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統
一
と
い
う
構
想

カ
イ
・
シ
ャ
プ
ラ
ー
ム
著

昇
　
　
　
拓
　
哉
訳

一
、
交
響
曲
の
統
一
の
問
題
に
つ
い
て

　

交
響
曲
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
関
す
る
判
断
は
あ
ま
り
に
多
様
で
あ
る
た

め
、
十
八
、十
九
世
紀
の
交
響
曲
の
一
貫
し
て
筋
の
通
っ
た
理
論
を
語
る

と
い
う
の
は
、
疑
い
も
な
く
大
風
呂
敷
で
あ
ろ
う
。
同
じ
テ
ー
マ
を
扱
っ

た
論
述
は
多
い
が
、
長
い
間
い
か
な
る
理
論
体
系
も
形
成
し
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
交
響
曲
に
関
す
る
多
数
の
、
ま
た
内
容
的
に
相

違
し
た
論
文
で
あ
っ
て
も
、
し
ば
し
ば
遭
遇
す
る
一
つ
の
概
念
が
あ
る
。

そ
れ
は
「
統
一
」
と
い
う
名
辞
で
あ
り
、
十
八
世
紀
の
関
連
す
る
事
典
の

記
述
や
初
期
ロ
マ
ン
主
義
の
文
学
的
著
作
、
ま
た
十
九
世
紀
の
作
曲
法
に

お
い
て
も
、
交
響
曲
ジ
ャ
ン
ル
の
形
式
的
及
び
美
学
的
特
徴
を
記
す
た
め
、

い
た
る
と
こ
ろ
で
持
ち
出
さ
れ
る
常
套
句
に
ま
で
な
っ
て
い
る
。

統
一
概
念
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
こ
に
表
れ
て
い
る
著
者

た
ち
の
統
一
概
念
の
可
能
性
に
対
す
る
信
頼
は
、
そ
れ
が
交
響
曲
に
関

す
る
議
論
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
示
し
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
も
決
し
て
誇
張
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
統
一
構
想
の
形
成
に
つ
な
が
る
も
の
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
、

十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
中
頃
の
交
響
曲
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
特

徴
を
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

今
日
の
観
点
か
ら
、
統
一
の
理
念
を
あ
ま
り
に
一
般
的
な
テ
ー
マ
で
あ

る
と
し
て
退
け
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
文
献
中
で
絶
え
ず
用
い
ら
れ
て
い

る
の
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
可
能
だ
ろ
う
。
ま
た
統
一
概
念
は

幾
多
の
交
響
曲
分
析
の
中
で
あ
る
種
の
魔
法
の
言
葉
と
し
て
よ
く
機
能
し

て
い
た
。
長
い
間
認
め
ら
れ
て
き
た
美
学
の
術
語
と
関
連
付
け
、
交
響
曲

と
い
う
題
材
の
複
雑
さ
を
言
語
上
の
分
類
に
よ
っ
て
軽
減
さ
せ
る
た
め
で

あ
る
。
間
違
い
な
く
こ
の
こ
と
が
そ
の
対
象
を
不
適
切
に
単
純
化
し
て
し

	

―
十
八
、十
九
世
紀
交
響
曲
の
循
環
理
論
に
つ
い
て
の
考
察
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ま
っ
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
統
一
構
想
こ
そ
が
、
規
模
や
美
学
上
の
名

声
が
絶
え
ず
拡
大
す
る
交
響
曲
を
理
論
的
に
理
解
可
能
な
も
の
に
す
る
方

法
を
最
初
に
生
み
出
し
た
の
だ
と
も
思
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
統
一
理

念
が
も
た
ら
し
た
高
度
な
分
析
的
言
語
的
理
解
の
具
体
性
と
妥
当
性
に
よ

っ
て
、
当
時
の
著
者
た
ち
は
、
ま
す
ま
す
「
大
き
く
」
な
ろ
う
と
す
る
交

響
曲
に
相
応
な
形
で
触
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
統
一
構
想

に
は
明
ら
か
に
、
説
明
を
可
能
に
す
る
能
力
と
、
ま
た
十
以
上
の
交
響
曲

の
創
作
を
理
論
的
に
支
え
る
柔
軟
性
と
が
十
分
に
備
わ
っ
て
い
た
。

　

文
献
中
で
統
一
理
念
を
用
い
る
こ
と
が
、
後
の
シ
ュ
ー
マ
ン
や
メ
ン
デ

ル
ス
ゾ
ー
ン
、
あ
る
い
は
リ
ス
ト
の
作
品
と
同
様
に
、
ハ
イ
ド
ン
や
モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
の
交
響
曲
に
対
し
て
も
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
そ
の
理
念
の
長
期
間
持
続
す
る
現
実
性
、
そ
し
て
と
り
わ
け
そ
の
柔

軟
性
に
は
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
一
七
七
〇
年
か
ら

一
八
七
〇
年
に
か
け
て
の
交
響
曲
の
統
一
理
念
の
発
展
歴
史
を
、
そ
の
重

要
な
局
面
を
見
な
が
ら
辿
る
こ
と
で
、
こ
の
議
論
が
ど
の
よ
う
な
紆
余
曲

折
を
経
た
も
の
で
あ
り
、
い
か
に
多
種
多
様
で
あ
っ
た
か
を
示
し
た
い
。

二
、
統
一
的
情
念
と
全
体
と
し
て
の
交
響
曲

　

一
七
八
三
年
三
月
二
九
日
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
父
に

宛
て
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

私
の
発
表
会
の
成
功
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
と
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な

い
と
思
い
ま
す
。
多
分
も
う
お
聞
き
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

﹇
中
略
﹈
曲
目
は
次
の
と
お
り
で
す
。（
一
）
ハ
フ
ナ
ー
の
た
め
の
新

し
い
交
響
曲
（
二
）
ラ
ン
ゲ
夫
人
の
歌
で
、
私
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
時
代

の
オ
ペ
ラ
の
中
の
ア
リ
ア
を
四
つ
の
楽
器
の
伴
奏
で
（
四
）
私
の
予

約
協
奏
曲
の
中
の
第
三
番
を
私
の
演
奏
で
（
四
）
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン

の
た
め
に
書
い
た
場
面
を
ア
ダ
ム
ベ
ル
ガ
ー
夫
人
が
歌
っ
て
（
五
）

私
の
最
近
の
終
幕
音
楽
の
中
の
小
さ
な
協
奏
交
響
曲
（
六
）
私
の
演

奏
で
、
当
地
で
好
ま
れ
る
ニ
長
調
の
協
奏
曲
﹇
中
略
﹈（
七
）
ト
イ
バ

ー
嬢
の
歌
で
私
の
ミ
ラ
ノ
の
最
後
の
オ
ペ
ラ
（
八
）
私
の
独
奏
で
小

さ
な
フ
ー
ガ
（
こ
れ
は
皇
帝
が
い
た
た
め
で
す
）
と
﹇
中
略
﹈
ア
リ
ア

《
我
が
愚
か
な
賤
民
の
考
え
は
》
の
変
奏
曲
（
九
）
ラ
ン
ゲ
夫
人
の
歌

で
私
の
新
し
い
ロ
ン
ド
（
十
）
こ
の
日
最
初
に
や
っ
た
交
響
曲
の
終

楽
章
。１【
柴
田
治
三
郎
訳
ⅰ
】

一
七
八
三
年
三
月
二
十
三
日
の
ヴ
ィ
ー
ン
で
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
際
に
モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
が
選
ん
だ
作
品
に
関
す
る
こ
の
記
述
に
は
、
当
時
典
型
的
で
あ

っ
た
混
合
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
数
多
い
事
例
の
一
つ
が
見
ら
れ
る
。
今
日
の
観

点
か
ら
は
、
そ
も
そ
も
《
ハ
フ
ナ
ー
交
響
曲
》
が
ま
と
ま
っ
て
演
奏
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
を
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
な
ぜ
不
快
に
感
じ
な
か
っ
た
の
か
不

思
議
に
思
わ
れ
る
。
最
初
の
三
楽
章
が
冒
頭
で
、
そ
し
て
終
楽
章
が
い
わ

ば
プ
ロ
グ
ラ
ム
全
体
の
枠
を
作
る
よ
う
に
し
て
コ
ン
サ
ー
ト
の
最
後
に
奏

さ
れ
る
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
至
極
当
然
で
あ
っ
た
。
十
八
世
紀
に
お
い

て
は
、
交
響
曲
の
諸
楽
章
を
実
際
に
組
み
合
わ
せ
て
演
奏
す
る
よ
う
要
求
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す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
コ
ン
サ
ー
ト

ホ
ー
ル
に
お
い
て
各
楽
章
を
個
別
に
演
奏
す
る
こ
と
は
、
後
の
十
九
世
紀

ま
で
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。

　

作
品
統
一
の
尺
度
と
な
る
理
論
的
基
準
の
設
定
は
、
十
八
世
紀
末
頃
と

り
わ
け
冒
頭
楽
章
を
中
心
と
す
る
各
楽
章
内
の
構
成
に
集
中
し
た
。
そ
の

た
め
交
響
曲
の
多
楽
章
構
成
と
そ
の
循
環
的
配
置
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ

ず
に
い
た
。
す
で
に
フ
レ
ー
ト
・
リ
ッ
ツ
ェ
ル
は
、
十
八
世
紀
の
音
楽
理

論
書
に
お
け
る
ソ
ナ
タ
形
式
の
発
展
に
関
す
る
彼
の
基
盤
的
研
究
の
中
で
、

理
論
家
が
循
環
的
形
成
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
稀

で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
2
。
し
か
し
そ
れ
は
彼
ら
理
論
家
が
循

環
的
形
成
と
い
う
テ
ー
マ
を
重
要
視
し
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ

に
対
し
て
満
足
の
い
く
結
論
を
出
す
こ
と
が
全
く
困
難
に
思
わ
れ
た
た
め

だ
っ
た
。
交
響
曲
の
循
環
性
に
関
す
る
数
少
な
い
発
言
の
中
に
は
、
大
抵

の
場
合
困
惑
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
性
格
の
全
く
異
な
る
三
つ
な

い
し
四
つ
の
楽
章
が
並
ぶ
中
で
、
作
品
の
統
一
は
い
か
し
に
し
て
成
立
可

能
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
へ
の
困
惑
で
あ
る
。
全
楽
章
の
連
関
を
裏

付
け
る
と
さ
れ
た
の
は
、
作
品
の
根
底
に
あ
る
情
念
へ
の
各
部
分
の
関
与

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
一
七
六
七
年
に
ゴ
ッ
ト
ホ
ル
ト
・
エ
フ
ラ

イ
ム
・
レ
ッ
シ
ン
グ
が
『
ハ
ン
ブ
ル
ク
演
劇
論
』
第
二
七
篇
の
中
で
次
の

よ
う
に
書
い
て
い
る
。

し
か
し
そ
う
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
も
そ
も
交
響
曲
は
い
く
つ
も
の

楽
章
か
ら
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
相
違
し
、
そ
れ
ぞ
れ
何

か
別
の
も
の
を
表
現
す
る
と
い
う
理
由
で
全
て
排
斥
さ
れ
る
べ
き
だ
、

と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
楽
章
は
そ
れ
ぞ
れ
何
か
別
の
も

の
を
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
何
か
相
違
し
た
も
の
を
表
現
し
て
い

る
の
で
は
な
い
の
だ
。
む
し
ろ
、
同
じ
も
の
を
、
た
だ
し
別
の
仕
方

で
表
現
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
章
が
相
違
し
た
、
互
い
に

矛
盾
す
る
情
念
を
表
現
す
る
よ
う
な
交
響
曲
は
音
楽
の
怪
物
で
あ
る
。

「
一
つ
の
」
交
響
曲
で
は
た
だ
「
一
つ
の
」
情
念
が
支
配
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
個
々
の
楽
章
は
こ
の
一
つ
の
情
念
を
﹇
中
略
﹈

さ
ま
ざ
ま
に
変
化
さ
せ
な
が
ら
響
か
せ
、
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
な
か

に
よ
び
さ
ま
す
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹇
中
略
﹈
関
連
性

―
あ
ら
ゆ
る
部
分
と
部
分
の
最
も
深
い
内
的
結
合
な
く
し
て
は
、
最

上
の
音
楽
も
空
し
い
砂
の
堆
積
に
す
ぎ
ず
、
永
続
的
な
印
象
を
与
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
関
連
性
の
み
が
そ
の
音
楽
を
固
い
大
理

石
に
化
し
、
そ
こ
に
芸
術
家
の
手
は
不
滅
の
作
品
を
遺
す
こ
と
に
な

る
の
だ
。３【
南
大
路
振
一
訳
ⅱ
】

　

レ
ッ
シ
ン
グ
の
場
合
、
個
々
の
楽
章
の
重
要
性
は
、
全
部
分
の
調
和
と

い
う
理
念
の
背
後
へ
と
完
全
に
退
い
て
い
る
。
統
一
の
度
合
い
は
最
終
的

に
、
交
響
曲
の
各
楽
章
が
作
品
全
体
の
情
念
の
変
転
に
ど
の
よ
う
に
作
用

し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
し
た
が
っ
て
楽
章
内
の

雰
囲
気
や
、
そ
れ
の
楽
章
群
へ
の
統
合
が
、
全
体
に
お
け
る
決
定
的
要
素

の
一
つ
と
し
て
本
質
を
な
す
。
依
然
と
し
て
三
楽
章
構
成
を
、
交
響
曲
の

標
準
的
で
循
環
的
な
モ
デ
ル
と
み
な
し
て
い
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ク
リ
ス
ト
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フ
・
コ
ッ
ホ
も
ま
た
、
レ
ッ
シ
ン
グ
と
同
じ
意
味
で
の
感
情
的
統
一
を
主

張
し
て
い
た
。
し
か
し
コ
ッ
ホ
の
場
合
に
目
立
つ
の
は
、
楽
章
の
む
や
み

な
交
換
に
言
及
す
る
と
と
も
に
、
交
響
曲
楽
章
の
不
可
逆
性
を
指
摘
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
一
八
〇
二
年
の
『
音
楽
事
典
』
の
「
統
一
」

の
項
目
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
各
楽
章
が
他
の
楽
曲
の
楽
章
と
も
同
様
に
交
換
可
能
で
あ

る
よ
う
な
楽
曲
は
、
ど
の
よ
う
に
作
用
す
る
と
い
う
の
か
。
一
つ
に

ま
と
ま
っ
た
全
て
の
部
分
が
唯
一
の
目
的
、
唯
一
の
特
定
の
感
情
に

直
接
向
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
楽
曲
は
ど
の
よ

う
に
作
用
す
る
と
い
う
の
か
。
―
―
我
々
の
卓
越
し
た
作
曲
家
の
楽

曲
は
明
ら
か
に
、
そ
の
楽
曲
の
あ
れ
こ
れ
の
楽
章
が
主
張
し
て
い
る

突
出
部
分
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
全
体
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
の
統
一
に

よ
っ
て
作
用
す
る
の
で
あ
る
。４【
昇
訳
】

三
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
循
環
理
論
と
実
践

　

一
八
〇
〇
年
以
前
、
交
響
曲
は
依
然
と
し
て
個
々
の
部
分
の
ま
と
ま
り

と
し
て
理
解
さ
れ
、
特
に
そ
の
結
合
体
の
調
和
が
重
要
視
さ
れ
た
。
十
九

世
紀
は
じ
め
に
起
こ
っ
た
ハ
イ
ド
ン
と
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
後
期
交
響
曲
受

容
は
、
こ
の
構
図
を
根
底
か
ら
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
要
約
す
れ

ば
こ
の
変
化
は
、
当
時
交
響
曲
の
楽
章
が
個
性
的
に
な
る
の
と
同
時
に
ま

す
ま
す
強
く
な
っ
て
い
た
、
諸
楽
章
の
循
環
的
結
合
へ
の
方
向
付
け
と
い

え
る
。
循
環
的
結
合
の
中
で
、
楽
章
間
相
互
の
関
連
性
や
作
用
が
ま
す
ま

す
前
面
に
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
作
品
を
決
定
付
け
る
情

念
な
い
し
感
情
と
楽
章
と
の
調
和
が
と
れ
た
確
た
る
連
関
に
集
中
的
に
取

り
組
む
と
い
う
、
十
八
世
紀
に
支
配
的
だ
っ
た
こ
と
は
廃
れ
て
い
っ
た
。

　

交
響
曲
は
そ
れ
自
体
で
完
結
し
た
一
つ
の
全
体
を
、
切
り
離
す
こ
と
の

で
き
な
い
統
一
体
を
表
現
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
の
主
張
は
、
初
期
ロ

マ
ン
主
義
の
芸
術
観
の
中
で
原
則
へ
と
高
め
ら
れ
た
。
カ
ー
ル
・
ダ
ー
ル

ハ
ウ
ス
は
、
カ
ー
ル
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
モ
ー
リ
ッ
ツ
の
自
律
性
の
美
学
に

も
と
づ
い
て
、
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
の
類
推
化
が
最
終
的
に

交
響
曲
評
価
の
新
た
な
基
盤
へ
と
至
っ
た
過
程
を
提
示
し
た
５
。
か
く
し

て
頌
詩
と
演
劇
の
理
論
が
初
期
ロ
マ
ン
主
義
の
交
響
曲
解
釈
に
適
応
さ
れ
、

交
響
曲
の
特
性
を
な
す
原
則
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
移
行
の
中

で
統
一
あ
る
い
は
循
環
理
念
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異

な
る
楽
章
の
性
格
を
対
置
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

の
評
価
に
あ
る
。
こ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、
そ
の
一
見
場
当
た
り
的
な
推

移
や
恣
意
的
な
気
分
の
変
転
も
含
め
、
ピ
ン
ダ
ロ
ス
の
頌
詩
に
依
拠
し
な

が
ら
交
響
曲
の
様
式
上
の
特
徴
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

作
曲
家
の
熟
練
度
合
い
は
と
り
わ
け
、
音
楽
的
性
格
の
不
均
質
や
変
化

の
自
発
性
を
可
能
な
限
り
精
巧
に
、
つ
ま
り
計
算
に
入
れ
て
設
計
し
て
い

る
か
ど
う
か
で
決
ま
っ
た
。
こ
こ
で
は
「
思
慮
深
さ
」
が
美
学
上
の
キ
ー

ワ
ー
ド
と
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
音
楽
の
進
行
を
持
続

さ
せ
る
条
件
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
は
や
楽
章
間
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
関

係
は
対
立
的
要
素
や
限
定
的
要
素
な
ど
で
は
な
く
、
補
完
す
る
も
の
と
し
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て
解
釈
さ
れ
た
。
一
八
〇
〇
年
以
降
は
、
諸
部
分
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
関
係

な
い
し
相
補
性
が
ま
さ
に
交
響
曲
統
一
の
条
件
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
評
価
の
変
化
は
至
る
と
こ
ろ
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
代
表
と
し
て
Ｅ
・
Ｔ
・
Ａ
・
ホ
フ
マ
ン
に
よ
る
も
の
を
引
用
し

よ
う
。
彼
は
ド
イ
ツ
／
オ
ラ
ン
ダ
の
作
曲
家
ヨ
ハ
ン
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・

ヴ
ィ
ル
ム
ス
の
交
響
曲
の
批
評
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

彼
の
交
響
曲
は
う
ま
く
仕
上
が
っ
て
い
る
し
、
効
果
に
欠
け
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
本
当
に
深
刻
な
印
象
を
残
す
こ
と
は

な
い
。
そ
れ
は
、
筆
者
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
明
瞭
か
つ
確

固
と
し
た
性
格
が
全
体
に
欠
如
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
そ
の

性
格
と
は
、
多
種
多
様
な
諸
部
分
を
内
奥
の
親
近
性
に
よ
っ
て
互
い

に
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

の
交
響
曲
に
お
け
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
全
く
異
質
に
思
え
る
各
楽

章
も
、
よ
く
注
意
し
て
み
れ
ば
た
だ
一
つ
の
要
素
の
み
か
ら
生
じ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
全
て
は
前
も
っ
て
定
め
ら
れ
た「
一
つ
の
」

目
標
へ
と
向
か
い
、
心
情
が
内
的
に
示
唆
す
る
「
一
つ
の
」
も
の
の

表
出
へ
と
集
約
さ
れ
る
要
素
か
ら
で
あ
る
。６【
昇
訳
】

　

レ
ッ
シ
ン
グ
あ
る
い
は
コ
ッ
ホ
の
見
解
と
は
対
照
的
に
、
ホ
フ
マ
ン
の

場
合
に
は
、
交
響
曲
の
楽
章
内
及
び
楽
章
間
で
の
楽
想
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

の
多
様
さ
が
肯
定
的
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
楽
章
の
性
格
の
多
様
性
は
、

ま
さ
に
そ
れ
自
体
が
交
響
曲
の
全
体
構
造
の
統
一
に
融
合
さ
れ
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
背
景
と
し
て
、
一
八
一
〇
年
代
と
一
八
二
〇

年
代
に
お
け
る
交
響
曲
統
一
は
、
循
環
的
な
楽
章
編
成
の
補
完
的
な
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
に
由
来
す
る
、
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
自
体
で
完
結

し
た
全
体
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
ホ
フ
マ
ン
の
こ
の
批

評
に
は
、
コ
ン
サ
ー
ト
に
お
け
る
交
響
曲
の
完
全
か
つ
不
可
逆
な
配
置
と

い
う
、
既
に
挙
げ
た
論
点
へ
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
の
演
奏
実
践

が
十
九
世
紀
中
頃
に
な
っ
て
よ
う
や
く
交
響
曲
の
全
楽
章
を
中
断
な
し
に

連
続
し
て
演
奏
す
る
よ
う
に
移
行
し
て
い
っ
た
の
だ
と
し
て
も
、
統
一
的

解
釈
の
必
然
性
と
帰
結
は
、
既
に
ホ
フ
マ
ン
の
記
述
の
中
に
そ
の
兆
候
を

見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
楽
章
か
ら
な
る
交
響
曲
の
対
話
す
る
よ
う
な

構
造
の
中
で
一
つ
の
楽
章
が
完
結
し
孤
立
す
る
こ
と
へ
の
疑
念
が
、
こ
こ

で
初
め
て
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

長
い
間
異
物
と
感
じ
ら
れ
て
き
た
メ
ヌ
エ
ッ
ト
を
交
響
曲
に
含
め
る
こ

と
に
関
す
る
議
論
の
中
で
は
、
特
に
こ
の
全
体
と
い
う
考
え
方
へ
の
移

行
が
顕
著
で
あ
る
。
例
と
し
て
は
カ
ー
ル
・
シ
ュ
パ
ツ
ィ
ー
ア
に
よ
る

一
七
九
二
年
の
論
文
「
交
響
曲
に
お
け
る
メ
ヌ
エ
ッ
ト
に
つ
い
て
」
が
挙

げ
ら
れ
よ
う
。

そ
れ
ゆ
え
私
は
主
張
す
る
。
少
な
く
と
も
私
が
感
じ
る
と
こ
ろ
で
は
、

交
響
曲
中
、
と
り
わ
け
慣
習
的
に
コ
ン
サ
ー
ト
の
開
始
を
告
げ
る
大

規
模
な
管
弦
楽
に
よ
る
交
響
曲
中
に
あ
る
、
流
行
り
の
メ
ヌ
エ
ッ
ト

あ
る
い
は
メ
ヌ
エ
ッ
ト
風
の
楽
章
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
。
そ
し

て
そ
れ
に
は
ま
ず
何
よ
り
も
﹇
中
略
﹈
理
由
が
あ
る
の
だ
。
メ
ヌ
エ
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ッ
ト
は
交
響
曲
の
統
一
に
反
し
て
い
る
。７【
昇
訳
】

　

こ
う
し
た
見
解
は
、
ホ
フ
マ
ン
や
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ロ
ホ
リ
ッ
ツ
、
ア

ー
ド
ル
フ
・
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
マ
ル
ク
ス
と
い
っ
た
著
者
に
は
見
あ
た
ら

な
い
。
交
響
曲
の
規
模
の
拡
大
と
美
学
上
の
名
声
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
、

メ
ヌ
エ
ッ
ト
を
配
置
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
循
環

的
な
意
味
に
お
け
る
進
行
の
不
可
逆
性
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

も
は
や
交
響
曲
が
ト
ル
ソ
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
そ
れ

に
伴
い
必
然
的
に
演
奏
実
践
に
お
け
る
断
片
化
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
う
し
た
発
展
の
結
果
、
楽
章
間
の
拍
手
も
妨
害
で
あ
る
と
強

く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
動
向
は
総
じ
て
、
初
期
ロ
マ
ン
主

義
の
音
楽
美
学
及
び
音
楽
理
論
に
お
い
て
準
備
さ
れ
展
開
さ
れ
て
い
た
循

環
的
な
見
方
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

同
時
代
の
専
門
誌
も
ま
た
し
だ
い
に
、
交
響
曲
の
細
分
化
は
妨
害
を
も

た
ら
す
冒
瀆
で
あ
る
と
受
け
取
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
再
び
、
旧
来

の
ポ
プ
リ
・
コ
ン
サ
ー
ト
に
対
し
て
不
満
を
ぶ
ち
ま
け
て
い
た
当
時
の
多

く
の
批
評
の
中
か
ら
、
模
範
的
な
も
の
と
し
て
『
ベ
ル
リ
ン
一
般
音
楽
新

聞
』
の
記
事
を
引
用
し
よ
う
。
影
響
力
の
あ
っ
た
主
筆
の
ア
ー
ド
ル
フ
・

ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
マ
ル
ク
ス
が
こ
の
記
事
の
責
任
者
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で

マ
ル
ク
ス
は
完
全
な
演
奏
に
対
し
て
賛
辞
を
送
り
、
相
も
変
わ
ら
ず
時
代

遅
れ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ト
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
コ
ン
サ
ー
ト

主
催
者
を
非
難
し
て
い
る
。

こ
こ
で
最
近
の
﹇
コ
ン
サ
ー
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
﹈
配
列
に
つ
い
て

考
え
て
み
よ
う
。
大
都
市
の
住
民
が
こ
の
点
に
お
い
て
体
験
す
る
こ

と
で
あ
る
。
一
つ
の
印
象
を
他
の
印
象
に
よ
っ
て
否
定
す
る
こ
と
に

な
る
の
な
ら
、
個
々
の
も
の
を
巧
く
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
は
不
可
能

と
な
る
だ
ろ
う
。
レ
ク
イ
エ
ム
の
後
に
フ
ル
ー
ト
二
重
奏
、
ベ
ー
ト

ー
ヴ
ェ
ン
の
ハ
短
調
交
響
曲
の
後
に
プ
チ
ッ
タ
の
カ
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
ナ
。

多
く
の
コ
ン
サ
ー
ト
主
催
者
は
そ
れ
が
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
と
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
対
し
て
何
と
言
え
ば
よ
い
の
か
。
人
間
は

操
り
人
形
の
よ
う
に
急
転
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
あ
る
感
情
か

ら
別
の
感
情
へ
と
飛
び
移
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
と
、
彼
ら
に
証

明
す
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
寺
院
か
ら
居
酒
屋
へ
、
あ
る
い
は
ど

こ
か
し
ら
へ
と
引
き
ず
り
回
さ
れ
る
こ
と
に
は
耐
え
ら
れ
な
い
の
だ

と
い
う
こ
と
を
。【
昇
訳
】

脅
迫
的
な
制
裁
が
そ
の
直
後
に
追
記
さ
れ
て
い
る
。

交
響
曲
が
完
全
な
形
で
﹇
中
略
﹈
演
奏
さ
れ
る
コ
ン
サ
ー
ト
を
こ
の

紙
面
上
で
お
知
ら
せ
い
た
だ
け
る
よ
う
、
編
集
部
は
心
よ
り
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。﹇
中
略
﹈
編
集
者
と
親
し
い
関
係
に
な
く
と
も
、

た
だ
書
面
で
は
っ
き
り
と
ご
通
知
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
一

方
、
そ
れ
以
外
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
知
ら
せ
に
つ
い
て
は
今
回
限
り
謝

絶
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。８【
昇
訳
】
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ハ
イ
ド
ン
や
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
晩
年
の
交
響
曲
以
来
ま
す
ま
す
顕
著
に

な
っ
た
終
楽
章
の
重
視
、
さ
ら
に
は
そ
れ
と
関
係
し
て
、
終
楽
章
が
冒
頭

楽
章
に
似
て
き
て
、
は
じ
め
て
主
題
的
な
結
合
へ
と
至
る
こ
と
は
、
作
曲

技
法
の
レ
ベ
ル
で
交
響
曲
を
循
環
す
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

意
図
さ
れ
た
作
品
の
統
一
性
を
形
式
構
造
に
よ
っ
て
明
確
に
す
る
と
い
う

こ
と
へ
の
予
兆
で
あ
る
。
こ
こ
で
循
環
性
の
理
念
は
、
ま
す
ま
す
複
雑
に

な
り
解
決
を
必
要
と
し
て
い
た
、
作
曲
形
式
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
交
響
曲
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
劇
的
に
発
展
さ
せ
た

後
、
統
一
の
追
求
と
循
環
性
の
追
求
と
の
結
び
つ
き
は
、
と
り
わ
け
シ
ュ

ー
マ
ン
や
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
交
響
曲
の
中
に
一
貫
し
て
は
っ
き
り
と

現
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
特
に
二
つ
の
作
曲
技
法
が
際
立
っ
て
い
る
。
第

一
は
主
題
に
よ
る
循
環
性
の
形
成
、
つ
ま
り
個
々
の
テ
ー
マ
の
反
復
を
通

し
て
複
数
の
楽
章
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
混
和
、
す

な
わ
ち
全
て
の
楽
章
が
相
互
に
入
り
混
じ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
も
ち
ろ
ん
、
特
に
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
《
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
》
と

シ
ュ
ー
マ
ン
の
《
交
響
曲
第
四
番
ニ
短
調
》
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
二
人

の
作
曲
家
の
場
合
、
確
か
に
交
響
曲
の
伝
統
的
な
四
楽
章
構
成
を
引
き
継

い
で
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
変
更
し
て
も
い
る
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ

る
。
そ
れ
は
後
に
リ
ス
ト
に
お
い
て
も
き
わ
め
て
明
瞭
と
な
る
。
そ
の
た

め
交
響
曲
の
各
楽
章
を
相
互
に
密
接
に
関
係
づ
け
、
そ
れ
を
演
奏
法
の
上

で
も
行
う
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
と
異
な
っ
た
手
法
が
一
八
三
〇
年
頃
か
ら

の
特
徴
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
ヨ
ハ
ン
・
グ
ス
タ

フ
・
ド
ロ
イ
ゼ
ン
に
宛
て
た
一
八
四
二
年
三
月
十
一
日
の
手
紙
の
中
で
、

念
頭
に
あ
っ
た
《
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
交
響
曲
》
の
上
演
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
書
い
て
い
る
。

交
響
曲
の
四
つ
の
楽
章
は
中
断
な
し
に
進
み
ま
す
。
こ
れ
は
最
近
の

私
の
好
き
な
や
り
方
な
の
で
す
が
、（
長
く
な
い
）
曲
間
の
短
い
休

止
は
廃
止
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。９【
昇
訳
】

そ
し
て
シ
ュ
ー
マ
ン
に
よ
る
こ
の
交
響
曲
の
批
評
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

そ
の
他
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
交
響
曲
の
構
造
は
、
全
四
楽
章
を
通

じ
て
、
あ
る
相
関
性
の
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
、
主
要
主
題
の
旋
律
的

な
動
き
も
、
四
つ
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
る
も
の
の
、
な
お
何
ら
か
の

親
近
性
を
も
っ
て
い
る
。﹇
中
略
﹈
そ
こ
で
、
こ
の
曲
の
各
楽
章
は
、

他
の
曲
に
も
ま
し
て
、
密
接
な
一
体
を
な
し
て
い
て
、
性
格
も
調
性

も
韻
律
も
、
各
楽
章
と
も
そ
う
は
な
は
だ
し
く
違
っ
て
い
な
い
。
そ

の
上
、
作
曲
者
は
曲
の
は
じ
め
に
、
四
楽
章
を
あ
ま
り
長
く
休
ま

な
い
で
、
続
け
て
演
奏
す
る
よ
う
に
と
断
っ
て
い
る
。10【
吉
田
秀
和

訳
ⅲ
】

　

こ
れ
ら
を
背
景
に
し
て
、
今
日
の
循
環
理
念
は
、
第
一
に
主
題
に
よ
る

循
環
形
成
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
狭
い
見
方
は
、
ハ
ン
ス
・
メ

ル
ス
マ
ン
や
ル
ド
ル
フ
・
レ
テ
ィ
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
シ
ェ
ン
カ
ー
と
い
っ

た
影
響
力
あ
る
著
者
に
よ
る
二
十
世
紀
初
頭
の
循
環
理
論
の
結
果
で
あ
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る
。
こ
れ
ら
の
音
楽
理
論
家
た
ち
は
作
品
中
の
素
材
の
「
内
実
的
共
通
性

Su
b
stan

zgem
ein

sch
aft

」
の
解
明
に
集
中
的
に
取
り
組
ん
だ
の
だ
が
、

こ
の
観
点
は
十
八
、十
九
世
紀
の
前
提
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
。
い
ま
一

度
マ
ル
ク
ス
に
目
を
向
け
れ
ば
、
主
題
に
よ
る
循
環
の
形
成
は
、
こ
こ
で

は
「
必
然
的
な
も
の
で
も
、
常
に
応
用
の
き
く
も
の
で
も
な
い
」
と
み
な

さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
全
体
の
理
念
か
ら
来
る
も
の
」11
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
十
八
世
紀
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
楽
章
を
飛
び
越
え
た
主
題
や
動

機
の
対
応
関
係
は
、
優
れ
た
作
曲
技
法
の
印
と
し
て
の
み
評
価
さ
れ
た
の

で
あ
り
、
循
環
的
な
構
想
を
構
成
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
現
在
の

音
楽
理
論
に
お
い
て
は
「
内
実
的
共
通
性
」
の
思
想
が
優
勢
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
過
去
の
循
環
理
論
の
問
題
意
識
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
今
日
で

は
い
さ
さ
か
の
思
い
入
れ
を
必
要
と
す
る
。

四
、
交
響
曲
に
よ
る
「
心
の
描
写
」
と
「
人
生
像
」

　

一
八
〇
〇
年
以
後
集
中
的
に
議
論
さ
れ
た
作
曲
の
実
践
に
お
け
る
統
一

形
成
の
方
法
は
、
解
釈
学
の
意
味
概
念
を
多
く
用
い
る
こ
と
と
関
連
し
て

い
た
。
哲
学
や
形
態
学
、
心
理
学
、
文
学
、
あ
る
い
は
絵
画
か
ら
の
類
推

に
よ
っ
て
、
楽
章
の
関
連
性
や
配
置
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
試
み
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
分
野
に
お
い
て
は
「
多
様
性
の
中
で
の
統
一
」
と
い
う

伝
統
的
な
テ
ー
マ
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
既
に
成
熟
し
て
お
り
、
そ
の
体
系

を
借
用
し
、
器
楽
に
お
け
る
循
環
的
な
完
結
と
い
う
現
象
に
応
用
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
同
様
に
相
補
的
な
対
照
関
係
や
従
属
原
理
を
特
徴

と
す
る
伝
記
や
有
機
体
の
モ
デ
ル
、
心
的
気
分
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
交

響
曲
の
多
楽
章
構
成
の
複
雑
さ
は
概
念
的
な
還
元
が
行
わ
れ
、
言
葉
で
説

明
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
交
響
曲
は
い
わ
ば
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
よ
る

「
心
的
イ
メ
ー
ジ
の
知
覚
化
」12
な
の
で
あ
る
。
画
家
の
モ
ー
リ
ッ
ツ
・
フ

ォ
ン
・
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ト
は
後
年
、
こ
の
「
知
覚
化
」
を
実
際
に
絵
画
の
中

に
用
い
た
と
さ
れ
て
お
り
、
彼
の
絵
画
は
ま
さ
に
絵
物
語
の
形
を
と
っ
て

い
る
（E

in
e Sym

ph
on

ie, 1852

）。

　

こ
の
音
楽
を
超
え
た
解
釈
方
法
へ
の
趨
向
は
、
循
環
的
な
対
話
の
プ
ロ

ッ
ト
の
自
律
性
を
著
し
く
高
め
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
世
紀
前
半
に
発
展

が
始
ま
っ
た
交
響
曲
の
規
模
の
、
循
環
性
に
お
け
る
個
性
化
に
対
す
る
理

論
が
確
立
さ
れ
た
。
こ
の
点
は
標
題
に
よ
る
解
釈
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お

い
て
特
に
は
っ
き
り
す
る
。
例
え
ば
あ
る
交
響
曲
の
循
環
的
な
楽
章
の
順

番
が
、
そ
の
背
後
に
置
か
れ
た
歴
史
や
伝
記
、
あ
る
い
は
歴
史
的
な
出
来

事
の
展
開
や
段
階
と
同
一
視
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
因
果
関
係
に
お
い
て
論

理
的
な
衝
突
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
物
語
に
も
と
づ
く
解

釈
は
、
そ
れ
が
循
環
的
な
進
行
に
お
け
る
気
分
の
ド
ラ
マ
に
合
致
し
て
い

る
場
合
に
の
み
、
慣
習
的
な
四
楽
章
の
並
び
と
一
致
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
の
際
に
解
釈
上
の
問
題
と
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
は
、
緩
や
か
な
楽

章
か
ら
メ
ヌ
エ
ッ
ト
あ
る
い
は
ス
ケ
ル
ツ
ォ
へ
と
い
う
運
動
性
の
変
化
で

あ
っ
た
。
こ
れ
を
内
容
に
も
と
づ
く
一
貫
し
た
解
釈
へ
と
置
き
換
え
る
こ

と
に
お
い
て
、
何
人
か
の
著
者
た
ち
に
は
論
証
上
の
困
難
が
生
じ
た
。

　

十
九
世
紀
前
半
に
ま
す
ま
す
頻
繁
に
応
用
さ
れ
た
、
楽
章
を
飛
び
越
え

る
動
機
や
主
題
に
よ
る
循
環
の
形
成
に
お
い
て
、
音
楽
理
論
は
再
び
、
交
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響
曲
の
循
環
的
進
行
を
筋
や
人
生
、
あ
る
い
は
歴
史
的
出
来
事
の
展
開
と

重
ね
合
わ
せ
る
可
能
性
を
見
出
し
た
。
時
間
が
経
過
し
て
も
変
化
し
な
い

題
材
は
、
次
の
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、（
解
釈
学
的
）
分
析

モ
デ
ル
に
応
じ
て
、
具
体
的
な
文
学
な
い
し
伝
記
の
モ
チ
ー
フ
と
一
致
さ

せ
る
と
い
う
不
変
の
や
り
方
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
循
環
的
な
プ
ロ

セ
ス
に
お
い
て
音
楽
素
材
に
加
え
ら
れ
た
変
更
は
す
ぐ
さ
ま
、
例
え
ば
歴

史
的
あ
る
い
は
神
話
的
人
物
の
性
格
の
変
化
や
、
内
容
の
展
開
に
対
応
し

た
変
化
と
み
な
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
と
、
時
お
り
奇
妙
な
衝
動
に
駆
り
立

て
る
伝
記
的
解
釈
へ
と
向
か
う
道
は
も
は
や
遠
く
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え

一
八
三
七
年
に
批
評
家
フ
レ
デ
リ
ク
・
エ
ド
ヴ
ァ
ル
ド
・
ソ
ボ
レ
フ
ス
キ

は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
《
エ
ロ
イ
カ
》
に
お
け
る
人
格
化
さ
れ
た
英
雄

像
の
崩
壊
を
指
摘
す
る
に
あ
た
っ
て
攻
撃
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
辞
さ
ず
、

そ
れ
ゆ
え
に
慣
習
に
固
ま
っ
た
楽
章
構
成
を
公
然
と
非
難
し
て
い
る
。

し
か
し
《
エ
ロ
イ
カ
》
に
お
い
て
、
英
雄
は
、
葬
送
行
進
曲
の
間
に

お
そ
ら
く
墓
場
へ
と
運
ば
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
や
っ
て
彼
が

ス
ケ
ル
ツ
ォ
で
再
び
速
足
で
駆
け
出
す
の
か
、
私
に
は
判
然
と
し
な

い
ま
ま
だ
。
個
々
の
楽
章
が
い
く
ら
か
英
雄
的
な
も
の
を
自
ら
の
内

に
有
し
て
い
て
、
楽
章
内
の
旋
律
が
各
々
英
雄
の
胸
中
に
居
場
所
を

見
出
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
私
は
決
し
て
否
定
し
な
い
。
し

か
し
こ
の
感
覚
の
飛
躍
は
き
わ
め
て
不
自
然
で
あ
り
、
賭
け
て
も
い

い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
ス
ケ
ル
ツ
ォ
の
後
に
ア
ダ
ー
ジ
ョ
が
、
ア
ダ
ー

ジ
ョ
の
後
に
ス
ケ
ル
ツ
ォ
が
続
く
こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ

う
な
方
法
で
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
を
騒
が
せ
る
張
本
人
た
る
作
曲
家
を
、

私
は
弾
劾
す
る
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
笑
い
飛
ば
す
。
そ
の
よ
う
に

配
さ
れ
た
諸
部
分
か
ら
な
る
交
響
曲
が
全
体
を
形
成
し
得
る
は
ず
が

な
い
と
い
う
こ
と
を
差
し
引
い
て
も
、
音
楽
作
品
が
他
人
を
害
し
て

い
る
こ
と
は
確
か
な
の
だ
。13【
昇
訳
】

十
九
世
紀
の
音
楽
理
論
と
音
楽
美
学
は
、
伝
記
や
標
題
に
よ
る
解
釈
の

問
題
と
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
現
れ
た
循
環
性
の
規
格
化
、
つ
ま
り
具
体

的
に
は
四
楽
章
構
成
に
対
す
る
批
判
と
、
格
闘
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
は
特
に
新
ド
イ
ツ
派
と
保
守
派
と
い
う
党
派
間
の
論
争
を
挙
げ
る

べ
き
だ
ろ
う
。
当
時
の
交
響
曲
の
実
践
が
こ
れ
ら
の
論
争
の
全
て
と
関
係

し
た
か
ど
う
か
は
限
定
的
で
あ
る
が
、
新
し
い
交
響
曲
は
数
多
く
生
ま
れ

た
も
の
の
、
そ
れ
で
も
な
お
循
環
性
の
規
範
と
し
て
四
部
分
構
成
に
固
執

し
た
。
作
曲
家
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
明
ら
か
に
こ
の
伝
統
は
、
四
楽
章
構

成
に
長
い
寿
命
を
保
証
す
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
十
分
保
持
し
て
い
た
の
で

あ
る
。原
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