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「
肖
像
画
」

は
じ
め
に

一
音
楽
と
肖
像
画
に
つ
い
て

二
唱
歌
教
育
と
教
室
ー
美
育
の
た
め
の
唱
歌
教
室
ー

三
唱
歌
教
室
に
お
け
る
肖
像
画
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

四
肖
像
画
へ
の
眼
差
し
の
変
化
に
つ
い
て

五
戦
後
音
楽
教
育
に
お
け
る
教
室
設
備
に
つ
い
て

お
わ
り
に

「
学
校
の
音
楽
室
に
あ
る
も
の
」
と
言
わ
れ
て
思
い
浮
か
べ
る
も
の
と
い
え

ば
、
ま
ず
は
ピ
ア
ノ
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
次
に
五
線
譜
が
引
か
れ
た
特
徴

ト
ー
ヴ
ェ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
、

い
わ
ゆ
る
楽
聖
の
肖
像
画
が
思
い
浮
か
ぶ
だ

ろ
う
。
そ
し
て
音
楽
室
に
掲
げ
ら
れ
た
肖
像
画
に
つ
い
て
考
え
た
時
、
ま
た
次

の
よ
う
な
問
い
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ー
—
'
つ
ま
り
、
「
そ

的
な
黒
板
が
、
そ
し
て
こ
の
次
あ
た
り
に
、

い
か
め
し
い
顔
つ
き
を
し
た
ベ
ー

は
じ
め
に

音
楽
教
育
に
お
け
る

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

も
そ
も
な
ぜ
音
楽
室
に
作
曲
家
の
肖
像
画
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
の
か
」

1

と。

一
九
六
七
年
に
示
さ
れ
た
文
部
省
に
よ
る
中
学
校
の
音
楽
の
教
材
基
準
の
中

に
、
ピ
ア
ノ
や
五
線
譜
の
引
か
れ
た
黒
板
や
楽
器
な
ど
と
同
様
に
、
音
楽
室
に

肖
像
画
を
置
く
こ
と
が
そ
の
基
準
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
「
夜
の
音
楽
室
で
、

登
に
か
け
ら
れ
た
ペ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
肖
像
画
の
目
が
動
い
た
」
と
い
っ
た
類

い
の
い
わ
ゆ
る
学
校
の
怪
談
話
は
全
国
の
子
ど
も
た
ち
の
間
で
伝
え
ら
れ
て
い

ー
1
)

る
が
、
作
曲
家
の
肖
像
画
が
音
楽
室
に
掲
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
そ
の
歴
史
的
経

緯
に
つ
い
て
、
そ
し
て
音
楽
室
に
肖
像
画
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ

る
教
育
的
効
果
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
述
べ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
肖
像
画
が
音
楽
室
に
掲
げ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
歴
史
的
な
検
証
を
行
い
、
音
楽
室
の
中

で
肖
像
画
が
時
代
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
教
育
的
効
果
を
期
待
さ
れ
て
い
た
の
か

で
は
本
稿
の
概
要
を
述
べ
て
い
く
。
ま
ず
は
音
楽
史
に
お
け
る
肖
像
画
に
つ

の
問
題
に
つ
い
て

山

本

耕

平
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が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ヘ
ン
デ
ル
は
実
に
多
様
な
姿
で
肖
像
画
が
描
か

と
、
天
才
で
あ
り
、
英
雄
で
あ
り
、
ま
た
神
格
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
そ
の
顔

い
て
概
観
し
た
あ
と
、
戦
前
の
唱
歌
教
育
と
教
室
の
設
備
の
関
係
を
取
り
上
げ

る
。
こ
こ
で
は
、
唱
歌
教
室
の
設
備
に
求
め
ら
れ
る
役
割
が
、
音
響
的
な
側
面

や
衛
生
上
の
配
慮
と
い
っ
た
物
理
的
な
環
境
整
備
か
ら
、
「
美
育
」
の
た
め
の

次
に
音
楽
室
に
お
け
る
肖
像
画
の
ル
ー
ツ
を
探
っ
て
い
く
。
唱
歌
教
室
で
は
、

戦
前
よ
り
肖
像
画
を
掲
げ
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
肖
像

画
に
対
す
る
見
方
は
次
第
に
変
容
し
て
い
く
。
当
初
は
美
育
の
た
め
の
単
な
る

装
飾
品
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
肖
像
画
を
、
導
敬
の
対
象
と
し
て
崇
め
る
視
線
が

求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
戦
後
の
学
習
指
導
要
領

（
試
案
）
や
一
九
六
七
年
の
教
材
基
準
に
お
け
る
肖
像
画
の
取
り
扱
い
に
つ
い

古
代
エ
ジ
プ
ト
に
始
ま
る
西
洋
の
肖
像
画
の
歴
史
に
お
い
て
、
描
か
れ
て
い

る
の
が
作
曲
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
描
写
が
現
れ
る
の
は
お
お
よ

そ
十
五
世
紀
後
半
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
楽
譜
や
歌
詞
、
楽
器
な
ど
、
音
楽

に
関
係
す
る
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
の
小
道
具
と
と
も
に

(
2
}
 

描
か
れ
た
。

十
七
世
紀
か
ら
飛
躍
的
に
増
え
た
作
曲
家
の
肖
像
画
は
、
十
八
枇
紀
に
な
る

れ
た
し
、
肖
像
画
の
メ
デ
ィ
ア
性
に
注
目
し
た
ハ
イ
ド
ン
は
、
自
身
の
肖
像
画

音
楽
と
肖
像
画
に
つ
い
て

て
論
じ
て
い
く
。

環
境
整
備
へ
と
広
が
っ
て
い
く
過
程
を
描
き
出
し
て
い
く
。

イ
コ
フ
ス
キ
ー
や
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、

雑
誌
『
同
許
會
雑
誌
』

-6-

掲
載
さ
れ
て
お
り
、
雑
誌
『
音
築
界
』

グ
リ
ー
グ
と
い
っ
た
作
曲
家
の
肖
像
画

で
は
、

一
八
九
六
年
六
月
号
に
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
肖
像
画
が

半
裸
の
姿
で
彫
ら
れ
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
像
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
神
聖
化

の
肖
像
画
か
ら
、

マ
ッ
ク
ス
ク
リ
ン
ガ
ー
に
よ
る
、
ギ
リ
シ
ャ
彫
刻
の
よ
う
に

を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
宜
伝
の
手
段
と
し
て
用
い
た
。
ま
た
バ
ッ
ハ
の

-
3
}
 

肖
像
画
は
「
聖
遺
物
」
と
し
て
人
々
に
崇
め
ら
れ
た
。

十
九
世
紀
に
な
る
と
、
肖
像
画
に
対
し
て
人
々
が
敬
意
を
表
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
作
曲
家
の
肖
像
画
に
関
し
て
も
そ
れ
は
同
様
で
、
作
曲
家
の
肖
像
画
や

銅
像
は
、
記
念
碑
の
土
台
の
上
に
際
立
た
せ
ら
れ
た
り
、
公
の
場
に
立
て
ら
れ

た
り
す
る
な
ど
、
ま
る
で
神
々
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
た
。
そ
の
最
た
る
例
が

る
手
段
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
自
分
を
表
現
す
る
か
を
よ
く
考
え
て
写
真
の
撮

り
方
を
指
定
し
た
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
描
か
れ
た
、

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
な
ど
の

「
過
去
の
倅
大
な
作
曲
家
」
た
ち
も
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
た
ち
と
同
様
に
偶
像

崇
拝
の
よ
う
な
、
崇
め
ら
れ
る
べ
き
対
象
と
し
て
描
か
れ
た
。

特
に
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
肖
像
に
関
し
て
渡
辺
裕
は
、

さ
れ
て
い
く
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
を
取
り
上
げ
、

い
か
め
し
い
顔
つ
き

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
「
も
は
や

崇
拝
の
対
象
と
し
て
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
」

と
述
べ
て
い
る
。

で
は
、
日
本
に
お
い
て
作
曲
家
の
肖
像
は
ど
の
よ
う
に
し
て
伝
わ
っ
て
き
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
正
確
な
時
期
を
探
る
の
は
難
し
い
が
、
管
見
に
よ
れ
ば
、

一
九

0
0
年
代
初
頭
よ
り
チ
ャ

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
と
ワ
ー
グ
ナ
ー
で
あ
る
。

ワ
ー
グ
ナ
ー
は
、
自
己
を
表
現
す

12 



思
う
。

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

+6
、

し

9 譜

{
＾

i
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が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
て
い
る
。
ま
た
一
九
一
六
年
に
発
行
さ

れ
た
『
西
洋
音
築
史
綱
』

の
中
で
は
、
西
洋
音
楽
史
と
と
も
に
西
洋
の
作
曲
家

の
肖
像
画
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

音
楽
史
・
上
編
l

で
は
、
そ
の
当
時
の
国
内
に
お
い
て
可
能
な
限
り
の
作

曲
家
に
関
す
る
図
像
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
献
に
は
、
肖
像
画
だ
け
で

な
く
、
作
曲
家
の
生
家
や
デ
ス
マ
ス
ク
、
あ
る
い
は
関
連
す
る
絵
画
や
人
物
な

{
9
)
 

ど
の
資
料
が
多
数
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
西
洋
の
音
楽
史
の
文
献
な

ど
に
よ
っ
て
作
曲
家
の
肖
像
画
は
日
本
に
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
勿
論
考
え
ら

れ
る
が
、
十
九
世
紀
後
半
か
ら
日
本
に
浸
透
し
始
め
て
い
た
作
曲
家
の
肖
像
画

一
九
三

0
年
代
後
半
あ
た
り
に
は
、
お
お
よ
そ
国
内
に
集
め
ら
れ
て
い
た

で
は
、
こ
う
し
た
歴
史
を
持
つ
作
曲
家
の
肖
像
画
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で

日
本
の
学
校
の
教
室
に
掲
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
か
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
と

唱
歌
教
育
と
教
室
ー
美
育
の
た
め
の
唱
歌
教
室
ー

唱
歌
教
育
が
始
ま
っ
て
か
ら
、

ど
の
よ
う
な
唱
歌
を
用
い
る
の
か
、
ま
た

唱
歌
を
ど
の
よ
う
に
教
え
る
の
か
、
教
材
は
何
を
用
意
す
れ
ば
い
い
の
か
な
ど
、

唱
歌
教
育
の
方
法
に
つ
い
て
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
中
で
、
唱
歌
教

-10) 

室
の
整
備
に
関
す
る
記
述
が
徐
々
に
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、

い
く
つ
か
の
文
献
を
も
と
に
、
唱
歌
教
室
の
環
境
整
備
が
、
物
理
的
な
も
の
だ

け
で
な
く
、
美
育
の
偏
面
か
ら
も
考
え
ら
れ
て
い
く
過
程
を
描
き
出
し
て
み
た
い
。

一
九
三
五
年
に
発
行
さ
れ
た
『
音
楽
鑑
賞
図

一
日
を
し
て
い
る
。
彼
は
言
う
。

性
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
配
慮
す
べ
き
点
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

的
な
配
慮
が
う
か
が
え
る
。
元
橋
は
述
べ
る
。

し
か
し
、

一
郎
は
、
唱
歌
教
育
が
胸
郭
を
は
り
、
呼
吸
器
を
強
壮
に
す
る
た
め
の
も
の
で

あ
る
と
し
、
「
教
師
ハ
生
徒
ノ
呼
吸
二
要
ス
ル
純
良
ナ
ル
大
氣
ヲ
支
給
セ
ン
コ

ト
ヲ
務
ム
ヘ
シ
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
一
八
九
八
年
に
発
行
さ
れ
た
元
橋
義

敦
に
よ
る
『
小
學
校
唱
歌
教
授
法
』
に
お
い
て
も
、
唱
歌
教
室
に
対
す
る
衛
生

「
唱
歌
ハ
呼
吸
器
作
用
二
襴
ス
ル
事
業
ナ
ル
ヲ
以
テ
或
ハ
温
度
二
十
分
注

意
ヲ
要
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
其
ノ
他
應
埃
ノ
紛
飛
ス
ル
所
二
於
テ
ハ
決
シ
テ
唱

{12) 

歌
セ
シ
ム
ベ
カ
ラ
ズ
是
レ
掘
生
上
最
モ
戒
心
ス
ベ
キ
コ
ト
タ
リ
」
。

元
橋
も
松
岡
と
同
様
に
、
唱
歌
教
室
に
お
い
て
ま
ず
重
視
さ
れ
る
も
の
は
衛

生
的
な
環
境
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
加
え
て
、
音
響
上
の
特

元
橋
は
こ
う
し
た
唱
歌
教
室
の
環
境
整
備
に
つ
い
て
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
だ
発

「
若
シ
又
事
情
ノ
許
ス
ア
ラ
バ
兒
童
ヲ
シ
テ
美
ノ
情
操
ヲ
起
サ
シ
ム
ル
ニ

{13) 

足
ル
ベ
キ
装
飾
ヲ
教
室
二
備
フ
レ
バ
妙
ノ
妙
ト
モ
謂
フ
ベ
シ
」
。

元
橋
は
、
衛
生
上
の
問
題
や
音
評
上
の
特
性
が
保
障
さ
れ
た
上
で
、
さ
ら
に

十
ど
も
が
美
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
装
飾
を
教
室
に
施
す
こ
と
を
す
す
め
て
い

一
八
九
四
年
に
発
行
さ
れ
た
『
小
學
校
唱
歌
科
教
授
法
』

の
中
で
、
松
岡
銅

13 



る
。
し
か
し
こ
の
時
点
で
は
、
唱
歌
教
室
は
あ
く
ま
で
清
潔
さ
を
保
っ
た
部
屋

と
い
う
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
実
際
に
、
下
図
で
示
さ
れ
て
い
る
元
橋
に

よ
る
唱
歌
教
室
の
イ
メ
ー
ジ
図
を
見
る
と
、
教
室
前
方
に
オ
ル
ガ
ン
、
掛
図
な

ど
が
あ
る
の
み
で
、
現
在
の
音
楽
室
と
比
べ
る
と
簡
素
な
空
間
が
想
定
さ
れ
て

唱
歌
教
室
の
装
飾
と
い
う
側
面
か
ら
山
本
正
夫
は
「
赦
卓
の
前
に
、
其
を
り

(M
)
 

/
＼
の
植
物
を
置
く
の
も
、
頗
る
よ
い
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
る
な
ど
、
清
潔

さ
だ
け
で
な
く
、
唱
歌
教
室
の
環
境
整
備
に
お
い
て
美
を
涵
養
す
る
よ
う
な
装

さ
ら
に
菊
池
盛
太
郎
は
、
『
唱
歌
教
授
の
改
造
』

の
中
で
、
音
楽
に
対
す
る

感
受
性
を
高
め
る
た
め
に
は
、
教
室
も
環
境
も
ま
た
感
受
性
を
高
め
る
も
の
で

あ
る
べ
き
、
と
美
育
と
し
て
の
音
楽
教
室
の
在
り
方
を
論
じ
て
い
る
。
彼
は
言
う
。

「
音
築
敦
室
な
る
も
の
は
音
築
を
演
奏
し
音
築
美
に
依
つ
て
人
生
に
必
要

し
む
る
肺
聖
極
り
な
き
一
大
霙
場
で
有
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

足
一
歩
其
音
築
教
室
に
臨
ま
ん
か
身
心
為
め
に
一
種
の
美
威
に
打
た
る
、

と
共
に
、
室
内
の
構
造
悉
皆
美
的
装
置
美
育
の
目
的
に
適
ひ
採
光
、
通
風
、

整
頓
、
装
飾
其
の
有
ら
ゆ
る
感
じ
が
美
的
に
且
赦
育
的
に
有
価
債
値
で
な

(15) 

く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
」
。

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
唱
歌
教
育
に
お
け
る
教
室
整
備
に
お
い
て
は
、

鋏
く
可
か
ら
ざ
る
諸
般
の
美
的
性
情
を
培
養
す
る
、
教
養
す
る
、
｛
貫
習
せ

飾
が
徐
々
に
提
案
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

元橋義敦「小學校唱歌教授法」教育書房、 1898年、 34頁

ま
ず
は
衛
生
上
の
側
面
や
音
響
的
な
側
面
が
重
視
さ
れ
て
い
た
が
、
次
第
に
美

育
を
手
助
け
す
る
た
め
の
装
置
と
し
て
の
側
面
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

14 



山
周
一
に
よ
る
『
目
と
耳
の
教
育
』

の
中
で
、
唱
歌
教
室
に
お
け
る
肖
像
画
の

必
要
性
に
関
す
る
記
述
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
ま
ず
、
当
時
の
唱

歌
教
室
を
物
置
の
よ
う
な
殺
風
景
な
部
屋
で
あ
る
と
批
判
し
た
う
え
で
次
の
よ

い
音
築
の
世
界
に
入
っ
た
様
な
氣
に
な
り
自
然
と
歌
は
ざ
ら
む
と
し
て
能

017) 

は
ざ
る
も
の
が
あ
る
と
言
ふ
風
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

栗
山
は
、
唱
歌
教
育
を
「
審
美
教
科
」
と
捉
え
て
お
り
、
そ
う
し
た
教
科
に

お
い
て
は
、
美
し
さ
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
教
室
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
唱

「
子
供
が
先
づ
唱
歌
教
室
へ
足
を
一
歩
入
れ
た
と
す
る
と
何
と
な
く
美
し

う
に
言
う
。

そ
の
正
確
な
起
源
を
探
る
の
は
難
し
い
が
、

一
九
二
二
年
に
発
行
さ
れ
た
栗

で
は
次
に
、
唱
歌
教
室
に
お
け
る
肖
像
画
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
見
て
い
き

た
い
と
思
う
。
音
楽
に
お
け
る
肖
像
画
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
・

ザ
ル
メ
ン
が
言
う
よ
う
に
、
肖
像
画
と
し
て
描
か
れ
た
姿
に
よ
っ
て
霊
性
を
表

そ
う
と
し
て
い
た
時
代
が
過
去
に
存
在
し
た
。
特
に
、
肖
像
画
だ
け
で
な
く
、

記
念
碑
や
メ
ダ
ル
に
も
な
っ
て
い
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
や
ワ
ー
グ
ナ
ー
は
、
音

楽
そ
の
も
の
に
加
え
、
そ
の
姿
に
よ
っ
て
も
ま
た
偉
大
さ
、
と
い
っ
た
イ
メ
ー

(16) 

ジ
形
成
に
寄
与
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
作
曲
家
の
肖
像
画
が
日

本
の
教
室
に
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。

唱
歌
教
室
に
お
け
る
肖
像
画
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
彼
は
続
け
る
。

歌
の
教
育
と
同
じ
く
ら
い
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
は
先
に

確
認
し
た
、
美
育
の
装
置
と
し
て
の
教
室
と
同
様
の
考
え
方
で
あ
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
彼
が
重
視
し
た
の
が
「
視
党
に
訴
え
か
け
る
教
授
」

で
あ
っ
た
。
栗
山
は
、
唱
歌
教
育
に
お
け
る
掛
図
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

「
唱
歌
に
は
い
つ
も
赦
授
す
べ
き
歌
の
掛
欄
が
必
要
だ
。
之
は
今
は
此
庭

に
詳
述
し
な
い
け
れ
ど
も
。
例
へ
ば
春
の
野
の
歌
を
数
へ
様
と
す
る
と
油

盈
の
大
き
な
春
の
野
の
掛
闘
を
見
せ
る
。
セ
レ
ナ
ー
ド
の
歌
を
教
え
る
時

{18-

に
は
夕
方
の
情
緒
を
あ
ら
は
し
た
掛
脳
が
必
要
で
あ
る
」
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
単
に
五
線
譜
や
歌
詞
を
視
貨
的
に
示
し
た
掛
図
で

は
な
く
楽
曲
の
曲
想
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
よ
う
な
絵
が
描
か
れ
た
掛
図
を
用
い

て
、
視
党
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
唱
歌
を
教
授
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い

ト
の
肖
像
、

「
尚
又
教
室
の
正
面
横
な
ど
の
壁
間
に
は
、
例
へ
ば
ハ
イ
ド
ン
や
モ
ザ
ー

ム
ー
ン
ラ
イ
ト
ノ
ソ
ナ
テ

ベ
ー
ト
ー
フ
エ
ン
が
月
光
の
曲
を
弾
じ
て
居
る
寓
奨
な
ど
を

か
こ
け
て
お
く
こ
と
も
よ
い
し
、
ミ
レ
ー
の
名
盈
や
ラ
フ
ァ
ェ
ロ
の
給
益

の
復
製
な
ど
を
き
れ
い
な
金
縁
の
額
に
あ
げ
て
お
く
。
又
時
季
々
々
に
さ

く
花
な
ど
を
花
瓶
に
さ
し
て
お
く
事
も
必
要
で
あ
る
。
唱
歌
教
室
に
は
是

-19) 

非
花
瓶
荻
や
花
瓶
、
額
な
ど
は
必
要
な
備
品
で
あ
る
」
。

て
い
る
。
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栗山周ー『Hと耳の放育』

大同館書店、 1922年、 208頁

ら
れ
る
印
象
を
強
め
る
も
の
で
あ
る
。
印
度
の
翰
に
は
キ
ッ
ト
イ
ン
ド

の
教
義
に
つ
い
て
の
日
く
が
附
い
て
ゐ
る
。
ミ
レ
ー
の

て
い
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
楽
聖
の
肖
像
画
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
以
降
、
唱
歌
教
室
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
備
品
の
中
に
肖
像
画
が

散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
津
田
昌
業
も
ま
た
、
『
音
築
鑑
賞
教
育
』

の
中
で
、
栗
山
と
同
じ
よ
う
に
、
音
楽
を
理
解
す
る
た
め
の
絵
画
の
効
果
を
重

「
―
つ
の
音
楽
は
よ
く
、
有
名
な
る
翰
甕
に
よ
っ
て
生
徒
の
上
に
輿
ヘ

賞
す
る
事
は

A
d
e
s
t
e
F
i
d
e
l
e
s
ー
~
錐
（
築
器
）

『
天
使
』
を
鑑

で

奏

し

た

曲

や

E
v
e
n
i
n
g
 C
h
i
m
e
s
 
(
夕
の
鐘
）

1
8
0
1
8
 
(
引
用
文
献
中
の
レ
コ
ー
ド
番
号
ら
車

者
注
）
の
よ
う
な
曲
に
よ
っ
て
大
に
そ
の
感
じ
を
強
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

(20) 

大
作
曲
家
の
肖
像
も
勿
論
必
要
で
あ
る
」
。

視
し
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

栗
山
は
、
唱
歌
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
た
め
の
教
材
と
し
て
視
覚
教
材
を
重
視
し

こ
う
し
て
、
楽
曲
の
持
つ
雰
囲
気
を
理
解
す
る
た
め
に
絵
画
が
補
助
教
材
と

し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
青
柳
善
吾
は
、
『
唱
歌
科
赦
育
問
答
』

と
い
う
、
全
国
の
教
師
に
よ
る
各
教
科
に
対
す
る
様
々
な
質
問
に
答
え
た
本
の

中
で
、
音
楽
室
の
標
準
設
備
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
楽
器
に
加
え
「
メ
ト
ロ

(21) 

ノ
ー
ム
、
指
揮
棒
、
築
聖
額
面
、
花
瓶
、
ラ
ヂ
オ
セ
ッ
ト
」
と
答
え
て
い
る
。

さ
ら
に
、
幾
尾
純
も
ま
た
、
唱
歌
教
室
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

を
な
す
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
引
幕
の
色
彩
も
雅
致
あ
る
も
の
を

撰
探
し
、
壁
に
は
美
麗
な
る
組
覺
を
掲
げ
、
或
は
ベ
ー
ト
ー
ベ
エ
ン
な
ど

の
築
聖
の
肖
像
乃
至
音
築
史
に
開
係
あ
る
寓
慎
な
ど
を
掲
げ
て
お
く
が
よ

い
。
花
瓶
に
は
四
季
と
り
ど
り
ゞ
の
美
し
い
花
を
生
け
参
考
圏
書
を
も
併

置
し
て
、
兒
童
が
赦
室
に
入
り
来
れ
ば
自
然
に
調
和
優
美
に
静
安
の
氣
に

(22) 

誘
致
さ
れ
る
や
う
遺
憾
な
か
ら
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

右
の
引
用
で
は
、
唱
歌
教
室
が
第
一
に
衛
生
面
に
配
慮
さ
れ
た
空
間
で
あ
る

こ
と
、
そ
し
て
そ
の
上
で
美
を
涵
養
す
る
よ
う
な
空
間
づ
く
り
を
目
指
す
べ
き
、

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
前
節
で
述
べ
た
美
育
と
し
て
の
唱
歌
教

室
の
考
え
を
端
的
に
述
べ
た
文
章
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
て
、
教
室
の

設
備
の
中
に
徐
々
に
肖
像
画
が
加
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
、
肖
像
画
は
あ
く
ま
で
美
的
な
環
境
整
備
か
、
あ
る
い
は
曲

想
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
た
め
の
視
覚
的
な
補
助
教
材
、
と
い
っ
た
捉
え
方
を
さ
れ

「
唱
歌
赦
室
は
清
潔
整
頓
を
旨
と
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
優
美
な
る
装
置

16 



東京市下谷匡竹町尋常小學校唱歌数室

「学校音楽j第2巻第11号、共益商社、 1934年

の
肖
像
書
な
ど
を
掲
げ
て
置
き
ま
す
が
、
西
洋
人
の
も
の
よ
り
も
第
一
に

の
設
備
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

『
高
等
小
學
青
年
學
校
音
柴
教
授
資
料
第
1
編』

で
は
、

家
へ
の
尊
敬
の
念
を
養
お
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

で
あ
る
。
教
室
の
前
面
に
は
、

ハ
イ
ド
ン
、
バ
ッ
ハ
、

五
線
が
引
か
れ
た
黒
板
、
花
瓶
、
音
階
を
示
し

た
掛
図
、
そ
し
て
肖
像
画
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
実
際
の
教
育
現
場
に
お
い
て

も
こ
れ
ま
で
に
取
り
上
げ
て
き
た
よ
う
な
美
育
の
た
め
の
環
境
が
整
え
ら
れ
て

教
室
に
肖
像
画
が
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
作
曲
家
に
対
す
る
イ
メ

ー
ジ
が
酸
成
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
教
室
の
肖
像
画
は
、

西
洋
音
楽
に
つ
い
て
生
徒
に
教
授
す
る
際
、
音
楽
そ
の
も
の
に
加
え
、
作
曲

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
曲
家
の
楽
曲
に
つ
い
て
学
習
さ
せ

る
際
、
「
音
楽
を
作
る
人
に
対
す
る
認
識
を
作
る
」
と
題
し
、
「
作
曲
家
の
使
命
、

作
曲
家
の
苦
心
、
作
曲
家
の
生
活
等
」
に
つ
い
て
学
ば
せ
る
よ
う
に
書
い
て
い

-23) 
る
。
ま
た
井
上
武
士
は
『
展
民
學
校
藝
能
科
音
柴
問
答
』
の
中
で
、
音
楽
教
室

「
装
飾
用
の
額
や
、
花
瓶
位
は
あ
っ
た
方
が
よ
い
で
せ
う
。
よ
く
音
築
家

四
肖
像
画
へ
の
眼
差
し
の
変
化
に
つ
い
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

上
の
写
真
は
、

一
九
三
四
年
当
時
の
唱
歌
教
室
の
様
子
が
撮
影
さ
れ
た
も
の

て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

い
つ
し
か
尊
敬
さ

一
九
三
七
年
発
行
の

17 



『音築鑑賞用（原色版美術印刷）

皇國五大音築家肖像額甕』

共益商社、 1941年、 3頁

集
の
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

日
本
人
と
し
て
の
築
界
の
恩
人
を
掲
げ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
（
共
益
商
社

書
店
発
行
、
林
廣
守
、
滝
廉
太
郎
、
伊
澤
修
二
、
小
山
作
之
助
、
島
崎
赤
太
郎
五

先
生
の
肖
像
壼
は
好
適
と
思
い
ま
す
）
敵
性
國
の
音
築
家
の
肖
像
畳
な
ど
は

勿
論
掲
げ
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
」
。

こ
の
井
上
の
発
言
に
は
、
当
時
の
政
治
的
な
問
題
が
わ
か
り
や
す
い
形
で
影

響
し
て
い
る
が
、
「
楽
界
の
恩
人
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
音
楽
教
育
を
作
り
上

げ
た
人
た
ち
に
対
す
る
尊
敬
の
念
を
持
っ
て
欲
し
い
、
と
い
う
よ
う
な
思
い
を

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
次
に
あ
げ
て
い
る
の
は
、
共
益
商
社
書
店

が
一
九
四
一
年
に
発
行
し
た
『
皇
國
五
大
音
築
家
肖
像
額
書
一
』
に
収
め
ら
れ
て

い
る
林
廣
守
の
肖
像
画
で
あ
る
。
井
上
は
先
の
引
用
に
お
い
て
、
こ
の
肖
像
画

象
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

五
戦
後
音
楽
教
育
に
お
け
る
教
室
設
備
に
つ
い
て

楽
教
育
家
た
ち
は
、
作
曲
家
へ
の
尊
敬
の
念
を
、
音
楽
の
み
な
ら
ず
、
作
曲
家

戦
後
間
も
な
い
一
九
四
九
年
に
近
森
一
重
は
、
『
音
楽
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
』

中
で
、

の

コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
も
と
に
し
た
小
学
校
六
年
生
向
け
の
授
業
計

画
「
好
き
な
音
楽
家
」
に
お
い
て
、
「
り
つ
ば
な
音
楽
家
へ
の
尊
敬
の
念
を
養

い
た
い
」
と
、
書
い
て
い
る
。

こ
の
単
元
で
は
、
ま
ず
、
教
室
に
作
曲
家
の
肖
像
画
を
掲
げ
、
肖
像
画
に
つ

い
て
語
り
合
い
、
音
楽
に
関
す
る
逸
話
を
聞
く
、
と
い
う
活
動
が
行
わ
れ
る
。

こ
こ
に
は
、
楽
聖
に
よ
る
肖
像
画
を
眺
め
、
逸
話
を
聞
き
、
音
楽
そ
の
も
の
と

い
う
よ
り
も
、
楽
聖
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
作
曲
家
へ
の
尊
敬
の
念
を
喚

起
さ
せ
よ
う
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
は
単
な
る

教
室
の
装
飾
、
あ
る
い
は
音
楽
を
理
解
す
る
た
め
の
補
助
的
な
視
覚
教
材
で
あ

っ
た
肖
像
画
の
在
り
方
か
ら
一
歩
進
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
音

の
姿
を
掲
げ
る
こ
と
で
育
も
う
と
考
え
て
い
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
作
曲
家
の

肖
像
画
は
、
尊
敬
す
る
対
象
と
し
て
そ
の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
音
楽
教
育
に
お
け
る
教
室
整
備
の
点
に
注

目
す
る
と
、
お
お
よ
そ
一
九
二

0
年
代
か
ら
、
教
室
に
楽
聖
の
肖
像
画
を
掲
げ

る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
だ
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、

い
つ
し
か
楽

聖
の
肖
像
画
は
、
単
な
る
音
楽
室
の
備
品
の
一
っ
か
ら
、
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
対

さ
て
、
こ
れ
ま
で
は
、
お
も
に
音
楽
教
育
家
や
現
場
の
教
員
の
意
見
を
中
心
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に
取
り
上
げ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
教
室
の
設
備
に
つ
い
て
、
文

一
九
五
一
年
の
中
学
校
・
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
音
楽
編
（
試
案
）
を
見

る
と
、
音
楽
科
の
目
標
や
指
導
内
容
に
加
え
、
付
録
と
し
て
「
(
-
)
音
楽
教

室
と
そ
の
設
備
」
と
い
う
項
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
項
で
は
、
音
楽
教
室

の
必
要
性
か
ら
、
教
室
の
位
置
、
数
、
広
さ
に
始
ま
り
、
教
室
内
の
構
造
に
つ

い
て
、
床
、
壁
面
と
天
井
、
通
風
・
採
光
、
電
源
、
暖
房
装
置
と
水
道
な
ど
に

触
れ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
備
品
や
教
材
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
楽

器
や
生
徒
用
机
、
鏡
、
教
科
書
な
ど
と
並
び
、
掛
図
類
の
と
こ
ろ
で
、
「
大
作

曲
家
の
肖
像
画
・
楽
器
図
・
演
奏
図
•
音
楽
年
代
表
な
ど
、
音
楽
学
習
に
必
要

な
掛
図
類
を
ひ
と
と
お
り
揃
え
て
お
く
こ
と
は
便
利
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て

(26) 

い
る
。こ

こ
で
、
制
度
上
か
ら
も
、
作
曲
家
の
肖
像
画
は
音
楽
室
に
掲
げ
ら
れ
る
べ

き
も
の
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
付
録
の
最
後
に
あ
る
「
三
．
教
室
の
装
飾
」

と
い
う
部
分
で
は
、
音
楽
学
習
の
雰
囲
気
を
出
す
た
め
に
、
教
室
内
の
調
和
を

保
っ
た
め
に
、
絵
画
を
掲
げ
た
り
、
彫
刻
や
花
び
ん
を
置
い
た
り
、
ま
た
カ
ー

テ
ン
の
色
や
デ
ザ
イ
ン
に
対
す
る
配
慮
の
必
要
性
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

部
省
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ま

り
、
こ
こ
で
楽
聖
の
肖
像
画
は
、
他
の
絵
画
と
は
一
線
を
画
す
も
の
に
な
っ
て

い
る
。
作
曲
家
や
そ
の
音
楽
の
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
る
た
め
の
手
段
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
試
案
の
編
集
委
員
の
名
前
に
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た

青
柳
善
吾
や
近
森
一
重
が
名
を
連
ね
て
い
る
点
か
ら
も
、
こ
こ
で
書
か
れ
て
い

る
肖
像
画
に
対
す
る
眼
差
し
が
、
楽
聖
へ
の
尊
敬
を
あ
ら
か
じ
め
含
む
も
の
で

ま
た
一
九
六
三
年
に
発
行
さ
れ
た
『
音
楽
科
の
設
備
；
そ
の
基
準
と
活
用
』

(27) 

の
中
で
も
、
音
楽
室
は
「
情
操
教
育
に
ふ
さ
わ
し
い
彩
色
・
装
備
を
す
る
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
続
く
一
九
六
七
年
に
出
さ
れ
た
、
全
国
の
小
中
学

校
に
お
け
る
教
材
や
教
具
の
基
準
を
示
し
た
教
材
基
準
で
は
「
世
界
音
楽
肖
像

画
」
を
掲
げ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
そ
の
教
材
と
学
習
指
導

要
領
と
の
関
連
が
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
肖
像
画
に
対
し
て
は
、
「
鑑
賞
(
-
)

い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
楽
曲
に
親
し
ま
せ
、
リ
ズ
ム
、
旋
律
、
和
声
な
ど
の
よ
さ
、

(28-

美
し
さ
、
お
も
し
ろ
さ
に
対
す
る
関
心
を
高
め
る
」
と
、
鑑
賞
教
育
の
観
点
か

ら
肖
像
画
と
音
楽
教
育
と
の
関
わ
り
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
岩
田
俊
一
は
、
教

室
内
に
掲
げ
ら
れ
た
肖
像
画
に
対
し
、
「
世
界
的
な
音
楽
家
の
肖
像
は
常
時
教

室
内
に
掲
示
し
、
生
徒
た
ち
の
音
楽
家
へ
の
関
心
を
ひ
く
上
に
重
要
な
役
割
を

(29) 

果
た
す
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
や
は
り
こ
こ
で
も
、
音
楽
そ
の
も
の

あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

管通教室を音楽教室とした例

中学校・高等学校学習指導要領音楽編

（試案）文部省、 1951年
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日
本
の
音
楽
室
に
お
け
る
肖
像
画
は
、
時
代
が
進
む
に
つ
れ
、
美
育
の
観
点

や
、
音
楽
の
ム
ー
ド
、
あ
る
い
は
音
楽
史
の
理
解
、
と
い
っ
た
こ
と
に
加
え
、

葬
敬
す
べ
き
、
（
少
な
く
と
も
音
楽
的
に
は
）
目
指
さ
れ
る
べ
き
人
物
像
、
と
い

げ
た
音
楽
室
に
お
け
る
肖
像
画
は
、
音
楽
そ
の
も
の
に
よ
る
教
育
に
加
え
、
視

党
的
な
面
か
ら
も
人
間
形
成
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
事
例
の
一
っ
と
し
て
考

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
今
回
取
り
上

音
楽
教
育
に
お
け
る
情
操
や
人
間
形
成
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
ま
ず

は
音
楽
に
よ
る
教
育
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
音
楽
室
に
お
け
る

肖
像
画
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
肖
像
画
も
ま
た
そ
う
し
た
教
育

っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
継
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

べ
き
理
想
の
人
物
像
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
唱
歌
教
室
、
あ
る
い
は
音
楽
室
に
お
け
る
肖
像
画

の
在
り
方
を
ま
と
め
る
な
ら
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
唱
歌
教

室
は
、
環
境
整
備
が
第
一
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
単
に
衛
生
上
の
配
慮
や
音
孵

上
の
特
性
を
考
慮
し
た
も
の
か
ら
、
徐
々
に
美
的
な
雰
囲
気
作
り
を
目
指
す
も

の
と
さ
れ
て
い
っ
た
。
美
育
の
観
点
か
ら
考
え
ら
れ
た
教
室
で
は
、
花
瓶
や
そ

の
他
の
絵
画
な
ど
と
同
様
に
、

の
肖
像
画
が
掲
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
れ
が
い
つ
し
か
目
指
す

お
わ
り
に

ら
れ
て
い
る
。

だ
け
で
な
く
、
作
曲
家
そ
の
人
へ
の
興
味
を
喚
起
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
述
べ

い
わ
ば
音
楽
の
ム
ー
ド
作
り
の
た
め
に
作
曲
家

く
る

H
指
す
人
間
像
に
つ
い
て
の
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。

の
役
割
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
そ
こ
で
目

指
さ
れ
る
人
間
像
の
モ
デ
ル
の
一
っ
と
し
て
は
仰
大
な
る
音
楽
家
が
想
定
さ
れ

音
楽
教
育
と
人
間
形
成
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
場
合
、
そ
の
具
体
的
な
イ
メ

ー
ジ
を
掴
む
た
め
に
は
、
歌
唱
、
器
楽
、
鑑
＂
且
な
ど
、
「
音
楽
そ
の
も
の
の
教
育
」

に
加
え
、
音
楽
史
、
作
曲
家
の
伝
記
、
音
楽
理
論
な
ど
も
含
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の

教
育
の
背
後
に
想
定
さ
れ
て
い
る
思
想
を
一
っ
―
つ
拾
い
上
げ
る
作
業
が
必
要

で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
研
究
を
進
め
て
い
く
上
で
の
―
つ
の
視
座
を

し
か
し
、
今
回
の
研
究
で
は
そ
の
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
今
後
の

課
題
と
し
て
は
、
今
回
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
音
楽
史
の
教
育
あ

る
い
は
鑑
伐
教
育
と
の
関
わ
り
や
、
そ
も
そ
も
日
本
に
い
つ
作
曲
家
の
肖
像
が

伝
え
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
ル
ー
ツ
を
探
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
引
き
続
き
調

壺
を
進
め
、
音
楽
教
育
と
肖
像
画
の
関
係
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
透
け
て
見
え
て

主―-＝-． (
l
)

常
光
徹
『
学
校
の
怪
淡
ー
ロ
承
文
芸
の
研
究
l

|
j
 

(
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、

―1
0
0
二
年
）
四
二
頁
。
そ
の
他
音
楽
室
に
あ
る
作
曲
家
の
刊
像
両
や
ピ
ア
ノ
な

ど
に
ま
つ
わ
る
民
話
の
研
究
に
つ
い
て
は
松
谷
み
や
チ
『
現
代
民
話
考
[

7

]

j

（ち

く
ま
文
庫
、
二

0
0
1
1
一
年
）
に
詳
し
い
。

(
2
)

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ザ
ル
メ
ン
、
『
音
楽
家
4
0
9
人
の
肖
像
画
ー
古
代
後
期

か
ら
1
6
0
0
年
ま
で
ー
』
寺
本
ま
り
子
訳
、
音
楽
之
友
社
、
一
九
八
八
年
、

七
頁
参
照
。

得
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
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(3)

前
掲
、
八
ー
九
頁
。

(
4
)

前
掲
‘
1
0
頁。

(
5
)

渡
辺
裕
「
聴
衆
の
誕
生
』
春
秋
社
、
一
九
八
九
年
、
五
四
頁
。

(
6
)

『
同
啓
會
雑
誌
』
第
武
琥
、
同
整
會
、
一
八
九
六
年
。

(
7
)

『
音
栗
界
』
第
一
巻
第
二
号
、
第
三
号
、
第
四
号
、
第
六
号
、
以
上
音
築
社
、

一
九

0
八
年
。

(
8
)

富
尾
木
知
佳
『
西
洋
音
栗
史
綱
』
共
益
商
社
苫
店
、
一
九
一
六
年
。

(
9
)

黒
澤
隆
朝
、
小
川
一
朗
編
『
音
楽
鑑
買
図
譜
音
楽
史
・
上
編
』
共
益
商
社
FICr

店
、
一
九
三
五
年
。

(10)

本
稿
で
は
、
引
用
文
献
に
従
っ
た
記
述
を
し
て
お
り
、
「
唱
歌
教
室
」
と
「
音

楽
（
教
）
室
」
の
両
方
の
語
を
用
い
て
い
る
。
教
科
名
と
し
て
考
え
た
場
合
、
制

度
上
「
唱
歌
科
」
が
「
芸
能
科
音
楽
」
と
な
り
、
音
楽
と
い
う
教
科
名
が
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
九
四
一
年
以
降
で
あ
る
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る

通
り
、
一
九
四
一
年
以
前
か
ら
も
「
唱
歌
教
室
」
に
交
じ
っ
て
「
音
楽
（
教
）
室
」

と
い
う
名
称
も
ま
た
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
制
度
の
上
で
の
「
唱
歌

科
」
と
い
う
教
科
名
と
、
現
場
の
教
師
た
ち
、
あ
る
い
は
音
楽
教
育
に
関
わ
る
者

た
ち
が
実
際
に
行
っ
て
い
た
唱
歌
以
外
の
音
楽
教
育
ー
つ
ま
り
、
鑑
伐
教
育
、
音

感
教
育
、
音
楽
史
教
育
な
ど
ー
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
結
局
の
と
こ

ろ
、
そ
の
当
時
そ
う
し
た
教
育
が
行
わ
れ
て
い
た
空
間
が
「
唱
歌
教
室
」
あ
る
い

は
「
音
楽
（
教
）
室
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
稿
で
は
、
特
に
触
れ
な
い
か
ぎ
り
こ
れ
ら
二
つ
は
ほ
ぽ
同
義
語
と
し
て
取
り
扱

っ
て
い
る
。

(11)

松
岡
銀
一
郎
「
小
學
校
唱
歌
科
教
授
法
』
松
岡
鋼
一
郎
、
一
八
九
四
年
、
ニ
ニ
頁
。

(12)

元
橋
義
敦
「
小
躾
校
唱
歌
教
授
法
]
教
育
書
房
、
一
八
九
八
年
、
二
五
頁
。

(13)

前
掲
、
一
一
一
五
頁
。

(14)

山
本
正
夫
『
唱
歌
教
授
法
通
論
』
十
字
屋
楽
器
店
、
一
九
一

0
年
、
六

0
頁。

(15)

菊
池
盛
太
郎
『
唱
歌
教
授
の
改
造
』
緊
英
開
、
一
九
ニ
―
年
、
五
九
頁
。

(16)

ガ
プ
リ
エ
ー
レ
・
ザ
ル
メ
ン
「
音
楽
家
4
0
9
人
の
肖
像
画
4
1
9
世
紀
」
龍

村
あ
や
子
訳
、
音
楽
之
友
社
、
一
九
八
八
年
、
三
一
四
頁
。

(17)

栗
山
周
一
『
目
と
耳
の
教
育
j

大
同
館
凸
店
、
一
九
二
二
年
‘
―

1
0
三
頁
。

（
や
ま
も
と
・
こ
う
へ
い

音
楽
学

(18)

前
掲
‘
―

1
0
五
頁
。

(19)

前
掲
‘
―

1
0
五
頁
。

(20)

津
田
昌
業
「
音
栗
鑑
伐
教
育
』
十
字
屋
楽
器
店
、
一
九
―
一
四
年
、
二
九
四
頁
。

(21)

青
柳
普
吾
『
唱
歌
科
教
育
問
答
』
匝
生
閣
μ3
店
、
一
九
一
―

1
0
年
、
ニ
ー
ニ
貝
゜

(22)

幾
尾
純
『
低
爪
千
年
の
唱
歌
教
授
』
翡
踏
社
‘
-
J
L
三
六
年
、
四
頁
。

(23)

黒
澤
隆
朝
・
小
川
一
朗
編
『
高
等
小
楳
青
年
學
校
音
楽
教
授
惰
料
第
1
編
j

共

益
而
社
苫
店
、
一
九
三
七
年
、
九
九
頁
。

(24)

井
上
武
士
『
陸
民
根
校
藝
能
科
音
築
問
答
』
藤
井
甚
店
、
一
九
四
二
年
、
二
〇

一ー―

1
0
二
頁
。
な
お
、
本
引
用
中
の
共
益
商
社
苫
店
発
行
の
肖
像
画
集
は
、
井

上
武
士
が
監
修
し
た
も
の
で
、
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
日
本
人
に
加
え
、
バ
ッ

ハ
、
ヘ
ン
デ
ル
、
ハ
イ
ド
ン
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、
シ
ュ
ー
ベ

ル
ト
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
、
シ
ョ
パ
ン
、
シ
ュ
ー
マ
ン
、
リ
ス
ト
、

ワ
ー
グ
ナ
ー
、
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
、
ブ
ラ
ー
ム
ス
、
フ
ォ
ス
タ
ー
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
2
5
)近
森
一
凧
『
音
楽
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
ー
単
元
学
習
の
計
画
と
実
際
—
』
全
音
教
科

占
株
式
会
社
、
一
九
四
九
年
、
一
九
0
頁。

(26)

『
中
学
校
・
高
等
学
校
学
習
指
祁
要
領
音
楽
編
（
試
案
）
』
文
部
省
、
一
九
五
一
年
。

(27)

真
篠
将
「
音
楽
科
の
設
備
ゑ
J

の
基
準
と
活
用
』
明
治
図
t
日
、
一
九
六
三
年
、
九
頁
。

(28)

岩
田
俊
一
「
教
材
基
準
ー
そ
の
格
備
と
巡
用
ー
』
帝
国
地
方
行
政
学
会
、
一
九

六
七
年
、
四
七
一
頁
。

(29)

前
掲
、
二
五
二
頁
。

博
士
課
程
学
生
）
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