
　
サ
ン
＝
サ
ー
ン
ス
は
、ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
没
後
８
年
後
、

後
の
フ
ラ
ン
ス
音
楽
の
革
命
家
と
し
て
誕
生
し
、
ベ
ー
ト

ー
ヴ
ェ
ン
の
誕
生
日
で
あ
ろ
う
同
じ
月
日
の
12
月
16
日
に

86
歳
で
亡
く
な
っ
た
。若
い
頃
、ま
だ
フ
ラ
ン
ス
で
は
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
音
楽
、
ド
イ
ツ
主
義
が
非
難
さ
れ
て
い
る

時
代
に
彼
の
音
楽
を
頻
繁
に
ピ
ア
ノ
演
奏
会
で
紹
介
し
、

フ
ラ
ン
ス
に
新
し
い
潮
流
の
発
展
を
促
し
、そ
の
後
、晩
年

に
か
け
て
若
い
世
代
に
よ
る
様
々
な
ス
タ
イ
ル
が
誕
生
す

る
時
代
に
は
、保
守
的
な
考
え
を
固
持
し
た
。リ
ス
ト
、ベ

ル
リ
オ
ー
ズ
、ロ
ッ
シ
ー
ニ
、グ
ノ
ー
、ビ
ゼ
ー
と
親
交
が

あ
り
、ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
、シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
活
躍

し
た
時
代
も
生
き
た
急
激
な
音
楽
の
発
展
の
歴
史
の
中

で
、
86
歳
ま
で
現
役
作
曲
家
と
し
て
強
い
信
念
で
活
動
を

続
け
た
。サ
ン
＝
サ
ー
ン
ス
は
、ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
以
降
、ド

ビ
ュ
ッ
シ
ー
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
音
楽
界
で
の
重
要
な
作
曲

家
の
１
人
で
あ
る
。
 

　
生
ま
れ
て
す
ぐ
に
父
を
病
気
で
失
く
し
、
母
と
大
叔
母

に
育
て
ら
れ
る
。母
と
大
叔
母
の
存
在
は
、彼
の
生
涯
、音

楽
に
も
深
く
影
響
し
、
神
経
質
で
孤
立
し
た
性
格
を
形
成

し
た
。
音
楽
を
嗜
ん
だ
大
叔
母
に
よ
り
２
歳
で
ピ
ア
ノ
を

習
い
、３
歳
で
作
曲
を
始
め
て
自
分
で
楽
譜
を
書
き
始
め
、

パ
リ
の
プ
レ
イ
エ
ル
ホ
ー
ル
で
10
歳
に
し
て
ピ
ア
ニ
ス
ト

と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
と
言
わ
れ
る
神
童
で
も
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
パ
リ
音
楽
院
に
入
学
し
オ
ル
ガ
ン
の
ク
ラ
ス
で

１
等
賞
を
と
り
、サ
ン
・
メ
リ
ー
教
会
、マ
ド
レ
ー
ヌ
教
会

の
実
力
あ
る
オ
ル
ガ
ン
奏
者
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け
て

い
た
。こ
れ
ら
の
経
験
は
、彼
の
生
涯
に
わ
た
る
作
曲
活
動

に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
 

　
パ
リ
で
最
高
峰
の
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
の
職
で
あ
る
マ
ド
レ

ー
ヌ
教
会
に
約
20
年
間
務
め
、
日
曜
の
即
興
演
奏
で
も
有

名
で
あ
っ
た
。「
偉
大
な
楽
器
の
可
能
性
を
利
用
す
る
た
め

に
は
こ
の
楽
器
を
徹
底
的
に
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
オ
ル
ガ
ン
を
知
り
尽
く
し
、
そ
の

才
能
は
、別
名「
オ
ル
ガ
ン
交
響
曲
」と
し
て
も
知
ら
れ
て

い
る《
交
響
曲
第
３
番
》と
し
て
結
実
し
て
い
る
。「
サ
ン
＝

サ
ー
ン
ス
は
最
も
世
界
で
素
晴
ら
し
い
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
で

あ
る
。」と
親
友
の
リ
ス
ト
も
彼
の
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
と
し
て

の
才
能
を
絶
賛
し
、こ
の
作
品
は
、初
演
直
後
に
亡
く
な
っ

た
リ
ス
ト
へ
の
想
い
出
と
し
て
捧
げ
ら
れ
て
お
り
、
リ
ス

ト
の
交
響
詩
で
使
用
さ
れ
て
い
る
循
環
形
式
が
応
用
さ
れ

て
い
る
。パ
リ
初
演
で
は
、「
フ
ラ
ン
ス
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」

と
評
価
さ
れ
、
円
熟
期
の
彼
の
交
響
曲
最
後
の
作
品
で
近

代
フ
ラ
ン
ス
交
響
曲
の
傑
作
の
一
つ
に
も
な
っ
て
い
る
。
 

　
36
歳
の
頃
、フ
ラ
ン
ク
、フ
ォ
ー
レ
ら
と
国
民
音
楽
協
会

を
設
立
し
、
同
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
人
作
曲
家
に
よ
る
交
響

的
作
品
、室
内
楽
の
み
の
演
奏
会
を
催
し
、若
い
作
曲
家
た

ち
に
希
望
を
与
え
、ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
、ラ
ヴ
ェ
ル
ら
の
出
現

に
も
影
響
を
与
え
た
。
サ
ン
＝
サ
ー
ン
ス
自
身
も
３
曲
の

交
響
曲
、
室
内
楽
を
発
表
し
た
。
彼
は
、
当
時
、
フ
ラ
ン
ス

で
不
人
気
で
あ
っ
た
交
響
曲
と
室
内
楽
を
受
け
入
れ
た
最

初
の
フ
ラ
ン
ス
人
で
も
あ
る
。
独
奏
協
奏
曲
も
同
様
で
あ

り
、
約
30
曲
の
彼
の
協
奏
曲
で
は
実
験
的
な
試
み
を
行
っ

た
。
伝
統
的
な
３
楽
章
形
式
を
３
部
分
構
成
の
１
楽
章
形

式
へ
還
元
を
試
み
た
り
、
協
奏
曲
の
独
奏
を
流
行
の
名
人

芸
と
し
て
の
扱
い
で
は
な
く
て
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
対
話
と

し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
り
も
し
た
。
ス
ペ
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イ
ン
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
奏
者
、サ
ラ
サ
ー
テ
の
為
に《
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
協
奏
曲
１
番
、
３
番
》、
ス
ペ
イ
ン
風
要
素
を
取

り
入
れ
人
気
作
品
の
一
つ
で
あ
る
《
序
奏
と
ロ
ン
ド
・
カ

プ
リ
チ
オ
ー
ソ
》を
書
い
て
い
る
。２
楽
章
構
成
で
循
環
形

式
の
《
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
４
番
》、
３
つ
の
部
分
が
切
れ
目
の

な
い
単
一
楽
章
と
な
っ
て
い
る《
チ
ェ
ロ
協
奏
曲
１
番
》も

演
奏
の
人
気
が
高
い
。
そ
の
他
の
彼
の
代
表
作
も
挙
げ
て

み
る
。４
曲
あ
る
彼
の
交
響
詩
の
中
で
最
も
有
名
な
の
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
、
ア
ン
リ
・
カ
ザ
リ
ス
の
詩
か
ら
着
想

を
得
て
書
か
れ
た《
死
の
舞
踏
》で
あ
る
。リ
ス
ト
に
も
同

名
の《
死
の
舞
踏
》が
あ
る
。明
ら
か
に
親
友
の
リ
ス
ト
の

作
品
も
意
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
サ
ン
＝
サ
ー
ン
ス
の

方
は
、
楽
器
を
効
果
的
に
用
い
物
語
を
音
楽
で
視
覚
的
に

描
写
し
て
い
る
。作
品
の
成
功
を
反
映
し
て
、リ
ス
ト
を
含

む
数
多
く
の
作
曲
家
に
よ
る
ピ
ア
ノ
編
曲
版
が
あ
る
。
子

供
向
け
管
弦
楽
曲
と
し
て
物
語
や
語
り
付
き
で
演
奏
さ
れ

る
こ
と
も
度
々
あ
る
組
曲《
動
物
の
謝
肉
祭
》も
主
要
作
品

の
一
つ
で
あ
る
。14
曲
か
ら
な
り
、様
々
な
動
物
の
生
態
を

ユ
ー
モ
ラ
ス
に
皮
肉
を
込
め
て
描
い
て
い
る
。
最
も
有
名

な
の
は
、
第
13
曲
の
チ
ェ
ロ
独
奏
曲
の
《
白
鳥
》
で
あ
る
。

バ
レ
エ《
瀕
死
の
白
鳥
》は
、こ
の
曲
に
ミ
ハ
イ
ル
・
フ
ォ

ー
キ
ン
が
振
付
を
し
て
有
名
と
な
っ
た
。ま
た
、第
４
曲
で

は
オ
ッ
フ
ェ
ン
バ
ッ
ク
の
《
天
国
と
地
獄
》、
第
５
曲
で
は

ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
の
《
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
劫
罰
》、
メ
ン
デ
ル
ス

ゾ
ー
ン
の
《
夏
の
夜
の
夢
》、
第
12
曲
で
自
作
の
《
死
の
舞

踏
》、ロ
ッ
シ
ー
ニ
の《
セ
ビ
リ
ア
の
理
髪
師
》、フ
ラ
ン
ス

民
謡
な
ど
の
断
片
を
効
果
的
に
引
用
し
、
各
曲
で
楽
器
編

成
に
も
こ
だ
わ
り
色
彩
豊
か
に
表
現
し
て
い
る
。
音
楽
形

式
の
概
説
書
と
し
て
も
、
行
進
曲
、
ワ
ル
ツ
、
練
習
曲
、
ス

ケ
ル
ツ
ォ
、
カ
ノ
ン
、
ロ
ン
ド
、
ク
オ
ド
リ
ベ
ッ
ト
（
異
な

っ
た
メ
ロ
デ
ィ
を
同
時
に
コ
ラ
ー
ジ
ュ
）
と
い
う
形
で
巧

妙
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
 

　
そ
し
て
10
曲
を
超
え
る
オ
ペ
ラ
作
品
の
中
で
は
、
聖
書

オ
ペ
ラ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
も
独
創
的
で
あ
る
《
サ
ム
ソ

ン
と
デ
リ
ラ
》が
、彼
の
オ
ペ
ラ
の
代
表
作
で
あ
る
。フ
ラ

ン
ス
で
の
試
演
会
で
は
評
判
が
悪
く
、
全
曲
初
演
は
リ
ス

ト
の
協
力
で
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
で
ド
イ
ツ
語
に
よ
り
行
わ
れ

成
功
を
収
め
た
。
10
年
以
上
を
経
て
フ
ラ
ン
ス
初
演
が
実

現
し
、パ
リ
の
オ
ペ
ラ
座
で
の
上
演
は
大
成
功
で
あ
っ
た
。

ラ
イ
ト
モ
テ
ィ
ー
フ
的
に
旋
律
を
扱
っ
て
い
る
点
は
、
ワ

ー
グ
ナ
ー
の
影
響
が
う
か
が
え
る
。第
２
幕
の
二
重
唱「
あ

な
た
の
声
に
私
の
心
も
開
く
」と
、ア
ラ
ビ
ア
風
の
旋
律
な

ど
東
洋
的
な
色
彩
に
よ
る
第
３
幕
の
バ
レ
エ
音
楽
《
バ
ッ

カ
ナ
ー
ル
》は
、単
独
で
も
演
奏
さ
れ
人
気
が
高
い
。美
し

い
旋
律
、
劇
的
で
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
効
果
も
こ
の
オ
ペ
ラ

の
魅
力
と
な
っ
て
い
る
。
 

　
サ
ン
＝
サ
ー
ン
ス
は
、モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
、ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
ら
を
尊
敬
し
、生
涯
、形
式
の
完
全
さ
を
追
求
し
た
古
典

的
な
フ
ラ
ン
ス
精
神
の
作
曲
家
と
し
て
、
86
歳
ま
で
に
あ

ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
３
０
０
を
超
え
る
作
品
を
残
し
た
。

晩
年
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
に
伝
統
主
義
者
と
し
て
非
難
さ
れ

る
な
ど
フ
ラ
ン
ス
音
楽
界
か
ら
孤
立
し
て
い
た
も
の
の
、

19
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
交
響
曲
を
定
着
さ
せ
、
ワ
ー

グ
ナ
ー
や
リ
ス
ト
の
交
響
詩
の
意
義
を
い
ち
早
く
フ
ラ
ン

ス
に
伝
え
た
彼
の
業
績
が
、
現
在
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
音
楽

界
の
発
展
に
大
き
く
影
響
し
た
と
い
え
よ
う
。
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