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コ
ト
バ
表
現
シ
リ
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》

グ
レ
ン
・
グ
ー
ル
ド
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朗
読
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―
表
現
よ
み
と
音
楽
―
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ト
バ
表
現
研
究
所
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序

グ
ー
ル
ド
の
楽
器
と
「
朗
読
」
の
直
接
性

前
回
、
ナ
マ
の
朗
読
と
マ
イ
ク
の
朗
読
に
つ
い
て
書
い
た
。
そ
の
ち
が
い
を
状
況
的
な
こ
と
と
し
て
考
え
た
の
だ

が
、
た
ま
た
ま
読
ん
で
い
た
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ペ
イ
サ
ン
ト
著
『
グ
レ
ン
・
グ
ー
ル
ド
』
（19

81

音
楽
之
友
社
）
に
、

音
楽
家
グ
レ
ン
・
グ
ー
ル
ド
が
自
身
の
楽
器
、
ピ
ア
ノ
に
つ
い
て
語
っ
た
部
分
を
見
つ
け
た
。
グ
ー
ル
ド
が
若
い
こ

ろ
に
発
見
し
た
ピ
ア
ノ
は
チ
カ
リ
ン
グ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
楽
器
の
特
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

「
そ
の
楽
器
の
特
性
と
い
え
ば
感
触
の
直
接
性
で
、
そ
れ
も
ピ
ア
ノ
な
ら
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
私
が
常
日
頃
思
っ

て
い
た
よ
う
な
直
接
性
だ
。
」

205

ペ
ー
ジ

楽
器
と
い
う
と
演
奏
者
が
直
接
に
弾
い
て
い
る
も
の
と
思
っ
て
し
ま
う
が
、
演
奏
者
の
手
の
指
か
ら
音
ま
で
、
さ

ま
ざ
ま
な
間
接
的
な
機
構
が
あ
る
の
だ
。



ナ
マ
の
朗
読
で
で
き
る
こ
と
は
、
自
分
の
声
を
直
接
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
だ
。
声
の
大
小
、
強
弱
、
高
低
な

ど
で
あ
る
。
マ
イ
ク
と
増
幅
装
置
と
再
生
装
置
を
通
過
し
て
聞
こ
え
る
こ
と
は
、
よ
み
手
に
よ
る
声
の
直
接
性
が
な

く
な
っ
て
い
る
。
よ
み
手
が
責
任
を
持
っ
て
表
現
し
た
声
が
間
接
的
に
加
工
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。

オ
ー
デ
ィ
オ
ア
ン
プ
の
制
作
者
の
春
日
二
郎
さ
ん
は
、
「
オ
ー
デ
ィ
オ
ア
ン
プ
と
い
う
も
の
は
現
実
の
音
を
再
現

す
る
で
は
な
く
、
設
計
者
の
音
を
創
造
す
る
こ
と
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
文
学
作
品
の
翻
訳
が
原
作
そ

の
も
の
で
は
な
い
こ
と
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

と
い
う
わ
け
で
、
わ
た
し
は
文
学
作
品
の
よ
み
に
つ
い
て
は
、
ど
こ
ま
で
も
ナ
マ
の
声
に
よ
る
表
現
に
こ
だ
わ
る

の
で
あ
る
。

（20
05/0
9/04

）

グレン・グールドで朗読論
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１

音
楽
と
演
奏

グ
ー
ル
ド
と
は
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
あ
り
、
音
楽
思
想
家
で
あ
る
グ
レ
ン
・
グ
ー
ル
ド(1

932-1982
)

の
こ
と
で
あ
る
。

わ
た
し
は
も
と
も
と
ピ
ア
ノ
の
音
楽
は
と
り
た
て
て
好
き
で
は
な
か
っ
た
が
、
知
人
の
紹
介
で
グ
ー
ル
ド
を
聴
い
て

か
ら
、
ピ
ア
ノ
と
い
っ
た
ら
、
こ
の
人
し
か
な
い
な
と
い
う
気
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
最
近
、
ジ
ェ
フ
リ
ー

・
ペ
イ
ザ
ン
ト
（
木
村
英
二
訳
）
『
グ
レ
ン
・
グ
ー
ル
ド
―
な
ぜ
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
か
な
い
か
』(1

981

音
楽
之
友
社)

を
読
ん
で
い
る
う
ち
に
、
音
楽
論
が
そ
の
ま
ま
文
学
作
品
の
音
声
表
現
論
に
な
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
と
い
う
わ
け

で
、
こ
れ
か
ら
何
回
か
に
わ
た
っ
て
、
グ
ー
ル
ド
の
音
楽
論
か
ら
の
連
想
で
朗
読
の
芸
術
論
に
つ
い
て
書
く
こ
と
に

し
た
。

第
1
回
は
音
楽
と
演
奏
の
ち
が
い
で
あ
る
。
グ
ー
ル
ド
は1

932

年
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
13
歳
で
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
し

て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
も
の
の
、
30
に
し
て
コ
ン
サ
ー
ト
活
動
を
止
め
た
。
そ
の
理
由
は
、
音
楽
と
演
奏
と
の
ち
が
い
で

あ
る
。
グ
ー
ル
ド
は
演
奏
を
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
「
音
楽
」
を
表
現
し
た
か
っ
た
の
だ
。
と
は
い
う
も
の
の
、

グ
ー
ル
ド
の
ピ
ア
ノ
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
天
才
的
な
も
の
だ
。
み
ご
と
な
演
奏
が
で
き
る
。
だ
が
、
コ
ン
サ
ー
ト
は
音

- 4 -



楽
を
聴
か
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
演
奏
技
術
を
見
せ
る
場
と
な
る
こ
と
が
許
せ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で

コ
ン
サ
ー
ト
で
は
な
く
、
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
よ
っ
て
「
音
楽
」
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

朗
読
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
だ
。
声
の
響
き
や
な
め
ら
か
さ
を
聴
か
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
表
現
し
た
い
の
は
、

文
学
作
品
の
世
界
だ
。
聴
き
手
は
ど
う
し
て
も
耳
に
響
く
声
を
聴
き
た
が
る
。
だ
が
、
表
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、

そ
の
声
の
向
こ
う
に
あ
る
文
学
作
品
の
世
界
だ
。
文
学
作
品
の
読
者
は
黙
読
に
よ
っ
て
、
自
分
な
り
の
世
界
を
イ
メ
ー

ジ
し
、
想
像
し
て
味
わ
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
個
々
人
の
主
観
に
制
限
さ
れ
た
不
十
分
な
世
界
な
の
だ
。
そ
れ

ぞ
れ
の
享
受
の
あ
り
か
た
は
、
お
互
い
に
表
現
し
て
み
な
い
こ
と
に
は
、
比
較
で
き
な
い
。

声
に
出
し
て
作
品
を
よ
む
こ
と
は
、
い
わ
ば
音
楽
に
お
け
る
「
演
奏
」
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
文
学
作
品
は
も
っ

と
も
っ
と
声
に
出
し
て
公
開
さ
れ
る
べ
き
だ
。
た
く
さ
ん
の
よ
み
が
聴
け
る
よ
う
に
な
っ
て
初
め
て
、
文
学
作
品
の

音
声
表
現
が
比
較
対
照
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
て
、
芸
術
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の
だ
。
さ
ま
ざ
ま
な
曲

の
評
価
が
演
奏
家
の
演
奏
を
通
じ
て
聴
か
れ
る
よ
う
に
、
文
学
作
品
も
さ
ま
ざ
ま
な
よ
み
を
通
じ
て
評
価
さ
れ
る
よ

う
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

●
音
楽
の
本
質
「
―
（
あ
る
日
）
突
然
、
ピ
ア
ノ
の
そ
ば
で
電
気
掃
除
機
を
使
い
始
め
た
の
で
、
私
は
自
分
で
弾
い

て
い
る
ピ
ア
ノ
の
音
が
聞
け
な
か
っ
た
。
―
私
は
そ
の
と
き
女
中
と
喧
嘩
し
て
い
た
の
で
、
相
手
は
わ
ざ
と
や
っ
た

グレン・グールドで朗読論
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の
で
あ
る
。
そ
れ
で
私
は
自
分
の
弾
い
て
い
る
音
は
全
く
聞
け
な
か
っ
た
が
、
私
の
や
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
始
め

た
。
―
つ
ま
り
、
指
の
位
置
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
、
ま
た
、
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
な
が
ら
、
両
方
の
耳
の
中
か
ら
水
を

出
す
た
め
頭
を
左
右
に
振
っ
て
い
る
時
に
聴
く
か
も
し
れ
な
い
音
の
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
も
代
表
さ
れ
る
、
そ
の

フ
ー
ガ
の
感
触
に
よ
る
存
在
を
感
じ
始
め
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
想
像
で
き
る
か
ぎ
り
最
も
光
り
輝
く
刺
激
的
な
も
の

―
最
も
輝
か
し
い
音(
サ
ウ
ン
ド)

だ
っ
た
。
そ
れ
は
離
陸
し
た
の
で
あ
る
。
―
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
が
ど
う
に
か
こ
う
に

か
で
し
か
で
き
な
か
っ
た
こ
と
の
す
べ
て
を
、
私
は
彼
の
た
め
に
代
わ
っ
て
や
っ
て
い
た
の
だ
。
」

77
ペ
ー
ジ

（20
05/0
9/17

）
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２

曲
と
会
場

朗
読
す
る
文
学
作
品
に
は
「
語
り
口
」
が
あ
る
と
い
う
の
は
わ
た
し
の
持
論
で
あ
る
。
漱
石
を
例
に
取
れ
ば
、

「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
と
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
「
こ
こ
ろ
」
と
「
明
暗
」
で
は
、
そ
の
「
語
り
口
」
は
ち
が
う
。

「
語
り
口
」
の
判
断
の
基
準
に
な
る
の
は
、
オ
ー
ラ
ル
・
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
で
言
わ
れ
る
い
く
つ

か
の
要
素
だ
。
だ
れ
が
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
ん
な
人
た
ち
を
相
手
に
語
る
の
か
。
す
ぐ
れ
た
文
学
作
品
か
ら
は
、

か
な
ら
ず
こ
れ
ら
の
要
素
が
よ
み
と
れ
る
。

ど
ん
な
作
品
で
も
か
ま
わ
ず
に
声
に
し
て
よ
む
こ
と
は
で
き
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
表
現
と
な
る
た
め
に
は
、
「
語

り
口
」
の
表
現
が
必
要
だ
。
「
語
り
口
」
と
作
品
の
内
容
と
は
密
接
な
関
連
が
あ
る
。
「
こ
こ
ろ
」
は
「
吾
輩
は
猫

で
あ
る
」
の
口
調
で
は
書
け
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
「
語
り
口
」
の
設
定
か
ら
「
こ
こ
ろ
」
の
内
容
が
出
て
来
た

と
も
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

グ
レ
ン
・
グ
ー
ル
ド
に
よ
る
と
、
音
楽
に
お
い
て
も
曲
そ
れ
ぞ
れ
に
、
ど
ん
な
楽
器
で
、
ど
ん
な
場
所
で
、
ど
ん

グレン・グールドで朗読論
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な
聴
き
手
の
た
め
に
書
か
れ
た
か
と
い
う
特
徴
が
あ
る
そ
う
だ
。
グ
ー
ル
ド
の
表
現
が
目
指
す
の
は
、
演
奏
そ
の
も

の
で
は
な
く
、
作
曲
さ
れ
た
「
音
楽
」
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
曲
に
よ
っ
て
は
楽
器
に
し
ば
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、

む
し
ろ
、
ど
ん
な
楽
器
で
演
奏
し
て
も
、
楽
器
の
ち
が
い
を
越
え
て
感
動
で
き
る
よ
う
な
曲
な
の
で
あ
る
。

●
会
場
―
「
ぼ
く
が
実
際
に
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
く
に
し
て
も
、
弾
き
た
い
曲
の
大
半
は
、
二
、
三
千
人
も
収
容
す
る

オ
ー
デ
ト
リ
ア
ム
の
た
め
に
書
か
れ
た
音
楽
で
は
な
い
。
バ
ッ
ハ
と
か
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
音

楽
に
な
る
は
ず
だ
が
、
こ
れ
は
王
宮
や
教
会
や
家
庭
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
だ
。
と
な
る
と
、
一
体
全
体
な
ん
で

ぼ
く
は
、
こ
れ
を
二
、
三
千
人
も
が
入
る
オ
ー
デ
ィ
オ
ト
リ
ア
ム
で
弾
く
た
め
に
努
力
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
？
」

65
ペ
ー
ジ

（20
05/0
9/17

）
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３

練
習
に
つ
い
て

わ
た
し
の
実
践
す
る
「
表
現
よ
み
」
は
、
文
学
作
品
の
文
体
の
研
究
か
ら
始
ま
っ
た
。
だ
か
ら
、
は
じ
め
の
う
ち

は
、
発
声
、
発
音
、
ア
ク
セ
ン
ト
、
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
よ
う
な
基
本
的
な
こ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
が
な

か
っ
た
。
な
に
よ
り
も
声
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
文
学
作
品
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
課
題
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
に

作
品
の
よ
み
こ
み
を
し
た
の
だ
。
発
声
、
発
音
な
ど
の
技
術
を
意
識
的
に
訓
練
し
た
の
は
ず
い
ぶ
ん
あ
と
に
な
っ
て

か
ら
で
あ
る
。

文
学
作
品
の
よ
み
こ
み
の
一
つ
の
方
法
が
「
記
号
づ
け
」
で
あ
る
。
音
楽
家
が
楽
譜
を
よ
み
こ
む
よ
う
に
、
一
語

一
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
、
文
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
や
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
を
確
認
す
る
。
最
大
の
目
的
は
文
学
作
品
全
体

の
表
現
で
あ
る
が
、
一
語
一
語
、
一
文
一
文
の
正
確
な
音
声
化
が
必
要
で
あ
る
。
音
声
と
い
う
も
の
は
、
一
本
の
糸

の
よ
う
に
時
間
的
な
系
列
で
つ
な
が
る
も
の
だ
か
ら
、
本
を
目
で
読
む
よ
う
に
平
面
的
な
目
配
り
は
で
き
な
い
。
も
っ

ぱ
ら
、
今
よ
ま
れ
て
い
る
音
声
に
集
中
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
一
語
一
句
が
作
品
の
中
心
テ
ー
マ
に
向

か
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

グレン・グールドで朗読論
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つ
ま
り
、
文
学
作
品
の
全
体
を
表
現
す
る
た
め
に
、
一
語
一
句
、
一
文
一
文
の
音
声
表
現
が
あ
る
の
だ
。
音
声
か

ら
文
学
作
品
の
表
現
が
失
わ
れ
た
ら
、
そ
れ
が
た
と
え
人
間
の
声
で
あ
っ
て
も
、
単
な
る
物
理
的
な
音
声
化
に
な
っ

て
し
ま
う
。
グ
レ
ン
・
グ
ー
ル
ド
は
、
ピ
ア
ノ
の
演
奏
の
向
こ
う
に
あ
る
「
音
楽
」
の
表
現
を
目
指
し
た
。
演
奏
は

偶
然
に
左
右
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
「
音
楽
」
に
は
、
表
現
と
し
て
の
普
遍
的
な
真
実
が
あ
る
。

こ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
に
も
通
じ
る
芸
術
の
本
質
で
あ
る
。

●
練
習
に
つ
い
て
―

「
グ
ー
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
準
備
の
た
め
に
鍵
盤
で
練
習
す

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
譜
面
を
読
む
の
に
時
間
を
か
け
る
。
グ
ー
ル
ド
は
新
し
い
レ
パ
ー
ト
リ
ー

の
勉
強
も
き
わ
め
て
速
い
が
、
そ
の
中
に
は
以
前
自
分
で
演
奏
し
た
も
の
も
あ
る
し
、
な
い
も
の
も
あ
る
。
グ
ー
ル

ド
の
記
憶
力
は
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
音
楽
の
他
の
演
奏
者
や
歌
手
の
パ
ー
ト
な
ど
、
リ
ハ
ー
サ
ル
で
自
分
の
分
ば
か
り

か
、
他
人
の
パ
ー
ト
ま
で
演
奏
で
き
る
能
力
で
有
名
で
、
だ
か
ら
時
に
は
み
ん
な
か
ら
イ
ヤ
な
顔
を
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
」

99
ペ
ー
ジ

（20
05/0
9/20

）
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４

コ
ト
バ
の
響
き
と
音
楽

声
の
言
語
は
人
の
コ
ト
バ
の
響
き
で
あ
る
。
た
だ
情
報
的
な
意
味
を
伝
え
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
文
字
の
言

語
に
は
な
い
は
た
ら
き
だ
。

以
前
に
「
朗
読
」
の
聞
き
方
に
つ
い
て
問
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
「
ど
う
や
っ
て
聞
い
た
ら
い
い
の
で
す
か
」
と

い
う
の
だ
。
わ
た
し
は
、
「
た
だ
、
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
れ
ば
い
い
」
と
答
え
た
。
す
る
と
、
質
問
者
は
ふ
し
ぎ
な

顔
を
す
る
。
お
そ
ら
く
、
小
学
校
や
中
学
校
で
「
耳
を
傾
け
て
し
っ
か
り
聞
け
」
と
い
っ
た
教
育
を
さ
れ
て
き
た
か

ら
だ
ろ
う
。

生
き
た
コ
ト
バ
の
表
現
は
聞
き
手
の
耳
を
引
き
つ
け
る
も
の
だ
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
聞
く
こ
と
は
苦
痛
に
な
る
。

努
力
し
て
努
力
し
て
聴
き
と
る
こ
と
は
せ
い
ぜ
い
情
報
的
な
意
味
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
文
学
作
品
の
「
朗
読
」
の

場
合
な
ら
、
意
識
的
に
聞
き
と
れ
る
も
の
は
作
品
の
筋
ば
か
り
で
あ
る
。

声
の
響
き
か
ら
文
字
情
報
と
し
て
は
伝
わ
ら
な
い
作
品
世
界
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
、
語
り
手
や
人
物
た
ち
の
心

グレン・グールドで朗読論
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情
が
知
ら
ぬ
間
に
心
の
な
か
の
入
り
込
ん
で
く
る
こ
と
、
そ
ん
な
条
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
声
の
表
現
も
芸
術
作
品
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

●
コ
ト
バ
と
音
楽
―

「
音
楽
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
考
え
方
全
体
が
、
過
去
五
年
間
に
え
ら
く
変
わ
っ
て
き
て
ま
す
。

特
筆
に
値
す
る
こ
と
が
起
き
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。
な
ぜ
っ
て
新
し
い
音
楽
の
多
く
が
、
話

し
言
葉
、
つ
ま
り
人
間
の
言
葉
の
リ
ズ
ム
や
パ
タ
ー
ン
、
上
が
り
下
が
り
や
傾
き
、
フ
レ
ー
ズ
の
順
序
、
カ
デ
ン
ツ

の
規
則
と
大
い
に
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
す
。
」

25
0

ペ
ー
ジ

（20
05/0
9/29

）
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５

曲
の
解
釈
と
演
奏

わ
た
し
の
表
現
よ
み
に
つ
い
て
下
記
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
い
た
た
だ
い
た
。
一
つ
の
反
応
と
し
て
あ
り
が
た
い

こ
と
だ
。
「
朗
読
」
に
つ
い
て
の
常
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
参
考
に
な
る
。

「
作
者
の
作
品
で
は
な
く
、
渡
辺
様
の
解
釈
に
よ
る
作
品
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
僕
は
作
者
が
書
い
た
も
の
が
、

意
味
ど
お
り
に
伝
わ
る
こ
と
が
最
も
重
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
」

わ
た
し
の
よ
み
に
対
し
て
、
評
者
は
い
ま
受
け
て
い
る
講
座
の
講
師
で
あ
る
杉
沢
陽
太
郎
氏(

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー)

の
宮
沢
賢
治
の
よ
み
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
先
生
の
朗
読
は
、
言
葉
が
す
っ
、
す
っ
と
胸
に
入
っ
て
き
て
、
書
か
れ
た
意
味
（
内
容
）
が
、
そ
の
意
味
の
通

り
に
聞
き
手
に
伝
わ
り
ま
す
。
」

評
者
の
考
え
る
「
朗
読
」
と
は
、
よ
み
あ
げ
た
文
章
の
「
言
葉
」
が
伝
わ
る
よ
み
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
わ
た
し

は
「
言
葉
」
の
向
こ
う
に
あ
る
作
品
の
世
界
を
表
現
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
せ
っ
か
く
、
体
力
と
精
神
力
を
費
や

グレン・グールドで朗読論

- 13 -



し
て
よ
む
の
だ
か
ら
、
た
だ
「
言
葉
」
が
伝
わ
る
だ
け
で
は
お
も
し
ろ
く
な
い
。
ど
ん
な
言
葉
で
も
人
間
の
声
と
な
っ

た
と
き
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
表
現
に
な
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
そ
の
声
が
作
品
に
ふ
さ
わ
し
い
「
語
り
口
」
を

表
現
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
れ
を
表
現
す
る
に
は
修
練
が
要
る
。
わ
た
し
に
は
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
や
ナ
レ
ー

タ
ー
の
よ
み
は
自
ら
の
個
性
を
殺
す
よ
う
に
し
て
よ
ん
で
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
。

実
際
、
朗
読
を
学
ん
で
い
る
人
た
ち
の
声
を
聞
く
と
、
よ
む
こ
と
そ
の
も
の
を
楽
し
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
た
だ
言

葉
を
声
に
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
か
ら
だ
。
自
ら
の
よ
み
が
自
己
表
現
に
も
な
っ
て
い
る
の
だ
。
声
を
出
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
よ
み
手
は
多
か
れ
少
な
か
れ
作
品
を
理
解
し
解
釈
す
る
。
そ
れ
が
声
の
表
現
だ
。
グ
ー
ル
ド
の
演
奏
は
作

品
の
理
解
と
解
釈
か
ら
生
ま
れ
る
表
現
で
あ
っ
た
。

●
曲
の
解
釈
―

「
グ
ー
ル
ド
は
、
解
釈
に
つ
い
て
の
伝
統
的
な
見
解
と
か
、
演
奏
の
尺
度
と
み
な
さ
れ
て
い
る
同
じ

曲
の
既
成
の
レ
コ
ー
ド
に
は
全
く
関
心
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
グ
ー
ル
ド
は
、
そ
の
作
品
が
新
曲
で
、
最
新

の
解
釈
を
待
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
演
奏
す
る
の
が
好
き
な
の
で
す
。
グ
ー
ル
ド
は
ス
タ
ジ
オ
に
い
る
と
き
、
同
じ

曲
に
つ
い
て
十
な
い
し
十
五
も
の
解
釈
を
演
奏
す
る
の
が
好
き
で
、
そ
の
ど
れ
も
が
全
く
違
っ
て
お
り
、
そ
の
多
く

は
妥
当
で
し
た
が
、
最
終
的
な
演
奏
に
つ
い
て
決
定
を
下
す
ま
え
に
、
ま
る
で
た
め
つ
す
が
め
つ
、
あ
ら
ゆ
る
角
度

か
ら
音
楽
を
検
討
し
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
」

10
4

ペ
ー
ジ

（20
05/1
0/02

）
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６

演
奏
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー

わ
た
し
の
目
の
前
に
あ
る
の
は
文
字
の
列
。
枠
に
収
め
て
印
刷
さ
れ
た
文
字
の
行
と
列
。
こ
の
一
冊
の
本
の
中
に

か
つ
て
声
で
語
ら
れ
た
こ
と
ば
の
痕
跡
が
あ
る
。
作
者
が
文
字
と
し
て
埋
め
こ
ん
だ
世
界
を
声
に
よ
っ
て
よ
み
が
え

ら
せ
よ
う
。
仮
想
の
空
間
に
建
築
さ
れ
る
現
実
性
を
帯
び
た
世
界
だ
。
声
は
音
で
は
な
い
。
声
は
生
命(

せ
い
め
い)

の
い
ぶ
き
だ
。
わ
た
し
の
声
に
は
鳥
の
羽
ば
た
き
の
力
強
さ
が
あ
る
。
わ
た
し
は
肉
体
す
べ
を
使
っ
て
声
を
響
か
せ

る
。

わ
た
し
は
自
身
に
呼
び
か
け
る
。
か
ら
だ
よ
ふ
い
ご
と
な
れ
。
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
の
よ
う
に
ゆ
っ
た
り
と
響
け
。
わ

た
し
の
声
帯
は
あ
た
た
か
く
ゆ
っ
た
り
し
た
息
を
待
ち
か
ま
え
る
。
わ
た
し
の
舌
は
小
き
ざ
み
に
ピ
ス
ト
ン
運
動
を

繰
り
返
し
、
喜
怒
哀
楽
の
表
情
と
と
も
に
、
わ
た
し
の
口
は
な
め
ら
か
に
動
く
。
声
帯
の
ふ
る
え
は
心
の
ふ
る
え
だ
。

声
帯
よ
、
と
き
に
ゆ
る
や
か
に
心
の
底
の
思
い
を
響
か
せ
よ
。
と
き
に
ぴ
ん
と
張
り
き
っ
て
、
雲
雀
の
よ
う
に
高
ら

か
な
声
を
響
か
せ
よ
。

グレン・グールドで朗読論
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聴
き
手
に
媚
び
る
な
。
自
分
を
気
取
る
な
。
書
か
れ
た
文
字
を
読
み
上
げ
る
な
。
読
み
上
げ
た
コ
ト
バ
を
押
し
つ

け
る
な
。
自
分
の
声
を
聞
か
せ
る
な
。
文
字
の
よ
み
ま
ち
が
い
な
ど
恐
れ
る
な
。
流
れ
る
汗
を
気
に
す
る
な
。
呼
吸

を
忘
れ
よ
。
実
力
以
上
の
自
分
を
見
せ
よ
う
と
す
る
な
。

文
字
の
向
こ
う
の
世
界
を
見
つ
め
ろ
。
声
の
向
こ
う
に
世
界
を
浮
か
ぱ
せ
ろ
。
声
で
作
品
の
世
界
を
描
き
出
す
の

だ
。
ア
ク
セ
ン
ト
は
単
語
の
命
だ
。
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
心
の
揺
れ
だ
。
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
は
思
い
の
強
さ
だ
。
今

い
る
場
所
を
忘
れ
ろ
。
わ
た
し
は
い
つ
か
い
な
く
な
る
。
だ
が
、
わ
た
し
の
生
命(

せ
い
め
い)

の
ふ
る
え
を
表
現
す

る
声
の
軌
跡
は
い
ま
こ
こ
に
描
か
れ
る
。

文
字
を
見
た
瞬
間
、
そ
こ
に
浮
か
ん
だ
思
い
を
声
に
重
ね
て
表
現
す
る
の
だ
。
そ
の
瞬
間
ご
と
に
声
が
描
き
出
す

作
品
の
世
界
に
注
目
せ
よ
。
も
う
自
分
な
ど
い
な
く
て
い
い
。
無
心
、
無
心
、
無
心
、
無
心
だ
。
自
身
に
呼
び
か
け

る
自
分
を
忘
れ
て
し
ま
う
と
き
、
わ
た
し
は
作
者
の
描
く
作
品
の
世
界
に
は
い
り
き
る
。
自
分
に
自
分
が
呼
び
か
け

て
い
る
こ
と
を
忘
れ
た
と
き
、
わ
た
し
は
無
と
な
り
、
聴
き
手
に
は
作
品
世
界
が
浮
か
ぶ
の
だ
。

も
う
、
わ
た
し
は
い
な
い
。
あ
る
の
は
わ
た
し
の
精
神
の
運
動
だ
け
だ
。
わ
た
し
は
消
え
た
。
あ
と
に
残
る
も
の

は
何
も
な
い
。
わ
た
し
の
声
が
こ
の
世
界
に
響
い
た
と
い
う
こ
と
も
、
わ
た
し
と
い
う
人
間
が
こ
の
世
に
存
在
し
た

こ
と
も
、
す
べ
て
消
え
て
行
く
だ
ろ
う
。
一
瞬
一
瞬
の
声
と
と
も
に
、
わ
た
し
の
生
命(

せ
い
め
い)

は
輝
き
を
繰
り
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返
す
の
だ
。
（
渡
辺
知
明
）

●
演
奏
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
―

「
さ
て
、
創
造
的
な
選
択
者
は
二
つ
の
こ
と
を
創
造
す
る
。
彼
は
、
彼
自
身
の
心
の
中

と
、
他
の
人
々
の
心
の
中
に
あ
る
状
態
を
創
造
す
る
が
、
こ
の
状
態
を
グ
ー
ル
ド
は
名
付
け
て
エ
ク
ス
タ
シ
ー
と
い

う
。
ま
た
彼
は
認
知
し
得
る
世
界
に
も
、
あ
る
状
態
を
創
造
す
る
。
つ
ま
り
同
じ
作
品
の
別
の
演
奏
と
は
重
大
に
違

う
、
あ
る
特
定
の
音
楽
作
品
の
独
自
な
一
回
こ
っ
き
り
の
演
奏
で
あ
る
。
彼
は
第
二
の
も
の
、
つ
ま
り
音
楽
演
奏
の

一
回
性
、
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
一
の
も
の
、
つ
ま
り
エ
ク
ス
タ
シ
ー
を
創
造
す
る
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、

第
二
の
も
の
の
永
久
的
な
イ
メ
ー
ジ
な
い
し
記
録
（
レ
コ
ー
ド
）
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
方
に
永
久
性

を
与
え
る
。
ひ
と
り
の
選
択
者
が
創
造
で
き
る
も
っ
と
他
の
状
態
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
グ
ー
ル

ド
の
著
作
か
ら
、
そ
れ
を
推
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
に
か
く
わ
れ
わ
れ
は
前
述
の
二
つ
で
ケ
リ
を
つ
け
た
。
」

129

ペ
ー
ジ

(2
005/
10/0
9)

グレン・グールドで朗読論
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７

演
奏
は
人
に
聴
か
せ
る
も
の
か
？

わ
た
し
は
人
ま
え
で
作
品
を
よ
む
場
を
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
演
奏
会
に
た
と
え
る
こ
と
が
あ
る
。
も
っ
ぱ
ら
テ
キ

ス
ト
に
目
を
向
け
る
。
顔
を
あ
げ
て
も
客
席
は
見
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
朗
読
を
す
る
人
た
ち
の
な
か
に
は
、
い
ち
い
ち
顔
を
あ
げ
て
客
の
顔
を
見
た
り
、
舞
台
を
歩
き
回
っ

て
客
席
を
見
渡
す
よ
う
な
人
が
い
る
。
そ
の
よ
う
な
よ
み
方
に
疑
問
を
持
た
な
い
人
た
ち
に
、
わ
た
し
は
ク
ラ
シ
ッ

ク
音
楽
の
演
奏
会
の
話
を
す
る
の
で
あ
る
。

「
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
が
途
中
で
顔
を
あ
げ
て
客
席
を
見
渡
し
た
り
し
ま
す
か
。
そ
れ
で
は
、
い
か

に
も
、
わ
た
し
の
演
奏
は
ど
う
で
す
か
と
聴
き
手
に
問
い
か
け
て
い
る
よ
う
で
す
。
よ
み
手
は
何
よ
り
も
ま
ず
作
品

に
、
そ
し
て
、
作
品
を
よ
む
自
分
に
集
中
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」

音
楽
の
演
奏
家
が
よ
り
よ
い
演
奏
を
す
る
た
め
に
は
、
聴
き
手
の
こ
と
な
ど
か
ま
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
。
一
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に
集
中
、
二
に
集
中
で
あ
る
。
か
つ
て
、
表
現
よ
み
の
提
唱
者
で
あ
る
大
久
保
忠
利
は
、
こ
の
境
地
を
「
聞
き
手
ゼ

ロ
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

●
芸
術
と
は
？
―
―

「
芸
術
を
正
当
化
す
る
も
の
は
、
芸
術
が
人
間
の
心
の
中
に
点
火
す
る
内
的
燃
焼
で
あ
っ
て
、

そ
の
浅
薄
な
、
外
向
化
さ
れ
た
、
公
衆
へ
の
展
示
行
為
で
は
な
い
と
信
じ
る
。
芸
術
の
目
的
は
、
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
の

瞬
間
的
な
排
出
と
い
う
慰
謝
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
驚
異
と
静
聴
の
状
態
を
、
生
涯
か
け
て
漸
次
建
築
す
る
こ
と
で

あ
る
。
ラ
ジ
オ
と
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
介
添
え
で
、
美
的
ナ
ル
シ
ズ
ム
―
―
私
は
こ
の
言
葉
を
最
も
い
い
意
味
で
使
っ
て

い
る
の
だ
が
―
―
の
諸
要
素
を
鑑
賞
す
る
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
は
急
速
に
、
か
つ
全
く
妥
当
に
知
り
つ
つ
あ
る
し
、
各

人
め
い
め
い
が
自
分
自
身
の
神
性
を
、
瞑
想
に
ふ
け
り
な
が
ら
創
造
す
る
と
い
う
挑
戦
に
目
覚
め
つ
つ
あ
る
。
」

13
0

ペ
ー
ジ

(
2005
/10/
18)

グレン・グールドで朗読論
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８

一
回
か
ぎ
り
の
演
奏

作
品
を
よ
む
お
も
し
ろ
さ
は
、
一
回
一
回
の
味
わ
い
が
ち
が
う
こ
と
だ
。
何
回
も
よ
ん
で
い
る
作
品
で
も
、
よ
む

た
び
に
、
印
象
的
な
場
面
や
感
動
す
る
部
分
が
ち
が
う
。
そ
れ
ま
で
何
気
な
く
よ
ん
で
い
た
一
文
が
、
あ
る
瞬
間
、

お
ど
ろ
く
ほ
ど
あ
ざ
や
か
な
情
景
と
な
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
た
り
す
る
。
そ
れ
が
決
ま
っ
て
、
ま
る
で
予
想
も
し
な

い
部
分
な
の
だ
。
そ
れ
が
ふ
し
ぎ
だ
。

す
ぐ
れ
た
舞
台
俳
優
は
何
度
も
同
じ
舞
台
を
つ
と
め
て
も
、
一
回
一
回
ち
が
っ
た
感
情
を
味
わ
え
る
の
だ
そ
う
だ
。

そ
れ
と
同
じ
か
も
し
れ
な
い
。
何
よ
り
も
恐
れ
る
の
は
マ
ン
ネ
リ
だ
。
心
の
動
き
が
な
い
の
に
、
セ
リ
フ
が
口
か
ら

す
ら
す
ら
と
出
て
き
て
し
ま
う
。
作
品
を
よ
む
と
き
に
は
、
目
の
前
に
文
章
の
字
づ
ら
が
見
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、

な
お
さ
ら
コ
ト
バ
は
す
べ
り
や
す
い
。
そ
れ
こ
そ
マ
ン
ネ
リ
化
し
た
声
の
響
き
に
な
り
が
ち
だ
。

目
で
見
た
文
章
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
る
こ
と
、
声
と
と
も
に
心
を
ふ
る
わ
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
ゆ
る
い
だ

感
情
で
ま
た
声
を
響
か
せ
る
こ
と
が
重
要
だ
。
演
技
よ
り
も
か
ら
だ
の
動
き
が
少
な
い
分
だ
け
、
感
情
を
増
幅
さ
せ

る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
う
ま
く
い
っ
た
と
き
、
一
回
き
り
の
イ
メ
ー
ジ
の
出
現
、
そ
し
て
心
と
感
情
の
と
も
な
っ

た
声
の
響
き
が
や
っ
て
く
る
の
だ
。
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●
演
奏
と
は
何
か
？
―
―
「
グ
ー
ル
ド
に
と
っ
て
演
奏
は
コ
ン
テ
ス
ト
で
は
な
く
て
、
音
楽
に
惚
れ
こ
む
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
演
奏
家
た
る
も
の
は
、
Ｘ
氏
と
か
、
Ｙ
氏
以
後
最
大
だ
と
か
、
Ｚ
氏
よ
り
も
ず
っ
と
い
い
と
か
い
っ
た

ふ
う
に
誉
め
ら
れ
る
た
め
に
演
奏
す
べ
き
じ
ゃ
な
い
と
、
グ
ー
ル
ド
は
信
じ
て
い
る
。
演
奏
家
は
自
分
の
以
前
の
演

奏
を
上
回
る
た
め
に
演
奏
し
て
さ
え
い
け
な
い
。
演
奏
家
は
一
曲
演
奏
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
回
だ
け
の
ユ
ニ
ー

ク
な
芸
術
作
品
を
創
造
す
べ
き
で
、
そ
れ
は
そ
の
曲
の
特
定
の
演
奏
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
品
の
完
全
な
演
奏
を

聴
衆
に
お
届
け
す
る
仕
事
を
公
約
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
こ
こ
で
今
、
新
し
い
芸
術
作
品
を
創
造

す
る
、
と
い
う
公
約
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
理
論
上
可
能
な
も
の
に
せ
よ
想
像
上
の
も
の
に
せ
よ
、
過
去
に
せ
よ
現
在

に
せ
よ
、
そ
の
曲
の
他
の
い
か
な
る
演
奏
と
も
似
て
は
い
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
新
し
く
作
曲

さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
音
楽
の
こ
の
独
自
の
展
開
の
可
能
性
に
、
精
神
的
に
か
か
わ
り
合
い
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
」

28
1

ペ
ー
ジ

(
2005
/10/
18)

グレン・グールドで朗読論
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