
世
界
史
学
習
に
お
け
る
音
楽
教
材
の

活
用
法
と
そ
の
課
題

―
ョ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
比
較
を
通
じ
て
―

厚
木
高
校
　
　
大

久

保

　

敏
　
　
朗

一
　
は
じ
め
に

音
楽
教
材
や
視
覚
教
材
の
活
用
は
、
そ
の
方
法
に
よ

っ
て
は
生
徒
た
ち
の
授

業
に
対
す
る
興
味

・
関
心
を
持
た
せ
る
の
に
有
効
な
手
段
と
な
り
う
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
板
書
さ
れ
た
歴
史
的
事
項
を
ノ
ー
ト
や
プ
リ
ン
ト
に
書
き
写
す
と

い
っ
た
と
も
す
れ
ば
受
動
的
と
な
り
や
す
い
作
業
と
は
違

っ
て
、
視
覚
や
聴
覚

を
駆
使
し
て
能
動
的
に
考
え
る
瞬
間
を
そ
の
場
に
作
る
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に

音
楽
教
材
に
つ
い
て
は
、
生
徒
と
教
師
と
の
間
に
あ
る
距
離
を

一
瞬
に
し
て
縮

め
、
授
業
の
雰
囲
気
を
変
え
る
効
果
も
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
三
年
前
に
第

一

次
世
界
大
戦
後
の
西
ア
ジ
ア
に
関
す
る
授
業
で
、　
一
九

一
〇
年
代
前
後
に
録
音

さ
れ
た
ト
ル
コ
の
古
典
音
楽
奏
者
た
ち
が
演
奏
す
る

「
ロ
ン
ガ

（一８
智
）
」
と

い
う
曲
を
生
徒
に
聴
か
せ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
旋
律
は
当
時
国
内
で
は
や

つ

て
い
た
女
子
十
二
楽
坊
の

「奇
跡
」
と
い
う
曲
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が

わ
か
る
と
、　
一
瞬
に
し
て
生
徒
た
ち
の
表
情
が
生
き
生
き
と
な

っ
た
の
を
今
で

も
記
憶
し
て
い
る
。
音
楽
が
も
た
ら
す
効
果
が
授
業
の
雰
囲
気
を
劇
的
に
変
え

た
こ
と
を
実
感
し
た
瞬
間
で
あ

っ
た
。
音
楽
教
材
は
そ
の
使
い
方
に
よ

っ
て
は

い
ろ
い
ろ
な
効
果
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
ｃ

一
九
八
〇
年
代
以
降
の
研
究
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
、
世
界
史
授
業
に
お
け

る
音
楽
教
材
の
活
用
に
つ
い
て
は
た
び
た
び
実
践
報
告
が
出
さ
れ
て
い
る
。
山

本
敬
久
が
雑
誌

『歴
史
と
地
理
』
四
〇
八
号

（
一
九
八
九
年
八
月
、
山
川
出
版

社
）
で
ョ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
音
楽
か
ら
バ
ロ
ツ
ク
音
楽
ま
で
を
文
化
史
の
学
習
で

ど
う
扱
う
か
に
つ
い
て
の
視
点
で
の
実
践
報
告
を
し
て
お
り
、
今
林
常
美
は
、

同
四
六
八
号

（
一
九
九
四
年
八
月
）
で
授
業
活
用
の
し
か
た
に
関
す
る
三
つ
の

類
型
と
使
用
可
能
な
音
楽
教
材
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
鳥
塚
義
和
が
、
民
族
音

楽

・
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
音
楽
も
視
野
に
入
れ
た
音
楽
教
材
の
活
用
の
実
践
例
を
同
四

八
九
号

（
一
九
九
六
年
五
月
）
で
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
雑
誌

『地
理
歴
史
教

育
』
の

「特
集
／
音
楽
で
学
ぶ
日
本

・
世
界
」
で
は
浜

（濱
）
田
滋
郎
が
ク
ラ

シ
ッ
ク
音
楽
に
関
し
て
、
江
波
戸
昭
が
民
族
音
楽
に
関
し
て
、
難
波
達
興
が
ア

メ
リ
カ
民
謡
に
関
し
て
、
世
界
史
学
習
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
活
用
で
き
る
か

に
つ
い
て
の
そ
の
例
を
紹
介
し
て
い
る
。
特
に
浜
田
滋
郎
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽

の
歴
史
教
育
に
お
け
る
活
用
だ
け
を
言
及
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
民
族
音
楽

や
大
衆
音
楽
の
活
用
に
も
触
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
音
楽
が

「
一
般
社
会
の
生

活
と
よ
り
密
接
に
結
び
つ
い
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
歴
史
教
育
の

場
に
活
用
す
る
段
に
も
、
い
つ
そ
う
適
切
さ
が
増
す
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
ま

た
渡
辺
修
司
は
近
現
代
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
作
品
を
中
心
に
世
界
史
授
業
に

ど
う
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
宮
腰

一

は
視
聴
覚
教
材
の
活
用
例
と
し
て
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
以
外
に
ポ
ピ

ユ
ラ
ー
音
楽

の
授
業
で
の
活
用
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
音
楽
教
材
に
関
す
る
従
来
の
研
究
を
み
る
と
、
そ
の
研
究
は
ク

ラ
シ
ッ
ク
音
楽

。
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
音
楽
に
つ
い
て
は
欧
米
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多

い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
ジ
ア
の
音
楽
教
材
に
つ
い
て
は
鳥
塚
義

和
が
触
れ
て
い
る
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。
世
界
史
学
習
に
お
い
て
ア
ジ
ア
に
関

す
る
記
述
の
占
め
る
割
合
が
多

い
に
も
関
わ
ら
ず
、
音
楽
教
材
の
活
用
に
関
す

る
十
分
な
研
究
は
、
さ
れ
尽
く
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う

な
研
究
の
多
く
は
あ
く
ま
で
も
使
え
る
曲
の
整
理
だ
け
に
と
ど
ま
り
、
具
体
的
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に
授
業
展
開
の
中
で
ど
の
よ
う
に
活
用
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
十
分
に
言
及
し

て
い
る
も
の
は
少
な
い
。
こ
れ
で
は
、
音
楽
教
材
の
活
用
が
、
生
徒
に
た
だ
興

味

。
関
心
を
持
た
せ
る
た
め
の
、
授
業
の
導
入
と
し
て
使
う
も
の
ば
か
り
に

な

っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
、
今
回
こ
の
テ
ー
マ
を
扱
う
上
で
、
私
は
次
の
三
つ
の
問
題
意
識
を

も

っ
て
そ
の
検
討
に
の
ぞ
み
た
い
。
ま
ず

一
つ
に
、
現
状
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
ア
ジ
ア
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
歴
史
学
習
に
お

い
て
共
通
に
あ
る
問
題
と
し

て
、
音
楽
教
材
の
活
用
を
困
難
に
さ
せ
る
も
の
は
何
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
中
で
も
特
に
ア
ジ
ア
学
習
に
関
す
る
音
楽
教
材
の
研
究
が
少
な
い
の
は
な
ぜ

な
の
か
、
ま
た
そ
れ
を
困
難
に
さ
せ
て
し、
る
要
因
は
何
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

次
に
両
地
域
の
文
化
を
理
解
さ
せ
る
上
で
授
業
の
中
で
活
用
で
き
る
音
楽
教
材

は
な
い
の
か
、
そ
し
て
授
業
に
活
用
で
き
る
場
面
は
ど
こ
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
最
後
に
は
、
両
地
域
の
歴
史
を
理
解
さ
せ
る
上
で
活
用
で
き
る
音
楽
教
材

は
何
が
あ
り
、
授
業
展
開
上
ど
の
よ
う
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
今
回
の
発
表
で
は
、
こ
の
三
つ
の
問
題
意
識
を
も
と
に
音
楽
教
材
の

活
用
に
つ
い
て
、
高
校
現
場
に
お
け
る
教
育
実
践
を
踏
ま
え
、
そ
の
可
能
性
と

課
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

二
　
音
楽
教
材
を
授
業
で
活
用
す
る
際
の
基
準

地
理
教
育
に
お
い
て
も
音
楽
教
材
は
対
象
と
す
る
地
域
の
イ
メ
ー
ジ
を

つ
か

ま
せ
る
上
で
活
用
で
き
る

一
つ
の
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
イ

ギ
リ
ス
の
地
理
教
員
に
向
け
て
書
か
れ
た
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド

・
ラ
ン
バ
ー
ド
と

デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド

・
バ
ル
バ
ー
ス
ト
ン
の
共
著
に
よ
る
本
の
中
で
は
、
音
楽
を
流

す
こ
と
に
よ

つ
て
、
「
場
所
の
感
覚

（∽
８
∽
ｏ
ｏ
い
ｏ
ｒ
８
）
」
を
呼
び
起
こ
し
、

イ
メ
ー
ジ
を

つ
く
る
上
で
は
、
効
果
的
で
あ
る
と

い
っ
て
い
る
。
ま
た
、
音
楽

教
材
の
み
な
ら
ず
音
教
材

（サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
）
を
使

っ
た
研
究
に
つ
い
て

も
山
口
幸
男

。
清
水
幸
男

・
寺
尾
隆
雄

・
八
田
二
三

一
・
西
木
敏
夫
に
よ
つ
て

書
か
れ
た

「
地
理
教
育
と
音
教
材
」
の
中
で
そ
の
可
能
性
が
追
求
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
音
教
材
に
つ
い
て
も
そ
の
活
用
の
可
能
性
を
世
界
史
教
育
の
中
で
考
え

る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
音
教
材
に
つ
い
て
は
除
き
、

音
楽
教
材
に
関
し
て
の
み
扱
う
こ
と
に
す
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
音
楽
教
材
を
授

業
で
活
用
す
る
際
に
、
自
ら
設
け
て
い
る
基
準
に
関
し
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

第

一
に
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
史
で
は
、
時
代
を
反
映
す
る
同
時
代
的
な
も
の
を
基

本
と
し
て
使
い
、
扱
う
歴
史
的
事
件

。
人
物
と
そ
れ
に
関
す
る
音
楽
が
作
曲
さ

れ
た
年
代
に
開
き
が
あ
る
場
合
は
使
用
を
避
け
て
い
る
。
第
二
に
、
音
楽
を
授

業
で
流
す
場
合

の
時
間
の
基
本
は

一
～
三
分
程
度
に
し
て
い
る
。
第
三
に
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
地
域
に
つ
い
て
は
同
時
代
的
な
音
楽
が
少
な
い
た
め
、
民

族
音
楽
で
、
授
業
で
扱
う
地
域
の
音
楽
の
特
徴
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
を

使

っ
て
い
る
。
第
四
に
、
教
材
と
し
て
使

っ
た
音
楽
そ
の
も
の
の
音
楽
史
上
で

の
位
置
付
け
や
そ
の
音
楽
の
特
徴
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
生
徒
に
対
し
て
必
要

と
思
わ
れ
る
場
合
で
も
簡
潔
に
説
明
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
最
後
に
、
な
る

べ
く
歌
を
教
材
と
し
て
使
い
、
歌
詞
カ
ー
ド
に
原
語
と
対
訳
が
つ
い
て
い
る
場

合
、
そ
れ
を
プ
リ
ン
ト
と
し
て
配
布
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
基
準
を
設
け
る
か
と
い
う
と
、
ま
ず
生
徒
が
音
楽
を
聴
く

こ
と
に
集
中
で
き
る
時
間
が
短

い
た
め
、
器
楽
曲
の
場
合
は
長
い
時
間
を
流
す

こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
導
入
や
展
開
時
に
音
楽
教
材

を
使
う
場
合
は
、
音
楽
教
材
の
選
定
を
誤
る
と
そ
の
後
の
授
業
の
流
れ
そ
の
も

の
に
悪
い
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
危
険
性
が
あ
る
。
な
お
、
歌
詞
が
な
い
音

楽
の
場
合
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
地
域
や
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
作
り
を
さ
せ
る
の
が

目
的
の
た
め
、
実
際
の
授
業
で
は
授
業
プ
リ
ン
ト
配
布
の
際
に
流
す
場
合
が
多
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い三
　
歴
史
学
習
で
音
楽
教
材
の
活
用
の
現
状
と
活
用
を
困
難
と
さ
せ
る
要
因

も

っ
と
も
理
想
的
な
音
楽
教
材
は
歌
詞
を
伴

っ
た
曲
で
、
そ
の
歌
詞
を
使

っ

た
授
業
展
開
が
可
能
な
教
材
で
あ
る
。
山
口
修
は

「歌
の
中
の
植
民
地
」
の
中

で
、
「歌
は
文
化
を
、
歴
史
を
、
そ
し
て
人
々
の
心
を
映
し
出
す
鏡
で
あ
る
」

と
言

っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
世
界
史
学
習
で
歌
詞
の
つ
い
た
曲
を
使
う
こ
と

は
、
あ
る
国
の
歴
史
や
文
化
を
理
解
す
る
上
で
有
効
な
手
段
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
日
頃
か
ら
私
も
な
る
べ
く
声
楽
を
伴

っ
た
音
楽
を
使
う
こ
と
に
つ
と
め
、

実
際

一
三
〇
曲
近
く
の
中
、
半
分
は
声
楽
を
伴

っ
た
音
楽
を
使

っ
て
い
る
。
そ

の
音
楽
の
演
奏
に
関
し
て
は
、
楽
譜
の
解
読
な
ど
に
よ
り
再
現
さ
れ
て
い
る
も

の
も
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
た

（朗
読
も
含
む
）
か
に
つ
い
て
は
、

そ
の
演
奏
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問

題
を
深
く
考
え
て
も
不
毛
な
論
議
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
メ
ロ
デ
ィ

が
再
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
意
味
を
持
た
せ
る
の
で
は
な
く
、
歌
詞
そ
の
も
の

を
使
い
、
そ
の
内
容
か
ら
当
時
の
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
こ
と
の
方
が
重
要

で
あ
る
。
こ
の
具
体
的
な
活
用
例
に
つ
い
て
は
あ
と
で
述
べ
た
い
。

特
に
古
代
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
た

（朗
読
も
含
む
）
か

に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
再
現
不
可
能
な
た
め
、
関
連
す
る
詩
な
ど
を
使

っ
て

二
〇
世
紀
に
作
曲
さ
れ
た
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
現
代
曲
を
活
用
す
る
場
合
が
多

い
。
例
え
ば
、
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
関
し
て
は
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ー
の

「ギ
ル
ガ

メ
ッ
シ
ュ
叙
事
詩
」
と
い
う
合
唱
作
品
を
使
い
、
ギ
ル
ガ
メ
ッ
シ
ュ
と
い
う
伝

説
上
の
人
物
を
題
材
に
し
た
ギ
ル
ガ
メ
ッ
シ
ュ
叙
事
詩
の
内
容
に
触
れ
、
洪
水

伝
説
に
つ
い
て
も
と
り
あ
げ
る
と
い
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
古
代
イ
ン
ド
は
グ
ス

タ
フ

・
ホ
ル
ス
ト
の

「
リ
グ
＝
ヴ

ェ
ー
ダ
の
賛
歌
」
や

「サ
ヴ
ィ
ト
リ
」
、
「雲

の
使
者
」
な
ど
の
合
唱
曲
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
、
リ
グ
＝
ヴ
ェ
ー

ダ
、
叙
事
詩
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
、
カ
ー
リ
ダ
ー
サ
の
劇
作
品
を
題
材
に
扱

っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
は
古
代
イ
ン
ド
の
文
化
の
学
習
の
時
に
活
用
で

き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
音
楽
教
材
の
活
用
に
よ

っ
て
、
再
現
さ
れ
た
音
楽

の
少
な
い
古
代
に
関
し
て
も
あ
る
程
度
カ
バ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
古
代
の
歴
史
に
関
連
す
る
音
楽
教
材
に
つ
い
て
は
な
か
な
か
み
あ

た
ら
な
い
。

私
が
授
業
の
中
で
今
ま
で
使
用
し
た
音
楽
教
材
は
約

一
三
〇
曲
以
上
あ
る

が
、
古
代
に
関
し
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

・
ア
ジ
ア
あ
わ
せ
て
音
楽
教
材
に
使

っ
て

い
る
も
の
は
、
二
〇
曲
し
か
な
い
。
た
だ
、
幸
い
な
こ
と
に
両
地
域
に
お
け
る

使
用
教
材
の
バ
ラ
ン
ス
と
し
て
考
え
た
場
合
は
、
比
較
的
バ
ラ
ン
ス
は
と
れ
、

曲
数
の
差
は
少
な
く
、
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
世
か
ら
現
代

ま
で
の
中
で
は
両
地
域
の
使
用
す
る
曲
の
差
は
大
き
く
、　
一
一
四
曲
中
ヨ
ー
ロ
ツ

パ
は
八
五
曲
に
対
し
、
ア
ジ
ア
は

一
六
曲
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
市

販
さ
れ
て
い
る
世
界
史
の
音
楽
教
材
に
関
し
て
も
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。

こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
中
世
か
ら
現
代
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
学
習
で

使
う
音
楽

（主
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
）
に
対
抗
し
う
る
音
楽

（主
に
民
族
音
楽
）

の
教
材
を
、
ア
ジ
ア
史
の
学
習
で
探
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題

は
い
い
教
材
を
授
業
で
使
う
と

い
う
教
師
側
の
選
択
の
幅
を
狭
め
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
な
ぜ
ア
ジ
ア
史
の
学
習
で
使
う
音
楽
の
中
に
、
な
ぜ

い
い
教
材
が
な
い
と
い
う
疑
間
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
比
較
で
考
え

る
と
次
の
こ
と
が
い
え
る
。
ま
ず

一
つ
は
使
う
音
楽
で
時
代
性
を
表
す
も
の
が

少
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
民
族
音
楽
の
場
合
、
歴
史
的
な
事
件
を

扱

っ
た
も
の
は
少
な
い
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
学
習
に
み
ら
れ
る

（例
え
ば

百
年
戦
争
や
十
字
軍
な
ど
の
）
歴
史
的
事
件
に
触
れ
た
曲
の
歌
詞
を
活
用
し
、
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授
業
を
展
開
す
る
よ
う
な
方
法
は
取
り
に
く
い
。
近
現
代
で
は
語
り
継
が
れ
て

い
る
民
謡
や
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
音
楽
の
中
に
、
歴
史
的
事
件
に
関
す
る
歌
な
ど
が
あ

る
場
合
も
あ
る
が
、
膨
大
な
作
品
の
中
で
こ
れ
に
該
当
す
る
曲
を
見
つ
け
出
す

こ
と
は
難
し
く
、
情
報
を
手
に
入
れ
た
と
し
て
も
そ
の
音
楽
Ｃ
Ｄ
な
ど
を
手
に

入
れ
る
こ
と
は
不
可
能
な
場
合
も
多

い
。
こ
こ
で
決
定
的
な
障
壁
と
な

っ
て
い

る
の
は
こ
と
ば
で
あ
る
。
民
族
音
楽
で
は
歌
詞
の
つ
い
て
な
い
も
の
が
多
く
、

大
意
だ
け
で
は
扱

い
に
く
い
。
た
だ
流
す
だ
け
で
は
教
材
化
と
し
て
限
界
が
あ

る
。
第
二
に
民
族
音
楽
の
場
合
は
そ
の
作
品
が
い
つ
成
立
し
た
の
か
と
い
う
情

報
も
少
な
く
、
ま
た
伝
統
的
な
音
楽
の
伝
授
の
方
法
が
ョ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
違

い
、

楽
譜
を
伴
わ
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
時
代
の
中
で
曲
そ
の
も
の
が
変

化
し
て
い
く
可
能
性
も
高
く
、
あ
る
時
代
の
社
会

・
文
化
を
反
映
し
た
も
の
と

は
な
ら
な
い
こ
と
が
多

い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ア
ジ
ア
に
関
連
す
る
音
楽
教
材
は
、
あ
く
ま
で
も
現
代

に
残
る
そ
の
地
域
の
社
会

・
文
化
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
た
め
の
も
の
に
と
ど

ま

っ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。
歴
史
授
業
の
展
開
の
中
で
生
徒
に
考
え
さ
せ
る

教
材
が
、
現
状
と
し
て
は
な
か
な
か
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

四
　
文
化
を
理
解
す
る
上
で
活
用
で
き
る
音
楽
教
材
と
展
開
方
法

文
化
を
理
解
す
る
上
で
活
用
で
き
る
音
楽
教
材
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴

史
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
こ
こ
で
は
古
代
ギ
リ
シ
ア

・
ロ
ー
マ
の
と
こ
ろ
で

は
カ
ー
ル

・
オ
ル
フ
の
作
品
を
あ
げ
て
お
き
た

い
。
彼
の
作
品
は
現
代
曲
で
、

古
代
ギ
リ
シ
ア

・
ロ
ー
マ
に
あ

っ
た
音
楽
を
再
現
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
彼

が
作
品
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使

っ
て
い
る
詩
の
方
を
重
要
し
た
い
。
「
ア
フ
ロ

デ
ィ
ー
テ
の
勝
利
」
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
女
流
詩
人
サ
ッ
フ
オ
ー
の
詩
の
断
片
な

ど
が
使
わ
れ
て
い
る
。
文
化
史
学
習
で
、
人
名
と
作
品
名
を
結
び
つ
け
て
覚
え

さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
そ
の
作
品
に
直
接
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

授
業
で
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
代
表
的
な
詩
人
を
ふ
れ
る
場
面
で
活
用
す
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
古
代

ロ
ー
マ
で
は

「
カ
ト
ゥ
リ

・
カ
ル
ミ
ナ
」
を
使

う
こ
と
が
で
き
る
。
サ
ッ
フ
オ
ー
の
影
響
を
受
け
た
叙
情
詩
人
カ
ト
ゥ
リ
は
ク

ロ
ー
デ
ィ
ア
に
恋
し
、
結
局
は
失
恋
す
る
。
こ
の
詩
か
ら
古
代
の
人
々
の
心
性

に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
彼
の
父
が
カ
エ
サ
ル
に
気
に
入
ら
れ
た
人

物
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
カ
エ
サ
ル
の
時
代
の
説
明
の
と
こ
ろ
で
、
当
時
の
貴

族
の
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
活
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。

次
に

一
四
世
紀
の
時
代
の
イ
タ
リ
ア
音
楽
を
あ
げ
た
い
。
イ
タ
リ
ア

・
ル
ネ

サ
ン
ス
の
授
業
で
は
、
「
サ
ン
タ
レ
ツ
ロ
第
四
番
」
と
い
う
器
楽
曲
を
使
う
こ

と
が
あ
る
。
こ
の
曲
は
、　
一
四
世
紀
イ
タ
リ
ア
で
流
行
し
た
曲
で
あ
る
。
こ
の

曲
は
授
業
の
導
入
と
し
て
時
代
説
明
を
す
る
前
に
活
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
し
、
授
業
の
途
中
で

一
通
リ
ル
ネ
サ
ン
ス
に
関
係
す
る
人
名
と
業
績
を
整
理

す
る
間
も
し
く
は

一
通
り
整
理
し
た
あ
と
で
、
具
体
的
な
例
と
し
て
ペ
ト
ラ
ル

カ
や
ボ
ッ
カ
チ
オ
の
人
物
と
作
品
に
つ
い
て
ふ
れ
、
当
時
の
状
況

（ペ
ス
ト
の

流
行
な
ど
）
を
含
め
て
説
明
す
る
時
に
流
す
の
も
効
果
的
で
あ
る
。
こ
の
曲
な

ど
を
流
す
こ
と
に
よ
る
ね
ら
い
は
、
生
徒
が
こ
の
時
代
の
音
楽
に
興
味
を
示
す

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
上
に
こ
の
時
代
が
ど
の
よ
う
な
時
代
で
あ

っ
た
か
に
つ

い
て
関
心
を
移
す
こ
と
が
で
き
る
か
に
あ
る
だ
ろ
う
。

次
に
あ
げ
る
の
が
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ニ
世
の
フ
ル
ー
ト
協
奏
曲
で
あ
る
。
啓

蒙
専
制
君
主
と
し
て
活
躍
し
た
彼
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
、
彼
が
音
楽
を
愛

好
し
て
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
資
料
集
で
は
彼
が
フ
ル
ー
ト
を
吹

い
て

い
る
絵
画
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
授
業
の
中
で
は
フ
ル
ー
ト
協
奏
曲
第
二
番
第

一

楽
章
の
導
入
部
を
流
し
、
彼
が
愛
好
し
て
い
た
楽
器
は
何
で
あ

っ
た
か
と
い
う
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こ
と
を
ク
イ
ズ
形
式
に
し
な
が
ら
考
え
さ
せ
、
人
物
に
関
す
る
興
味

・
関
心
を

持
た
せ
る
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
の
ね
ら
い
は

啓
蒙
専
制
君
主
と
い
う
も
の
が
持

っ
て
い
た
政
治
家
と
し
て
の
側
面
以
外
の
部

分
で
あ
る
。
他
の
地
域
の
啓
蒙
専
制
君
主
に
も
共
通
す
る
部
分
は
何
か
を
理
解

さ
せ
る
た
め
の
き

っ
か
け
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
教
材
を
使
う
こ
と
も
可
能
で

あ
る
と
考
え
る
。

ア
ジ
ア
に
関
し
て
は
音
楽
教
材
の

一
定
の
限
界
を
感
じ
つ
つ
も
、
そ
の
中
で

利
用
で
き
る
教
材
は
何
か
を
考
え
る
と
、
そ
の

一
つ
に
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る

バ
リ
島
の
民
族
音
楽
ケ
チ
ャ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ケ
チ
ャ
に
つ
い
て
は
Ｃ
Ｄ
が
数

多
く
あ
る
の
で
手
に
入
れ
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
こ
こ
で
生
徒
に
理

解
さ
せ
る
の
は
東
南
ア
ジ
ア
の
島
嶼
部
に
お
け
る
イ
ン
ド
文
化
の
影
響
を
い
う

点
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
音
楽
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

音
楽
を
使

っ
て
演
じ
よ
う
と
す
る

「
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
」
の
世
界
で
あ
る
。
イ
ン

ド
で
生
ま
れ
た
叙
事
詩

「
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
」
が
東
南
ア
ジ
ア
の
島
嶼
部
で
演
じ

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
地
域
の
文
化
的
土
壌
の
歴
史
的
な
形
成
過
程
と
の

関
連
が
み
ら
れ
る
。
授
業
展
開
の
中
で
、
こ
の
地
域
が
イ
ン
ド
文
化
を
受
容
し

た
歴
史
的
過
程
を
説
明
す
る
時
に
、
生
徒
に
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
せ
る
に
は
適
切

な
教
材
で
あ
る
。
こ
の
時
ケ
チ
ャ
の
様
子
を
伝
え
る
映
像
な
ど
が
あ
る
と
さ
ら

に
効
果
的
で
あ
ろ
う
。
東
南
ア
ジ
ア
地
域
の
全
体
の
文
化
的
特
徴
を
学
習
す
る

授
業
の
導
入
と
し
て
、
音
楽
教
材
を
使

っ
て
生
徒
に
興
味

・
関
心
を
持
た
せ
る

方
法
と
し
て
効
果
的
で
あ
ろ
う
。
も
し
く
は
文
化
的
土
壌
の
歴
史
的
形
成
を
王

朝
の
変
遷
の
中
で
み
る
時
の
イ
ン
ド

・
ヒ
ン
ド
ウ
ー
文
化
の
受
容
の
と
こ
ろ
か

全
部
を
整
理
し
ま
と
め
の
段
階
で
、
文
化
的
特
徴
を
復
習
す
る
際
に
使
う
の
が

効
果
的
で
あ
ろ
う
。

も
う

一
つ
例
を
あ
げ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
成
立
も
し
く
は
発
展
の
授
業
で
、

馬
頭
琴
の
伴
奏
に
よ

っ
て
歌
わ
れ
る
曲
を
流
す
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場

合
、
モ
ン
ゴ
ル
草
原
の
写
真
や
映
像
を
あ
わ
せ
て
使
う
こ
と
が
よ
り
効
果
的
で

あ
ろ
う
。
導
入
と
し
て
音
楽
を
流
し
、
モ
ン
ゴ
ル
の
風
土
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
た

せ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
よ
う
な
草
原
地
帯
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
に
よ
る
征
服
が

始
ま
り
、
巨
大
な
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
形
成

へ
と
至

っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
生
徒
に

問
い
か
け
、
興
味

。
関
心
を
持
た
せ
る
方
法
が
授
業
展
開
上
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
地
域
に
お
け
る
帝
国
の
拡
大

へ
と
授
業
が
展

開
す
る
前
に
こ
の
音
楽
を
流
し
、
モ
ン
ゴ
ル
支
配
が
他
地
域
に
及
ぼ
し
た
文
化

的
な
影
響
な
ど
に
も
触
れ
、
モ
ン
ゴ
ル
の
中
国
支
配
に
ま
で
話
を
す
す
め
て
い

く
場
合
に
も
、
活
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

五
　
歴
史
を
理
解
す
る
上
で
活
用
で
き
る
音
楽
教
材
と
展
開
方
法

歴
史
を
理
解
す
る
上
で
使
用
で
き
る
音
楽
教
材
に
つ
い
て
は
、
古
代
史
で
は

授
業
の
展
開
の
中
で
、
出

エ
ジ
プ
ト
と
い
う
歴
史
的
事
件
の
と
こ
ろ
で
、
「
旧

約
聖
書
の
音
楽
」
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
の

「旧
約
聖
書
の
音
楽
」
は
あ
く
ま

で
も
学
者
が
楽
譜
を
解
読
し
、
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
実
際
に
音
楽
と

し
て
そ
の
と
お
り
で
あ

っ
た
か
に
つ
い
て
は
慎
重
に
扱
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
旧
約
聖
書
が
コ
ー
レ
ヘ
ー
ト
た
ち
に
よ
ま
れ
る
こ
と
で
語
り

つ

が
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を

つ
か
ま
せ
る
と
い
う
点

で
は
、
こ
の
音
楽
を
活
用
す
る
意
味
は
十
分
あ
る
か
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
テ

キ
ス
ト
自
体
が
旧
約
聖
書
か
ら
と

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
文
字
と
し
て
の
利

用
価
値
も
十
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ョ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ま
ず
イ
タ
リ
ア
人
作
曲
家
カ
ル
ロ

。
ヴ

ェ
ラ
ル
デ
ィ
の

「
ば
ん
ざ

い
、
カ
ト
リ

ッ
ク

の
王
と
女
王

（
≦

く
”
の
】
∞
Ｓ
”

”
①
∪
８

”
ｏ
ョ
”
ａ
ｏ
８
●
一”
”
Φ
〓
”
∪
ｏ
”
Ｈ∽
静
の
Ｆ
）
」
を
あ
げ
て
お
く
。
音
楽
の
活
用
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方
法
と
し
て
は
、
導
入
で
使
い
今
回
は
ス
ペ
イ
ン
王
国
の
成
立
と
レ
コ
ン
キ
ス

タ
に
関
す
る
授
業
で
あ
る
こ
と
を
生
徒
に
意
識
さ
せ
、
動
機
づ
け
さ
せ
る
た
め

に
活
用
す
る
方
法
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
ス
ペ
イ
ン
王
国
の
成
立
の
と

こ
ろ
で
活
用
す
る
方
が
、
よ
り
効
果
的
で
あ
る
。
詩
の
内
容
を
黙
読
さ
せ
、
こ

れ
が
何
の
歴
史
的
事
件
に
関
し
て
歌

っ
た
も
の
か
を
思
考

・
判
断
さ
せ
る
た
め

に
使
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
ス
ペ
イ
ン
王
国
の
成
立
と
い
う
歴
史

的
事
件
と
イ
ベ
リ
ア
半
島
に
お
い
て
当
時
展
開
さ
れ
て
い
た
レ
コ
ン
キ
ス
タ
と

の
関
連
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
結
び

つ
け
た
か
に
つ
い
て
生

徒
に
考
察
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
ア
ジ
ア
に
お
け
る
学
習
で
活
用
で
き
る
教
材
と
し
て
は
、
鳥
塚
義
和
が

あ
げ
て
い
る

「鳥
よ
鳥
よ
　
青

い
鳥
よ

（
‥
‥
‥
‥
）
」
の
み
を
例
と
し
て
紹

介
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
甲
午
農
民
戦
争

・
日
清
戦
争
の
授
業
で
活
用
で
き

る
音
楽
で
あ
る
。
使
う
方
法
と
し
て
は
導
入
で
ま
ず
今
日
の
授
業
内
容
を
話
し
、

そ
れ
に
関
連
し
た
歌
を
こ
れ
か
ら
流
す
と
い
う
こ
と
を
回
頭
で
説
明
し
、
韓
国

語
と
日
本
語
を
併
記
し
た
歌
詞
を
の
せ
た
プ
リ
ン
ト
を
配
布
す
る
際
に
音
楽
を

流
し
、
生
徒
に
聴
か
せ
る
。

そ
の
時
に
こ
の
歌
詞
の
中
に
あ
る

「緑
豆
」
と

「青

い
鳥
」
と

「青
舗
売
り
」

と
い
う
こ
と
ば
に
注
目
さ
せ
、
こ
の
こ
と
ば
の
意
味
は
何
だ
ろ
う
か
と
い
う
問

い
か
け
を
す
る
と
よ
い
。
次
に
本
時
の
学
習
内
容
で
あ
る
甲
午
農
民
戦
争

・
日

清
戦
争

の
経
過
と
結
果
を
板
書
す
る
と
と
も
に
説
明
を
加
え
る
。
次
に
再
び

「鳥
よ
鳥
よ
　
青

い
鳥
よ
」
の
歌
詞
を
再
び
見
る
よ
う
に
指
示
し
、
「緑
豆
」
と

「青

い
鳥
」
と

「青
舗
売
り
」
の
こ
と
ば
の
意
味
す
る
も
の
は
何
か
を
生
徒
に

考
え
さ
せ
、
指
名
し
、
答
え
さ
せ
る
。
そ
の
際
に
す
べ
て
を
考
え
さ
せ
る
の
は

難
し
い
の
で
、
「緑
豆
」
が
全
”準
で
あ
る
と
い
う
ヒ
ン
ト
を
与
え
れ
ば
、
そ
の

歌
詞
の
内
容
か
ら
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
授
業
の
最
後
で
、
そ

の
後
の
朝
鮮
半
島
が
ど
う
な

っ
て
い
く
の
か
の
概
略
を
話
し
、
本
時
の
学
習
内

容
を
ま
と
め
る
際
に
再
び
音
楽
を
流
す
と
さ
ら
に
効
果
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
ア
ジ
ア
史
で
は
、
列
強
に
よ
る
帝
国
主
義
政
策
が
展
開
さ
れ
る

一
八
七
〇
年

代
以
降
の
歴
史
を
扱
う
場
合
に
は
、
音
楽
教
材
は
単
に
当
時
の
そ
の
地
域
の
文

化
的
イ
メ
ー
ジ
を

つ
か
ま
せ
る
に
と
ど
ま
ら
な

い
効
果
的
な
教
材
に
な
り
う

る
ｃ

六
　
文
化
お
よ
び
歴
史
的
事
件
を
理
解
す
る
上
で
活
用
で
き
る
音
楽
教
材

文
化
お
よ
び
歴
史
的
事
件
を
理
解
す
る
上
で
活
用
で
き
る
音
楽
教
材
と
し

て
、
最
後
に

一
人
四
八
年
の
二
月
革
命

・
三
月
革
命
に
関
す
る
音
楽
教
材
を
あ

げ
て
お
く
。
こ
こ
で
あ
げ
る
歴
史
的
事
件
と
は
、
ウ
イ
ー
ン
の
三
月
革
命
で
あ

る
。
教
科
書
で
は
、
政
治
史
的
な
側
面
し
か
触
れ
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
以
上
に

民
衆
の
反
応
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
カ
ッ
ツ
ェ
ン

ム
ジ
ー
ク

（パ
”
一Ｎ
の
●
ヨ
ｃ
∽丼
）
と
よ
ば
れ
る
シ
ャ
リ
ヴ
ァ
リ
が
行
わ
れ
、
都
市

で
バ
ン
屋
な
ど
を
襲
う
暴
動
が
お
き
た
。
そ
の
中
で
民
衆
が
要
求
し
た
も
の
は

何
か
、
な
ぜ
か
れ
ら
が
そ
れ
を
要
求
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
考
え
さ
せ
た
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
シ
ャ
リ
ヴ
ァ
リ
と
三
月
革
命
の
時
期
の
民
衆
の

暴
動
に
関
し
て
は
良
知
力
が

『青
き
ド
ナ
ウ
の
乱
痴
気
』
の
中
で
触
れ
て
い
る
。

世
界
史
の
授
業
の
中
で
社
会
史
的
な
視
点
を
生
徒
に
提
示
す
る
こ
と
は
、
必
要

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
は
、
絶
好
の
機
会
で
あ
ろ
う
。
実
際

の
授
業
で
と
り
あ
げ
た
時
に
生
徒
も
興
味
を
示
し
て
い
た
。

授
業
で
は
三
月
革
命
の
概
要
を
説
明
し
、
ウ
イ
ー
ン
体
制
が
崩
壊
し
た
こ
と

に
触
れ
る
。
そ
の
時
に
都
市
で
は
暴
動
が
起
き
た
こ
と
に
つ
い
て
も
説
明
す
る
。

そ
れ
か
ら
そ
の
時
に
カ
ツ
ツ
ェ
ン
ム
ジ
ー
ク
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
話
し
、
良
知

カ

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
の
銅
版
画

「学
生
た
ち
の
シ
ャ
リ
ヴ
ァ
リ
」
を
生
徒
に
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み
せ
、
シ
ャ
リ
ヴ
ァ
リ
の
音
楽
を
流
す
。
こ
の
時
に
学
生
た
ち
が
制
裁
を
加
え

よ
う
と
し
て
い
る
相
手
は
誰
な
の
か
を
考
え
さ
せ
、
答
え
さ
せ
る
。
そ
し
て
、

当
時
の
革
命
ビ
ラ

「大
き
な
猫
ば
や
し
と
大
き
な
パ
ン
、
も
し
く
は
愉
快
な
レ

オ
ポ
ル
ト
シ
ュ
タ
ツ
ト
の
住
人
よ
り
」
を
読
ま
せ
、
彼
ら
が
制
裁
を
加
え
よ
う

と
し
て
い
る
相
手
が
ど
う

い
っ
た
人
物
で
あ
る
か
を
読
み
と
ら
せ
る
。
そ
し
て
、

シ
ャ
リ
ヴ
ァ
リ
と
よ
ば
れ
る
慣
習
が
な
ぜ
暴
動
と

つ
な
が

っ
て
い
く
の
か
、
な

ぜ
民
衆
が
パ
ン
屋
な
ど
を
襲
撃
し
た
の
か
、
ど
こ
に
対
立
す
る
原
因
が
あ
る
の

か
に
つ
い
て
生
徒
た
ち
に
考
え
さ
せ
る
に
は
有
効
な
教
材
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

シ
ャ
リ
ヴ
ァ
リ
と
は
中
世
か
ら
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
で
み
ら
れ
た
共
同
体
の
中
で
ル
ー

ル
を
逸
脱
し
た

（再
婚
な
ど
）
も
の
に
対
す
る
制
裁
行
動
で
あ

っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は

一
九
世
紀
に
な
る
と
こ
の
シ
ャ
リ
ヴ
ァ
リ
が
政
治
色
を
持

っ
た
も
の
ヘ

と
変
容
し
、
蔵
持
不
三
也
が
指
摘
す
る

「闘
争
シ
ャ
リ
ヴ
ァ
リ
」
が
増
え
て
い

く
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
二
月
革
命
期
に
は
食
糧
不
足
か
ら
始
ま

っ
た
穀
物
価

格
や
バ
ン
の
価
格
の
高
騰
が
民
衆
の
生
活
を
圧
迫
さ
せ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が

都
市
に
お
け
る
暴
動
の
発
生
に
つ
な
が
り
、　
一
部
は
シ
ャ
リ
ヴ
ァ
リ
と
い
う
形

を
と

つ
た
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
、
当
時
の
社
会
的
背
景
を
つ
か
む
こ

と
で
、
よ
り
深
く
歴
史
を
理
解
す
る
上
で
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

シ
ャ
リ
ヴ
ァ
リ
そ
の
も
の
は
単
な
る
地
域
社
会
に
お
け
る
ル
ー
ル
に
基
づ
く

制
裁
と
い
う
点
で
は
考
え
る
の
で
は
な
く
、
地
域
社
会
内
の
対
立
を
考
え
る
べ

き
で
あ
る
こ
と
が
近
年
の
研
究
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の

よ
う
な
問
題
に
ま
で
掘
り
下
げ
な
い
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
生
徒
た

ち
に
そ
の
時
代
の
状
況
を
わ
か
り
や
す
く
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
「
カ
ッ
ツ
ェ
ン
ム
ジ
ー
ク
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
持

っ
た
作
品
は
現
代
曲

に
も
み
ら
れ
る
が
、
シ
ャ
リ
ヴ
ァ
リ
そ
の
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
を

つ
か
む
た
め
に

は
、
必
ず
し
も
適
切
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
中
世
の
シ
ャ
リ
ヴ
ァ
リ
を
再
現

し
た
Ｃ
Ｄ
と
し
て
は
、
ク
レ
マ
ン
シ
ツ
ク

・
コ
ン
ソ
ー
ト
が
演
奏
す
る

「
フ
ォ
ー

ヴ

ェ
ル
物
語
」
（口
〓
＞
　
Ｈ
８
８
卜
）
が
あ
る
。
こ
の
中
に
お
さ
め
ら
れ
て
い

る

「
シ
ャ
リ
ヴ
ァ
リ
」
の
音
楽
を
流
し
な
が
ら
、
お
お
ま
か
な
音
の
イ
メ
ー
ジ

を
持
た
せ
る
こ
と
が
こ
こ
で
は
必
要
で
あ
る
。

七
　
最
後
に

音
楽
教
材
の
有
効
な
活
用
法
に
つ
い
て
、
数
例
を
あ
げ
て
説
明
し
て
き
た
が
、

こ
こ
で
私
が
強
調
し
た
い
こ
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
音
楽
を
比
較
し
た

場
合
、
教
材
化
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
厳
し
い
課
題
が
数
多
く
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
特
に
私
が
今
ま
で
の
教
育
実
践
の
中
で
強
く
感
じ
た
の
は
、
東
ア

ジ
ア
の
歴
史
授
業
の
中
で
活
用
す
る
音
楽
が
少
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
克
服
し
た
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
手
に
入
る
情
報
も
少
な
く
、
そ
の
手

段
に
つ
い
て
も
知
ら
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
音
楽
教
材
を
使

っ
た
授
業
は
生

徒
た
ち
に
は
好
評
で
、
授
業
の
感
想
で
は
必
ず
何
人
か
の
生
徒
は
こ
の
音
楽
教

材
に
つ
い
て
の
印
象
を
述
べ
て
く
れ
る
の
だ
が
、
よ
り
生
徒
が
歴
史
に
興
味
を

持

っ
て
授
業
に
臨
む
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
教
師
の
絶
え
間
な
い
教
材
の
工
夫

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
音
楽
教
材
は
た
だ
単
に
導
入
な
ど
で
使
う
だ
け

の
教
材
に
と
ど
ま
ら
な
い
可
能
性
が
あ
り
、
当
時
の
時
代
の
人
々
の
考
え
方
な

ど
を
そ
の
歌
詞
か
ら
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
理
解
す
る
の
に
い
く

つ
か
の

説
明
を
必
要
と
す
る
史
料
を
扱

い
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
は
ま
た
違

っ
た
授
業

展
開
の
可
能
性
を
音
楽
教
材
も
持

っ
て
い
る
。

観
点
別
評
価
に
つ
い
て
は
、
そ
の
評
価
の
基
準
や
方
法
に
つ
い
て
現
在
各
高

校
で
も
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
段
階
に
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
状
況
の
中
、
「
思
考

・
判
断
」
や

「技
能

・
表
現
」
な
ど
の
各
観
点

に
あ
た
る
部
分
の
評
価
を
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
に
つ
い
て
も
検
討
し
な
け
れ
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ば
い
け
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
に
史
料
や
地
図
、
図
版
、
音
楽
な
ど
を
授
業

の
中
で
ど
の
よ
う
に
活
か
し
た
ら
い
い
か
に
つ
い
て
、
そ
し
て
ど
う
観
点
別
評

価
に
つ
な
げ
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
教
師
の
工
夫

・
努
力
が
必
要

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な
教
材
に
関
し
て
そ
の
活
用
の
可
能
性
に

つ
い
て
は
検
討
し
て
い
く
余
地
は
あ
る
だ
ろ
う
。

《
主
要
参
考
文
献
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

上
尾
信
也

『歴
史
と
し
て
の
音
～
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
近
世
の
音
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
』

柏
書
房
、　
一
九
九
二

ア
ル
ノ
＝
ヘ
ル
ツ
ィ
ヒ

（矢
野
久

・
矢
野
裕
美
訳
）
『パ
ン
な
き
民
と

「
血

の
法
廷
」
　

ド
イ
ツ
の
社
会
的
抗
議

一
七
九
〇
～

一
人
七
〇
年
』

同
文
館
出
版

一
九
九
三

伊
藤
俊

一
「歴
史
教
育
に
お
け
る
視
聴
覚
教
材
の
活
用
と
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
」

『名
城
大
学
教
職
課
程
部
人
間
科
学
研
究
』
　
　

　

　

一
九
九
四

今
林
常
美

「欧
米
近
現
代
史
と
ク
ラ
ッ
シ
ッ
ク
音
楽
―
世
界
史
教
育
に
お
け

る
文
化
史
教
材
の

一
例
」
『歴
史
と
地
理
　
世
界
史
の
研
究

一
六
〇
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
川
出
版
社

　
一
九
九
四

江
波
戸
昭

『世
界
の
音

民
族
の
音
』
　
　
　
　
　
青
土
社
　
一
九
九
二
年

江
波
戸
昭

「
ア
フ
リ
カ
の
思
想
を
伝
え
る
民
族
音
楽
」
～
歴
史
教
育
者

協
議
会
編

『歴
史
地
理
教
育
　
第
四
〇
七
号
』
、
　
　
一
九
八
七

大
江
志
乃
夫
『岩
波
講
座
　
近
代
日
本
と
植
民
地

７

文
化
の
中
の
植
民
地
』

岩
波
出
版
、　
一
九
九
三

蔵
持
不
三
也

『シ
ャ
リ
ヴ
ァ
リ
ー
民
衆
文
化
の
修
辞
学
』

同
文
館
出
版

　
一
九
九

一

柘
植
元

一
・
植
村
幸
生
編

『
ア
ジ
ア
音
楽
史
』
　

音
楽
之
友
社
、　
一
九
九
六

鳥
塚
義
和

「世
界
近
現
代
史
の
授
業
で
使
え
る
音
楽
教
材
」
『歴
史
と
地
理

世
界
史
の
研
究
　
一
六
七
』
　
　
　
山
川
出
版
社

　
一
九
九
六

難
波
達
興

「
ア
メ
リ
カ
史
学
習
で
使
え
る
民
謡
教
材
」
歴
史
教
育
者

協
議
会
編

『歴
史
地
理
教
育
　
第
四
〇
七
号
』
、
　
　
一
九
八
七

浜
田
滋
郎

「歴
史
教
育
と
音
楽
」
～
歴
史
教
育
者
協
議
会
編

『歴
史
地
理
教
育
　
第
四
〇
七
号
』
、　
　
　
　
　
　
　
一
九
八
七

朴
燦
　
鏑

『韓
国
歌
謡
史

　

一
八
九
五
―

一
九
四
五
』
晶
文
社

　
一
九
八
七

宮
腰
　
一

「視
聴
覚
教
材
の
探
し
方

・
使
い
方

（そ
の
２
）
」
～
歴
史
教
育

者
協
議
会

『あ
た
ら
し
い
歴
史
教
育
　
第
七
巻
　
授
業
を

つ
く
る
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
月
書
店

一
九
九
四

山
口
幸
男

・
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