
レ
ガ
ー
ト
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。「
音
を
引
き
出
す

4

4

4

4

こ
と
に
努
め

る
シ
ュ
タ
イ
ベ
ル
ト
や
ド
ゥ
シ
ー
ク
や
ほ
か
の
何
人
か
の
同
時
代
人

と
違
い
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
途
切
れ
た
音
を
投
げ
出
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
四
方
に
霧
を
撒
き
散
ら
し
な
が
ら
溢
れ
出
る
噴
水
の
よ
う

な
効
果
を
出
し
た
。
一
方
で
彼
は
、
旋
律
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
保
持

し
、
両
者
は
好
対
照
を
成
し
て
い
た
」。
ほ
か
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
に
つ

い
て
よ
く
使
わ
れ
る「
歌
う
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
」と
い
う
表
現
を
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
つ
い
て
用
い
る
人
は
い
な
か
っ
た
。
そ
う
表
現
す
る

に
は
彼
の
演
奏
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
過
ぎ
た
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
ま

た
、
ペ
ダ
ル
を
他
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
よ
り
は
る
か
に
多
用
し
た
。
チ
ェ

ル
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、
1
8
0
3
年
に（
ま
だ
聴
力
が
あ
っ
た
と
き
で
演
奏

家
と
し
て
活
躍
中
だ
っ
た
）
ハ
短
調
の
協
奏
曲
の「
緩
徐
楽
章
全
体
を
」

通
し
て
ペ
ダ
ル
を
踏
み
変
え
な
か
っ
た
と
い
う
。
使
用
し
て
い
た
の

が
、
響
き
が
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
う
軽
い
ウ
ィ
ー
ン
式
ピ
ア
ノ
で

あ
っ
た
に
せ
よ
、
や
は
り
こ
の
証
言
に
は
驚
か
ず
に
い
ら
れ
な
い
。

公
開
演
奏
の
ス
ト
レ
ス
の
た
め
に
ピ
ア
ノ
の
イ
ロ
ハ
を
忘
れ
て
足
を

ペ
ダ
ル
に
置
い
た
ま
ま
に
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。
し
か
し
、
ニ
短
調

の
ソ
ナ
タ（
作
品
31
の
2
）の
冒
頭
部
分
に
彼
自
身
が
書
い
た
ペ
ダ
ル
表

示
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
ペ
ダ
ル
を
ふ
ん
だ

ん
に
使
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
チ
ェ
ル
ニ
ー
は
ベ
ー
ト
ー

本
書
で
は
原
書
に
従
っ
て
訳
出
し
た
）。
だ
が
、
と
シ
ン
ド
ラ
ー
は
す
ぐ
に

付
け
足
す
。「
彼
の
手
に
よ
っ
て
奏
で
ら
れ
る
も
の
は
す
べ
て
新
し

い
創
造
の
過
程
を
経
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
素
晴

ら
し
い
効
果
は
、
彼
の
演
奏
に
お
い
て
際
立
っ
た
特
徴
の
一
つ
で
あ

る
、
一
貫
し
た
レ
ガ
ー
ト
奏
法
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
」。

モ
シ
ェ
レ
ス
の
よ
う
な
潔
癖
家
以
外
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
テ
ク

ニ
ッ
ク
上
の
粗
さ
を
と
や
か
く
言
う
者
は
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
し

か
し
彼
の
演
奏
が
正
確
さ
や
明
瞭
さ
に
欠
け
る
こ
と
に
不
満
を
述
べ

た
モ
シ
ェ
レ
ス
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
を
1
8
1
4
年
に
初
め
て

聴
い
た
の
で
あ
る
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
そ
の
頃
に
は
聴
力
を
ほ
と

ん
ど
失
っ
て
い
た
。
難
聴
の
た
め
に
公
開
演
奏
の
場
を
減
ら
さ
ざ
る

を
得
な
く
な
る
1
8
0
5
年
ま
で
の
演
奏
に
つ
い
て
は
証
言
が
多

く
、
彼
の
演
奏
ス
タ
イ
ル
を
か
な
り
正
確
に
再
現
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
若
い
頃
は
十
分
な
演
奏
技
術
を
身
に
つ
け

て
い
た
。
チ
ェ
ル
ニ
ー
は
、彼
が
音
階
や
二
重
ト
リ
ル
、跳
躍
な
ど
は
、

誰
に
も（
フ
ン
メ
ル
に
さ
え
）負
け
な
い
速
さ
で
弾
く
こ
と
が
で
き
た
と

伝
え
て
い
る
。
シ
ン
ド
ラ
ー
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
用
い
る
関
連

の
薄
い
音
程
や
調
性
の
組
み
合
わ
せ
と
、
そ
れ
ら
を
強
調
す
る
特
徴

的
な
リ
ズ
ム
や
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
引
き
立
た
せ
る

て
に
逆
さ
に
置
く
と
、
ば
か
に
し
た
よ
う
に
一
本
指
で
一
つ
の
主
題

を
叩
き
出
し
た
。
そ
し
て
即
興
を
始
め
た
。
怒
り
、
興
奮
し
、
発
奮

し
た
彼
の
演
奏
は
ど
ん
な
で
あ
っ
た
こ
と
か
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が

演
奏
を
終
え
る
前
に
シ
ュ
タ
イ
ベ
ル
ト
は
こ
っ
そ
り
と
部
屋
を
抜
け

出
し
て
い
た
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
と
は
二
度
と
顔
を
合
わ
せ
な
い
よ

う
、
ウ
ィ
ー
ン
で
は
ど
こ
に
現
わ
れ
る
に
も
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
招

か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
条
件
に
し
た
。

新
た
な
効
果
を
生
み
出
し
、
す
べ
て
の
規
範
を
破
り
、
驚
く
ほ
ど

広
い
強
弱
の
幅
を
用
い
、
そ
の
演
奏
が
表
現
に
富
ん
で
い
た
と
い
う

点
に
お
い
て
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
ロ
マ
ン
派
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
に
直

接
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
律
儀
な
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
や
ク
ラ

マ
ー
と
違
い
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
感
じ
る
ま
ま
に
、
音
の
間
違

い
か
ら
何
か
ら
古
典
派
ら
し
く
な
い
演
奏
を
し
た
。
お
そ
ら
く
、
最

も
良
い
と
き
で
さ
え
、
正
確
に
弾
く
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
は
決
し
て
な

か
っ
た
し
、
聴
力
を
失
う
前
で
も
演
奏
が
ひ
ど
く
雑
な
こ
と
が
よ
く

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
は「
作
曲
家
の
よ
う
に
弾
い
た
」。
英
雄

を
崇
拝
し
た
シ
ン
ド
ラ
ー
も
、「
純
粋
に
技
術
的
な
点
で
は
」そ
の
演

奏
は
完
全
に
満
足
の
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
認
め
ざ
る
を
得

な
か
っ
た（
編
注
：
現
在
で
は
シ
ン
ド
ラ
ー
が
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
関
し
て
書
い

た
こ
と
は
、
信
憑
性
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
が
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、

ら
い
を
見
せ
る
方
で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
妻
の
タ
ン
バ
リ
ン
の
音

よ
り
も
声
高
に
自
分
を
吹
聴
し
て
回
っ
て
い
た
。
当
然
シ
ュ
タ
イ
ベ

ル
ト
は
わ
ざ
わ
ざ
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
を
訪
問
し
た
り
し
な
か
っ
た
。

そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
沽
券
に
か
か
わ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
二
人
は

つ
い
に
フ
リ
ー
ス
伯
爵
邸
で
出
会
う
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
新
作
の

変
ロ
長
調
の
三
重
奏
曲
の
ピ
ア
ノ
パ
ー
ト
を
弾
い
た
。
シ
ュ
タ
イ
ベ

ル
ト
は
鷹
揚
な
態
度
で
聴
い
た
あ
と
、
偉
大
な
作
曲
家
が
も
う
一
人

の
偉
大
な
作
曲
家
に
対
す
る
よ
う
に
、「
君
、悪
く
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」

と
い
っ
た
類
の
お
世
辞
を
述
べ
た
。
次
に
シ
ュ
タ
イ
ベ
ル
ト
が
ピ
ア

ノ
の
前
に
座
り
、
自
分
の
曲
を
弾
き
始
め
た
。
当
時
ま
だ
新
し
い
ア

イ
デ
ィ
ア
だ
っ
た
自
慢
の
ト
レ
モ
ロ
を
駆
使
し
て
大
い
に
効
果
を
発

揮
し
た
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
耳
を
傾
け
て
い
た
が
、
自
分
も
ソ
ロ

を
弾
こ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
1
週
間
後
に
二
人
は
再
び
フ
リ
ー
ス

邸
で
会
っ
た
。
今
回
の
た
め
に
シ
ュ
タ
イ
ベ
ル
ト
は
、
ピ
ア
ノ
と
弦

楽
器
の
た
め
の
素
晴
ら
し
い
幻
想
曲
を
用
意
し
て
い
た
。
主
題
は
前

回
聴
い
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
ピ
ア
ノ
三
重
奏
曲
か
ら
と
ら
れ
て
い

た
。シ
ュ
タ
イ
ベ
ル
ト
の
フ
ァ
ン
た
ち
は
狂
喜
し
た
。戦
い
は
始
ま
っ

た
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
力
を
見
せ
る
番
だ
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は

ピ
ア
ノ
に
向
か
っ
て
歩
い
て
行
く
途
中
で
シ
ュ
タ
イ
ベ
ル
ト
が
披
露

し
た
曲
の
チ
ェ
ロ
の
パ
ー
ト
譜
を
掴
み
、
そ
れ
を
ピ
ア
ノ
の
楽
譜
立
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読
者
に
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ
り
、
も
し
シ
ン
ド
ラ
ー
の
書
い
て
い

る
こ
と
が
正
確
で
あ
れ
ば（
そ
う
で
な
い
と
考
え
る
理
由
は
な
い
）、
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
自
身
の
音
楽
に
つ
い
て
の
考
え
と
、
今
日
我
々
が
忠
実

に
弾
い
て
い
る
と
い
う
そ
の
音
楽
へ
の
向
き
合
い
方
と
の
間
に
、
隔

た
り
が
見
え
て
く
る
か
ら
で
あ
る
―
―

「
私
は
こ
こ
で
、
言
葉
で
の
表
現
が
許
す
範
囲
で
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
が
作
品
14
の
二
つ
の
ソ
ナ
タ
を
弾
く
際
に
、
彼
自
身
が
用
い
て
い

た
奏
法
の
ア
イ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
伝
え
て
み
た
い
。
こ
の
二
つ
の
曲

の
彼
に
よ
る
素
晴
ら
し
い
演
奏
は
、
一
種
の
音
楽
的
な
朗
読
で
あ
っ

た
。（
ソ
ナ
タ
を
形
成
す
る
対
照
的
な
）二
つ
の
主
題
は
、
腕
の
よ
い
演
説

者
の
柔
軟
な
声
に
よ
っ
て
朗
唱
さ
れ
る
二
役
の
対
話
の
よ
う
に
、

は
っ
き
り
と
違
っ
た
も
の
に
聞
こ
え
た（
訳
注

：

こ
こ
か
ら
シ
ン
ド
ラ
ー
は

ま
ず
作
品
14
の
2
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
）。

彼
は
冒
頭
の
ア
レ
グ
ロ
を
、
活
気
を
も
っ
て
弾
き
始
め
、
第
6
小
節

目
と
次
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
で
こ
の
活
発
さ
を
緩
め
た（
91
ペ
ー
ジ
譜
例
1
）。

こ
こ
で
は
少
し
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
し
て
、
懇
願
す
る
よ
う
な
動
機
を

そ
っ
と
導
入
し
た
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ（
譜
例
2
）は
、
優
美
に
陰
り
を

つ
け
て
弾
き
、
続
く
小
節（
譜
例
3
）で
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
い
く

つ
か
の
音
の
押
さ
え
方
は
一
種
の
柔
ら
か
い
、
滑
る
よ
う
な
タ
ッ
チ

シ
ェ
ン
ド
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
を
弾
く
と
き
に
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
す
る（
だ
ん

だ
ん
遅
く
す
る
）こ
と
が
あ
り﹇
現
代
の
純
粋
主
義
者
の
主
張
と
は
相
容
れ
な

い
が
﹈、
そ
れ
が
、
美
し
く
非
常
に
印
象
的
な
効
果
を
生
ん
だ
。
特

定
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
の
演
奏
に
は
、
こ
の
上
な
く
素
晴
ら
し
く
誰
に
も

真
似
の
で
き
な
い
表
現
が
満
ち
て
い
た
。
楽
譜
の
中
に
書
か
れ
て
い

な
い
音
符
や
装
飾
音
を
加
え
る
こ
と
は
滅
多
に
な
か
っ
た
。

シ
ン
ド
ラ
ー
は
さ
ら
に
、
自
分
が
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
演
奏
で
聴

い
た
曲
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
完
全
に
自
由
か
つ
柔
軟
で
あ
っ
た
、
と
付

け
加
え
て
い
る
。「
彼
は
テ
ン
ポ
・
ル
バ
ー
ト
が
本
来
意
味
す
る
奏

法
を
、
主
題
や
状
況
に
応
じ
て
用
い
た
。
滑
稽
さ
が
入
る
こ
と
は
決

し
て
な
か
っ
た
」。
シ
ン
ド
ラ
ー
は
こ
の
奏
法
を「
最
も
明
瞭
で
分
か

り
や
す
い
朗
読
」に
例
え
て
い
る
。

シ
ン
ド
ラ
ー
は
、
ホ
長
調
と
ト
長
調
ソ
ナ
タ（
作
品
14
の
1
と
2
）を

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
ど
の
よ
う
に
演
奏
し
た
か
に
つ
い
て
詳
し
い
分

析
を
し
て
い
る
。
シ
ン
ド
ラ
ー
に
よ
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
伝
記
は

手
に
入
り
に
く
い
も
の
で
は
な
い
が
、
今
日
の
多
く
の
ピ
ア
ニ
ス
ト

が
こ
の
重
要
な
分
析
と
そ
れ
が
持
つ
意
味
に
気
付
い
て
い
な
い
よ
う

だ
。
伝
記
の
中
の
こ
の
部
分
は
長
い
が
、
省
略
せ
ず
に
引
用
す
べ
き

内
容
が
多
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
答
え
よ
り
も
、
多
く
の
問
題
を

が
よ
い
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
―
―
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
弟
子
で
あ
っ
た
か
ら
当
然
高
い
評
価
を
得
て
い
た
が
、

レ
ン
ツ
は
彼
を「
木
こ
り
」と
呼
び
、
た
い
て
い
の
専
門
家
が
そ
れ

に
同
意
し
た
―
―
彼
は
訓
練
さ
れ
た
観
察
者
で
あ
っ
た
。
ピ
ア
ノ
に

向
か
う
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
大
変
興
味
を
そ
そ

る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
―
―

概
し
て
彼
は
自
分
の
作
品
を
非
常
に
気
ま
ま
に
演
奏
し
た
が
、
ご

く
稀
に
テ
ン
ポ
を
ア
ッ
チ
ェ
レ
ラ
ン
ド
す
る（
だ
ん
だ
ん
速
め
る
）以
外

は
、
き
っ
ち
り
と
正
確
な
テ
ン
ポ
を
保
っ
た
。
そ
の
一
方
、
ク
レ
ッ

ヴ
ェ
ン
が
、「
作
品
に
指
示
し
て
い
る
よ
り
は
る
か
に
多
く
」ペ
ダ
ル

を
使
っ
た
と
述
べ
て
い
る（
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
シ
ュ
ナ
ー
ベ
ル
が
、
彼
自
身

が
校
訂
し
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
・
ソ
ナ
タ
集
の
序
文
に
、「
古
典
派
の
ピ
ア
ノ
音
楽

に
お
い
て
は
、
色
彩
を
添
え
る
手
段
と
し
て
の
ペ
ダ
ル
は
滅
多
に
使
わ
れ
な
か
っ

た
と
い
う
事
実
…
…
」な
ど
と
書
い
た
の
は
妙
な
こ
と
だ
）。

シ
ン
ド
ラ
ー
に
よ
る
伝
記
で
最
も
興
味
深
い
部
分
の
一
つ
が
、

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
自
分
の
作
品
を
ど
の
よ
う
に
演
奏
し
た
か
を

フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
リ
ー
ス
が
観
察
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
リ
ー

ス
は
1
8
0
1
年
か
ら
1
8
0
4
年
ま
で
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
ピ

ア
ノ
を
師
事
し
、
の
ち
に
ロ
ン
ド
ン
に
落
ち
着
い
た
。
リ
ー
ス
自
身
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１８０１年頃の若きベートーヴェン。この頃は作曲
家としてだけでなくピアニストとしてもよく知られて
いた
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でもこの４年後に手に入れた立派なブロードウッド
のピアノには大喜びした



そ
の
間
、
バ
ス
は
徐
々
に
柔
ら
か
さ
を
増
し
、
這
う
よ
う
な
手
の

動
き
で
演
奏
さ
れ
た
。

続
く
パ
ッ
セ
ー
ジ
を
彼
は
輝
く
よ
う
な
響
き
で
演
奏
し
た
。
こ
の

パ
ッ
セ
ー
ジ
は
デ
ク
レ
ッ
シ
ェ
ン
ド
と
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
で
し
め
く
く

ら
れ
た
。
続
く
フ
レ
ー
ズ（
譜
例
8
）
は
ア
ン
ダ
ン
テ
で
始
ま
り
、
5

小
節
先
か
ら
は
や
や
ア
ッ
チ
ェ
レ
ラ
ン
ド
し
、
音
量
も
増
し
た
。
6

小
節
先
で
は
も
と
の
テ
ン
ポ
に
戻
っ
た
。
楽
章
の
残
り
で
は
、
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
冒
頭
と
同
じ
速
度
を
守
っ
た
。

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
こ
の
楽
章
に
導
入
し
た
テ
ン
ポ
は
様
々
で

あ
っ
た
と
は
い
え
、
す
べ
て
見
事
に
準
備
さ
れ
、
言
っ
て
み
れ
ば
色

彩
が
繊
細
に
混
ざ
り
合
っ
た
演
奏
だ
っ
た
。
彼
が
、
ほ
か
の
作
品
で

は
よ
り
崇
高
で
飛
翔
す
る
よ
う
な
表
情
を
与
え
る
た
め
に
度
々
用
い

た
急
な
変
化
は
、
こ
こ
で
は
全
く
な
か
っ
た
。
こ
の
申
し
分
の
な
い

楽
章
の
精
神
に
完
全
に
入
り
込
め
る
ひ
と
は
、
前
半
を
繰
り
返
さ
な

い
方
が
よ
い
と
感
じ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
省
略
は
差
し
支
え
な
い
し
、

確
実
に
聴
き
手
の
満
足
感
を
強
め
る
は
ず
だ
。
逆
に
、
同
じ
フ
レ
ー

ズ
を
何
度
も
繰
り
返
す
こ
と
は
、
こ
の
満
足
感
を
減
少
さ
せ
て
し
ま

う
恐
れ
が
あ
る（
以
下
略
）。

も
う
一
つ
の
ホ
長
調
の
ソ
ナ
タ（
作
品
14
の
1
）は
、
前
述
の
ソ
ナ
タ

に
主
題
が
似
て
お
り
、
こ
こ
で
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
い
く
つ
か
の

と
相
ま
っ
て
、
非
常
に
生
き
生
き
と
し
た
色
彩
感
を
醸
し
出
し
た
。

聴
き
手
に
は
実
際
に
恋
人
が
生
き
た
姿
と
な
っ
て
目
の
前
に
現
わ
れ
、

強
情
な
愛
人
に
語
り
か
け
る
か
の
よ
う
に
聞
こ
え
た
。
次
の
16
分
音

符（
譜
例
4
）で
は
、
六
つ
の
音
符
の
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ

四
つ
目
に
強
い
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
、
パ
ッ
セ
ー
ジ
全
体
に
嬉
々
と

し
た
表
情
を
与
え
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
く
半
音
階
の
パ
ッ
セ
ー

ジ
で
は
本
来
の
テ
ン
ポ
に
戻
り
、
次
の
フ
レ
ー
ズ（
譜
例
5
）に
至
る

ま
で
そ
の
速
度
を
維
持
し
た
。
こ
こ
は
テ
ン
ポ
・
ア
ン
ダ
ン
テ
ィ
ー

ノ
で
演
奏
し
、
低
音
部
と
上
声
部
の
3
度
の
音
程
を（
譜
例
の
最
後
の

2
小
節
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
）美
し
く
強
調
す
る
こ
と
で
、
二
つ
の
動

機
の
違
い
を
聴
き
手
に
は
っ
き
り
と
示
し
た
。
9
小
節
目（
譜
例
6
）

に
来
る
と
、
バ
ス
を
著
し
く
際
立
た
せ
、
続
く
属
和
音
へ
の
終
止
を

も
と
の
テ
ン
ポ
で
締
め
く
く
り
、
そ
の
テ
ン
ポ
の
ま
ま
前
半﹇
2
重
線

ま
で
の
部
分※

﹈の
終
わ
り
ま
で
行
っ
た
。

後
半
で
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
変
イ
長
調
の
フ
レ
ー
ズ
を
、
先

立
つ
2
小
節
の
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
で
準
備
し
た
。
彼
は
こ
の
変
イ
長
調

の
フ
レ
ー
ズ
を
勢
い
よ
く
ア
タ
ッ
ク
し
、
輝
く
色
彩
を
あ
た
り
に
ち

り
ば
め
た
。
次
の
高
音
域
で
奏
で
ら
れ
る
フ
レ
ー
ズ
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
小
節
の
最
初
の
音
に
強
い
ア
ク
セ
ン
ト
を
付
け
、
記
譜
さ
れ
て
い

る
よ
り
も
長
め
に
弾
い
て
魅
力
的
な
表
情
に
し
た（
譜
例
7
）。

ワイヤー切断魔、手は高々と 9 09 1 第 5章 ※提示部

譜例 1

譜例 2

譜例 3

譜例 4

譜例 5

譜例 6

譜例 7

譜例 8 譜例 9

譜例 10

譜例 11

譜例 12 譜例 13

譜例 14

譜例 15



聴
い
た
と
し
た
ら
、
無
味
乾
燥
で
非
音
楽
的
で
全
く
表
現
に
欠
け
る

と
感
じ
る
だ
ろ
う
。

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
自
ら
の
演
奏
に
お
い
て
は
自
由
だ
っ
た
が
、

弟
子
に
は
、
古
典
派
の
手
本
に
そ
っ
て
訓
練
す
る
よ
う
心
を
砕
い
た
。

私
の
言
う
よ
う
に
し
な
さ
い
、
私
が
す
る
よ
う
に
し
て
は
な
ら
な
い
、

と
。「
手
は
鍵
盤
上
で
指
を
必
要
以
上
に
上
げ
な
く
て
よ
い
よ
う
な

位
置
に
置
き
な
さ
い
。
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
の
み
奏
者
は
音
色
を

『
作
り
出
す
』こ
と
を
学
べ
る
の
だ
」。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
レ
ガ
ー

ト
奏
法
に
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
で
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
に
倣
っ
た
と
言
え
る
。

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
式
の
古
い
奏
法
は「
指
の
踊
り
」と
か「
手
を
や
た
ら

と
動
か
し
て
空
気
を
切
っ
て
い
る
よ
う
だ
」な
ど
と
言
っ
た
。
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
甥
の
カ
ー
ル
だ
け
は
自
分
の
弟
子
に
し
な
か
っ
た
。

カ
ー
ル
の
指
導
は
チ
ェ
ル
ニ
ー
に
任
せ
、
進
歩
を
注
意
深
く
見
守
っ

た
。
そ
し
て
教
え
方
に
つ
い
て
常
に
注
文
を
付
け
た
。
カ
ー
ル
に
は

ま
ず
指
使
い
に
集
中
す
る
よ
う
教
え
る
べ
き
で
あ
る
、
次
に
リ
ズ
ム
、

そ
し
て「
か
な
り
正
確
に
」音
符
を
、
と
。
ま
た
、「
小
さ
な
間
違
い

の
た
め
に
、
弾
い
て
い
る
途
中
で
止
め
て
は
な
ら
な
い
。
曲
を
弾
き

終
え
た
と
こ
ろ
で
注
意
す
る
よ
う
」強
調
し
た
。

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
甥
の
た
め
に
適
当
と
思
わ
れ
る
練
習
曲
を

書
い
て
や
っ
た
り
も
し
た
。
若
い
頃
は
い
つ
も
カ
ー
ル
・
フ
ィ
リ
ッ

曲
は
、
す
べ
て
感
情
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
楽
章
に
お

い
て
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
気
持
ち
の
変
化
に
合
わ
せ
て
テ
ン
ポ
を
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4
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4
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4
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4

4

4
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え
て
弾
い
た

4

4

4

4

4

4
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ど
う
だ
ろ
う
。
シ
ン
ド
ラ
ー
の
書
い
て
い
る
こ
と
を
読
ま
な
く
と

も
推
測
で
き
た
は
ず
の
こ
と
だ
が
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
メ
ト
ロ

ノ
ー
ム
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
た
だ
し
、
今
日
彼
の
よ
う
に
こ
れ
ら

の
ソ
ナ
タ
を
弾
く
こ
と
に
は
一
つ
だ
け
問
題
が
あ
る
。
彼
の
よ
う
に

弾
く
ピ
ア
ニ
ス
ト
は
、
無
能
で
、
ス
タ
イ
ル
に
関
し
て
無
学
で
、
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
演
奏
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
と
笑
わ
れ
、
基
本
の

テ
ン
ポ
を
保
つ
こ
と
も
で
き
な
い
下
手
く
そ
と
し
て
ス
テ
ー
ジ
か
ら

退
場
さ
せ
ら
れ
る
は
ず
だ
。
だ
が
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は「
厳
格
に

速
度
を
守
っ
た
」と
い
う
リ
ー
ス
の
証
言
は
相
対
的
な
も
の
と
し
て

理
解
す
べ
き
だ
。
当
時
と
し
て
は
厳
格
と
さ
れ
た
拍
子
が
、
今
日
の

基
準
で
は
聴
く
に
堪
え
な
い
も
の
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
が
我
々
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、
20

世
紀
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
自
身
の
演
奏
ス
タ
イ
ル
を

知
ら
な
い
の
だ
。
今
日
彼
が
再
び
現
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
演
奏

は
我
々
に
と
っ
て
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
も
の
に
し
か
思
え
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
逆
に
、
彼
が
今
日
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
専
門
家
の
演
奏
を

よ
っ
て
、
無
理
な
想
像
を
せ
ず
と
も
、
曲
の
中
の
対
話
の
意
味
が
理

解
し
や
す
く
な
っ
た
。

第
2
楽
章
の
ア
レ
グ
レ
ッ
ト
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
演
奏
で
は

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ア
レ
グ
ロ
・
フ
リ
オ
ー
ゾ
に
近
く
、次
の
和
音（
こ

れ
を
彼
は
非
常
に
長
く
伸
ば
し
た

：

譜
例
15
）に
た
ど
り
着
く
ま
で
、
同
じ

テ
ン
ポ
を
保
っ
た
。

長
調
の
部
分
で
は
、
テ
ン
ポ
は
そ
れ
ほ
ど
速
く
な
く
、
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
は
そ
れ
を
美
し
く
表
現
豊
か
に
弾
い
た
。
一
音
と
し
て
足
さ

な
か
っ
た
が
、
ほ
か
の
演
奏
家
な
ら
思
い
つ
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

ア
ク
セ
ン
ト
を
い
く
つ
も
の
音
に
つ
け
た
。
ア
ク
セ
ン
ト
と
い
え
ば
、

一
般
に
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
す
べ
て
の
ア
ポ
ッ
ジ
ャ
ト
ゥ
ー
ラ
を
、

短
2
度
の
と
き
に
は
特
に
、
そ
し
て
速
い
パ
ッ
セ
ー
ジ
の
と
き
さ
え
、

か
な
り
強
く
弾
い
た
。
ま
た
、
緩
徐
楽
章
で
は
主
音
へ
の
移
行
が
、

ま
る
で
歌
手
が
歌
う
よ
う
に
繊
細
に
な
さ
れ
た
。

こ
の
同
じ
ソ
ナ
タ
の
ロ
ン
ド
で
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
一
つ
目

と
三
つ
目
の
フ
ェ
ル
マ
ー
タ
の
あ
る
小
節
に
来
る
ま
で
表
示
通
り
の

テ
ン
ポ
を
保
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
小
節
で
は
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
し
た
。

作
品
14
の
二
つ
の
ソ
ナ
タ
、
作
品
2
の
1
の
ソ
ナ
タ（
へ
短
調
）、

作
品
10
の
1
の
ソ
ナ
タ（
ハ
短
調
）、
作
品
13
の《
悲
愴
》ソ
ナ
タ（
ハ
短

調
）、
作
品
27
の
嬰
ハ
短
調
の《
幻
想
曲
風
ソ
ナ
タ
》、
そ
の
ほ
か
数

パ
ッ
セ
ー
ジ
を
ど
の
よ
う
に
弾
い
た
か
に
つ
い
て
の
み
書
く
こ
と
に

留
め
て
お
く
。
第
1
楽
章
ア
レ
グ
ロ
の
7
小
節
目（
譜
例
9
）、
そ
し

て
8
小
節
目
で
は
テ
ン
ポ
を
緩
め
、
よ
り
強
め
に
弾
き
、
五
つ
目
の

8
分
音
符
を
譜
例
に
記
し
た
よ
う
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
付
け
た
。
こ
の

よ
う
に
し
て
彼
は
、
言
葉
で
は
言
い
表
わ
せ
な
い
ほ
ど
の
真
摯
さ
と

威
厳
を
フ
レ
ー
ズ
に
与
え
た
。

9
小
節
目（
譜
例
10
）は
、
始
め
の
テ
ン
ポ
に
戻
り
、
表
情
の
力
強

さ
は
ま
だ
保
た
れ
て
い
た
。
10
小
節
目
で
は
デ
ィ
ミ
ヌ
エ
ン
ド
し
音

を
や
や
長
引
か
せ
た
。
第
11
と
第
12
小
節
は
直
前
の
2
小
節
と
同
じ

よ
う
に
演
奏
さ
れ
た
。

中
心
部
分﹇
第
1
楽
章
の
第
2
主
題
﹈
の
始
ま
り
に
来
る
と（
譜
例
11
）、

対
話
は
感
傷
を
帯
び
た
。
主
な
テ
ン
ポ
は
ア
ン
ダ
ン
テ
だ
っ
た
が
必

ず
し
も
保
持
さ
れ
て
お
ら
ず
、
下
記
の
動
機
が
登
場
す
る
と
き
に
は

毎
回
こ
の
よ
う
に（
譜
例
12
）最
初
の
音
に
わ
ず
か
な
フ
ェ
ル
マ
ー
タ

が
置
か
れ
た
。
次
の
フ
レ
ー
ズ（
譜
例
13
）は
、
喜
び
に
満
ち
た
表
情

で
演
奏
さ
れ
た
。
も
と
の
テ
ン
ポ
通
り
に
続
け
ら
れ
、
前
半
の
終
わ

り
ま
で
速
度
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

後
半
は
、
こ
の
パ
ッ
セ
ー
ジ（
譜
例
14
）か
ら
よ
り
ゆ
っ
た
り
と
し

た
リ
ズ
ム
感
と
よ
り
力
強
い
音
質
が
特
徴
的
だ
っ
た
が
、
さ
ら
に
あ

と
に
は
素
晴
ら
し
く
繊
細
な
ピ
ア
ニ
ッ
シ
モ
に
絞
ら
れ
た
。
そ
れ
に
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