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ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
と
歓
喜

エ
ル
ン
ス
ト
・
ヘ
ル
ト
リ
ヒ

樋　

口　

隆　

一
訳

今
日
の
テ
ー
マ
は
「
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
と
歓
喜
」
で
す
。
も
し
か
す
る

と
、
こ
の
テ
ー
マ
は
腑
に
落
ち
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
だ
い
た
い
不
機
嫌
な
表
情
で
描
か
れ
る
か
ら
で
す
。
例

え
ば
、
シ
ュ
テ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
る
一
八
二
〇
年
の
有
名
な
肖
像
画
が
そ
う

で
す
（
図
版
１
）。　

こ
の
種
の
絵
画
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
イ
メ
ー

ジ
を
刻
印
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
が
ま
っ
た
く
違
う
ふ
う
に
―
―
愛
想
良
く
―
―
描
か
れ
て
い
る
絵
も

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
ヴ
ィ
リ
ブ
ロ
ー
ト
・
メ
ー
ラ
ー
に
よ
る

一
八
〇
四
年
の
肖
像
画
が
そ
う
で
す
（
図
版
２
）。

シ
ュ
テ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
る
肖
像
画
と
共
に
、
こ
の
絵
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
が
作
曲
家
と
し
て
描
か
れ
た
唯
一
の
も
の
で
す
。
こ
こ
で
は
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
が
左
手
に
持
っ
て
い
る
竪
琴
の
象
徴
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
が
表
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

あ
る
特
定
の
時
点
か
ら
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
最
初
の
絵
の
よ
う
に
、

不
機
嫌
な
表
情
で
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
一
八
一
二
年

か
ら
の
こ
と
で
す
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
ブ
ロ
ン
ズ
胸
像
を
制
作
す
る
た

め
に
、
彼
は
顔
型
を
取
ら
せ
て
く
れ
と
頼
ま
れ
た
の
で
す
。
ブ
ロ
ン
ズ
胸

像
の
原
型
と
す
る
た
め
で
す
。
有
名
人
の
顔
か
ら
そ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る

ラ
イ
フ
マ
ス
ク
を
作
り
、
そ
れ
ら
を
特
定
の
部
屋
に
展
示
す
る
の
が
、
当

時
の
慣
例
だ
っ
た
の
で
す
。
今
日
の
蝋
人
形
館
の
先
駆
け
の
よ
う
な
も
の

で
し
た
。
そ
う
し
た
顔
型
を
取
ら
せ
る
の
は
、
か
な
り
煩
わ
し
い
も
の
で

し
た
。
顔
全
体
を
石
膏
で
覆
わ
れ
、
息
を
す
る
た
め
に
、
鼻
の
穴
に
二
本
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の
麦
わ
ら
が
差
し
込
ま
れ
ま
し
た
。
石
膏
の
マ
ス
ク
は
、
そ
れ
が
固
ま
っ

て
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
る
ま
で
、
長
い
間
、
顔
の
上
に
置
か
れ
て
て
い

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
普
通
そ
れ
は
何
分
も
か
か
り
ま
す
。
さ
て
、
ベ

ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
か
な
り
感
情
的
で
、
我
慢
強
く
な
い
人
間
で
し
た
。

ま
ず
彼
は
石
膏
を
、
そ
れ
が
固
ま
る
前
に
、
顔
か
ら
引
き
は
が
し
ま
し
た
。

そ
ん
な
に
長
い
間
お
と
な
し
く
し
続
け
る
な
ん
て
、
彼
に
は
ひ
た
す
ら
我

慢
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
彼
は
不
機
嫌
に
な
り
ま
し
た
。
そ

し
て
こ
の
不
機
嫌
さ
が
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ラ
イ
フ
マ
ス
ク
の
顔
の
表
情

に
表
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
マ
ス
ク
の
顔
の
表
情
は
、
計
画
さ
れ
た
胸

像
に
引
き
継
が
れ
―
―
し
か
も
、
驚
い
た
こ
と
に
、
そ
れ
が
人
々
の
気
に

入
っ
た
の
で
す
。
当
時
は
ま
さ
に
、
ひ
た
す
ら
孤
独
の
中
で
、
あ
ら
ゆ
る

他
人
と
交
渉
を
絶
っ
て
作
品
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
ロ
マ
ン
主

義
的
な
芸
術
家
の
イ
メ
ー
ジ
が
育
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
す
。

私
は
長
年
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
そ
の
よ
う
に
孤
独
で
人
間
嫌
い
の
芸

術
家
で
あ
り
、
悲
劇
的
で
英
雄
的
な
音
楽
だ
け
を
書
い
て
き
た
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
と
戦
っ
て
き
ま
し
た
。
彼
は
断
じ
て
そ
う
い
う
人
間
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
す
く
な
く
と
も
、
そ
れ
だ
け
の
人
間
で
は
な
か
っ
た
の
で

す
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
よ
う
な
作
曲
家
は
、
そ
れ
ほ
ど
一
面
的
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
偉
大
な
芸
術
家
に
、
そ
ん
な
人
は
い
ま
せ
ん
。
数
多
く
の
絵

画
が
、
そ
の
反
対
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
手

紙
を
読
め
ば
、
彼
が
非
常
に
ユ
ー
モ
ア
に
溢
れ
、
機
知
に
富
ん
で
い
ら
れ

た
こ
と
、
彼
が
楽
し
い
こ
と
が
好
き
で
、
他
人
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
を
求
め

図版１　J. C. Stieler, 1820図版 2　Willibrord Mähler, 1804
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た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
彼
の
耳
が
聞
こ
え
な
く
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、

事
情
は
変
わ
り
ま
し
た
。
難
聴
の
最
初
の
徴
候
を
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
自

覚
し
た
の
は
一
八
〇
一
年
、
つ
ま
り
三
一
歳
の
時
で
す
。
メ
ー
ラ
ー
に
よ

る
肖
像
画
は
そ
の
後
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
つ
ま
り
、
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
聴
覚
の
衰
え
を
自
覚
し
て
す
ぐ
に
不
機
嫌
に
な
っ
た
わ
け

で
は
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
ま
す
。
彼
が
完
全
に
聴
覚
を
失
う
ま
で
、

さ
ら
に
一
七
年
ほ
ど
も
か
か
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
彼
が
そ

の
時
点
で
だ
ん
だ
ん
引
き
籠
も
る
よ
う
に
な
り
、
た
し
か
に
い
つ
も
機
嫌

が
よ
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
驚
く
に
は
値
し
ま
せ
ん
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
こ
の
よ
う
な
後
期
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
音
楽
で
も
、
決
し

て
い
つ
も
た
だ
悲
し
い
だ
け
だ
っ
た
り
、
憂
鬱
だ
っ
た
り
、
悲
劇
的
だ
っ

た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
し
ば
し
ば
最
大
限
の
生
き
る
喜
び
に
溢
れ
て
い

ま
す
。
彼
の
音
楽
が
、
彼
に
与
え
ら
れ
た
重
い
運
命
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

あ
れ
ほ
ど
豊
か
で
生
命
に
溢
れ
続
け
た
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
ま
さ
に
ベ

ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
最
大
の
偉
業
な
の
で
す
。
残
念
な
が
ら
、
今
日
の
多
く

の
解
釈
は
、
孤
独
で
憂
鬱
で
劇
的
な
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
を
前
面
に
押
し
出

し
、
彼
の
音
楽
の
陽
気
で
人
生
肯
定
的
な
面
を
な
お
ざ
り
に
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
ま
さ
に
両
面
が
存
在
す
る
の
で
す
。

な
ぜ
私
は
、
こ
う
し
た
こ
と
全
て
を
物
語
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は

私
が
こ
の
あ
と
、
と
り
わ
け
日
本
で
、
さ
ら
に
は
そ
れ
以
外
の
全
世
界
で

も
非
常
に
し
ば
し
ば
上
演
さ
れ
、
し
か
も
歓
喜
を
問
題
と
し
て
い
る
一
作

品
、
す
な
わ
ち
第
九
交
響
曲
に
つ
い
て
語
り
た
い
か
ら
で
す
。
こ
の
交
響

曲
は
、
し
ば
し
ば
宗
教
的
な
ア
ウ
ラ
で
包
ま
れ
て
は
い
ま
す
が
、
ま
ず
第

一
に
歓
喜
を
問
題
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
し
ば
し
ば
忘
れ

ら
れ
て
い
ま
す
。
も
し
そ
の
歌
詞
を
わ
か
り
や
す
い
散
文
で
書
き
換
え
る

な
ら
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

歓
喜
よ
、
君
は
神
の
閃
光
の
よ
う
で
あ
り
、

君
は
天
国
か
ら
直
接
や
っ
て
く
る
。

も
し
僕
ら
自
身
が
喜
び
で
い
っ
ぱ
い
な
ら
、

僕
ら
は
ま
る
で
天
国
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

歓
喜
は
魔
法
を
使
う
か
の
よ
う
に
、
現
世
が
分
け
隔
て
た
も
の
を

ふ
た
た
び
結
び
合
わ
せ
る
。

歓
喜
が
支
配
す
る
と
こ
ろ
で
は
、

す
べ
て
の
人
々
は
兄
弟
と
な
ろ
う
。

歓
喜
の
叫
び
に
唱
和
し
よ
う
、

ひ
と
り
の
友
を
持
つ
人
や

ひ
と
り
の
美
し
い
女
性
と
共
に
い
ら
れ
る
と
い
う

幸
せ
を
持
つ
人
は
皆
。

歓
喜
の
叫
び
に
唱
和
し
よ
う
、

こ
の
地
上
に
た
っ
た

の
友
し
か
い
な
い
人
は
。

し
か
し
ひ
と
り
の
友
も
持
た
な
い
人
は
、





37

ベートーヴェンと歓喜

歓
喜
の
叫
び
と
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

の
人
は
喜
び
を
感
じ
る
、

と
り
わ
け
自
然
に
触
れ
た
と
き
。

あ
ら
ゆ
る
善
人
も
あ
ら
ゆ
る
悪
人
も

自
然
に
接
す
れ
ば
喜
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

僕
ら
は
愛
し
合
っ
た
り
飲
ん
だ
り
す
る
と
き
に
喜
び
を
感
じ
、

死
ぬ
ま
で
忠
実
な
ひ
と
り
の
友
に
喜
び
を
感
じ
る
。

虫
け
ら
だ
っ
て
喜
び
を
感
じ

神
の
御
前
に
立
つ
天
使
ケ
ル
ビ
ム
も
喜
び
を
感
じ
る
。

宇
宙
を
運
行
す
る
星
々
も
、

喜
び
を
感
じ
る
。

そ
う
だ
星
々
よ
、
軌
道
を
描
き
、
喜
ぶ
の
だ
、

ひ
と
り
の
英
雄
が
そ
の
勝
利
を
喜
ぶ
よ
う
に
。

抱
き
合
え
、
百
万
の
人
々
よ
皆
。

全
世
界
に
喜
び
の
く
ち
づ
け
を
与
え
た
い
。

兄
弟
た
ち
よ
、
満
点
の
星
の
か
な
た
に
は

愛
す
る
父
が
お
わ
す
に
ち
が
い
な
い
。

百
万
の
人
々
よ
、
身
を
か
が
め
な
い
の
か
。

創
造
主
を
感
じ
な
い
の
か
。

星
々
の
か
な
た
に
主
を
捜
す
の
だ
。

星
々
の
か
な
た
に
主
は
お
わ
す
に
違
い
な
い
。

（
そ
し
て
ふ
た
た
び
冒
頭
か
ら
）

歓
喜
よ
、
君
は
神
の
閃
光
の
よ
う
で
あ
り
…
…
。

つ
ま
り
、
い
つ
で
も
問
題
は
歓
喜
な
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
か
た

ち
で
の
歓
喜
で
す
ね
。
そ
し
て
、
歓
喜
と
の
関
連
に
お
い
て
、
友
人
、
兄

弟
、
他
の
人
々
と
の
共
生
が
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
歌
詞

に
作
曲
し
た
人
が
、
人
間
嫌
い
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
全
く
あ
り

え
な
い
こ
と
で
す
。

こ
の
歌
詞
の
出
典
で
あ
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ラ
ー
の
詩
は
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
歓
喜
に
寄
せ
る
頌
歌
」O

d
e an

 d
ie Freu

d
e

と

い
う
表
題
を
持
っ
て
い
ま
す
。
最
初
に
出
版
さ
れ
た
の
は
一
七
八
五
年
の

こ
と
で
し
た
。
そ
の
と
き
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
一
五
歳
で
し
た
か
ら
、
お

そ
ら
く
ま
だ
特
別
に
よ
く
読
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か

し
彼
は
こ
の
詩
を
、
や
が
て
み
ず
か
ら
発
見
し
た
の
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
彼
に
と
っ
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
彼
が
最
初
か
ら
こ
の
詩
に
、
つ

ま
り
歓
喜
に
関
す
る
詩
に
特
別
に
感
激
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
あ
る
作
品
の
全
曲
を
書
き
下
ろ
す
前
に
、
多
数
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の
ス
ケ
ッ
チ
を
書
く
の
が
常
で
し
た
。
幸
い
な
こ
と
に
、
彼
は
こ
れ
ら
の

ス
ケ
ッ
チ
の
多
く
を
保
存
し
て
お
い
て
く
れ
た
の
で
、
今
日
私
た
ち
は

個
々
の
作
品
の
成
立
に
関
し
て
、
か
な
り
正
確
な
情
報
を
知
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
全
て
の
ス
ケ
ッ
チ
の
中
に
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
書
き
始
め

て
は
い
る
も
の
の
最
後
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
作
品
も
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
私
た
ち
は
こ
れ
ら
の
ス
ケ
ッ
チ
の
中
か
ら
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
「
歓

喜
に
寄
せ
る
頌
歌
」
を
歌
詞
に
、
少
な
く
と
も
三
回
も
作
曲
を
試
み
て
い

る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
最
初
の
試
み
は
、
ま
だ
彼
が
故
郷
ボ
ン
に
い

た
頃
、
だ
い
た
い
一
七
九
〇
年
頃
の
こ
と
で
、
彼
は
二
〇
歳
前
後
で
し
た
。

こ
の
作
品
は
、
ピ
ア
ノ
伴
奏
に
よ
る
歌
曲
と
な
る
は
ず
で
し
た
。
し
か
し

こ
の
試
み
は
、
ス
ケ
ッ
チ
の
状
態
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ベ
ー
ト

ー
ヴ
ェ
ン
は
明
ら
か
に
、
シ
ラ
ー
の
壮
大
な
歌
詞
に
は
、
ピ
ア
ノ
歌
曲
の

形
式
は
窮
屈
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
の
で
す
。
第
二
の
試
み
は
一
八
一
二

年
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
こ
の
歌
詞
を
よ
り
大
き
な
作

品
に
作
曲
し
よ
う
と
思
い
、「
歓
喜
に
寄
せ
る
頌
歌
」
の
歌
詞
に
よ
る
合

唱
で
終
わ
る
序
曲
を
計
画
し
た
の
で
す
。
し
か
し
こ
の
時
も
ま
た
、
彼
は

そ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
に
満
足
で
き
ず
、
全
て
を
放
り
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
三
回
目
の
助
走
に
取
り
か
か
る
ま
で
、
さ
ら
に
十
年

の
歳
月
が
か
か
り
ま
し
た
。
そ
し
て
つ
い
に
、
彼
は
こ
の
歌
詞
の
作
曲
を

完
成
し
、
第
九
交
響
曲
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
ら
に
関
わ
る
ス
ケ
ッ

チ
帳
を
見
る
と
、
私
た
ち
が
今
日
知
っ
て
い
る
「
歓
喜
の
旋
律
」
を
見
出

す
ま
で
に
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
こ
の
時
も
ど
れ
ほ
ど
の
労
苦
を
費
や
し

て
い
る
か
が
わ
か
り
ま
す
。
ベ
ー
ト
ヴ
ェ
ン
研
究
者
の
中
に
は
、
彼
が
こ

の
旋
律
を
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
モ
テ
ッ
ト
《
ミ
ゼ
リ
コ
ル
デ
ィ
ア
・
ド
ミ

ニ
》M

iserico
rd

ia D
o

m
in

i

Ｋ
二
二
二
の
中
に
つ
い
に
発
見
し
た
の
だ

と
主
張
す
る
人
も
い
ま
す
。

つ
ま
り
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
す
で
に
二
度
目
の
試
み
の
際
に
、「
歓

喜
に
寄
せ
る
頌
歌
」
の
歌
詞
を
、
ま
さ
に
合
唱
で
終
わ
る
管
弦
楽
曲
の
中

に
組
み
込
も
う
と
望
ん
で
い
ま
し
た
。
声
楽
曲
で
終
わ
る
器
楽
作
品
と
い

う
の
は
、
当
時
と
し
て
は
全
く
新
し
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん

管
弦
楽
を
伴
っ
た
大
規
模
な
合
唱
作
品
は
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し

そ
れ
は
す
こ
し
違
う
も
の
で
し
た
。
そ
こ
で
は
合
唱
は
最
初
か
ら
参
加
し
、

そ
の
上
か
な
り
主
役
を
演
じ
て
い
ま
し
た
。
第
九
交
響
曲
で
は
事
情
が
違

い
ま
す
。
第
一
楽
章
か
ら
第
三
楽
章
ま
で
は
普
通
の
交
響
曲
で
す
が
、
第

四
楽
章
で
合
唱
が
加
わ
り
ま
す
。
当
時
の
音
楽
批
評
家
の
多
く
は
、
こ
う

し
た
器
楽
と
声
楽
の
混
合
に
抵
抗
を
感
じ
、
そ
れ
ゆ
え
に
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
を
非
難
し
ま
し
た
。
他
の
作
曲
家
が
こ
う
し
た
ベ
ー
ト
ヴ
ェ
ン
の
ア
イ

デ
ィ
ア
を
取
り
上
げ
、
器
楽
と
声
楽
を
混
合
す
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
、

さ
ら
に
多
く
の
年
月
を
要
し
ま
し
た
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
以
後
の
作
曲
家

た
ち
は
、
そ
も
そ
も
常
に
ベ
ー
ト
ヴ
ェ
ン
を
模
倣
す
る
こ
と
を
試
み
て
い

ま
し
た
か
ら
、
こ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
。
お
そ
ら
く
彼
ら
は
、
似
た

よ
う
な
作
品
で
は
聴
衆
や
批
評
家
か
ら
す
ぐ
に
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
第
九

交
響
曲
と
比
べ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
危
惧
を
抱
い
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

合
唱
で
終
わ
る
交
響
曲
を
勇
気
を
持
っ
て
作
曲
し
た
の
は
、フ
ェ
リ
ク
ス
・

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
・
バ
ル
ト
ル
デ
ィ
が
最
初
で
し
た
。
そ
の
交
響
曲
は





39

ベートーヴェンと歓喜

「
頌
歌
」
と
い
う
表
題
を
持
ち
、
一
八
四
〇
年
に
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
メ

ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
以
降
で
は
、
よ
う
や
く
グ
ス
タ
フ
・
マ
ー
ラ
ー
が
、
彼

の
交
響
曲
の
中
に
再
三
再
四
、
声
楽
部
分
や
声
楽
楽
章
を
組
み
込
む
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
す
で
に
一
八
〇
八
年
に
、
器
楽
と
声
楽
を
混
合
し

た
作
品
を
作
曲
し
て
い
ま
す
。
こ
の
作
品
の
歌
詞
は
全
く
異
な
る
も
の
で

は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
作
品
は
一
般
に
第
九
交
響
曲
の
前
段
階
と
み
な
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
、
序
曲
、
合
唱
曲
の
混
合
体
、
い

わ
ゆ
る
《
合
唱
幻
想
曲
》C

h
o

rfan
tasie 

作
品
八
〇
で
す
。
今
日
に
至
る

ま
で
、
こ
の
曲
を
こ
れ
ら
三
楽
種
の
ど
れ
に
分
類
す
べ
き
か
は
厳
密
に
は

分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
作
品
は
比
較
的
長
い
ピ
ア
ノ
独
奏
で
始
ま
り
、

そ
こ
に
次
第
に
個
々
の
楽
器
が
加
わ
り
、
管
弦
楽
と
な
り
、
最
後
に
独
唱

者
と
合
唱
が
加
わ
り
ま
す
。
初
演
は
一
八
〇
八
年
一
二
月
二
二
日
の
マ
ン

モ
ス
演
奏
会
の
こ
と
で
、
そ
の
と
き
は
さ
ら
に
第
五
交
響
曲
、
第
六
交
響

曲
、
第
四
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
、
ミ
サ
曲
作
品
八
六
の
一
部
と
ア
リ
ア
一
曲
が

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
並
び
、
演
奏
会
は
じ
つ
に
四
時
間
半
以
上
も
か
か
っ
た
の

で
す
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
《
合
唱
幻
想
曲
》
の
作
曲
を
終
え
た
の
は
わ

ず
か
数
日
前
だ
っ
た
の
で
、
こ
の
作
品
は
ほ
と
ん
ど
練
習
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
自
身
が
ピ
ア
ノ
を
弾

き
な
が
ら
指
揮
し
た
演
奏
は
大
失
敗
で
し
た
。
演
奏
会
が
長
す
ぎ
た
た
め
、

聴
衆
も
音
楽
家
も
疲
れ
果
て
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。《
合
唱
幻
想
曲
》
の

と
き
、
管
弦
楽
は
ば
ら
ば
ら
に
な
り
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
音
楽
家
た
ち

に
怒
鳴
り
つ
け
て
演
奏
を
中
断
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
つ
ま

り
そ
こ
に
は
も
は
や
歓
喜
の
か
け
ら
も
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

私
は
こ
こ
で
全
歌
詞
を
ご
紹
介
し
よ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
あ
ま
り
重

要
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し
そ
の
歌
詞
は
、「
歓
喜
に
寄
せ
る

頌
歌
」
の
歌
詞
と
似
て
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
頌
歌
」
と
同
様
に
、

こ
こ
で
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
調
和
、
美
、
平
和
と
歓
喜
、
そ
し

て
人
間
を
神
の
よ
う
な
も
の
へ
と
近
づ
け
る
音
楽
や
芸
術
一
般
の
魔
法
で

す
。重

要
な
の
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
こ
の
歌
詞
に
ど
の
よ
う
に
作
曲
し

た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
り
わ
け
曲
の
終
わ
り
方
は
、
ま
さ
に
ベ
ー
ト

ー
ヴ
ェ
ン
に
典
型
的
な
も
の
で
す
。
歓
喜
を
表
現
す
る
た
め
に
ど
の
音
楽

的
手
段
を
用
い
る
か
と
い
う
点
で
典
型
的
な
の
で
す
。
非
常
に
恍
惚
と
し

た
歓
喜
が
表
現
さ
れ
る
の
で
す
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
こ
の
恍
惚
の
表
現

を
、
基
本
的
に
全
く
簡
単
な
方
法
で
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

音
量
、
先
へ
先
へ
と
駆
り
立
て
る
リ
ズ
ム
、
テ
ン
ポ
を
速
め
る
こ
と
、
高

い
音
域
、
そ
し
て
こ
の
高
い
音
域
に
留
ま
り
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
す
。

和
声
的
に
は
た
い
し
た
こ
と
は
起
こ
ら
す
、
そ
の
た
め
、
個
々
の
和
声
的

な
動
き
が
こ
と
さ
ら
に
効
果
的
と
な
る
の
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
長
く
、
そ
れ

ほ
ど
高
く
歌
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
声
楽
パ
ー
ト
に
と
っ
て
は
途
方

も
な
く
き
つ
い
こ
と
な
の
で
す
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
歌
手
た
ち
を

思
い
や
る
こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
今
日
な
お
多
く
の
歌
手
た
ち
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は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
声
楽
作
品
は
歌
い
に
く
い
と
嘆
い
て
い
る
の
で

す
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
ま
さ
に
多
く
の
革
新
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
彼

の
ピ
ア
ノ
曲
の
要
求
を
満
た
す
た
め
に
、
新
し
い
ピ
ア
ノ
を
考
え
出
さ
れ

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
例
え
ば
彼
の
最
後
の
ピ
ア
ノ
は
、
普
通
の
ピ

ア
ノ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
音
の
た
め
に
三
本
の
弦
を
持
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、

四
本
の
弦
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
彼
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
楽
器
に
も
新
し

い
こ
と
を
要
求
し
ま
し
た
。
第
九
交
響
曲
の
合
唱
に
よ
る
最
終
楽
章
の
前

の
、
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
合
奏
に
よ
る
大
規
模
な
レ
チ
タ
テ
ィ
ー
ヴ
ォ
は
、
初

演
時
に
は
お
そ
ら
く
、
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
の
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
オ
ー
ゾ
で
あ
っ
た

ド
ラ
ゴ
ネ
ッ
テ
ィ
ひ
と
り
で
弾
か
れ
ま
し
た
。
ふ
つ
う
の
コ
ン
ト
ラ
バ
ス

奏
者
に
は
難
し
す
ぎ
た
の
で
し
ょ
う
。
あ
る
逸
話
に
よ
れ
ば
、
ひ
と
り
の

ホ
ル
ン
奏
者
が
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
練
習
の
際
に
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
作
曲

し
た
音
は
、
彼
の
ホ
ル
ン
で
は
演
奏
で
き
な
い
と
訴
え
た
と
こ
ろ
、
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。「
霊
感
が
私
に

降
っ
て
き
た
と
き
に
、
君
の
ろ
く
で
も
な
い
ホ
ル
ン
の
こ
と
な
ど
気
に
し

て
は
い
ら
れ
な
い
よ
」。
も
し
か
す
る
と
彼
は
、
声
楽
曲
を
作
曲
し
た
際

に
も
似
た
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。《
合
唱
幻
想
曲
》

は
、
た
と
え
そ
の
音
楽
が
そ
れ
ほ
ど
劇
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、
多
く
の
点

で
第
九
交
響
曲
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
オ
ペ
ラ
《
フ
ィ
デ
リ
オ
》
の
あ
る
部
分
は
、《
合

唱
幻
想
曲
》
の
表
現
法
と
非
常
に
近
し
い
も
の
が
あ
り
、
こ
こ
で
も
問
題

と
な
っ
て
い
る
の
は
恍
惚
的
な
歓
喜
で
す
。
男
性
の
主
役
で
あ
る
フ
ロ
レ

ス
タ
ン
は
、
暗
い
牢
屋
に
繋
が
れ
て
い
ま
す
。
彼
は
打
ち
拉
が
れ
、
絶
望

し
て
い
ま
す
。
熱
に
浮
か
さ
れ
た
彼
の
夢
の
中
に
、
妻
の
レ
オ
ノ
ー
レ
が

現
れ
ま
す
。
彼
は
妻
を
、
あ
た
か
も
現
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
目
の
前

に
見
る
の
で
す
。
彼
は
し
だ
い
に
、
ふ
た
た
び
妻
を
見
出
し
、
彼
女
と
共

に
天
国
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
い
う
恍
惚
の
喜
び
へ
と
高
揚
を
続
け
ま
す
。

そ
し
て
ふ
た
た
び
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
こ
の
恍
惚
の
描
写
の
た
め
に
、

《
合
唱
幻
想
曲
》
と
同
じ
音
楽
的
手
段
を
利
用
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
大

音
量
、
先
へ
先
へ
と
駆
り
立
て
る
リ
ズ
ム
、
テ
ン
ポ
を
速
め
る
こ
と
、
き

わ
め
て
高
い
音
域
で
す
。《
合
唱
幻
想
曲
》
と
比
較
す
る
と
、
こ
こ
で
は

高
い
音
域
を
よ
り
高
く
ね
じ
上
げ
、
最
後
ま
で
よ
り
長
い
間
保
持
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
こ
の
表
現
手
段
を
さ
ら
に
高
め
て
い

る
の
で
す
。
ま
た
和
声
的
に
も
、
こ
の
ア
リ
ア
で
は
、《
合
唱
幻
想
曲
》

の
場
合
よ
り
も
多
く
の
こ
と
を
行
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
手
段
を
も
う
一
度
よ
り
繊
細
化
し
、
高
め
て
い

る
の
で
す
。

最
後
に
第
九
交
響
曲
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、
若
干
こ
の
作
品
に
つ
い

て
一
般
的
な
事
柄
を
述
べ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

一
八
一
七
年
、
ロ
ン
ド
ン
・
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ッ
ク
協
会
は
、
ベ
ー
ト

ー
ヴ
ェ
ン
に
二
曲
の
交
響
曲
を
注
文
し
ま
し
た
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
す

ぐ
に
仕
事
に
か
か
り
ま
し
た
が
、
こ
と
は
し
だ
い
に
長
引
く
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
そ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
り
ま
し
た
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
は
こ
の
頃
病
気
が
ち
で
、
し
か
も
財
政
的
に
不
如
意
に
あ
っ
た
の
で
す
。
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彼
は
個
人
的
に
大
き
な
問
題
を
抱
え
、
時
と
し
て
深
い
鬱
状
態
に
落
ち
込

み
ま
し
た
。
し
か
し
彼
は
さ
ら
に
そ
の
仕
事
の
間
に
別
の
作
品
を
押
し
込

み
、
例
え
ば
、
こ
の
時
期
に
は
記
念
碑
的
と
も
い
え
る
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム

ニ
ス
》
を
作
曲
し
ま
し
た
。
第
九
交
響
曲
は
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
八
二
四

年
二
月
に
な
っ
て
は
じ
め
て
完
成
し
、
そ
の
た
め
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
約

束
よ
り
も
ほ
と
ん
ど
一
年
も
遅
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
彼
は
こ
の
作
品

を
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ッ
ク
協
会
に
、
遅
く
と
も
一
八
二
三
年
三
月
ま
で
に

発
送
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
こ
の
作
品

を
ロ
ン
ド
ン
の
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ッ
ク
協
会
の
た
め
に
作
曲
し
た
の
で
す

が
、
初
演
は
一
八
二
四
年
五
月
七
日
、
ウ
ィ
ー
ン
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
作
品
は
聴
衆
に
、
名
状
し
が
た
い
ほ
ど
深
い
印
象
を
与
え
ま

し
た
。
最
後
の
音
が
鳴
り
終
え
た
あ
と
、
熱
狂
的
な
歓
声
が
沸
き
起
こ
り

ま
し
た
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
舞
台
上
に
い
て
、
一
種
の
か
た
ち
だ
け
の

総
合
指
揮
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
現
実
に
は
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
合
唱
団

は
別
の
指
揮
者
に
よ
っ
て
指
揮
さ
れ
た
の
で
す
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
聴

衆
に
背
を
向
け
て
い
た
の
で
、
満
場
の
感
動
を
ま
っ
た
く
理
解
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
す
で
に
何
年
も
前
か
ら
ま
っ
た
く
耳
が
聞
こ

え
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
ア
ル
ト
歌
手
の
カ
ロ
リ
ー
ネ
・
ウ
ン
ガ

ー
が
彼
の
腕
を
執
り
、
聴
衆
へ
と
向
か
せ
た
と
き
は
じ
め
て
、
彼
は
お
辞

儀
を
し
、
彼
自
身
も
熱
狂
的
な
祝
福
を
受
け
た
の
で
す
。

交
響
曲
の
第
一
楽
章
は
、
悲
劇
的
で
英
雄
的
な
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
イ

メ
ー
ジ
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
す
で
に
第
二
楽
章
ス
ケ
ル
ツ
ォ
で

は
、
彼
の
ユ
ー
モ
ア
が
閃
き
ま
す
。
こ
の
ス
ケ
ル
ツ
ォ
を
恐
ろ
し
い
と
み

な
す
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
私
の
感
じ
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ

の
楽
章
は
生
き
る
喜
び
に
溢
れ
て
お
り
、
数
多
く
の
テ
ィ
ン
パ
ニ
の
打
撃

や
、
あ
っ
と
驚
く
休
符
は
、
ま
さ
に
機
知
に
富
ん
だ
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
そ
こ
で
は
再
三
に
わ
た
り
聴
衆
の
鼻
を
あ
か
す
か
ら

で
す
。
な
に
か
特
定
の
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
と
、
予
想
を
裏
切
ら
れ
る

こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。

第
四
楽
章
は
、
初
め
か
ら
、
声
楽
的
要
素
が
あ
る
役
割
を
演
じ
る
こ
と

に
い
か
な
る
疑
い
も
生
じ
さ
せ
ま
せ
ん
。
大
音
量
か
つ
非
常
に
激
し
い
ニ

短
調
の
プ
レ
ス
ト
の
八
小
節
で
始
ま
り
、
そ
の
直
後
、
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
の

レ
チ
タ
テ
ィ
ー
ヴ
ォ
と
な
り
ま
す
。
ふ
つ
う
レ
チ
タ
テ
ィ
ー
ヴ
ォ
は
、
オ

ペ
ラ
や
オ
ラ
ト
リ
オ
の
よ
う
な
声
楽
曲
に
の
み
登
場
す
る
も
の
で
す
。
ベ

ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
次
の
よ
う
な
指
示
を
書
く
こ
と
で
、
み
ず
か
ら
事
態

を
明
ら
か
と
し
ま
す
。「
レ
チ
タ
テ
ィ
ー
ヴ
ォ
の
性
格
で
、
し
か
し
テ
ン

ポ
を
保
っ
て
」。
そ
し
て
こ
の
レ
チ
タ
テ
ィ
ー
ヴ
ォ
は
さ
ら
に
続
き
ま
す
。

つ
ま
り
、
八
小
節
ご
と
に
新
た
に
始
ま
る
の
で
す
。
そ
れ
ら
の
間
に
は
、

ま
ず
最
初
の
八
小
節
が
、
さ
ら
に
不
協
和
な
響
き
で
も
う
一
度
挿
入
さ
れ
、

そ
れ
か
ら
最
初
の
三
楽
章
の
回
想
が
挿
入
さ
れ
る
の
で
す
。
ま
ず
、
第
一

楽
章
冒
頭
の
五
度
音
程
の
動
機
、
そ
れ
か
ら
ス
ケ
ル
ツ
ォ
の
最
初
の
数
小

節
、
最
後
は
緩
徐
楽
章
の
冒
頭
の
旋
律
で
す
。
六
回
目
の
レ
チ
タ
テ
ィ
ー

ヴ
ォ
の
後
、
い
わ
ゆ
る
「
歓
喜
の
旋
律
」
が
、
最
初
は
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
の

み
で
始
ま
り
ま
す
。
こ
の
旋
律
は
、
ま
る
で
ド
イ
ツ
民
謡
の
旋
律
の
よ
う
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に
簡
素
な
も
の
な
の
で
、
そ
れ
が
声
楽
の
た
め
の
旋
律
で
あ
る
こ
と
が
す

ぐ
に
分
か
り
ま
す
。
た
だ
し
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
そ
の
旋
律
か
ら
引
き

出
す
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
も
は
や
民
謡
と
は
全
く
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。

彼
は
全
体
を
さ
ら
に
高
揚
さ
せ
続
け
る
の
で
す
。
し
だ
い
に
多
く
の
楽
器

が
登
場
し
、
動
き
は
だ
ん
だ
ん
激
し
さ
を
増
し
、
は
じ
め
は
二
分
音
符
と

四
分
音
符
だ
け
だ
っ
た
の
が
、
八
分
音
符
と
一
六
分
音
符
が
現
れ
ま
す
。

最
後
に
全
体
が
ま
る
で
破
滅
を
迎
え
た
か
の
よ
う
に
な
る
と
、
ふ
た
た
び

最
初
の
プ
レ
ス
ト
の
八
小
節
が
、
完
全
な
カ
オ
ス
（
混
乱
）
に
至
る
こ
と

を
警
告
す
る
か
の
よ
う
に
鳴
り
響
き
ま
す
。
だ
か
ら
バ
ス
独
唱
は
、
全
体

の
流
れ
を
中
断
し
、
次
の
よ
う
に
歌
う
の
で
す
。「
お
お
友
よ
、
そ
ん
な

響
き
で
は
な
く
、
も
っ
と
心
地
よ
い
、
も
っ
と
喜
び
に
満
ち
た
響
き
に
歌

い
和
そ
う
」。
こ
の
短
い
歌
詞
は
、
当
然
な
が
ら
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
自
身

に
よ
る
も
の
で
す
。
彼
が
始
め
と
終
わ
り
に
、
シ
ラ
ー
の
歌
詞
の
中
で
主

要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
二
つ
の
言
葉
、
す
な
わ
ち
「
友
」Freu

n
d

e

と

「
歓
喜
」Freu

d
e

を
使
っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
特
徴
的
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

そ
し
て
こ
の
歓
喜
は
続
く
部
分
で
、《
合
唱
幻
想
曲
》
や
《
フ
ィ
デ
リ
オ
》

の
フ
ロ
レ
ス
タ
ン
の
ア
リ
ア
の
場
合
と
全
く
同
じ
よ
う
な
音
楽
的
手
段
を

使
っ
て
表
現
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
音
量
、
先
へ
先
へ
と
駆
り
立
て
る
リ

ズ
ム
、
テ
ン
ポ
を
速
め
る
こ
と
、
き
わ
め
て
高
い
音
域
な
ど
で
す
。
第
九

交
響
曲
に
お
い
て
は
、
個
々
の
要
素
は
最
初
か
ら
存
在
す
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
そ
れ
ら
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
導
入
し
、

高
揚
さ
せ
る
の
で
す
。
全
体
は
ソ
プ
ラ
ノ
を
伴
わ
な
い
低
い
音
域
か
ら
、

四
分
四
拍
子
で
始
ま
り
ま
す
。
次
の
詩
節
は
、
独
唱
者
た
ち
に
よ
っ
て
一

オ
ク
タ
ー
ヴ
高
く
歌
わ
れ
、
合
唱
に
よ
っ
て
反
復
さ
れ
ま
す
。
続
く
詩
節

は
ふ
た
た
び
独
唱
者
た
ち
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
ま
す
が
、
も
は
や
四
分
音
符

で
は
な
く
、
よ
り
速
い
動
き
、
つ
ま
り
八
分
音
符
で
歌
わ
れ
ま
す
。
合
唱

は
、
独
唱
者
た
ち
の
先
唱
を
反
復
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
部
分
全
体
の
テ
ン

ポ
表
示
は
「
ア
レ
グ
ロ
・
ア
ッ
サ
イ
」
で
す
。

次
に
「
歓
喜
の
旋
律
」
が
現
れ
る
と
こ
ろ
で
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
テ

ン
ポ
と
リ
ズ
ム
を
速
め
ま
す
。
テ
ン
ポ
表
示
は
「
ア
レ
グ
ロ
・
ア
ッ
サ
イ
・

ヴ
ィ
ヴ
ァ
ー
チ
ェ
」
と
な
り
、
拍
子
も
四
分
の
四
拍
子
の
か
わ
り
に
八
分

の
六
拍
子
と
な
り
ま
す
。
音
域
は
さ
し
あ
た
り
同
じ
で
す
が
、
こ
れ
は
す

で
に
か
な
り
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
戦
い

の
音
楽
を
鳴
り
響
か
せ
ま
す
。
こ
れ
は
演
出
上
非
常
に
重
要
で
す
。
と
い

う
の
は
、
そ
の
後
で
は
戦
い
の
音
楽
と
「
歓
喜
の
旋
律
」
の
対
比
に
よ
っ

て
、
歓
喜
の
表
現
が
よ
り
明
瞭
と
な
る
か
ら
で
す
。

「
歓
喜
の
旋
律
」
が
三
回
目
に
登
場
す
る
と
こ
ろ
で
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
は
も
う
い
ち
ど
高
揚
さ
せ
ま
す
。
そ
こ
で
は
実
際
に
二
倍
の
テ
ン
ポ
が

支
配
し
、
伴
奏
の
動
き
は
さ
ら
に
緊
迫
感
を
増
し
ま
す
。
フ
ガ
ー
ト
が
、

和
声
と
作
曲
技
法
に
濃
密
化
を
も
た
ら
し
、
全
体
は
最
高
の
音
域
で
終
わ

る
の
で
す
―
―
一
三
小
節
も
の
長
き
に
わ
た
り
、
ソ
プ
ラ
ノ
は
高
い
ａ
音

を
耐
え
抜
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
四
回
目
に
お
い
て
は
、
ソ
プ
ラ
ノ
は
な

ん
と
高
い
ｈ
音
ま
で
張
り
上
げ
、
ふ
た
た
び
非
常
に
長
く
高
い
ａ
音
に
と

ど
ま
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
い
ま
や
テ
ン
ポ
表
示
は
「
プ
レ
ス
ト
」
で
す
。
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さ
て
、
歓
喜
の
表
現
の
全
体
は
、
二
回
に
わ
た
っ
て
中
断
さ
れ
、
音
楽

は
ま
っ
た
く
別
の
世
界
に
入
り
込
み
ま
す
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
こ
の
作

品
の
解
釈
に
お
い
て
は
非
常
に
重
要
で
す
。
こ
れ
ら
の
二
カ
所
で
は
、
歌

詞
が
神
に
つ
い
て
述
べ
る
の
で
す
。
最
初
は
「
そ
し
て
ケ
ル
ビ
ム
が
神
の

御
前
に
立
つ
」、
二
つ
目
は
「
兄
弟
よ
、
満
天
の
星
の
か
な
た
に
は
愛
す

る
父
が
お
わ
す
に
ち
が
い
な
い
」
と
な
り
ま
す
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
そ

こ
で
は
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
あ
ら
ゆ
る
世
俗
の
喜
び
を
忘
れ
て
し
ま
い
ま

す
。
音
楽
は
ひ
た
す
ら
神
へ
の
畏
敬
と
感
嘆
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
二
つ

目
の
箇
所
で
は
、そ
の
う
え
音
楽
が
ピ
ア
ノ
（
弱
音
）
に
ま
で
後
退
し
ま
す
。

す
で
に
シ
ラ
ー
は
ま
さ
に
彼
の
歌
詞
で
、
歓
喜
は
ど
こ
か
神
々
し
い
も
の

で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。「
歓
喜
よ
、
神
々
の
閃
光
よ
」
と
い

う
の
で
す
。
も
し
わ
れ
わ
れ
人
間
が
歓
喜
を
体
験
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
常
に
神
様
の
贈
り
物
な
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
第
九
交
響

曲
は
常
に
、
そ
し
て
全
世
界
で
、
半
ば
宗
教
的
な
作
品
と
し
て
も
感
得
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
信
じ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
の
神
が

崇
敬
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ア
ラ
ー
で
あ
れ
、
日
本
の
よ
う
に
御
仏
な
い
し
は

神
道
の
神
で
あ
れ
、
な
に
か
別
の
存
在
が
崇
敬
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も

で
す
。た
っ
た
ひ
と
つ
の
音
楽
作
品
が
、こ
の
よ
う
に
し
て
全
世
界
の
人
々

を
ひ
と
つ
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。


