楽
の
役
割
」

　
⑳
N
・
ワ
イ
ル
ド
「
パ
リ
演
劇
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
に
お
け
る
音
楽
」

　
⑳
K
・
ペ
ン
ド
ル
「
ブ
ー
ル
ヴ
ァ
ー
ル
演
劇
と
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
・
オ
ペ

　
　
う
に
お
け
る
連
続
性
」

　
⑳
R
・
P
・
ロ
ッ
ク
「
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
音
楽
、
一
八
一
〇
～
｝
八
五

　
　
〇
年
」

　
⑳
K
・
K
・
リ
ー
ヴ
コ
八
三
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
音
楽
批
評
に
お
け
る
レ
ト

　
　
リ
ッ
ク
と
理
屈
」

こ
れ
ら
の
う
ち
、
⑧
は
同
時
代
の
パ
リ
に
お
け
る
音
楽
外
の
文
化
的
・
社
会
的
状

況
を
概
観
し
た
も
の
で
あ
る
。
⑨
と
⑩
は
特
定
の
作
品
に
つ
い
て
、
⑪
～
⑰
は
作

曲
家
な
ど
の
特
定
の
人
物
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
⑱
～
⑳
は
種
々
の
劇
場
及
び

シ
ャ
ン
ソ
ン
に
お
け
る
音
楽
の
内
容
を
主
題
と
し
て
い
る
。
⑳
は
音
楽
批
評
の
ス

タ
イ
ル
を
扱
っ
て
い
る
。
前
述
の
と
お
り
、
本
紹
介
で
は
、
芸
術
受
容
が
社
会
的

に
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
解
答
の
糸
口
を
与
え
る

も
の
と
し
て
本
書
を
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の

論
文
は
個
別
の
音
楽
作
品
の
内
容
や
作
曲
家
個
人
の
思
想
に
重
点
を
置
い
て
い
る

た
め
、
芸
術
と
い
う
領
域
と
社
会
と
の
連
関
に
つ
い
て
踏
み
込
む
姿
勢
は
弱
い
と

言
え
る
。
本
紹
介
で
取
り
あ
げ
た
主
要
論
文
に
つ
い
て
も
、
作
曲
家
主
体
の
音
楽

史
観
を
完
全
に
克
服
で
き
て
は
い
な
い
。
作
曲
家
と
聴
衆
と
そ
の
媒
介
者
が
社
会

に
お
い
て
相
互
に
連
関
し
つ
つ
芸
術
分
野
と
新
し
い
嗜
好
を
形
成
し
て
い
く
過
程

の
分
析
、
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
た
音
楽
史
の
研
究
に
残
さ
れ
た
課
題
は
ま
だ

多
い
と
言
え
よ
う
。

　
論
文
⑧
は
、
編
者
の
序
文
の
す
ぐ
後
に
位
置
，
し
、
本
書
全
体
の
導
入
部
分
に
当

た
る
も
の
で
あ
り
、
↓
人
三
〇
年
代
の
パ
リ
の
景
観
、
社
会
状
況
、
主
流
と
な
っ

た
思
潮
を
描
写
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
、
同
時
代
の
パ
リ
を
現
代
の
パ
リ
か
ら

類
推
し
て
考
え
る
危
険
性
に
対
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
が
、
パ

リ
の
社
会
状
況
に
関
し
て
特
に
新
し
い
視
点
を
打
ち
出
す
も
の
で
は
な
い
。

　
論
文
⑨
、
⑩
は
、
当
時
の
代
表
的
な
音
楽
作
品
を
他
の
作
品
、
他
の
芸
術
分
野

と
の
関
係
の
中
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
論
文
⑪
～
⑬
は
、
外
国
人
の
作
曲
家
の

パ
リ
来
訪
を
主
題
と
し
、
パ
リ
の
音
楽
活
動
が
彼
ら
の
作
品
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
影
響
を
与
え
た
か
を
論
じ
て
い
る
。
論
文
⑭
は
、
ロ
マ
ン
ス
の
分
野
で
活
躍
し

た
一
人
の
作
曲
家
の
作
品
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
論
文
⑱
、
⑳
～
⑳
は
、

劇
場
や
シ
ャ
ン
ソ
ン
と
い
っ
た
特
定
の
場
に
お
け
る
音
楽
形
式
の
研
究
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
論
文
は
い
ず
れ
も
音
楽
作
品
自
体
の
分
析
を
主
眼
と
し
て
お
り
、
中
に
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は
従
来
音
楽
的
に
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
分
野
を
取
り
上
げ
て
い
る
点
で
注
目
す
べ

き
も
の
も
あ
る
が
、
総
体
と
し
て
従
来
の
音
楽
史
の
延
長
線
上
に
並
べ
ら
れ
よ

ア
つ
。

　
そ
の
他
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
論
文
⑮
は
、
サ
ロ
ン
を

専
ら
の
活
躍
の
舞
台
と
す
る
シ
ョ
パ
ン
が
出
演
し
た
数
少
な
い
公
開
演
奏
会
の
曲

目
と
演
奏
形
態
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
研
究
で
あ
る
。
論
文
⑯

は
、
リ
ス
ト
に
代
表
さ
れ
る
ヴ
イ
ル
ト
ゥ
ォ
ー
ソ
の
心
情
、
つ
ま
り
多
数
の
聴
衆

の
前
で
成
功
し
た
い
と
い
う
欲
求
と
、
芸
術
家
と
し
て
の
良
心
と
の
対
立
に
つ
い

て
述
べ
て
お
り
、
作
曲
家
の
思
想
的
側
面
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
論
文
⑰
は
、

あ
る
彫
刻
家
が
手
が
け
た
同
時
代
の
多
数
の
音
楽
関
係
者
の
胸
像
を
紹
介
し
、
そ

の
作
風
を
叙
述
す
る
。
論
文
⑲
は
、
民
衆
向
け
の
歌
劇
場
に
お
い
て
同
時
代
の
音

楽
家
が
風
刺
的
に
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
論
文
⑳
は
、
一
九
世
紀
の

前
半
を
通
し
て
音
楽
批
評
の
文
体
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
か
を
論
述
し

て
い
る
。
音
楽
批
評
あ
る
い
は
風
刺
の
研
究
は
こ
の
紹
介
の
観
点
か
ら
見
て
決
し

て
懸
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
音
楽
を
受
容
す
る
人
々
を
視
野
に
入
れ
る
と

い
う
点
に
関
し
て
は
⑰
、
⑲
、
⑳
の
分
析
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。

　
紹
介
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
音
楽
史
研
究
の
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
概
観
す

る
。
本
書
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
ま
ず
メ
デ
ィ
ア
の
問
題
に
関
し
て
、
『
音
楽

雑
誌
』
が
パ
リ
の
音
楽
活
動
及
び
音
楽
史
の
形
成
に
対
し
て
果
た
し
た
役
割
と
、

楽
譜
の
値
下
げ
に
見
ら
れ
る
芸
術
普
及
の
思
想
で
あ
り
、
次
に
演
奏
会
聴
衆
の
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
を
中
心
と
す
る
社
会
階
層
と
音
楽
的
嗜
好
の
保
守
性
、
最
後
に
演
奏
制

度
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
に
設
立
さ
れ
た
演
奏
団
体
の
「
民
主
的
」
運
営
、

専
門
的
指
揮
業
の
成
立
、
そ
し
て
国
内
産
業
博
覧
会
に
見
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
楽
器

製
造
業
の
発
展
で
あ
っ
た
。
本
書
の
編
者
ブ
ル
ー
ム
は
後
書
き
の
中
で
、
ま
だ
や

り
残
さ
れ
た
研
究
の
う
ち
特
に
重
要
な
も
の
と
し
て
、
個
々
の
楽
器
製
造
業
者
の

製
品
の
調
査
、
演
奏
・
上
演
習
慣
の
解
明
、
楽
譜
出
版
業
及
び
楽
譜
の
信
頼
性
の

問
題
、
膨
大
な
定
期
刊
行
物
の
分
類
と
個
々
の
新
闘
・
雑
誌
の
研
究
、
そ
し
て
図

像
史
料
の
分
析
を
挙
げ
て
い
る
。
以
上
に
加
え
て
、
こ
こ
で
は
芸
術
と
市
民
的
権

威
の
問
題
を
提
起
し
た
い
。
本
書
全
体
を
通
じ
て
、
芸
術
的
な
領
域
の
形
成
に

と
っ
て
階
級
の
果
た
す
機
能
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
メ

デ
ィ
ア
を
通
じ
て
「
偉
大
な
」
音
楽
を
民
衆
に
普
及
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
人
々

と
、
演
奏
会
と
い
う
特
権
的
な
空
間
の
内
部
に
お
い
て
音
楽
を
享
受
し
続
け
た

人
々
は
、
双
方
と
も
同
じ
趣
味
を
持
ち
、
そ
の
趣
味
を
権
威
と
結
び
つ
け
た
。
前

者
が
定
期
刊
行
物
や
楽
譜
の
中
で
特
定
の
音
楽
家
や
作
品
を
繰
り
返
し
取
り
あ
げ

る
こ
と
に
よ
っ
て
権
威
を
付
与
し
た
の
に
対
し
て
、
後
者
は
同
様
の
音
楽
家
や
作

品
を
自
ら
の
階
級
性
に
よ
っ
て
権
威
づ
け
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
偉
大
な
音
楽
を

普
及
ま
た
は
独
占
し
う
る
立
場
に
身
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
自
分
自
身

を
も
卓
越
化
し
た
の
で
あ
る
。
一
八
三
〇
年
代
の
音
楽
家
を
取
り
巻
く
状
況
を
再

検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
書
は
芸
術
的
権
威
が
生
産
さ
れ
る
歴
史
的
社
会
的

条
件
に
関
す
る
研
究
の
必
要
性
を
喚
起
し
た
と
書
え
る
で
あ
ろ
う
。
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