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ケ
ー
ジ
と
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク

佐
　
野
　
光
　
司

ジ
ョ
ン･

ケ
ー
ジ
が
そ
の
初
期
に
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
就
い
て
学
ん
だ

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
学
ぶ
こ
と
に

な
っ
た
経
緯
は
、﹃
小
鳥
た
ち
の
た
め
に
﹄
に
詳
し
い︵
1
︶。　

ケ
ー
ジ
に
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
就
く
よ
う
に
薦
め
た
の
は
、
ト
ー
ン
・

ク
ラ
ス
タ
ー
で
音
楽
を
最
初
に
書
い
た
ヘ
ン
リ
ー･
カ
ウ
エ
ル
で
あ
る
。

ケ
ー
ジ
は
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
就
く
前
に
、
二
十
五
音
を
母
集
団
と
し
た

音
楽
を
書
い
て
い
た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

 

﹁
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
も
と
で
勉
強
す
る
以
前
に
、
二
十
五
の
半
音

に
基
づ
い
た
多
声
部
の
作
品
を
書
い
て
い
た
ん
で
す
。
私
は
と
く
に

反
復
的
に
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
定
め
ら
れ
た
音

高
の
繰
り
返
し
の
間
に
長
い
間
隔
を
と
る
よ
う
骨
を
折
っ
た
わ
け
で

す
が
、
Ｘ
音
の
八
度
上
の
音
は
、
Ｘ
音
の
オ
ク
タ
ー
ヴ
と
し
て
で

な
く
、
別
の
音y

と
し
て
考
え
た
ん
で
す
⋮
⋮
。
そ
の
音
楽
を
み

て
、
カ
ウ
エ
ル
は
私
を
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
も
と
へ
送
っ
た
わ
け
で

す
。﹂ ︵
2
︶

こ
う
し
た
作
法
で
書
か
れ
た
作
品
に
は

︽
二
声
の
ソ
ナ
タ
︵So

n
ata fo

r 2 vo
ices

︶︾︵1933

︶、  

︽
六
つ
の
小
イ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
︵Six

 sh
o

rt in
ven

tio
n

s

︶︾

︵1933–34

︶ 

︽
三
声
の
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
︵C

o
m

p
o

sitio
n

 fo
r th

ree vo
ices

︶︾

︵1934

︶

な
ど
が
あ
る
。

ケ
ー
ジ
が
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
就
い
た
の
は
一
九
三
四
年
な
の
で
、
カ

ウ
エ
ル
に
見
せ
た
楽
譜
は
お
そ
ら
く
︽
二
声
の
ソ
ナ
タ
︾︵1933

︶
で
あ
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ろ
う
。
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
二
十
五
音
を
一
通
り
使
う
ま
で
は
同
一
音
の

反
復
を
し
な
い
よ
う
に
作
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
同
一
音
を
反
復
し
な
い
と

い
う
方
法
を
み
て
、
カ
ウ
エ
ル
が
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
を
薦
め
た
の
で
あ
ろ

う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

ケ
ー
ジ
の
云
う
二
十
五
音
と
は
十
二
の
半
音
を
二
回
使
い
、
一
音
の
み

を
三
回
用
い
る
方
法
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
就
く
直
前
に
書
か
れ

た
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
、
二
ヴ
ィ
オ
ラ
の
︽
六
つ
の
小
イ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
︾

︵1934

︶
を
例
に
説
明
し
よ
う
。Ex

,1–1

は
そ
の
第
一
曲
で
あ
る
。

三
声
部
は
フ
ー
ガ
風
に
織
ら
れ
て
い
る
が
、
楽
譜
の
十
二
小
節
目
︵
第

三
段
目
の
頭
︶
で
各
々
の
声
部
は
そ
れ
ぞ
れ
の
二
十
五
音
を
一
通
り
使
い

き
り
、
ま
た
次
か
ら
二
十
五
音
を
使
っ
て
終
わ
る

単
純
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
各
々
の
二
十
五
音

は
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
よ
う
に
﹁
音
列
﹂
を
成

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
毎
回
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ

た
順
番
で
現
れ
て
い
る
。
唯
一
の
規
則
は1

つ
の

声
部
内
で
は
二
十
五
音
を
全
て
使
い
切
る
ま
で
は
、

同
じ
音
︵
オ
ク
タ
ー
ヴ
の
同
音
は
、
異
な
る
音
と

い
う
認
識
︶
は
使
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。 

Ex
.1–2

は
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
声
部
の
二
十
五
音

が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
を
示
し
た
。

ｇ
音
の
み
が
三
オ
ク
タ
ー
ヴ
に
渡
っ
て
お
り
、
こ

れ
を
越
え
る
音
域
の
音
は
他
の
声
部
に
も
な
い
。

ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
の
声
部
を
例
に
と
る
と
、
ｇ
音
を

両
端
と
中
央
で
仕
切
っ
て
あ
り
、
そ
の
中
で
線
で

結
ん
だ
音
は
オ
ク
タ
ー
ヴ
の
音
で
あ
る
。
黒
い
音

符
は
ｇ
音
で
仕
切
ら
れ
る
内
側
に
あ
り
、
白
い
音

符
は
ｇ
音
の
仕
切
り
を
越
え
て
置
か
れ
た
音
で
あ

る
。
こ
う
し
て
み
る
と
ｇ
音
の
仕
切
り
が
増
四
度
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に
意
味
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
黒
音
符
は
ｇ
音
の

仕
切
り
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
増
四
度
が
あ
り
、
白
音
符
は
ｇ
音
の
仕
切
り

の
中
で
増
四
度
を
成
し
て
い
る
。

こ
れ
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
二
十
五
音
は
全
く
無
作
為
に
選
ば
れ

た
と
い
う
よ
り
、
あ
る
程
度
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
考
案
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
声
部
の
一
例
で
あ
り
、
他
の
声
部
は
ま
た
別
の
工

夫
に
よ
っ
て
音
が
置
か
れ
て
い
る
。

ケ
ー
ジ
は
こ
の
よ
う
な
作
品
を
作
っ
て
い
た
の
で
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク

の
十
二
音
技
法
を
受
け
入
れ
る
の
は
容
易
だ
っ
た
ろ
う
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル

ク
は
こ
の
若
者
を
﹁
生
涯
を
音
楽
に
捧
げ
る
﹂
と
い
う
条
件
で
無
料
で
作

曲
の
レ
ッ
ス
ン
を
引
き
受
け
た
と
い
う
。
こ
の
挿
話
は
、
ケ
ー
ジ
と
シ
ェ

ー
ン
ベ
ル
ク
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
と
き
必
ず
引
合
い
に
出
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
が
意
味
す
る
も
の
は
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
も
ま
た
ケ
ー
ジ

の
中
に
並
々
な
ら
ぬ
も
の
を
感
じ
た
こ
と
の
証
し
で
あ
ろ
う
。

ケ
ー
ジ
は
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
教
え
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
音

列
技
法
を
採
り
入
れ
た
作
品
を
書
く
よ
う
に
な
る
。

｢

私
が
打
た
れ
た
の
は
、
調
性
は
構
造
で
あ
る
、
構
造
的
な
手
続
き
で

あ
る
と
い
う
彼
の
主
張
の
ほ
う
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、

十
二
音
で
作
曲
す
る
こ
と
は
一
つ
の
︿
方
法
﹀
で
し
か
な
い
。
私
が
こ
の

方
法
で
気
に
入
っ
て
い
た
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
音
に
平
等
な
価
値
を
認
め

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。｣

︵
3
︶。 

ケ
ー
ジ
は
そ
れ
か
ら
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
的
な
音
列
に
よ
る
作
品
を
書
い

た
。
一
九
三
五
年
以
降
の
作
品
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。 

︽
ク
エ
ス
ト
︵Q

u
est

︶︾︵35

︶

︽
二
つ
の
ピ
ア
ノ
曲
︵2 P

ieces fo
r p

ian
o

︶︾︵35

︶

︽
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
シ
ズ
︵M

etam
o

rp
h

o
sis

︶︾︵38

︶
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︽
ク
エ
ス
ト
︾
は
第
二
楽
章
の
み
が
現
存
し
て
い
る
︵Ex

.2–1

︶。
ケ
ー

ジ
は
十
二
音
全
て
を
用
い
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
、
十
二
音
と
し
て

の
音
列
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
六
音
の
音
列
に
よ
る
作
品
で
、
①

は
音
列
、
②
、
③
は
そ
れ
ぞ
れ
和
音
の
性
格
を
示
し
て
い
る
。Ex

.2–2

は
こ
の
曲
の
音
列
、
そ
し
て
最
下
段
に
こ
の
曲
で
使
わ
れ
て
い
る
音
列
の

移
置
形
を
示
し
て
お
い
た
。

Ex
.2–2

の
第
二
段
で
は
、
第
三
小
節
か
ら
の
音
列
の
置
換
の
仕
方
を

示
し
た
。
こ
の
音
列
は
短
三
度
と
短
二
度
の
み
か
ら
成
っ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
を
利
用
し
て
音
列
を
拡
大
し
て
い
る
。
ま
た
②
和
音
の
構
成
は
、
五

度
︵
転
回
形
四
度
︶
を
中
心
と
し
た
も
の
と
、
三
度
と
五
度
を
組
み
合
わ
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せ
た
も
の
③
、
を
中
心
と
し
た
も
の
か
ら
成
っ
て
い
る
。

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
十
二
音
技
法
の
作
品
に
お
い
て
は
、
和
声
的
な
面

の
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
方
法
は
な
い
。
ケ
ー
ジ
は
そ
の
面
で
は
師
よ
り

も
あ
る
面
で
は
分
か
り
や
す
く
、
別
な
観
方
を
す
れ
ば
徹
底
し
て
い
た
と

云
え
る
。

ケ
ー
ジ
が
シ
ェ
ー

ン
ベ
ル
ク
に
就
い
た

時
期
、
シ
ェ
ー
ン
ベ

ル
ク
は
︽
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
協
奏
曲
︾︵o

p
.36

︶
の
作
曲
の
途
中
に
あ
り
、

こ
の
作
品
以
降
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
全
て
の
作
品
は
、
O1
︵
オ
リ
ジ
ナ

ル
一
︶
の
前
半
と
I6
︵
反
行
形
六
︶
の
後
半
が
同
じ
も
の
と
な
る
音
列
を

用
い
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
五
度
︵
四
度
︶
関
係
に
あ
る
音
列
の
前
半

と
後
半
に
同
じ
音
を
用
い
る
こ
と
に
な
り
、
ア
メ
リ
カ
へ
行
く
晩
年
か
ら

五
度
関
係
へ
の
執
着
が
強
く
な
る
こ
と
を
述
べ
て
お
こ
う
。

︽
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
シ
ズ
︾
は
五
曲
か
ら
成
る
。Ex

.3–1

は
第
１
曲
の

途
中
ま
で
で
あ
る
。
こ
れ
は
五
音
の
音
列
か
ら
成
り
、
①
は
オ
リ
ジ
ナ

ル
と
そ
の
移
置

形
、
②
は
反
行
形

の
逆
行
形
と
そ
の

移
置
形
、
③
は
和

音
の
部
分
を
示
し

て
い
る
。
こ
の
和

音
の
扱
い
方
は
、

Ex
.3–2

の
半
音

円
に
示
し
た
よ
う

に
同
じ
小
節
内
の

和
音
は
全
て
同
じ

和
音
構
造
の
移
置

形
で
構
成
し
て
い

る
。
ケ
ー
ジ
の
こ

の
時
期
の
作
品
で
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は
、
和
声
的
な
面
に
か
な
り
シ
テ
ス
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
志
向
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
時
期
、
ケ
ー
ジ
が
和
声
に
こ
だ
わ
っ
た
理
由
は
お
そ
ら
く
シ
ェ
ー

ン
ベ
ル
ク
の
レ
ッ
ス
ン
を
受
け
て
い
た
と
き
の
や
り
と
り
の
結
果
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
ケ
ー
ジ
は
和
声
が
苦
手
だ
っ
た
の
で
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク

が
ケ
ー
ジ
に
、
和
声
が
障
壁
と
な
っ
て
作
曲
で
き
る
よ
う
に
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
と
語
っ
た
と
き
、
ケ
ー
ジ
は
﹁
私
は
一
生
こ
の
壁
に
頭
を
ぶ
つ
け

て
す
ご
す
で
し
ょ
う
﹂
と
答
え
た
。
こ
の
答
え
を
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
称

賛
し
た
と
い
う︵
４
︶。
ケ
ー
ジ
は
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
レ
ッ
ス
ン
の
過
程

で
和
声
の
出
来
が
悪
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
が
、
音
列
と
は
関
係
な

く
和
声
の
面
に
も
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
方
法
を
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
ケ
ー
ジ
は
音
列
技
法
を
学
び
な
が
ら
、
十
二
の
音
全
て
を
使

う
方
法
は
取
ら
な
か
っ
た
。
十
二
音
技
法
を
学
ぶ
前
に
は
二
十
五
音
も
の

音
を
使
っ
て
作
曲
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
学
ん
だ
後
に
は
す
で
に
譜
例

で
示
し
た
よ
う
に
、
ケ
ー
ジ
の
音
列
は
五
音
か
ら
六
音
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
そ
の
理
由
を
ケ
ー
ジ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

﹁
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
教
育
を
受
け
た
後
、
十
二
音
で
書
く
必
要
を

強
く
感
じ
ま
し
た
が
、
私
の
主
な
関
心
は
、
音
列
が
全
体
の
基
礎
を

成
し
て
い
て
も
、
音
列
を
明
ら
か
に
し
な
い
こ
と
、
そ
れ
を
隠
す
こ

と
で
し
た
。
そ
の
た
め
十
二
音
の
音
列
を
小
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ

と
を
企
て
た
ん
で
す
。﹂︵
５
︶

し
か
し
な
が
ら
、
ケ
ー
ジ
の
こ
の
着
想
を
言
葉
通
り
に
受
け
取
る
の
は

早
計
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
十
二
音
技
法
で
作
曲
す
る
と
き
、
十
二
音
を

そ
の
ま
ま
音
列
と
し
て
作
品
の
中
で
用
い
る
こ
と
は
少
な
い
か
ら
だ
。
シ

ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
レ
ッ
ス
ン
に
は
単
に
和
声
法
や
十
二
音
技
法
の
教
育
だ

け
で
な
く
、
分
析
も
入
っ
て
い
る
。

十
二
音
技
法
の
作
品
を
分
析
す
れ
ば
、
ど
の
作
曲
家
も
十
二
音
を
水
平

的
に
全
て
流
し
て
使
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
十
二
を
割
り
切
る
数
、
三

音
、
四
音
、
六
音
に
分
け
て
作
曲
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
ろ
う
。
シ
ェ
ー

ン
ベ
ル
ク
の
ア
メ
リ
カ
時
代
の
十
二
音
作
品
の
全
て
は
、
六
音
グ
ル
ー
プ

に
分
け
て
作
曲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
十
二
音
を
六
音
グ
ル
ー
プ
と
し
て
使
う
こ
と
が
特

に
多
か
っ
た
。
以
下
に
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
、
ウ
ェ
ー
ベ
ル
ン
、
ベ
ル
ク
が
、

そ
れ
ぞ
れ
十
二
音
を
ど
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
作
曲
し
て
い
た
か

の
比
率
を
示
し
て
お
こ
う
。

六
音
グ
ル
ー
プ

四
音
グ
ル
ー
プ

三
音
グ
ル
ー
プ

非
グ
ル
ー
プ
化

シェ
ー
ン
ベ
ル
ク

87
％

27
％

16
％

11
％

ウ
ェ
ー
ベ
ル
ン

62
％

38
％

38
％

19
％

ベ
ル
ク

50
％

50
％

25
％

0
％

︵
こ
の
％
の
分
母
は
音
列
数
だ
が
、
楽
章
に
よ
っ
て
同
じ
音
列
を
六
音
グ
ル
ー
プ

か
ら
四
音
グ
ル
ー
プ
に
変
え
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
数
値
を
足
し
て
も
百
に
は
な

ら
な
い
。︶

こ
れ
は
単
に
三
人
の
比
較
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
を
見
て
も
シ
ェ
ー
ン
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ベ
ル
ク
が
如
何
に
六
音
グ
ル
ー
プ
に
分
割
し
て
作
曲
す
る
こ
と
が
多
か
っ

た
が
分
か
ろ
う
。

そ
し
て
こ
う
し
た
方
法
を
見
る
と
、
二
十
五
音
も
母
集
団
と
し
て
用
い

て
い
た
ケ
ー
ジ
が
、
音
列
作
法
に
移
っ
た
と
た
ん
に
、
何
故
五
音
、
六
音

の
音
列
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
か
が
理
解
で
き
る
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク

の
十
二
音
技
法
の
方
法
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

ケ
ー
ジ
の
音
列
技
法
に
よ
る
作
品
に
は
、
譜
例
で
見
た
よ
う
に
反
復
が

多
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
ケ
ー
ジ
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

﹁
一
九
三
五
年
か
ら
四
〇
年
に
か
け
て
の
す
べ
て
の
作
品
で
、シ
ェ
ー

ン
ベ
ル
ク
の
教
え
を
念
頭
に
置
い
て
い
ま
し
た
。
彼
が
変
奏
と
は
根

本
的
に
は
反
復
に
帰
す
る
と
教
え
た
が
、
私
は
変
奏
の
有
用
性
を
全

く
認
め
ず
、
反
復
を
積
み
重
ね
た
の
で
す
。﹂︵
6
︶ 

こ
れ
は
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
教
え
を
ま
さ
に
逆
手
に
取
っ
た
発
言
で
あ

ろ
う
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
一
九
三
〇
年
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

﹁
私
に
と
っ
て
、
変
奏
と
は
ほ
と
ん
ど
全
く
反
復
の
代
用
で
あ
る
︵
こ

れ
に
つ
い
て
は
殆
ど
唯
一
の
例
外
も
な
い
︶。
変
奏
と
い
う
言
葉
で
、

私
は
提
示
さ
れ
た
も
の
を
、
そ
の
構
成
部
分
や
そ
れ
か
ら
作
ら
れ
た

音
形
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
方
法
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
は

常
に
新
し
い
何
か
と
な
る
。﹂︵
7
︶ 

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
生
徒
た
ち
に
こ
う
し
た
変
奏
の
意
味
を
教
え
て
い

た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ケ
ー
ジ
の
発
言
は
、
そ
れ
を
覚
え
て
い
た
こ
と

の
証
し
と
も
云
え
る
。

ケ
ー
ジ
が
ど
の
く
ら
い
の
期
間
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
習
っ
て
い
た
か

は
明
ら
か
で
は
な
い
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
日
記
で
ケ
ー
ジ
と
私
的
に
会

う
約
束
は
、
一
九
三
五
年
五
月
一
日
が
唯
一
の
も
の
だ
︵
8
︶。
ケ
ー
ジ
が

一
九
三
四
年
の
い
つ
ご
ろ
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
門
を
叩
い
た
か
は
明
ら
か

で
は
な
い
が
、
三
五
年
五
月
に
会
う
約
束
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
短
く
と

も
半
年
以
上
は
就
い
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

ケ
ー
ジ
は
音
楽
思
想
の
相
違
か
ら
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
か
ら
離
れ
る
よ

う
に
な
る
。
特
に
一
九
三
八
年
に
打
楽
器
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
を
結
成
し
た
こ

と
が
、
楽
音
と
騒
音
の
問
題
で
ケ
ー
ジ
に
と
っ
て
の
大
き
な
契
機
と
な
っ

た
。
ま
た
最
初
の
プ
リ
ペ
ア
ー
ド
・
ピ
ア
ノ
に
よ
る
︽
バ
ッ
カ
ナ
ー
ル

︵B
acch

n
ale

︶︾︵1940

︶
の
作
曲
に
よ
っ
て
、
ケ
ー
ジ
は
楽
音
と
騒
音
を

等
し
く
扱
う
楽
器
を
考
案
し
た
と
も
云
え
る
だ
ろ
う
。

﹁
プ
リ
ペ
ア
ー
ド
・
ピ
ア
ノ
は
、
た
っ
た
一
人
の
奏
者
で
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
で
き
る
打
楽
器
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
で
あ
る
。﹂︵
9
︶  

プ
リ
ペ
ア
ー
ド
・
ピ

ア
ノ
そ
の
も
の
が
、
ダ
ン
ス
の
公
演
の
際
に
打
楽
器
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
を
置

く
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
た
め
の
窮
余
の
策
と
し
て
の
考
案
で
あ
っ
た
。 

そ
し
て
ケ
ー
ジ
の
思
考
は
︽
バ
ッ
カ
ナ
ー
ル
︾
の
作
曲
に
お
い
て
、

﹁
構
造
﹂
の
問
題
に
向
か
う
。

﹁
音
楽
に
お
け
る
構
造
と
は
、
フ
レ
ー
ズ
か
ら
長
い
セ
ク
シ
ョ
ン
に
い
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た
る
継
続
的
な
部
分
へ
の
分
割
の
こ
と
で
あ
る
。
形
式
と
は
内
容
を
持
っ

た
連
続
体
で
あ
る
。
方
法
︵M

eth
o

d

︶
と
は
音
か
ら
音
へ
の
連
続
性
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
手
段
で
あ
る
。
音
楽
の
素
材
は
音
と
沈
黙
で
あ
る
。
こ

れ
ら
を
統
合
す
る
こ
と
が
作
曲
で
あ
る
。﹂︵
10
︶ 

こ
れ
は
一
九
四
九
年
︵︽
ソ

ナ
タ
と
イ
ン
タ
ー
リ
ュ
ー
ド
︾
完
成
の
翌
年
︶
に
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、

構
造
に
関
す
る
こ
の
思
考
は
︽
バ
ッ
カ
ナ
ー
ル
︾
以
来
持
っ
て
い
た
も
の

で
も
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
ケ
ー
ジ
が
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
十
二
音
技

法
に
感
心
し
た
と
述
べ
た
際
の
発
言
で
あ
る
。
ケ
ー
ジ
は
十
二
音
技
法
に

つ
い
て
﹁
私
が
こ
の
方
法
で
気
に
入
っ
て
い
た
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
音
に

平
等
な
価
値
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。﹂︵
注
3
︶
と
述
べ
て

い
る
が
、
こ
の
思
考
を
敷
衍
す
る
と
、
全
て
の
音
、
す
な
わ
ち
楽
音
も
騒

音
も
平
等
な
価
値
を
認
め
る
と
い
う
思
考
に
行
き
着
く
。

ケ
ー
ジ
は
十
二
音
技
法
は
﹁
方
法
﹂
に
過
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
、
音
楽
を

作
る
た
め
の
﹁
構
造
﹂
と
い
う
思
考
に
至
る
。
そ
の
壮
大

な
作
品
が
︽
ソ
ナ
タ
と
イ
ン
タ
ー
リ
ュ
ー
ド
︵So

n
atas 

an
d

 In
terlu

d
es

︶︾︵1948

︶
で
あ
ろ
う
。
彼
は
こ
の
作

品
を
徹
底
的
に
構
造
的
に
構
成
す
る
。

  

﹁
例
え
ば
ソ
ナ
タ
の
第
４
曲
の
構
造
は
、
二
分
の
二
拍

子
の
百
小
節
を
、
十
小
節
づ
つ
の
十
個
の
単
位
に
分
け
て

い
る
。
こ
の
十
小
節
の
単
位
は
三
・
三
・
二
・
二
の
比
率
で

結
び
合
わ
さ
れ
て
、
曲
の
全
体
構
造
を
構
成
し
、
ま
た
同

じ
比
率
で
、
十
小
節
の
内
部
も
分
割
さ
れ
て
い
る
。﹂︵
11
︶

Ex
.4–1

は
、︽
ソ
ナ
タ
と
イ
ン
タ
ー
リ
ュ
ー
ド
︾
の
第

四
曲
を
、
ケ
ー
ジ
の
言
葉
通
り
に
分
割
し
た
も
の
で
あ
る
。

①
、
②
の
数
字
は
モ
テ
ィ
ー
フ
素
材
を
示
し
て
お
り
、
全

体
で
五
個
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
基
本
と
し
て
い
る
。
ケ
ー
ジ

の
云
う
構
造
と
は
こ
の
よ
う
に
全
体
を
一
定
の
比
率
で
フ
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レ
ー
ズ
か
ら
セ
ク
シ
ョ
ン
へ
と
拡
大
し
、
一
つ
の
全
体
を
構
成
す
る
こ
と

で
あ
る
。

Ex
.4–2

は
こ
の
作
品
の
十
六
曲
の
ソ
ナ
タ
と
四
曲
の
イ
ン
タ
ー
リ
ュ

ー
ド
が
、
ど
の
よ
う
な
比
例
配
分
で
構
成
さ
れ
て
い
る
か
を
試
み
に
分
析

し
た
表
で
あ
る
。
ケ
ー
ジ
は
こ
の
曲
に
お
い
て
、
二
重
線
を
多
く
用
い
て

分
割
の
単
位
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
従
っ
た
。Ex

.4–2

を
見
れ
ば
、

第
四
曲
を
含
め
て
、
全
て
の
曲
が
、
小
節
数
も
拍
数
も
多
く
は
き
れ
い
な

配
分
に
従
っ
て
お
り
、
き
わ
め
て
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
構
成
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
ろ
う
。

  

こ
れ
こ
そ
が
﹁
音
楽
に
お
け
る
構
造
と
は
、
フ
レ
ー
ズ
か
ら
長
い
セ
ク

シ
ョ
ン
に
い
た
る
継
続
的
な
部
分
へ
の
分
割
の
こ
と
で
あ
る
。﹂
と
い
う

ケ
ー
ジ
の
言
葉
を
証
明
し
て
い
る
。

  

ケ
ー
ジ
は
十
二
音
技
法
と
い
う
ピ
ッ
チ
の
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
が
、
時
間
軸
で
、
拍
や
小
節
の
単
位
に
自
己
の
シ
ス
テ
ム
を

曲
ご
と
に
用
い
て
い
る
。
ケ
ー
ジ
が
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
か
ら
学
ん
だ
こ
と

は
、
全
て
の
音
を
等
し
い
価
値
で
扱
う
と
い
う
思
考
┃
┃
そ
れ
は
十
二
音

か
ら
、
さ
ら
に
騒
音
に
ま
で
及
ん
だ
┃
┃
と
、
音
楽
を
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ

て
構
成
す
る
と
い
う
方
法
論
と
云
え
だ
ろ
う
。
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