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〈

序

〉

「
音

楽

を
聴

く

こ
と

」
、
そ

れ
は
音

楽
作

品

の
聴
取

で

あ

る
と
同
時

に
、
演
奏

の
聴

取

で
あ

る
。
確

か

に
演

奏
者

に
よ

っ
て
同

じ
音
楽

作

品

で
あ

っ

て
も

異
な

る
作

品

の
よ
う

に
聴

こ
え

た
り

、
ま

た

一
方

で

バ

ッ

ハ
の
平
均

律

の
よ
う

に
、

ど

の
よ
う
な

仕
方

で
演

奏
し

て
も

、
す

ぐ

に
そ

の
作

品

で
あ

る

こ
と

が
判

別

で
き

る
よ

う
な

場
合

も
あ

る
。

こ
の
よ

う

に
作

品

と
演
奏

の
関
係

は
多

様

に
存
在

す

る
。

と

い
う

の
も
音

楽

の
聴

取

に
お

い

て
、
聴

者

は
作

品

と
演

奏

と

い
う

二

つ
の
創

造

の
現

場

に
居
合

わ

せ

て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

こ
う
し

た
音

楽

に
お
け

る
演

奏

の
美
学

に
光

を
当

て
た
数
少

な

い
研
究

者

の

一
人

と
し

て
、

フ
ラ

ン
ス

の
音
楽

美
学

者

で
あ

り
ピ
ア

ニ
ス
ト

で

　
　

　

も
あ

っ
た
ジ
ゼ

ー

ル

・
ブ

ル

レ

(
　

)

が
挙
げ

ら

れ
る
だ

ろ
う
。

ブ

ル

レ
の
美
学

は
、

ハ
ン
ス

リ

ッ
ク
以
後

の
音

楽

に
お

け
る

形
式

主
義

の
流

れ

を
受

け
継

ぎ

な
が

ら
、
時

間
論

と

し

て
ベ

ル
ク
ソ

ン

の
純

粋
持
続

の
影

響
を

強

く
受

け
、
時

間
芸

術

と
し

て

の
側

面

か
ら
音

楽

の
形

式

を
考
察

し

た

も

の
で
あ

る
。
ブ

ル

レ
の

い
う
音

楽
的

持
続

は
、

ベ
ル
ク

ソ

ン
の
純

粋
持

続

の
よ

う
な
相

互
浸
透

す

る
持
続

で

音
楽

に
お
け
る
時
間
性
-
演
奏

の
視
点
か
ら

佐

藤

真

紀



は

な
く
、
区
別

さ

れ
秩
序

付

け
ら

れ

た
持
続

で

あ
る
。
な
ぜ

な
ら
音

楽

は
時
間

芸
術

と

し

て
、
「
生

き

ら
れ

た
時

間

(
　

)
」
だ

け

で
な
く

、

　　
ソ

形
式

に
よ

っ
て
生

き

ら

れ
た

「
思
惟

さ

れ
た
時

間

(
　

)
」

で
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
か
ら
で

あ

る
。

ブ

ル

レ
は
・

主
著

・
音
楽

的

時
駆

』

(
死

四
九

年
)

に
続

く

・創

造

的
疑

』
(
一
九

五

一
年

)
に
お

い
て
、
演

奏

に

お
け

る
美

学
、

と

り
わ

け

演
奏

の
時
間

性

に

つ
い
て
述

べ

て

い
る
。
ブ

ル
レ
に

お

い
て
作
品

と
演
奏

は
、
非
時

間

(永
遠

)

と
時

間

(持

続
)

と

い
う
相
対

す

る
時
間

の
様

相

の
下

に
描

か
れ

て

い
る
。
作

品

は
作

曲
者

な
き

後
も

、
例

え
ば

楽
譜

と

い
う
形

で
生

き
続

け
る

こ
と
が

で
き

る

が
、
演
奏

は
、

音

が
鳴

り
響

い

て

い
る
時
間

だ

け

の
は

か
な

い
持
続

で
あ

る
。
し

か
し
実

際

の
演
奏

は
、
作

品

と
演
奏

、
永
遠

と
時

間

と
が
出
会

っ
て

い
る
生

き
た
音

楽

で
あ

る
。

ブ

ル

レ
の
言

う

よ
う

に
、

作

品

は
、
演

奏

と

い
う

「
王
子
様

」

が
目
覚

め

さ
せ

な
け
れ

ば
な

ら
な

い

「
眠

り

の
森

の
美
女

」

の
如

き

も

の
な

の
で

あ
.
る

こ
う

し

た
作

品

と
演
奏

の
出
会

い
を

実
現

さ

せ
る

べ
く
、

演
奏

者

は
練
習

を
積

む
。

特

に
器
楽

奏
者

の
場
合

、
楽

器
を

自

ら

の
身

体

の

一
部

に

す

る
ま
で

練
習

を
重

ね
、

楽

器
を

自
在

に
使

い
こ
な

せ

る
よ
う

に
な

ら
な

け
れ

ば
、
作

品

の
実

現

は

で
き
な

い
。
演

奏

に
と

っ
て
練

習

は
必
要

不

可
欠

な
も

の
で
あ

る
。

し

か
し
ブ

ル

レ
に
よ
れ
ば

、
練

習

は
演

奏

に
な

れ
る
わ

け
で

は
な

い
。

そ
れ

は
練

習

と
演
奏

が
、

本
質

的

に
異

な
る
時

間

の
様

相
を

呈

し

て

い
る
か

ら
で

あ

る
。
演

奏

は
、

後

戻

り
で
き

な

い

一
回
性

に
お

い
て
展
開

さ

れ
る

の

に
対

し
、
練

習

は
永
続

的

に
反
復

可
能

な

永

遠

性

の
中

に
あ

る
。

し

か
し

こ
う

し
た

本
質

的
違

い
を

乗

り
越

え
て

ま
で
も

演
奏

が
練

習
を
求

め

る

の
は
、
む

し

ろ
練

習

の
非
時

間
性

に
よ

っ

て
、

演
奏

の
は

か
な

い
持
続

に
作
品

の
音

楽
形

式
を

与

え
る

こ
と

が
で

き
る

か
ら

に
他

な

ら
な

い
。
練

習

は
、

い
わ
ば

作
品

と
演
奏

を

つ
な

ぐ
掛

け
橋

な

の

で
あ

る
。

本

稿

は
、

ブ

ル

レ
の

『創

造
的

解

釈
』
の
読
解

を
通

し

て
、
演

奏

に
お
け

る
時
間

性

を
浮
き

彫

り

に
す

る
と

同
時

に
、

『
音
楽

的
時

間
』
を

再
考

す

る
も

の
で
あ

る
。



一

音

楽

に

お

け

る

作

品

と

演

奏

の

二

元

性

絵

画

や
彫
刻

と

い

っ
た
空

間

芸
術

に
お

い
て
、
作

品

は
永
続

的

に
不
変

で
あ

る

の
に
対

し
、
時
間

芸
術

で
あ

る
音
楽

作

品

は
、
響

き

(
　

)

と

い
う
感

性

的
身

体

を
与

え
ら

れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
時

間

に
お

い
て

そ

の

つ
ど

は
じ
め

て
成
立

す

る
も

の
で
あ

る
。

つ
ま

り
空

間

芸
術

に
お
け

る
作

品

は
完
成

さ
れ

た
作

品

と
し

て
、
創

造
者

と
創
造

の
行
為

(四
9
①
)
を
含

意

し
な

が
ら
も

、
そ
れ

か
ら
独
立

し

た
存
在

で

あ
る

の

に
対

し
、
時

間

芸
術

と
し

て
の
音

楽

作

品

は
、

「
現
実

の
創

造

(
　

)
」
と

し

て

つ
ね

に
作

品

を
生

み
出
す

活

動

(
　

)
と

一
体

と
な

っ
て

い
(娩
。

さ
ら

に
厳

密

に
言

え
ば

、
音

楽
作

品

を
生

み
出

す
活
動

は
作

品
を

生

み
出
す
作

曲
家

の
活

動

と
、

作

品
を

現
実

の
鳴

り
響

き
と

し

て
作

り

出

す
演
奏

者

の
活

動

か
ら

な

っ
て

い
る
。

空
間

芸
術

に
お

い
て
は
、

こ
れ
ら

2

つ
の
活

動

は
分
離

さ

れ
る

こ
と
な

く
、
作

品

の
完
成

へ
と
導

き
、

二
元
性

は
覆

い
隠

さ

れ

て

い
る
。

一
方
音

楽
作

品

に
お

い
て
は
、
作

品

(
　

)
と
演
奏

(
　

)
の
二
元
性

、
即

ち
作

品

の
構
想

(
　

　
ア
　

　
)
と
構

想

さ

れ
た

も

の
の
実

現

で
あ

る
演
奏

と

の
二
元

性

が
顕

わ

に
な

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。

し

か
し
作

品

(構

想
)

と
演

奏

(実

現
)

が
我

々

に
別

々
に
与

え
ら

れ
る
場

合
、
演

奏
者

の
活

動

と
作

曲
家

の
活
動

と

の
関

係

は
、
前

者

が
後

者

を
単

に
再

現

・
反

復

す
る

こ
と

で

は
あ
り

得
な

い
し

、
演
奏

が
作

品

の
唯

一
可
能

な
理
念

を
忠

実

に
実

現

し

て

い
る
わ
け

で

は
な

い
。

従

っ
て

音

楽
的

演
奏

の
問
題

は
、

作
品

と

演
奏

の
二
元
性

に
お
け

る
多

様

な
関
係

を
捉

え
、

そ

の
関
係

が
完
全

な
演

奏

に
お

い
て
、

い
か
に
克

服

さ
れ
、

音
楽

の

「
十

全

な
時

間

(
　

が
実

現
さ

れ
る

の
か
を

、
把

握
す

る

こ
と

に
収

敏

さ
れ
よ

う
。

ま
ず
作

品

と
演

奏

の
二
元
性

は

、
時

間

の
様

相

に
お
け

る
、
永
遠

(
　

)
と
持
続

、
す
な

わ
ち
非

時
間

性

と
時
間

性

と
の

二
元
性

と
し

て
捉

え

ら
れ

る
。

こ
れ

は
音
楽

が
時

間
芸

術

で
あ

る

た
め

の
宿
命

で
あ

る
。

作
品

は
非
時

間
的

な

理
念

と
し

て

つ
ね

に
可
能

性

で
あ

り
、
多

様

な
実

現

に
開

か
れ

て

い
る
。

確

か

に
書

か
れ
た
音

楽

作
品

で
あ

る
楽
譜

は
、

そ
こ

に
響
き

を
読

み
取

る

こ
と
が

で
き
る

と
し

て
も
、

楽
譜

の
ま

ま

で
は
理

念
的

(
　

)
世

界

で

の
対

象

に
過

ぎ

な

い
。
作
曲
家

が
作

品

を
生

み
出

し
た

活
動

は
、
個

別
的
経

験

が
捨

象

さ
れ

(
a9

0
ロ
一濠

)
、
純
粋

な

理
念

と



し

て
楽

譜

上

に
音

符

と

い
う
抽

象

的

な
形

で
し

か
残

さ
れ

な

い
の
で
あ

る
。
つ
ま

り
生

き
ら
れ

た
持
続

か
ら
個

々
の
感

性
的

内
容

が
捨
象

さ

れ

た
、

時

間

の
形
式

の
み

が
残

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

し

か
し

理
念

と
し

て
永
遠

的
な
時

間

の
形
式

に
留

ま

っ
て

い
る
が

ゆ
え

に
、

そ

の
形

式

を
充
足

す

る
多

様

な
解

釈

を
生

む
可
能

性

を
保

持

し
て

い
る
と

い
え
よ
う

。

一
方

演
奏

は
、

現
実

の

(ほ
①
一)
持
続

に
お
け

る
作
品

の
具

体
化

・受

肉

(
　

)
で
あ

る
。

作
品

は
演
奏

者

の
主
観

的
持

続

(
a口
冨
Φ
ω
二
7

冨
o
口
く
Φ
)
に
よ

っ
て
生

き

ら
れ

る
が

、
演
奏

者

の
個

別
的
持

続

を
生

き
る

こ
と

は
、
そ

れ
自
体

す

で

に
限

定
さ

れ
た
持

続
を

生

き
る

こ
と

で
あ

り
、

可

能

性

の
限
定

で

あ

る
が
、

厳
密

に
言
え
ば

、

現
実

の
持
続

が
持

つ
不
可
逆

性

や

一
回
性

の
た

め
に
、
作

品

の
多
様

な
可
能

性

か

ら

「
生

き
た
整

　
　
　

合

性

(
　

)
」

に
お

い
て

一
つ
の
可

能
性

を
選

択

(
　

)
し
、
他

の
可
能
性

を
排

除

(
　

)
す

る

こ
と

で
あ

る
。
し

か
し

一
方

で
現

実

の
持
続

に
お
け

る
質

的
限

定

に
よ

っ
て
、
作

品

の
曖
昧

な
可
能

性

に
留

ま

っ
て

い
た
理
念

は
現
実

化

さ
れ
、

楽
譜

に
書

き

こ
ま

れ
て

い
な

い
質

　
　

　

的
な

も

の

の
豊

か
さ
を

享

受
で

き

る

の
で
あ

る
。

こ
の
意

味

に
お

い
て
演
奏

は
作

品

の
「
理
念

の
試
行

(
　

)
」

で
も
あ

る
。
も

ち

ろ
ん
現
実

の
持

続

が
秘

め

て

い
る
偶

発
性

に
委

ね

ら
れ

る
危
険

は
残

っ
て

い
る
が
、

し

か
し
演
奏

は
、

偶
発

性

に
お

い
て
も
、

む

し
ろ

そ
れ
を

糧

に
し

て
即

興
的

に
作

品

全
体

の
統

一
性

を
築

か
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
の
で
あ

る
。

　
れ
　

二

練

習

(
t
r
a
v
a
i
l

)
と
演
奏

(
e
x
e
c
u
t
i
o
n
　

)

さ
て
音
楽
を
現
実
化
す
る
演
奏
に
お
い
て
、
二
つ
の
創
造
的
活
動
が
あ
る
。
そ
れ
は
練
習
に
お
け
る
「探
し
求
め
ら
れ
る
活
動
(
　

　ロ
　

　」

と
演

奏

に

お
け

る

「
見
出

さ
れ

る
活
動

(
　

」

で
あ

る
。

練
習

は
、
音

楽
作

品

を
演
奏

す

る

た
め

の
準
備

段
階

で
あ

り
、
音
楽

作
品

を
解

釈
し

た
り
、
そ

の
解
釈

の
実

現

の
た

め

に
行

う
努

力

(
　

)
の

過

程

で
あ

る
。

ゆ
え

に
同

じ

パ

ッ
セ
ー

ジ
を
何

度

も
繰

り
返

し
た

り
と

い
う
行

為

が
中
心

に
な

り
、
作

品

が

一
つ
の
作

品

と
し

て
実

現

さ
れ

る

べ

き
現
実

の
時

間

の
不

可
逆

な
流

れ

と

は
異
な

り
、
中

断

さ
れ

、
反
復

さ

れ
な

が
ら
行

わ

れ
る
。

し

か
し
練
習

の
際

、
演

奏
者

は
、
全

体
的

持
続

の



統

一
性

か
ら
解

放

さ
れ

て
、
音

楽

の
生

成
を

中
断

し
、

個

々

の
パ

ッ
セ
ー
ジ

に
、

ま

た
そ

の
多

様

な
可
能
性

の
そ
れ

ぞ

れ
に
、

反
復
的

に
浸

る
こ

　ぬ
　

と
が

可
能

に
な
る
。
そ

こ
で
存
分

に
美

し

い
瞬

間
を

鑑
賞

し
、
「
作
品

の
内

奥

(
 

)
に
浸

入
す

る
喜

び

し
を
味

わ

う

こ
と
が

で
き

る

の
で
あ

る
。

そ

の
よ
う

な
意

味

で
、
非

時
間

的

に
永
続

的

に
反
復

で
き

る
利

点

を
持

つ
練

習

に
お

い
て
、
作
品

に
対

す
る

理
解

が
「
試
行

さ

れ

(9

門
2

蕃

)
、
訂

　
だ
　

正

さ
れ
、

洗
練

さ

れ
、

作
品

は

一
層
豊

か
に
」

な

る
.

作

品

の
恒

久
的

な
価

値

が
試

さ
れ
、

反
復

や
永
続

性

に
耐
え

得

る

「
作

品

の
純

粋

に
音
楽

ハ
ほ
　

的

で
形
式

的
な

価
値

」

が
顕

わ

に
な

る

の
で
あ

る
。

そ
れ

ゆ
え
練

習

に
お

い
て
は
、

そ
の
非
時

間
性

に
お

い
て
作

品

の
完
全

な
形

式
を

、

そ

の
多

様
性

の
ま
ま

に
求

め

る
こ

と
が

で
き

る

の
で
あ

る
。

そ
し

て
そ

れ
は
技

衛
的

側
面

に
お
け

る
物

質
的

身
体

的
鍛
錬

で
あ

る
だ
け

で
な

く
、
作

品

に

ハ
あ
　

対

す

る
理
解

を

深

め

る
雪
精
神

的
演

奏

(
　

こ

の
練
習

で
あ

る

と

い
え

よ
う
。

い
ず

れ

に
せ
よ
永

続
的

反
復

や
瞬

間

を
味

わ

う

こ
と

が
で

き
る

の

は
、
練

習

に
お

け

る
永

遠

の
時
間

が
、

現
実

の
時

間

か
ら
精

神

の
能

動
性

を
解

放

し
て

い
る

か
ら
な

の
で

あ

る
。

一
方

演
奏

は
、
練

習

と

は
反
対

に
、

統

一
的

な
持
続

の
う
ち

で
実
現

さ

れ
る

こ
と
が
求

め

ら
れ

る
。
従

っ
て
唯

一
の
不
可

逆

な
持
続

に
お

い
て

生

き

る

と
同
時

に
、

予

見
不

可
能

な

(
　

)
偶

然
性

に
翻

弄

さ
れ

る
危

険

に

つ
ね

に
さ
ら
さ

れ

て

い
る
。

ま

さ

に

「
時
間
的

冒
険
」
を
生

き
な

け
れ
ば

な

ら

な

い
の

で
あ

る
。

こ
う
し

た
演

奏

の
本

質
を

、
ブ

ル

レ
は

「
即

興

(
　

)
」
で
あ

る

と

い
う
。

通
常

即
興

は
、

ジ

ャ
ズ

な

ど

に
見

ら

れ
る

よ
う

に
作
品

全

体

を
即

興
的

に
創

造

し
、
演

奏

す
る

場
合

や
、
協

奏
曲

の
カ
デ

ン
ツ
ァ

(
　

)
に
見
ら

れ

る
よ
う
な
部

分
的

な

即
興
を

指

し

て
用

い
ら
れ

る

こ
と

が
多

い
。

し

か
し
ブ

ル

レ
の
場
合

、
即

興

は
、

「自

然

な
力

(
　

)
」
と
そ

の
力

の

「
純
粋

な
現
前

」
に
よ

っ
て
芸

術

を
創
造

ムお
　

し

て

い
る
よ
う

な
、
「
賢
明

な

(
　

)
魂

の
自

発
性

(
　

)
を
表

現
す

る

こ
と
翫
で
あ
る
、

つ
ま

リ
ブ

ル
レ
に

お
け

る
即
興

と
は
、
現
実

の

ハ
リ
ロ

持

続

の
緊
迫

性

(
　

)
に

お

い
て
、
演

奏
者

の
内
奥

か
ら
生

じ

る
自

発
性

で

あ
り
、
そ

こ
か
ら

「
第

二
の
自

然

(
　

)
」

を
生

じ

さ
せ

る
よ

う
な

演
奏

を
意

味

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

こ
の
よ

う

に
練
習

と
演

奏

は
全

く

異
な

る
時
間

性

と
本
質

を
持

っ
て

い
る
。
従

っ
て
演

奏

は
決

し
て
練

習

の
再
現

で

は
あ

り
得

な

い
。

そ
し

て

練

習

は
非
時

間

的
可

能
性

に
と
ど

ま

ら
ざ

る
を
得

ず
、

音
楽

作
品

を
完

成

さ
せ

る
最
後

の
行
為

は
、

演
奏

に
委

ね
ら

れ
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
の
で



あ
る
。
で
は
、

一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
練
習
が
演
奏
に
変
換
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
具
体
的
な
音
楽
形
式
を
通
し
て
こ
の
問
題
を
考
察
し
て

い
き
た
い
。

三

拍

子

(
m
e
s
u
r
e
　

)
か
ら

テ
ン
ポ

(
t
e
m
p
o
　

)
へ

作
品
と
演
奏
の
、
お
よ
び
練
習
と
演
奏
の
二
元
性
の
克
服
を
具
体
的
に
実
現
し
て
い
る
音
楽
的
要
素
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
テ
ン
ポ

　ゆ
　

(8
§
℃
o
)
で
あ

る
。

テ

ン
ポ

は
、
演

奏

に
よ

っ
て
の
み
実

現

さ
れ

る
具
体
化

さ

れ
た
時

間

の
形

式

で
あ

る
。

テ

ン
ポ

は
、

『
音
楽

的
時

間
』
に

お

い

がド
　

て
は
、
音

楽

形
式

と
時

間

形
式

の
合

致

し
た

「
音
楽

的
時

間
」

の
本
質

で
あ

る

「
十
全

な
時

間
」

で
あ

っ
た
。
音

楽

的
演
奏

に
お

い
て
、

そ
れ

は

　　
　

「作

品

構
造

と
演

奏
者

の
内
的

統

一
性

(
　

)
の

一
致
」

す

る
時

間

で
あ

る
。

ハれ
　

テ

ン
ポ

は
音
楽

作

品

の
冒
頭

に
メ
ト

ロ
ノ
ー
ム

の
速
度

と

し
て
示

さ
れ

る
が
、

実
際

の
演

奏

で
は
、
指

示

さ
れ

た
速
度

に
正
確

に
従

う

わ
け

で

は
な

い
。

な
ぜ

な
ら

こ

の
速
度

は
あ
く

ま

で
も
楽
譜

上

で

「
思
惟

さ

れ
た

(
　

)
テ

ン
ポ

」
に
過
ぎ

な

い
か
ら

で
あ

る
。

「
思
惟

さ

れ
た

テ

ン
ポ

」

は
、
演

奏

さ
れ

た

テ

ン
ポ

で

は
な

い
。
演

奏

さ
れ

た
作
品

の
テ

ン
ポ

は
、

唯

一
演

奏

だ
け

が
限
定

で
き

る
も

の
、

つ
ま

り

「
現
実

の
響

き

に
よ

っ

て
満
た

さ

れ
た
質

的

で
具

体
的

な
持

続

」

に
他

な

ら
な

い
か

ら
で
あ

る
。
従

っ
て
演
奏

し
た

テ

ン
ポ

を
計

測
し

た
結

果
、

た
と

え
指
定

さ

れ
た
物

理
的

時

間

と
同

じ
時

間

に
な

っ
た

と
し

て
も
、

そ
れ

は
偶
然

の

一
致

で
し

か
な
く
、

テ

ン
ポ

そ

の
も

の
が
「
演
奏

者

に
よ

っ
て
生

き
ら

れ

(<
ひ
O
鐸
)
」

て

い
な

け
れ

ば
、

真

の
テ

ン
ポ

(
　

)
に
は

な
り
得

な

い
の

で
あ

る
。

か
く

し

て

テ

ン
ポ

は
、

最
終

的

に
演

奏

者

に

よ

っ
て
決
定

さ

　
カ
　

れ

る
。

ゆ

え

に
演

奏
者

が
、
音

楽
作

品

と
し

て
楽
譜

に
お

い
て
は
客
観

的
時

間

で
し

か
な

か

っ
た
拍

子

(
　

)
を

「
テ

ン
ポ

に
変

え

る
」
の
で

　
カ
　

あ

る
。

作
品

の
具
体

化

・
受
肉

が
演

奏
者

の
主

観
的

持
続

に
お

い
て
し

か
成

立

し
な

い
よ
う

に
、
真

の
テ

ン
ポ

は
、

演
奏
者

が

そ

の
テ

ン
ポ

を
生

き

る
持

続

に

お

い
て
し

か
存
在

し
得

な

い
の
で
あ

る
。

テ

ン
ポ

は
自

由

な

リ
ズ

ム

と
強
制

す

る
拍

子
と

い
う
対

立

す
る
時

間
形

式
を
含

ん

で

い
る
。
演
奏

に
お

い
て
、
両

者

の
表

面

的
な
対

立

は
、
拍



子

が
、
自

由

に
展

開

す

る
自

由

リ
ズ

ム

の
不
変

の
目

印

に
な

る

こ
と
、
即

ち
拍

子
が

リ
ズ

ム

の
構

成
要
素

で
あ

る

こ
と

に
よ

っ
て
克

服

さ
れ

る
。

し

か
し

拍

子
が
変

化

を
生

み
出

す

不
変

の
目

印

で
あ

る
と
し

て
も
、

そ

れ
は
不

動

の
目
印

で

は
な
く
、

現
実

の
時

間
を
厳

格

に
形
作

る
生

き

た
鼓

ハ　
　

動

の
役

目
を

果

た

し

て

い
る

の
で
あ

る
。
拍

子

は
等
時

的
打
拍

で

あ
り

、
客
観

的
時
間

に
お

い
て
永
続

的

に
反
復

が
可
能

で

あ
る
。

し

か
し
拍

子

が
生

き
ら

れ

る
こ

と

に
よ

っ
て

こ

の
無

機
的

な
等

問
隔

の
打

拍

に
過
ぎ

な

い
も

の
が
、
生

き

た
鼓

動
、

す

な
わ

ち
演
奏

者

の
時

間

を
自

ら
生

み
出

ハ　
　

す

こ
と

の
で
き

る
鼓

動

に
生

ま

れ
変

わ
る

の
で
あ

る
。

仮

に
メ
ト

ロ
ノ
ー

ム

に
よ

っ
て
永

遠

に
等
時
的

打
拍

が
与

え

ら
れ

る
こ

と
が
可
能

で
あ

る

と
し

て
も
、

機

械
的

な
拍

子

は
自

動
力

が

な

い
の
で
、

メ
ト

ロ
ノ
ー

ム

の
停

止

と
共

に
自

ら

も
消
滅

し

て
し
ま

う
。

し
か
し

演
奏
者

の
生

き
た
鼓

動

に
な

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
拍

子
は

も

は
や
外
的

に
与

え

ら
れ

る
拍

子
で

は
な
く
、

作
品

を

そ

の
内
在

的
原

理

に
お

い
て
生

き

て

い
る
生
命

を
持

つ
統

一
体

と

し

て
、

生

み
出

す

こ
と

が

で
き

る
よ
う

に
な

る

の
で
あ

る
。

こ

こ
に
練

習

と
演

奏

の
間

で
行

わ

れ

る
時

間

の
変

換

と
同

じ
現

象

が
起

こ

っ
て

い
る
と
思

わ

れ

る
。

つ
ま

り
客

観
的

に
時

間

を
刻

む
も

の
で

あ

っ
た
拍

子

が
、

演
奏

者

の
生

き

た
鼓
動

と
な

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
作

品
、

す

な
わ

ち
時

間

の
形
式

を
創
造

で
き

る
テ

ン
ポ

に
変

わ

る

こ
と
は
、

音

楽

的
疇

問

が
永

遠

の
形
式

か
ら
降

り

て
き

て
現
実

の
演

奏
者

の
内
奥

に
お

い
て

「
即

興
篇

と
な

る

こ
と
、
す

な
わ

ち
演
奏

者

の
生

き
ら

れ
た
持

続

に
お

い
て
、
客

観

的
時

間

が
凌
駕

さ

れ
る

こ
と

だ
か

ら
で
あ

る
。

四

創

造

的

演

奏

演

奏

に
お

い
て
練

習

は
越

え
ら

れ
な

け

れ
ば
な

ら
な

い
。
確

か
に
練
習

に
お

い
て

「
作

品
を
所

有
す

る

(
　

)
」

こ
と
は
作

品
を

完
全

な

方

法

で
認
識

す

る

こ
と
、

即

ち
作

品

の
あ

ら
ゆ

る
可
能
性

を

汲

み
尽

く

そ
う

と
す

る

こ
と
で
あ

る
が
、

し

か
し
演
奏

は
練

習

で
獲
得

し

た
も

の

の

ハ　
ね

「
忘
却

(o
⊆
ぴ
5

」
で
も

あ

る
。

な
ぜ
な

ら
演

奏

に
お

け
る
自

発
性

は
、
練

習

に

お

い
て
あ

ら

か
じ

め
固

定
す

る

こ
と

は
で
き

な

い
か
ら

で
あ

る
。

プ

ル

レ
に
お
け

る

讐
即

興
し

と

は
、
演

奏
者

の
内

奥

か
ら
創

造
す

る
自

発
性

の
行
為

で
あ

る
。
従

っ
て
演
奏

者
が

、
聴

衆
を
前

に
し
た

現
場

の
緊



迫
感

に
お

い
て
存

分

に
力

を
発

揮

す
る

た
め

に
は
、

演
奏

者

は
練

習

の
成

果
を
創

造

の
能
力

と

し
て
自

分
自
身

に
統

合

し
、
自

分

の
力

と
し

て
所

有

し

て

い
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
本

来

の
演
奏

と

し

て
の

「
即
興
」

的
演

奏

の
た
め

に
、
演

奏
者

は
練

習

に
お

い
て
作

品

の
奥

深

く

に
ま

で
浸

入

し
、

自

ら

の
内
奥

に
お

い
て
作

品

と
合

一
し
、

創
造

の
源

泉

に
お

い
て
作

品

と
自

己
を

一
体

化
し

て

い
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
の
で
あ

る
。

ブ

ル

レ

　り
　

の
言

う

「
即

興
」

演
奏

は
、

創
造

の
源
泉

か
ら

生

じ
、
演

奏
者

の
存
在

そ

の
も

の
を
映

し
出

す
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
の
で
あ

る
。

従

っ
て
練

習

に
よ

っ
て
演

奏
者

が

手

に
入
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
の
は
、

物
質

的
固

定
化

で

は
な
く
、

現
実

の
時

間

に
お

い
て
即

興

で
き

る
能

　　
ね

力
、

す

な
わ

ち
演

奏

の

「
永

続
的

性
向

(
　

)
」

で
あ

る
。

練
習

は
、
演

奏

で
表

さ
れ

る
能

動
性

の

「
試
行

」
で

な
け

れ

ば
な

ら

な

い
。

練

習

は
、
演

奏

に

お

い
て
顕
わ

に
な

る
精
神

の
純

粋

な
能
動

性

の
実

現

で
あ

る

「
行
為

の
純
粋

さ

(
　

)
」
の
前

に
消

滅

す

る
の

で
あ

る
。

暗
譜

で
演

奏

す

る
方

が
楽
譜

を

見
な

が
ら
演

奏

す

る
時

よ

り
も
上

手

に
演
奏

で
き

る

の
は
、

そ
れ
が

ま
さ

に

「過

去

を
否
認

し
忘

却

す

　　
　

　　
　

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
現
在

に
お

い
て
開
花

す

る
記
憶

を
象

徴

し

て

い
る
」

か
ら

で
あ

る
。
「
音

の
記
憶

は
現
在

の
音
」

で
あ

る

の
は
、
音

の
記

憶

は

そ

の
音

の
現
在

の
内

的

な
産
出

で
あ

り
、
過

去

と
未
来

が
総

合
さ

れ
、

不
可

分
な

現
在

に
お

い
て
未
来

が
総

合

さ
れ

て

い
る
か

ら
で
あ

る
。

演
奏

の
現
在

に
お

い
て
音

は
継

起

し
な

が

ら
、
過

去

と
未
来

を
不

可
分

な
現

在

に
吸
収

し
、
未

来

へ
方

向
付

け

て

い
る

の
で
あ

る
。

か
く
し

て
演

奏

に

お

い
て

「
見

出

さ
れ

た
行
為

」

は
、
不

可
分

な
現

在

に
お

い
て
、
作

品
を
創

造

す

る
源
泉

で
あ

り
、
時

間
を

生

み
出

す
源
泉

　れ
　

で
も
あ

る
。

こ
の
よ

う

に
創
造

と
時

間

の
源
泉

で

の
精
神

の
能

動
的

な

は
た

ら
き

は
、
ブ

ル

レ
に
お

い
て
、
エ
ラ

ン

(
　

)
と
休
止

(
　

)
か
ら

ハお
　

生

ま

れ
る
時

間

的
総

合

の
は

た
ら

き

で
あ

る
。
例

え

ば
音
楽

の
リ
ズ

ム
は
、
下
拍

(
　

)
と
上

拍

(
　

)
の
結
合

に
よ

っ
て
生
成

さ

れ
る
。
下
拍

と

上

拍

の
結
合

は

単
な

る
交

代

で

は
な
く

、
複
数

の
拍

が
意

識
的

に
グ

ル
ー
プ

化

さ

れ
、
統

一
性
を

持

っ
た
総

合

で
あ

る
。
例

え
ば
古

代

の
リ
ズ

ム

は
、
手

に
よ

る
打
拍

と
休

止

や
、

足

で
地

面

を
叩

く
打
拍

と
休

止

の
結
合

に
よ

っ
て
生

み
出

さ

れ
る
。

ま
た

グ

レ
ゴ

リ
オ
聖

歌

の
リ
ズ

ム

は
旋

律

の
働
き

に
由

来

す

る

フ
レ
ー
ジ

ン
グ

の
リ
ズ

ム
で

あ
り
、

単

な
る
強

拍

と
弱
拍

の
交
代

で

は
な

く
、
質
的

リ

ズ

ム
の
統

一
性

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

　
れ
　

に
音

楽

の
リ
ズ

ム

は
、
数

に
よ

る
等

質

的

で
等
時

的
な

分
割

で

は
な
く
、
「
把
捉

さ

れ
な

が
ら

(
　

)
」
、
意

識

的

に
精

神
的

働

き

に
よ

っ
て
統

一
さ
れ

た

「
時
間

の
総
合
」

な

の
で
あ

る
。

エ
ラ

ン
と
休

止

の
総
合

か

ら
生
じ

る
リ
ズ

ム

は
、

こ
う
し

た
異

質
な

も

の
を
統

一
す

る
精
神

の
総

合



の
は

た
ら

き

の
う

ち

に
、

そ

の
源
泉

を
有

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

ブ

ル
レ
は
精

神

の
働

き
を

「
内
的

歌

(
 

)
」

に
た

と
え
、

こ
れ
は
旋
律

を
心

の
中

で
歌

う

こ
と

に
よ

っ
て
示

さ
れ

る
よ
う

に
、

旋

律
を

再
創

造

す

る

・声

の
行
為

(器

く
§

一)
L
で
あ

る

と

い
.麹

。

し
か
し

ブ

ル

レ
の

い
う
旋

律

は
、

ベ

ル
ク
ソ

ン
が
引

き
合

い
に
だ
す
相

互

浸

透

す

る
純
粋

持

続

と
し

て

の
旋

律

で

は
な
く

、

そ

こ
に
形
式

を
備

え
、

秩
序

付

け
ら
れ

た
可
知

的

な
持
続

で
あ

る
。

も

ち
ろ
ん

こ

の
分
割

は
、

べ

　お
　

ル
ク

ソ

ン
が
批

判

し
た

よ
う

に
持
続

の
細
分

化

(
 

)
で
は

な
く
、

「
持
続

の
分
節
化

(
 

)
」
で
あ

る
。

つ
ま

り
休

止

は
、

精

神

の
根
底

に
あ

る
能
動

的

活
動

と
し

て

の
総
合

の
働

き

を
通

し

て
、
不

可
分

な

エ
ラ

ン
と
結
合

し
、
区
切

り

(
 

)
で
あ

る
と
同

時

に
接

合

点

(
 

)
な

の
で
あ

る
。
ゆ

え

に

エ
ラ

ン
と
休

止

の
総
合

に
お

い
て
、
と

り
わ

け
休
止

は
持
続

に
形

を
与

え

る
役
割

を
果

た

し

て

い
る

の
で
あ

る

。
そ

れ

は
丁
度

、
沈

黙

(
 

)
が

一
つ
の
曲

の
始

ま
り

と
終

わ
り
を

示
し
、

節

と
節
を

、
音

と
音
を

区
分

し
、

か

つ
統

一
す

る
よ
う

に
。こ

う
し

た

エ
ラ

ン
と
休

止

の
結

合

は
、

単
な

る
交

代

で
は
な

く
、

相
互

に
関

連
し

た
有
機

的
統

一
と
し

て
、

エ
ラ

ン
は
内

部

に
休

止

を
含

み
、

ま
た
休

止

も

そ

の
内
部

に

エ
ラ

ン
を
含

ん
で

い
る
。

ゆ
え

に
有
機

的
統

一
体

と

し
て
、
全
体

は
、
部

分

の
総
和

(
 

)
で

は
な
く

、
部
分

を
含

ん
だ
全

体

で

あ
り

、
部

分

も
全

体
を

含

ん
だ
部

分

で
あ

る
。
従

っ
て
テ

ン
ポ

は
、
個

別
的

テ

ン
ポ

で
あ
り

な
が

ら
、
全

体
的

テ

ン
ポ
を

含

ん
で

い

る
。

個

々

の
パ

ッ

セ
ー
ジ

の
テ

ン
ポ

は
、

そ

の

パ

ッ
セ
ー
ジ

の
中

で

の
テ

ン
ポ

で

あ
る

の
で

は
な
く
、

作
品

全
体

か
ら
決
定

さ

れ
る

も

の
で
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
の
で

あ

る
。

さ
ら

に

エ
ラ

ン
と
休

止

の
リ
ズ

ム

は
個
別

的

に
多

様

な
仕
方

で
生

き

る
こ

と
が

で
き

る
ゆ

え
、

テ

ン
ポ

は

一
回
性

の

個

別
的

テ

ン
ポ

で
あ

る

だ
け

で
な

く
、

演
奏

者
を

性
格

付

け
、

「第

二
の
自
然

」

と
な

る
ほ

ど

の
普
遍

的

テ

ン
ポ

と

な
り
得

る

の
で
あ

る
。

ゆ

え

に
テ

ン
ポ

は
、
現

実

の
時

間

に
お

い
て
、

エ
ラ

ン
と
休
止

か

ら
な

る
各

々

の
持
続

の
個
別
的

な

リ
ズ

ム
と
、

作
品

が
全

体
的

統

一
体

と
し

て
も

つ
普
遍

的

リ
ズ

ム

と
が

重
な

る
場

所

で
あ

り
、
個
別

的

リ
ズ

ム

に
よ

っ
て
生

き
た
持

続
を

実
現

し
な

が
ら
、
形
式

も
実

現
す

る
、

つ
ま
り

「
生

き
た
整

合

性

(
 

)
」
を
実

現
す

る

こ
と

が
で

き
る

の
で
あ

る
。
拍

子

は
、
単

な
る
打
拍

と

し

て

い
わ

ゆ

る
客

観
的

時
間

を
刻

む

も

の
で
あ

る
限

り

で

は
、
何

ら

の
全

体
的

な
整

合
性

や
統

一
性

を
含

む
も

の
で
は
な

い
が
、

現
実

の
時

間

に
お

い
て
演

奏
者

の
生

き
ら

れ
た
持

続



に
統
合

さ

れ

て
は
じ

め

て

「
生

き

た
整
合

性
し

に
変

わ

る

こ
と
が

で
き
、

抽

子
か
ら

テ

ン
ポ

に
な
る

こ
と

が
で
き

る

の
で
あ

る
。

結
局

、
演

奏

に
求

め
ら

れ

る

の
は
、

即
興

の
能
力

、

即
ち
演

奏
者

の
生

に
お

い
て

エ
ラ

ン
と
休

止

の
総
合

を
行

う
能

力

で
あ

る
。

音
楽

作
品

は

最
終

的

に

は
演
奏

と

い
う

演
奏

者

の
生

き
た
持

続

に

お

い
て

し
か
成

立
し

な

い
。

従

っ
て
音

楽
的
演

奏

に

お

い
て

エ
ラ

ン
と
休

症

の
、

と
り

わ
け

　あ
　

休

止
が

、
作

品
を

生

き

る
演
奏

者

の
生

に
形
を

与

え
る
上

で
、

大
き

な
役

割
を

果
た

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

練

習

は
最
後

の
行
為

を
演

奏

に
残

し

て

い
る
ゆ

え
、
決

し

て
演

奏

に

は
な

れ
な

い
。

し

か
し
演
奏

が

不
可
逆

で
予

見

で
き
な

い
持
続

の

一
回
性

に
お

い
て

「生

き

た
整

合
性

し

を
実

現

す
る

に
は
、

練
習

と

い
う
長

い
助

走

が
必
要

な

の
で
あ

る
。

と

い
う

の
も
練

習

に
お

い
て
試

行

さ
れ

る
作

晶

の
多
様

な
可

能

性

は
、
演

奏
者

の
力

の
う

ち

に
統
舎

さ

れ

て
、

即

興
的
演

奏
を

生

み
出

す
素

地
を

与

え
る

か
ら

で
あ

る
。

演

奏
が
芸

術

で
あ

る

の

は
、
無

秩
序

な

生

き
た
持

続

で

は
な

く
、
そ

こ
に
永
遠

の
形
式

が
生

き

ら
れ

て

い
る
か
ら

で
あ

る
。
従

っ
て
生

き
た
整
合

性

は
、
楽

譜

に
書

き

ハガ
ね

こ
濠

れ
な

い

ニ

ュ
ア

ン
ス
を

実

現
す

る
だ

け
で

な
く
、

　
方

で
霞

由

リ
ズ

ム
や
自

発
性

に
形

を
与

え
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
柔

軟

な
厳
格

さ

を
生

み

だ
し

、

「
具
体

的
精

確

さ
」
を

実

現
し

て

い
る

の
で
あ

る
。

生
き

ら
れ

た
整
合

性

は
、
生

き
た
持

続

で
あ

る
と
同
時

に
、
生

き
ら

れ
た
形

式

に
他

な

ら
な

い
。

即

興
的

演
奏

の
自

発

性

は
、

現
実

の
持
続

に
お

い
て
形
式

を
獲

得

し
た
自

発
性

、
即

ち
精
神

の
能

動
性

が
自

ら

の
活

動

に
形
式

を
再

び

見
出

し

(
38
)

(39
V

た
自

発
性

で
あ

る
。

そ

れ

は
ま

た
ヴ

ィ

ル
ト

ゥ
オ
ジ

テ

(
　

)
に
お
け

る

「知

的
自

発
性

(
　
　

で
あ

る
。

ヴ

イ

ル
ト

ゥ
オ

ジ

テ

の
自

発
性

が
、
子
供

の
自

発
性

と
異

な
り

、
自

在
な
動

き

の
中

に
も
厳

格

さ
や
精
確

さ
を

備

え
て

い
る

の
は
、
そ

れ
が
形

式

に
よ

っ

て
生

き
ら

れ
た

自
発

性

で
あ

る

か
ら

に
他
な

ら

な

い
.

エ
ラ

ン
と
休

止

の
結
合

が
、

柔
軟

な
時
間

の
組

織
化

の
基
底

に
存
し

て

い
る

の
で
あ

る
。

　れ
　

ま
た
演
奏
者
の
意
識
が
、
日
常
的
時
間
の
心
理
的
持
続
か
ら
音
楽
的
時
間

へ
上
昇
す
る
「ア
セ
ー
ズ
(
　

)
」
も
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

演
奏
者
の
沼
常
的
で
無
秩
序
な
個
別
的
感
情
の
持
続
か
ら
、
芸
術
的
意
識
へ
高
衷
る
過
程
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
意
識
に
お
け
る
形
式

ハガ
ロ

の
獲
得

、

即

ち

「
時

間
的

図
式

へ
の
変

換
」

で
あ

る
。

心
理

的
持
続

の
受
動
的

で
病

理
的

な
持
続

は
、

そ

の
個
別

的
な
内

容

を
捨
象

し

て
、
記

憶

や
期
待

や
驚

き

と

い

っ
た
純
粋

な

時
間

形
式

に
純
化

さ

れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

普
遍

的
な
音

楽
形

式

と
結
合

す

る
こ

と
が
で

き

る
。

ブ

ル

レ
は
言



う

「
作
品

が
最

も

高

い
力

へ
上

昇
す

る

に
は
、

人
間

の

ア
セ
ー
ズ

な

し
で

は
構
築

さ

れ
得
な

い
。

そ
し

て
練
習

が
表

現

し
て

い
る

の
は
ま

さ

に
ご

　れ
　

の
ア
セ
ー
ズ
で
あ
り
、
心
理
的
な
人
間
に
対
す
る
芸
術
家
の
発
展
的
な
勝
利
で
あ
る
し
。
つ
ま
り
練
習
に
お
け
る
ア
セ
…
ズ
は
、
作
曲
家
で
あ
れ
演

奏
家
で
あ
れ
、
個
々
の
心
理
的
状
態
を
捨
象
し
、
そ
の
純
粋
さ
に
お
い
て
、
意
識
に
形
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
演
奏
者
自
ら
の
内
奥
の
時
間

　　

　も

に
形
を
与
え
る
行
為
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
創
造
者
の
意
識
に
お
い
て
、
芸
術
と
生
が
結
合
す
る
。

練
習
は
、
演
奏
に
最
後
の
行
為
を
残
し
て
い
る
意
味
に
お
い
て
つ
ね
に
未
完
成
で
は
あ
る
。
し
か
し
演
奏
者
の
生
き
た
持
続
に
形
を
与
え
、
演

奏
が
は
か
な
い
一
回
性
と
し
て
消
滅
す
る
こ
と
な
く
、
永
続
的
に
残
る
こ
と
の
で
き
る
芸
術
に
ま
で
高
め
て
い
る
の
は
、
練
習
の
力
が
あ
る
か
ら

こ
そ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
練
習
は
、
永
続
的
に
不
変
の
形
式
の
獲
得
に
お
い
て
、
そ
の
知
的
形
式
を
能
力
(
　

)
へ
変
換
す
る

一
方
で
、
現

実

の
時
間
に
お
い
て
演
奏
者
の
主
観
に
形
式
を
与
え
、
普
遍
的
力
へ
の
変
換
す
る
素
地
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の

で
あ
る
。五

二

つ
の

現
実

性

(
a
c
t
u
a
l
i
t
e
s
　

)

テ
ン
ポ
の
決
定
に
お
い
て
客
観
的
時
間
と
主
観
的
持
続
、
永
遠
と
時
間
が
克
服
さ
れ
、
結
合
し
て
い
る
.
そ
れ
は
ま
た
作
品
と
演
奏
の
完
全
な

一
致
で
も
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
作
品
は
永
遠
に
不
動
で
不
変
の
対
象
と
し
て
非
時
間
的
で
あ
る
が
、
演
奏
は
現
実
の
時
間
に
お
い
て
つ

ね
に
変
化
の
中
に
あ
っ
て
、
演
奏
の
終
了
と
共
に
消
滅
し
て
し
ま
う
は
か
な
い
持
続
で
あ

っ
た
。
し
か
し
現
実
の
不
可
逆
な
持
続
は
、
つ
ね
に
演

奏
を
演
奏
の
た
び
に
更
新
し
、
そ
の
永
続
的
な
現
実
性
を
獲
得
さ
せ
て
い
る
。
実
際
、
演
奏
に
お
い
て
永
遠
的
な
も
の
と
時
間
的
な
も
の
の
結
合

の
仕
方
は
多
様
に
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
生
き
た
音
楽
が
十
全
に
実
現
さ
れ
る
の
は
、
現
実
性
に
お
い
て
作
品
の
永
遠
性
と
演
奏
の
は
か
な
さ

ハゆ
　

と
が
結

合

す

る
と

き
で

あ

る
。

バ
リ
　

時
間
芸
術

に
お
い
て
決
定
的
な
も
の
、
即
ち
確
定
さ
れ
た
も
の
や
不
動
の
も
の
は
何
も
な
い
。
そ
れ
は
音
楽
が
時
間
芸
術
で
あ
る
ゆ
え
の
定
め



　
ゆ
　

で
あ

り
、
ブ

ル

レ
の

い
う

よ
う

に
、
結

局
、
時
間

に
形
を
与

え

か

つ
時

間

そ

の
も

の
の
流

れ
で
あ

る
総
合

的
統

一
の
行
為

(鋤
0
8
)
以

外

に
音

楽

に

お

い
て
決
定

的

な

も

の
は
何

も

な

い
の

で
あ

る
。
演
奏

が
終

わ

れ
ば
作

品

は
可
能

性

に
も
ど

り
、
演

奏
者

の
現
実

態

(20
0
叶Φ
)
は
永
遠

に
お
け

る
可
能

態

(
　

)
に
戻

ら
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。
即

ち
演

奏
者

が
実

現
し

て

い
た
も

の
は
、
作
品

が

は
ら
ん

で

い
た

一
つ
の
可

能
性

で
あ

っ
た

の
だ
。

し

か

し
ま

た

は
か

な

い
持

続

に
よ

っ
て
作
品

は
再

び
受

肉

さ
れ

る
。
音

楽
作

品

は
、

作
品

が
演

奏
者

に

よ

っ
て
生

き

ら
れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
時
間

も

に
お

い
て
実

在

性
を

獲
得

し
、

そ

し

て
作
品

の
完
成

と
と
も

に
永

遠
性

に
回
帰

す

る
。
音

楽
的

演
奏

に

お

い
て
、

作

品
と
演

奏

は

「
相

互

の
創

造

　ま

(
　

)
」
で

「
相
互

交
換

(
　

)
」
の
よ
う

な
も

の
で
あ
り
、

永
遠

と
時

間

の
間
を
自

由

に
行

き
来

し
な

が
ら
、

時

間

の
源
泉

(
　

)
で
あ

る
精
神

の
能

動

的
活
動

へ
回
帰

す

る
構

図

が
浮

き
彫

り

に
さ
れ

る

の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
ブ

ル

レ
に
お

い
て
永

遠
性

は
、
時
間

の
否
定

で
は

な

い
。
む

し
ろ
生

成

や
時
間

を
生

み
出
す

源
泉

と

し

て
与

え

ら
れ

る
。

そ
し

て

作

品

は
、

演

奏

の
具
体

的
持

続

に
お

い
て
豊

か

に
な
り

、
再

び
多
様

な

可
能
性

、

し
か
し
演

奏

以
前

よ
り
豊

か

に
な

っ
た
可
能

性

と
し

て
永
遠

性

に
上
昇

す

る

の
で
あ

る
。
従

っ
て
時

間

の
は

か
な

さ
は
、

「
過

去

か
ら
離

れ

る
道

具
」

で
あ

り
、

演
奏

者
を

以
前

の
演
奏

か

ら
引

き
離
し

、

「行

為

　ね
ね

の
純

粋

さ
」

で
あ

る

「
即
興

の
純

粋

な

エ
ラ

ン
」

へ
回
帰

さ
せ

る

(「8

=
9
)
役

目
を

果
た

し

て

い
る
。

そ
し

て
演

奏
者

か
ら
与

え
返

さ

れ

る
付

加

(
　

)
に
よ

っ
て
永
遠

に
豊

か

に
な

っ
て

い
く
時
間

で
あ

る
。

ど

の
よ
う

な
芸

術
的
創

造

も
過
程

そ

の
も

の

に
お

い
て

「
時
間

的
冒

険
」
で
あ

る

が
、
演
奏

は
演

奏
者

の
現
前

に
よ

っ
て
現
実

の
時

問

の
も

つ
緊
迫

性

に
お

い
て
展

開

さ
れ
る

ゆ
え

、
一
層

予
測

で

き
な

い
。
し

か
し

ス
ト
ラ
ヴ

ィ

　ゆ
　

ン

ス

キ
ー

が

言

っ
た

よ

う

に

「
予

期

せ

ぬ
出

来

事

(
　

)
」

が

あ

る

か

ら

こ

そ
、
意

志

を

越

え

た

創

造

を

生

み

出

す

こ

と

が

で
　お
ソ

き

る

の
だ
。
ゆ
え

に
聴
衆

の
反
応

も
、
演
奏

者

に
予
期

せ

ぬ
出
来

事
を

与

え
る
限

り
、
音

楽
的
創

造

を
豊

か

に
し

て

い
く

こ
と
が

で
き

る

の
で
あ

る
。

〈

結

び

〉

音

楽

に

お
け

る
作

品
と
演

奏

が
、

永
遠

と
時

間

の
間
を
自

由

に
行

き
来

し

つ
つ
、
相

互

に
豊

か
に
な

っ
て

い
く

と

い
う

構
図

に
、
実

は

『音
楽



的

時
間

』

(
一
九

四
九

年
)
と

『
創

造
的
解

釈

』

二

九

五

一
年

)
と

の
関

係
性

を
見
出

す

こ
と

が
で

き
る
。

『
音
楽

的
時

間
』
は
、

日
常

か
ら
純

化

さ

れ
、
永
遠

に
留

ま

っ
て

い
る
理
念

(こ
0
Φ
)
と
し

て

の
「
音
楽

的
時

間
」
を
論

じ

て

い
る
。

一
方
演
奏

は
、
純
粋

な

理
念

と
し

て

の
作

品
を

具
体
化

・

受
肉

す

る
行

為

で
あ

る
。

ゆ

え

に

『
創
造

的
解

釈
』

に
お

い
て

「音

楽

的
時

間
」

は
、
日
常

的
時

間

に
降

り
て

き
て
、

そ

こ
で
響

き
と

い
う
感

性

的

身
体

を
授

か

っ
て

い
る
。
従

っ
て

『創

造
的

解
釈

』

に

お
け
る
音

楽

的
演
奏

論

は
、
実

は

『音

楽
的

時
間

』
を

逆
方
向

か
ら
論

じ
た

、
即

ち
日

常

的
時

間

に
お

い
て
具
体

化

・
受
肉

さ
れ

る

「
音
楽

的
時

間
」

論

に
他

な
ら
な

い
の
で
あ

る
。

「音

楽
的

時
間

」

は
、
永
遠

に
お

い
て
完
成

さ

れ

る

だ

け

で
な
く

、

つ
ね

に
日
常

的

時
間

に
降

り

る

こ
と
が

可
能

で
あ

り
、

ま
た
次

の
新

た
な
創

造

の
た

め

に
活

動

が
回
帰

す

る
場
所

な

の
で
あ

る
。

ブ

ル
レ
は

『
創
造

的
解

釈

』

に
お

い
て
、

演
奏

が
与

え

返
す

「
音
楽

的
時

間
」

を
論

じ

る
こ

と

に
よ

っ
て
、
真

の
意
味

で

『音

楽
的

時
間

』
を

完

成

さ

せ
た

の
で
あ

り

、
ま

た
完

成

さ

せ
る
た

め

に

『
創
造

的
解

釈
』

を
書

か
な
け

れ
ば
な

ら
な

か

っ
た

の
で
あ

る
。

註

(1
)

ハ
ン
ス
リ

ッ
ク

(
　

)
は
、

一
九
五
四
年

に

『音
楽
美
論
』

(渡
辺
護
訳
、
岩
波
文
庫
、

一
九
六
〇
年
)
に
お
い
て

「音

楽
と
は
鳴
り
響
き

つ
つ
動
く
形
式
で
あ
る
」
と

い
う
音
楽
形
式
主
義
を
主
張
し
、
自
律
的
音
楽
美
学

の
確
立

に
寄
与
し
た
。

(2
)
　

、
音
楽

が
思
惟
さ
れ
た
時
間
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
可
知
性
(
　

)
を
有
す
る
と

い
う

こ
と
は
、
空
間

に
お

い
て
並
置
さ
れ
る
対
象
の

認
識

(
　

)
を
意
味

す
る
の
で
は
な
く
、
時
間
に
お
い
て
の
み
実
在
性

(
　

)
を
持

つ
意
識

(
　

)
に
お
い
て
、
能
動
的
な
知
性
が

自
己

に
総
合

の
形
式

を
与
え
る

こ
と
で
あ

る
。

(3
)
　

と

略

す



(5
　

(6
)
時
間
芸
術

に
お

い
て
、
音
楽

の
他

に
ダ
ン
ス
も
活
動
と

一
体
で
あ
る
が
、
し
か
し
ダ

ン
ス
の
身
振
り
(
　

)
は
視
覚
的
空
間
の
関
与
を
免
れ
な

い
点

に
お

い
て
、
音
楽

の
目

に
見
え
な

い
身
振
り
と
は
明
確

に
区
別

さ
れ
る
(
　

)
。
な

お
音
楽

と
ダ

ン
ス
の
身
振
り
に

つ
い

て
は
、
笹
川
隆
司

「
ジ
ゼ

ル
・ブ

ル
レ
江
お
け
る
身
振
り
(σq
①
。・
繕
)
の
概
念

紀
つ
い
て
」
、
東
京
大
学
文
学
部
美
学
芸
術
学
研
究
室
紀
要
、
研
究
5
、
62
-
80

頁
、

一
九
八
六
年
を
参
照
。

(
7
)
　

は

「
演
奏
」
で
あ
る
が
、
構
想

さ
れ
た
も
の
(
　

)
の
実
現
と

い
う
意
味
で
は

「実
行
し
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
か
も

し
れ
な

い
。
(参
考
)
佐
々
木
健

一

『
美
学
辞
典
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
五
年
、
63
頁
。
ま
た
　

も
演
奏
で
あ
り
、
ブ

ル
レ
は
、

解
釈
・
演
奏

に
　

を
、
練
習
に
対
す
る
演
奏

に
は
　

を
胴

い
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な

い
。
こ
れ
ら
の
判
別
基
準
に

つ
い
て
は
、
今
後

の
研
究

の
課
題
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

(
8
)
　

(
9
)
一〇

導

念
》
思
惟
が
言
語
に
お

い
て
し
か
存
在

し
な

い
よ
う

に
、
音
楽
作
贔
も
演
奏

の
行
為

(霧
9
)
に
よ

っ
て
し
か
現
実
態

に
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。

(
10
)
演
奏
と
練
習
に

つ
い
て
は
、
笹
川
隆
司

、
ジ
ゼ

ル
・ブ

ル
レ
の
演
奏
美
学

2
…
即
興
的
演
奏
を
中
心

に
し
て
」
多
摩
芸
術
学
園
紀
要
14
、

脳
-
m
頁
、

一
九

八
八
年
を
参
照
。

(
11
)
　

(
12
)
　

(
13
)
　

(
14
)
　

(
15
)
　

(
16
)
　

(
17
)
　

(
18
)
テ

ン
ポ
は
、
本
来
、
演
奏

の
速
さ
や
遅

さ
を
表
す
速
度
表
示
で
あ

る
。
通
常
作
品

の
冒
頭
に
メ
ト

ロ
ノ
ー
ム
の
数
字
や
ア

レ
グ

ロ
や
ア
ン
ダ

ン
テ
な
ど

の

速
度
標
語

と
し
て
表
さ
れ
る
。
　



(
19
)
　

(20

)
一
　

(21

)

メ

ト

ロ
ノ
ー

ム

(
　

)
一
八

一
六
年

ド

イ

ツ
の

メ

ル

ツ

ェ

ル
が
開

発

し

た
、
速

度

を

正
し

く

示

す
拍

節

器
械

。
ベ

ー
ト

ー

ヴ

ェ
ン
と

ツ

ェ
ル

ニ
ー

が

は
じ

め

て
用

い
た
。

通

常

、

」

11

60

や
♪

"
伽

の

よ
う

に
表
記

さ
れ

る

。

こ

の
場
合

、

1
分

間

に
拍

を

60

回
打

つ
速

さ
を

意
味

し

て

い
る
。

(
22
)
]
　

(
23
)
一
　

(
24
)

実

際
楽

譜

上

で
は

、
自

由

リ
ズ

ム

は
旋

律

と

一
体

と

な

っ
て
楽
譜

上

に
記

さ

れ

て

い
る

が
、
拍

子

は
作

品

の
冒
頭

に

一
小
節

に
刻

む
拍

数

を

与

え

ら

れ
る

だ

け

で
、

楽

譜

に
直

接

記

さ

れ

て

い
な

い
。

(
25
)

演

奏
者

が

い
わ

ゆ
る

「自

分

の

テ

ン
ポ

」
を
実

感

で

き

る
状

態

で
あ

る
。

演

奏
会

で
演

奏

し

た
作

品

が
、

日

常

の
練

習

だ

け

で
終

わ

っ
て
し

ま

う
作

品

と

異

な

る

の

は
、

ま

さ

に
こ

の
段

階

に
達

し

た

か
否

か

と

い
う

こ
と

で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

(
26
)

一
　

(
27
)

一〇

P

ω爲

・

楽

器

と
演

奏

者

の

一
体

化

が

、
メ

ル

ロ
H
ポ

ン
テ

ィ
の
言

葉

に
よ

っ
て
楽

器

に
対

す

る

一
種

の
「普

遍

的
適

合

(
　

)」

と
し

て

示

さ

れ

て

い

る
。
o
　

　
(30
)
　

(31

)
本

来

エ
ラ

ン
は

、
飛

躍

と

い
う

意
味

で
あ

る
。
特

に

ベ

ル
ク

ソ

ン

は
、

エ
ラ

ン
ヴ

ィ
タ

ー

ル

(画
き

≦
け巴
)
を

生

命

の
飛

躍

と

し

て
用

い
た

。

(32

)

下
拍

は
手

足

を

振

り
下

ろ
す

拍

、

上
拍

は
手

足

を
振

り
上

げ

る
拍

で
、

通
常

、

前

者

は
強

拍

、

後
者

は
弱
拍

を

さ
す
。

(
33

)
　

(
34
)
　

(
35
)
　

(
36
)

ブ

ル

レ
は
響

き

の
不

在

で
あ

る

「沈

黙

(
　

)
」
に
お

い

て
最

終

的

に
音

楽
的

時

間

が
完

成

さ

れ

る

と

い
う

が
、

そ

れ

は

エ
ラ

ン
と
休

止

の
総

合

に

お



い
て
、
休

止
の
意
味
が
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

(
37
)
楽
譜

に
書

き
こ
ま
れ
な

い
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し
て
、
表
情
記
号
、
音
の
強
さ
、
フ
レ
ー
ジ

ン
グ
な
ど
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
絶
対
的
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は

な
く
、
作

品
全
体

の
統

一
性

に
基
づ

い
て
与
え
ら
れ
る
相
対
的
強

さ
で
あ
る
。
ま
た
テ
ン
ポ
・
ル
バ
ー
ト
は
時
間
的
顕
現
の
象
徴
で
あ
る
が
、
例
え
ば
協

奏
曲

の
カ
デ

ン
ツ
ァ
に
お

い
て
時
間
的
補
足
が
行
わ
れ
る
が
、
カ
デ

ン
ツ
ァ
全
体
、
ひ

い
て
は
作
品
全
体
の
統

一
性
が
あ

っ
て
は
じ
め

て
可
能

に
な
る
。

(
38
)
ブ

ル
レ
に
お
け
る
ヴ

ィ
ル
ト
ゥ
オ
ジ
テ
は
、
い
わ
ゆ
る
軽
蔑
的
な
意
味

で
の
超
絶
技
巧
で
は
な
く
、
「精
神
的
な
力
や
徳
(<
凶「ε
ω
)」
を
持

っ
た
人
間
で
あ

る
。
　

(
39
)
　

(
40
)
ア

セ
ー
ズ

は
、
語
源
的

に
は
ギ

リ
シ
ア
語

の
訓
練
や
鍛
錬
を
意
味
す
る
　

で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
「
浄
化
」
と
訳
さ
れ
て
き
た
。
確
か

に
浄
化

の
状
態

で
あ
る
が
、
練
習
を
通
し
た
練
習

は
精
神

だ
け
で
な
く
身
体

の
訓
練
で
も
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
来
の
意
味
で
の
苦
行
・
禁
欲

の
意
味
も
含
ま
れ
る

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

(
41
)
　

(
42
)
　

(
43
)
実
際
問
題

と
し
て
演
奏
会

で
味
わ
う
緊
張
感
は
、
練
習
に
お
い
て
獲
得
し
た
形
式
を
身
体
と
精
神

に
刻

み
込
む
こ
と
に
よ

っ
て
し
か
克
服
さ
れ
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
確
実
な
も
の
が
何
も
な

い
本
番

に
お
い
て
、
唯

一
確
信
で
き
る
保
証
の
よ
う
な
も

の
で
あ

る
。

(
44
)
一〇

P

念
o。

(
45
)
例
え
ば
古
典
的
作
品

の
場
合
、
作
品
自
体

の
持

つ
音
楽
構
造
が
優
位
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
で
充
足
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
従

っ
て
演
奏
に
対
す
る
要

求
も
少
な
く
、
楽
譜
に
お
い
て
ニ

ュ
ア
ン
ス
の
指
示
は
控
え
め
で
あ
る
。
反
対
に

ロ
マ
ン
的
作
品
は
、
作
品
の
構
造
よ
り
も
実
際
の
演
奏
に
よ

っ
て
生
き

ら
れ
る
持
続

に
負
う
て

い
る
割
合
が
高

い
の
で
、
楽
譜

に
は
細
か
い
指
示
が
書
か
れ
て
い
る
場
合
が
多

い
。
シ
ョ
パ
ン
が
「
現
実

の
気
持
ち
(
　

　
)
」
で
弾
く

こ
と
を
弟

子
に
示
し
た
逸
話
が
紹
介

さ
れ
て

い
る
。
9
.
8

℃
.お
N

(
46
)
　

(
47
)
　

(48
)
精
神

の
純
粋
な
活
動
と
し
て
の
行
為

(鋤
9
Φ
)
、
と
り
わ
け
形
式
を
与
え
る
行
為

(
　

)
は
、
ブ

ル
レ
の
師
で
あ

る
ル
イ
・
ラ
ヴ

ェ
ル
の

「固
有
な
働



き

(一ゴ
0
8
)
L
と

「
無
限

の
働
き
(一、>
0
8
)
」
を
想
起
さ
せ
る
。
ラ
ヴ

ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
我
々
の

「
固
有
な
働
き
」
は
外
界
や
身
体

の
制
約

に
よ
る
受
動
性

を
免

れ
得
な

い
が
、
し
か
し

「無

限
の
働
き
」
と
し

て
捉
え
る
こ
と
で
、
有
限
な
自
己

の
働
き
を
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
　

　
(参
考
)
当
津
武
彦

「
ル
イ
.
ラ
ヴ

ェ
ル
」
、
澤
潟

久
敬
編

『現
代

フ
ラ
ン
ス
哲
学
』
所
収
、
雄
渾
社
、

一
九
六
八
年
、

鵬
-
捌
頁

(49
)
　

(50
)
　

(51
)
　

(52
)
か

つ
て
演
奏
会
の
た
め
に
弾
き
こ
ん
だ
作
品
を
再
び
演
奏
す
る
と
き
、
時
間

の
経
過
と
と
も

に
技
術
的
細
部

は
す
で
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ

ら
ず
、
他

の
作
品
と
は
違
う
確
か
な
手
応
え
を
感
じ
る
。
し
か
し

一
方
で
以
前
よ
り
乗

り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ハ
ー
ド
ル
が
明
ら
か
に
高
く
な

っ
て

い
る
こ
と
も
実
感
す
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
不
可
逆
な
現
実

の
時
間

に
お
い
て
演
奏
が

つ
ね
に
更
新

さ
れ
る
こ
と
と
同
時

に
、
演
奏
者

の
生
き
た
時
間
的
冒

険

が

一
層
作
品
を
豊

か
に
し
て

い
る
証
し

で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

(本

学
大

学
院

博
士

課
程

・
国

際
社
会

文

化
専
攻

)


