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フ
ェ
ス
の
隆
盛

　

１
９
９
０
年
代
後
半
以
降
、
日
本
各
地
で
音
楽
フ

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
開
催
が
相
次
ぎ
、
現
在
も
増
加
の

一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
４
大
フ
ェ
ス
と
呼
ば
れ
る

「
フ
ジ
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（
１
９
９
７
年
～
・

新
潟
）」（注
１
）、「
ラ
イ
ジ
ン
グ
サ
ン
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ス
テ

ィ
バ
ル
（
１
９
９
９
年
～
・
北
海
道
）」、「
サ
マ
ー

ソ
ニ
ッ
ク
（
２
０
０
０
年
～
・
千
葉
、大
阪
）」（注
２
）「
ロ

ッ
ク
・
イ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」（
２

０
０
０
年
～
・
千
葉
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
毎
年
５
～
20

万
人
前
後
を
動
員
し
、
現
在
も
継
続
し
て
い
る
（
カ

ッ
コ
内
は
開
始
年
・
開
催
地
）。
全
国
各
地
に
あ
る

同
規
模
の
他
の
フ
ェ
ス
も
含
め
、
こ
れ
ら
は
現
代
日

本
の
音
楽
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
構
成
す
る
ほ
ん
の
一

部
に
過
ぎ
な
い
。
２
０
０
０
年
代
後
半
以
降
は
、
参

加
者
が
自
ら
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
主
催
す
る
ケ
ー
ス

が
増
加
し
、
数
百
人
～
１
千
人
規
模
の
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
は
全
国
の
都
市
部
だ
け
で
な
く
、
地
方
の
奥
地

に
も
広
が
り
つ
つ
あ
る
。

　

１
９
６
９
～
71
年
の
「
中
津
川
フ
ォ
ー
ク
ジ
ャ
ン

ボ
リ
ー
」（
岐
阜
）
や
、
１
９
８
１
～
94
年
の
「
ロ

ッ
ク
ン
ロ
ー
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」（
宮
城
）、
１
９
８

７
年
の
「
Ｂ
Ｅ
Ａ
Ｔ 

Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｌ
Ｄ
」（
熊
本
）
等
、

日
本
で
は
過
去
に
も
音
楽
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
が
行
わ

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
在
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
は

以
前
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
数
と
規
模
で
あ

り
、
か
つ
そ
の
多
く
が
毎
年
継
続
し
て
開
催
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ら
は
一
様
に
「
フ
ェ
ス
」
と
い
う
名
称

で
世
間
に
認
知
さ
れ
、
ロ
ッ
ク
の
イ
メ
ー
ジ
を
打
ち

出
し
た
も
の
か
ら
、
音
楽
以
外
の
レ
ジ
ャ
ー
的
な
要

素
を
含
ん
だ
手
軽
な
も
の
ま
で
、
一
括
り
に
は
で
き

な
い
ほ
ど
の
内
容
の
豊
か
さ
を
持
ち
、
総
体
と
し
て

の
フ
ェ
ス
人
口
を
増
や
し
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
で

は
、「
選
挙
フ
ェ
ス
」
や
「
肉
フ
ェ
ス
」
等
、「
フ
ェ

ス
」
を
冠
す
る
イ
ベ
ン
ト
が
音
楽
以
外
の
領
域
に
も

広
が
る
と
共
に
、「
フ
ェ
ス
」
を
め
ぐ
る
多
種
多
様

な
言
説
が
世
間
一
般
に
流
通
し
て
い
る
。

フ
ェ
ス
の
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル

　

で
は
、実
際
の
フ
ェ
ス
で
参
加
者
は
何
を
体
験
し
、

ど
の
よ
う
に
音
楽
を
聞
い
て
い
る
の
か（
注
３
）。
フ
ェ

ス
会
場
の
入
り
口
で
は
、
参
加
者
に
タ
イ
ム
テ
ー
ブ

ル
が
手
渡
さ
れ
る
。
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル
は
、
事
前
に

フ
ェ
ス
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
多
く
、
そ
の
フ
ェ
ス
に
参
加
す
る
か
否
か
を
決
定

す
る
上
で
一
つ
の
基
準
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

多
く
の
フ
ェ
ス
の
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル
で
は
、
横
軸

に
会
場
内
に
あ
る
複
数
の
ス
テ
ー
ジ
が
並
び
、
縦
軸

は
各
ス
テ
ー
ジ
の
出
演
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
出
演
時
間

順
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
見
、
学
校
の
時

特
集
　
い
ま
、
音
楽
は
ど
の
よ
う
に
聴
か
れ
て
い
る
の
か

フ
ェス
の
音
楽
体
験

北
海
道
大
学
大
学
院
国
際
広
報
メ
デ
ィ
ア
・
観
光
学
院
観
光
創
造
専
攻
博
士
後
期
課
程

山
崎
　
翔
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間
割
を
想
起
さ
せ
る
が
、
そ
の
仕
組
み
は
異
な
る
。

学
校
の
時
間
割
は
単
一
の
ス
テ
ー
ジ
（
曜
日
）
ご
と

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
時
間
進
行
も
、
休
憩
時
間

や
昼
休
み
も
含
め
て
厳
密
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
一

方
、
フ
ェ
ス
で
は
一
日
の
中
に
複
数
の
ス
テ
ー
ジ
が

含
み
こ
ま
れ
、
し
か
も
各
ス
テ
ー
ジ
の
時
間
進
行
は

お
お
よ
そ
の
目
安
程
度
で
あ
り
、
明
確
な
時
間
設
定

は
な
い
。
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
に
フ
ェ
ス
の
時
空
間

を
体
験
す
る
か
は
、
参
加
者
自
身
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
柔
軟
な
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル
に
合
わ
せ
て
、
フ

ェ
ス
で
は
会
場
の
空
間
も
移
動
が
容
易
な
構
造
と
な

っ
て
い
る
。各
ス
テ
ー
ジ
に
は
座
席
の
指
定
が
な
く
、

ス
テ
ー
ジ
内
外
の
移
動
は
自
由
で
あ
り
、
演
奏
中
で

あ
っ
て
も
移
動
が
可
能
で
あ
る
。
ス
テ
ー
ジ
の
後
方

で
は
、
常
に
参
加
者
が
歩
い
て
い
る
姿
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
会
場
に
は
フ
ー
ド
や
キ
ャ
ン
プ

エ
リ
ア
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
映
画
上
映
等
、
音
楽

以
外
の
要
素
が
多
数
用
意
さ
れ
て
お
り
、「
音
楽
を

聞
か
な
い
時
間
」を
選
択
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
フ
ェ
ス
で
は
入
場
の
際
に
渡
さ
れ
る
リ
ス

ト
バ
ン
ド
が
あ
れ
ば
、
会
期
中
の
入
退
場
も
基
本
的

に
自
由
で
あ
る
。
開
催
が
複
数
日
に
ま
た
が
る
フ
ェ

ス
で
は
、
会
場
内
で
キ
ャ
ン
プ
エ
リ
ア
に
宿
泊
し
、

途
中
で
会
場
外
の
食
事
や
温
泉
を
楽
し
み
、
フ
ェ
ス

の
会
場
に
戻
る
光
景
も
見
ら
れ
る
。
岐
阜
県
の
福
地

温
泉
で
開
催
さ
れ
て
い
る
「
Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｎ
Ｅ 

Ｍ
Ｕ

Ｓ
Ｉ
Ｃ 

Ｆ
Ｅ
Ｓ
」（
２
０
１
１
年
～
）（注
４
）で
は
、
チ

ケ
ッ
ト
に
同
温
泉
郷
で
の
入
湯
が
楽
し
め
る
「
も
ら

い
湯
手
形
」
が
特
典
と
し
て
あ
る
。
こ
れ
は
タ
イ
ム

テ
ー
ブ
ル
が
フ
ェ
ス
の
会
場
内
外
に
ま
た
が
っ
て
つ

く
ら
れ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
い
え
る
。

フ
ェ
ス
の
体
験

　

で
は
参
加
者
は
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル
を
下
敷
き
に
フ

ェ
ス
を
ど
の
よ
う
に
体
験
し
て
い
る
の
か
。
フ
ェ
ス

に
お
い
て
も
、
従
来
の
ラ
イ
ブ
と
同
様
に
、
好
き
な

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
み
を
選
択
し
、
各
ス
テ
ー
ジ
を
回

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ェ
ス
で
は
、

単
独
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
ラ
イ
ブ
を
純
粋
に
再
現
す
る

こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。フ
ェ
ス
の
会
場
に
入
る
と
、

い
や
、
正
確
に
は
入
る
前
か
ら
、
複
数
の
ス
テ
ー
ジ

か
ら
の
音
が
否
応
な
く
聞
こ
え
て
く
る
。
ま
た
、
特

定
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
演
奏
を
間
近
で
聞
く
た
め
に

は
、
他
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
演
奏
を
聞
き
な
が
ら
そ

の
場
に
ス
タ
ン
バ
イ
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
フ
ェ
ス
の
環
境
を
楽
し
む
に
は
特
定

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
演
奏
を
聞
く
だ
け
で
は
な
く
、
他

の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
演
奏
に
も
耳
を
傾
け
る
よ
う
な

「
参
加
者
」
の
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る（
１
）。

　

フ
ェ
ス
に
お
い
て
、
特
定
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
以
外
の

演
奏
に
関
心
を
示
さ
な
い
行
為
は
、
一
種
の
マ
ナ
ー

違
反
と
み
な
さ
れ
る
。
フ
ェ
ス
に
参
加
す
る
に
は
、

そ
の
よ
う
な
姿
勢
と
は
別
に
、
新
た
な
音
楽
や
人
と

の
出
会
い
を
楽
し
む
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

実
際
、
フ
ェ
ス
で
は
、
特
定
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
目

的
に
会
場
を
移
動
し
て
い
て
も
、
そ
の
途
中
で
予
期

せ
ぬ
会
場
内
の
「
音
」
と
出
会
う
。
そ
れ
は
徐
々
に
、

フ
ェ
ス
の
会
場
に
あ
る
他
の
音
に
開
か
れ
て
い
く
契

機
と
な
る
。
特
定
の
ス
テ
ー
ジ
に
向
か
う
は
ず
が
、

そ
の
途
中
に
あ
る
ス
テ
ー
ジ
の
音
に
誘
わ
れ
て
寄
り

道
を
す
る
、
あ
る
い
は
、
特
定
の
ス
テ
ー
ジ
に
向
か

わ
ず
に
、
幾
つ
も
の
ス
テ
ー
ジ
か
ら
聞
こ
え
て
く
る

音
に
身
を
委
ね
る
こ
と
に
魅
力
を
感
じ
る
よ
う
に
な

る
。
こ
う
し
て
、
各
ス
テ
ー
ジ
や
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

と
そ
の
フ
ァ
ン
と
い
っ
た
境
界
を
超
え
て
、
そ
の
会

場
に
い
る
こ
と
へ
の
意
識
が
醸
成
さ
れ
、「
参
加
者
」

と
な
る
の
で
あ
る
。

　

フ
ェ
ス
の
会
場
で
は
ス
タ
ッ
フ
の
姿
を
あ
ま
り
見

か
け
な
い
。
よ
く
見
か
け
る
の
が
、
参
加
者
が
自
主

的
に
ご
み
を
拾
い
、
分
別
す
る
姿
で
あ
る
。
ま
た
、

フ
ェ
ス
で
は
初
め
て
出
会
う
参
加
者
同
士
が
お
酒
を

飲
み
な
が
ら
語
ら
う
姿
や
、
キ
ャ
ン
プ
シ
ェ
ア
を
す

る
光
景
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
会
場
を
共
に
創

り
上
げ
る
参
加
者
の
意
識
が
共
有
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
音
楽
以
外
の
要
素
が
盛
り
込
ま
れ
た
フ
ェ

ス
で
は
、
音
楽
自
体
に
関
心
を
示
さ
な
い
か
の
よ
う

な
態
度
を
と
る
人
々
も
い
る
。
し
か
し
、
フ
ェ
ス
で

は
彼
ら
こ
そ
が
フ
ェ
ス
を
極
め
た
存
在
と
し
て
認
知

さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
フ
ェ
ス
が

「
朝
霧
Ｊ
Ａ
Ｍ
」（
２
０
０
５
年
～
・
静
岡
）
で
あ
る
。
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同
フ
ェ
ス
は
、
出
演
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
発
表
さ
れ
る

前
に
チ
ケ
ッ
ト
が
売
り
切
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
有
名

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
誰
が
出
演
す
る
か
は
さ
ほ
ど
重

要
で
は
な
く
、「
朝
霧
Ｊ
Ａ
Ｍ
に
行
く
」
こ
と
が
参

加
者
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
。
会
場
に
は
幾
つ
に
も

分
か
れ
た
広
大
な
キ
ャ
ン
プ
エ
リ
ア
が
広
が
り
、
中

に
は
滞
在
期
間
中
に
そ
も
そ
も
ス
テ
ー
ジ
を
観
に
行

か
な
い
も
の
も
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
フ
ェ
ス
の

楽
し
み
方
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ス

テ
ー
ジ
に
行
か
な
い
こ
と
も
「
朝
霧
Ｊ
Ａ
Ｍ
」
の
楽

し
み
方
の
一
つ
の
形
と
し
て
参
加
者
の
間
で
確
か
に

共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

フ
ェ
ス
に
お
け
る
音
楽

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
フ
ェ
ス
参
加
者
の
行
為
と
音

楽
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
そ
も
そ
も

フ
ェ
ス
参
加
者
は
音
楽
を
聞
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

フ
ェ
ス
の
各
ス
テ
ー
ジ
は
、
座
席
指
定
も
な
く
、
移

動
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
参
加
者
の
「
音
楽
の

聞
き
方
」
に
も
違
い
が
出
て
く
る
。
前
方
で
ス
テ
ー

ジ
に
集
中
し
、
拳
を
突
き
上
げ
、
参
加
者
同
士
で
激

し
く
身
体
を
ぶ
つ
け
合
う
も
の
も
い
れ
ば
、
そ
れ
を

取
り
巻
く
よ
う
に
、
大
げ
さ
な
身
振
り
は
せ
ず
、
じ

っ
と
演
奏
に
聞
き
入
る
も
の
も
い
る
。
ま
た
、
そ
の

後
ろ
で
は
地
面
に
座
り
、
あ
る
い
は
レ
ジ
ャ
ー
シ
ー

ト
の
上
や
ア
ウ
ト
ド
ア
用
の
折
り
畳
み
式
の
椅
子
に

座
り
、
聞
い
て
い
る
も
の
も
い
る
。
さ
ら
に
は
、
地

面
に
寝
転
が
り
な
が
ら
目
を
閉
じ
て
聞
く
、
ス
テ
ー

ジ
に
背
を
向
け
て
参
加
者
同
士
の
談
笑
に
興
じ
て
い

る
姿
も
見
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
先
に
挙
げ

た
「
ラ
イ
ジ
ン
グ
サ
ン
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」

や
「
朝
霧
Ｊ
Ａ
Ｍ
」
で
は
メ
イ
ン
ス
テ
ー
ジ
の
後
方

に
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
の
一
部
が
あ
る
た
め
、
テ
ン
ト

の
中
で
も
、
眠
り
に
つ
く
と
き
も
、
参
加
者
は
音
楽

を
聞
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ス
モ
ー
ル
は
「
ミ
ュ
ー
ジ
ッ

キ
ン
グ
」
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
、
音
楽
を
実
体
と

し
て
対
象
化
す
る
の
で
は
な
く
、
行
為
の
上
に
成
立

す
る
出
来
事
と
し
て
捉
え
て
い
る（
２
）。

　
「
音
楽
を
聞
く
」
と
い
っ
た
と
き
、
私
達
は
あ
た

か
も
音
楽
を
自
立
し
た
モ
ノ
と
し
て
実
在
す
る
か
の

よ
う
に
考
え
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
私

達
が
「
聞
く
」
と
い
う
行
為
が
な
け
れ
ば
音
楽
は
現

実
的
に
存
在
し
え
な
い
。
む
し
ろ
行
為
の
上
に
こ
そ

音
楽
は
存
在
す
る
と
い
う
の
が
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
キ
ン
グ

の
考
え
で
あ
る
。

　

で
は
フ
ェ
ス
参
加
者
が
ス
テ
ー
ジ
の
演
奏
を
断
片

的
に
聞
く
、
あ
る
い
は
ス
テ
ー
ジ
に
行
か
ず
複
数
ス

テ
ー
ジ
の
音
に
身
を
委
ね
る
行
為
は
、
ミ
ュ
ー
ジ
ッ

キ
ン
グ
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
、
改
め
て
フ
ェ
ス
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る

タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
フ
ェ

ス
の
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル
は
複
数
ス
テ
ー
ジ
が
同
時
進

行
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
フ
ェ
ス
な
ら
で
は
の

体
験
と
は
、
そ
の
複
数
ス
テ
ー
ジ
性
を
存
分
に
活
か

し
て
、
会
場
内
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
体
験
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
音
楽
は
断
片
的
に
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
特
定
の
場
所
に
留
ま
ら
ず

会
場
内
を
渡
り
歩
く
こ
と
が
フ
ェ
ス
に
ふ
さ
わ
し
い

行
為
で
あ
り
、
他
に
は
な
い
音
楽
体
験
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
そ
の
参
加
者
の
行
為
も
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
キ

ン
グ
の
一
部
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

フ
ェ
ス
に
し
か
な
い
音
楽
体
験

　

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
キ
ン
グ
の
概
念
は
、
音
楽
を
行
為
と

し
て
捉
え
返
す
よ
う
促
し
て
く
れ
る
が
、「
音
楽
す

る
」
と
い
っ
た
時
点
で
、
行
為
の
主
体
で
あ
る
私
と

音
楽
は
別
の
場
所
に
置
か
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
キ
ン
グ
に
お
い
て
も
、
音
楽
を
対
象
化

す
る
発
想
か
ら
完
全
に
は
脱
し
切
れ
て
い
な
い
。
一

方
で
、
会
場
を
渡
り
歩
く
フ
ェ
ス
参
加
者
の
中
で
、

音
楽
は
対
象
化
さ
れ
た
モ
ノ
で
は
な
く
、
自
ら
の
身

体
と
し
て
生
き
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。

諏
訪
淳
一
郎
は
、
音
楽
体
験
を
音
が
「
聞
こ
え
る
」

と
い
う
事
態
か
ら
始
ま
る
、
自
ら
の
身
体
と
周
囲
の

環
境
と
の
相
互
作
用
と
し
て
捉
え
て
い
る（
３
）。
音
が

「
聞
こ
え
て
い
る
」
ま
さ
に
そ
の
と
き
、
私
達
の
身

体
に
は
音
が
入
り
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
身
体
が
周

囲
の
環
境
と
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
状
態
と
し

て
、
そ
の
場
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
そ
の
瞬
間
と
は
、
言
語
化
以
前
の
身
体
が
相
互



特集⃝014⃝いま、音楽はどのように聴かれているのか

作
用
を
起
こ
し
て
い
る
遂
行
的
な
時
空
間
そ
の
も
の

で
あ
り
、「
音
楽
す
る
」
私
と
音
楽
を
切
り
分
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
。諏
訪
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
私
達
が
「
音
楽
に
な
る

0

0

0

」
瞬
間
で
あ
る
。

　

フ
ェ
ス
参
加
者
が
複
数
の
ス
テ
ー
ジ
や
会
場
内
の

各
所
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
音
に
身
を
委
ね
て
い
る
時

空
間
も
個
々
の
身
体
と
周
囲
の
音
が
相
互
作
用
を
起

こ
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、「
音
楽
に
な
る

0

0

0

」
瞬
間

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
フ
ェ
ス
で
は
音
楽
が
常
に
通
底

音
の
よ
う
に
聞
こ
え
て
お
り
、
参
加
者
が
音
を
遮
断

し
な
い
限
り
、
会
場
の
ど
こ
に
い
て
も
「
音
楽
に
な

0

0

る0

」
可
能
性
に
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

音
楽
の
概
念
を
、
個
々
の
身
体
と
他
者
や
周
囲
の

環
境
が
発
す
る
あ
ら
ゆ
る
音
と
の
相
互
作
用
に
ま
で

拡
張
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
で
、
フ
ェ
ス
に
し
か
な

い
音
楽
体
験
が
見
え
て
く
る
。
フ
ェ
ス
参
加
者
の
行

為
は
バ
ラ
バ
ラ
で
ま
と
ま
り
が
な
く
、
参
加
者
個
々

の
体
験
を
一
般
化
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
は
同

時
に
参
加
者
の
数
だ
け
異
な
っ
た
音
楽
の
聞
き
方
が

あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
フ
ェ
ス

参
加
者
に
特
徴
的
な
行
為
と
は
、
参
加
者
同
士
の
交

流
、
ゴ
ミ
拾
い
や
キ
ャ
ン
プ
シ
ェ
ア
等
、
一
見
音
楽

に
関
係
な
い
か
の
よ
う
な
も
の
が
目
立
つ
が
、
そ
れ

は
、
参
加
者
が
周
囲
の
環
境
と
共
生
す
る
と
い
う
音

楽
的
な
身
体
性
が
可
能
に
す
る
行
為
で
あ
り
、
そ
れ

こ
そ
が
フ
ェ
ス
に
し
か
な
い
音
楽
体
験
な
の
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
れ
は
フ
ェ
ス
が
音
楽
な
の
か
レ
ジ
ャ

ー
な
の
か
と
い
う
二
分
法
を
も
越
え
る
視
点
を
も
た

ら
す
だ
ろ
う
。

フ
ェ
ス
の
社
会
的
広
が
り

　

冒
頭
で
概
観
し
た
よ
う
に
、
現
在
フ
ェ
ス
は
全
国

各
地
で
増
加
し
、
音
楽
以
外
の
領
域
に
も
広
が
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。
こ
こ
で
も
や
は
り
タ

イ
ム
テ
ー
ブ
ル
が
重
要
な
鍵
を
握
っ
て
い
る
。
学
校

の
時
間
割
や
、
電
車
の
ダ
イ
ヤ
、
会
社
の
勤
務
時
間

等
、
私
達
は
普
段
、
単
一
ス
テ
ー
ジ
の
時
間
進
行
の

中
を
生
き
て
い
る
。
仮
に
、
日
常
生
活
が
フ
ェ
ス
の

よ
う
に
複
数
ス
テ
ー
ジ
同
時
進
行
と
な
れ
ば
、
各
ス

テ
ー
ジ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
乱
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、現
代
を
生
き
る
私
達
の
日
常
に
お
い
て
、

単
一
ス
テ
ー
ジ
の
中
で
完
結
し
て
生
き
る
こ
と
は
困

難
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
流
動
化
す
る
社
会
の
中
で
、

私
達
は
日
々
様
々
な
場
所
を
行
き
来
し
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
の
画
面
の
先
に
は
物
理
的
世
界
を
超
え
た
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が
広
が
っ
て
い
る
。

　

確
か
に
物
理
的
存
在
と
し
て
の
私
達
は
、
複
数
ス

テ
ー
ジ
に
同
時
に
身
を
置
く
こ
と
は
現
実
に
は
で
き

な
い
。
し
か
し
、
音
と
し
て
な
ら
、
私
達
は
複
数
の

世
界
を
同
時
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ェ
ス
は

そ
の
よ
う
な
複
数
の
世
界
に
生
き
る
こ
と
を
疑
似
体

験
で
き
る
場
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
ま
た
、
私
達
は
今
や
フ
ェ
ス
に
「
参
加
す

る
」
だ
け
で
な
く
、
フ
ェ
ス
を
「
つ
く
る
」
段
階
に

来
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
日
常
の
タ
イ
ム

テ
ー
ブ
ル
が
フ
ェ
ス
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
注
釈
〉

（
１
）
１
９
９
７
年
の
初
年
度
は
山
梨
県
、
98
年
は
東
京
都

で
開
催
さ
れ
、
そ
の
後
は
新
潟
県
湯
沢
町
苗
場
ス
キ
ー

場
で
定
着
し
て
い
る
。

（
２
）
２
０
０
０
年
の
初
年
度
、
山
梨
県
と
大
阪
府
で
開
催

さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
音
楽
を
「
き
く
」
と
い
う
と
き
、「
聞
く
」
と
「
聴
く
」

の
２
種
類
の
表
記
が
あ
る
。
私
達
は
普
段
、
携
帯
音
楽

プ
レ
イ
ヤ
ー
や
ラ
イ
ブ
会
場
等
に
お
い
て
音
楽
を
意
識

し
て
「
聴
く
」
こ
と
が
多
い
。
一
方
、
常
に
会
場
の
ど

こ
か
で
音
楽
が
演
奏
さ
れ
て
い
る
フ
ェ
ス
で
は
、
意
識

し
な
く
て
も
音
楽
が
「
聞
こ
え
て
い
る
」。
本
稿
で
は
、

こ
の
「
聞
こ
え
て
い
る
」
こ
と
が
フ
ェ
ス
の
特
徴
で
あ

る
と
考
え
る
た
め
、「
聞
く
」
の
表
記
で
統
一
し
た
い
。

た
だ
し
、フ
ェ
ス
に
お
い
て
も
意
識
し
て
音
楽
を
「
聴
く
」

場
面
は
あ
り
、
両
者
は
断
絶
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
聞

く
」
と
「
聴
く
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係

も
あ
り
別
稿
に
譲
り
た
い
。

（
４
）
２
０
１
５
年
は
開
催
が
中
止
さ
れ
て
い
る
。
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