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音
楽
の
起
源

音
楽
の
起
源
が
ど
の
く
ら
い
昔
ま
で
遡
れ
る
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
言
葉
と
同
じ
く
ら
い

古
い
も
の
で
し
ょ
う
。
単
な
る
鳴
き
声
か
ら
言
葉
が
生
ま
れ
た
と
き
、
意
味
の
あ
る
音
と
い
う
も
の
を
人

間
は
初
め
て
手
に
し
た
の
で
し
ょ
う
か
ら
。

も
ち
ろ
ん
動
物
の
鳴
き
声
に
も
意
味
が
あ
る
よ
う
で
す
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
音
楽
学
者
ダ
ニ
エ
ル
・
シ
ャ

ル
ル
は
「
音
楽
は
言パ
ロ
ー
ル葉

以
前
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
！
」
と
「
声
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
」
の
な
か
で
主
張
し
、

歌
は
言
葉
に
先
行
す
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。（
シ
ャ
ル
ル
　
一
九
八
五
）
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シ
ャ
ル
ル
が
声
の
「
地
理
」
な
い
し
「
地
学
」、
つ
ま
り
生
成
に
つ
い
て
述
べ
た
言
葉
が
、
声
の
「
歴

史
」
あ
る
い
は
「
考
古
学
」
と
い
っ
た
起
源
を
め
ぐ
る
事
柄
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
と
拡
大
し
て
解
釈

し
て
み
れ
ば
、
人
間
が
人
間
に
な
る
前
、
言
葉
を
持
つ
以
前
か
ら
す
で
に
「
歌
」
を
持
っ
て
い
た
と
い
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
動
物
の
鳴
き
声
を
通
常
、
音
楽
と
は
呼
ば
な
い
よ
う
で
す
。
そ
れ
を
発
す
る
も
の
か
ら
湧
き

出
す
も
の
が
理
性
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
音
と
な
っ
た
と
き
、
初
め
て
「
音
楽
」
と
な
る
と
い
え

る
、
と
い
う
の
が
、
近
代
と
い
う
時
代
の
思
潮
の
生
み
出
し
た
「
表
出
・
表
現
」
と
い
う
行
為
に
重
き
を

置
く
考
え
方
で
あ
り
、
現
在
で
も
そ
れ
は
根
強
く
浸
透
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

文
化
的
・
社
会
的
効
果
と
し
て
の
、
歌
声
の
言パ
ロ
ー
ル葉

へ
の
従
属
と
い
う
の
は
、
一
部
の
現
代
の
音
楽

家
た
ち
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
正
当
に
も
再
び
疑
問
符
を
付
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
様
々
な

叫
び
声
や
息
吹
き
や
身
体
の
ノ
イ
ズ
を
、
非
音
楽
的
だ
と
か
反
音
楽
的
だ
な
ど
と
決
め
つ
け
る
前
に
、

も
っ
と
つ
ぶ
さ
に
見
つ
め
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。 

（
シ
ャ
ル
ル
　
前
掲
文
）
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で
は
、
動
物
は
理
性
を
持
っ
て
い
な
い
の
か
。

理
性
と
は
呼
べ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
本
能
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
も
、
何
ら
か
の
規
則
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
生
命
の
保
存
と
発
展
を
促
す
シ
ス
テ
ム
か
ら
、「
魂
」
と
呼
べ
る
も
の
を
導
き
出
す
こ
と
は
可

能
で
し
ょ
う
。

古
代
人
は
こ
の
世
に
あ
る
全
て
の
も
の
、
動
物
や
植
物
と
い
っ
た
生
物
に
と
ど
ま
ら
ず
、
石
や
水
、
川

や
海
、
炎
や
星
と
い
っ
た
無
生
物
ま
で
、
全
て
が
魂
を
持
ち
、「
言
葉
」
あ
る
い
は
「
歌
」
を
発
し
て
い

る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

『
日
本
書
紀
』
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。

葦
原
中
国
は
、
磐
根
、
木
株
、
草
葉
も
、
猶
能
く
言
語
ふ
。
夜
は
ホ
火
の
若
に
喧
響
ひ
、
昼
は
五

月
蠅
如
す
沸
き
騰
る
（
…
…
）。

こ
こ
で
言
う
葦
原
中
国
は
高
天
原
と
い
う
神
々
の
住
む
国
か
ら
見
た
こ
の
地
上
の
こ
と
。
そ
こ
で
は
岩

も
木
も
草
も
喋
り
、
夜
は
炎
の
よ
う
に
わ
め
き
、
昼
は
ウ
ン
カ
と
い
う
虫
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
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で
霊
が
騒
ぎ
立
て
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
な
ん
と
も
不
気
味
な
場
所
で
す
。

西
郷
信
綱
は
こ
う
し
た
記
述
に
つ
い
て
、「
草
木
こ
と
ご
と
く
も
の
言
う
を
、
万
有
活
物
論
（
ア
ニ
ミ

ズ
ム
）
に
持
っ
て
行
っ
て
説
く
の
は
、
特
殊
を
空
虚
な
一
般
形
式
に
帰
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
た
い
し
た
理
解
の
た
し
に
は
な
る
ま
い
」
と
し
て
い
ま
す
が
、
記
紀
神
話
の
理
解
と
い
う
点
で
は
そ

う
で
す
が
、
や
は
り
、
こ
う
し
た
思
考
と
想
像
力
の
根
底
に
は
、
古
代
人
の
心
性
と
し
て
、
万
物
に
精
霊

が
宿
る
と
い
う
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
世
界
観
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

民
俗
学
者
の
谷
川
健
一
は
、『
う
た
と
日
本
人
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

古
代
の
日
本
人
は
言
葉
に
も
ア
ニ
マ
（
霊
魂
）
が
あ
る
と
考
え
た
。
こ
れ
を
言
霊
と
呼
ん
だ
。
言

葉
に
出
し
て
言
っ
た
こ
と
は
、
現
実
を
動
か
す
力
を
も
つ
と
い
う
信
仰
で
あ
る
。

 

（
谷
川
　
二
〇
〇
〇
）

そ
し
て
谷
川
は
民
俗
学
者
・
国
文
学
者
の
折
口
信
夫
や
中
国
文
学
者
の
白
川
静
の
論
考
を
踏
ま
え
て
、

「
歌
」「
う
た
」
と
は
神
に
「
う
っ
た
」
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
来
た
語
で
あ
る
と
説
い
て
い
ま
す
。
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谷
川
の
本
は
「
う
た
」、
つ
ま
り
和
歌
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
す
が
、
僕
た
ち
は
こ
れ

か
ら
、「
神
に
訴
え
る
」
音
楽
に
つ
い
て
見
て
ゆ
き
ま
す
。
神
に
訴
え
、
と
き
に
神
を
従
わ
せ
る
術
、「
魔

術
」
と
「
音
楽
」
と
の
関
わ
り
合
い
に
つ
い
て
で
す
。

シ
ャ
ー
マ
ン
に
つ
い
て

後
期
石
器
時
代
の
人
々
が
描
い
た
洞
窟
壁
画
に
、
有
名
な
ラ
ス
コ
ー
の
壁
画
が
あ
り
ま
す
。

作
家
・
思
想
家
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
が
注
目
し
た
の
は
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
、
鳥
の
仮
面
を
付

け
、
両
手
が
か
ぎ
爪
の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
性
器
を
勃
起
さ
せ
た
、
奇
妙
な
人
物
で
し
た
。
バ
タ
イ
ユ

は
人
類
学
者
の
言
を
引
き
、
こ
の
人
物
は
シ
ャ
ー
マ
ン
（
シ
ャ
マ
ー
ン
／
シ
ャ
マ
ン
）
で
あ
る
と
い
う
説

を
記
し
て
い
ま
す
。
後
に
死
期
の
迫
る
な
か
、
彼
は
『
エ
ロ
ス
の
涙
』
の
な
か
で
、
こ
の
「
ラ
ス
コ
ー
の

謎
」
を
出
発
点
に
、
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
を
論
じ
て
い
ま
す
。
僕
ら
の
祖
先
が
〝
ヒ
ト
〞
と
な
っ
た
時
か

ら
、
性
と
死
、
連
続
と
断
絶
と
は
両
者
の
緊
張
状
態
に
お
い
て
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、
シ
ャ
ー
マ
ン
と
は
ど
ん
な
人
々
の
こ
と
を
指
す
の
で
し
ょ
う
か
。
シ
ャ
ー
マ
ン
と
は
、
人

間
の
暮
ら
す
世
界
と
神
々
や
精
霊
、
死
者
の
霊
の
住
む
世
界
と
を
自
由
に
行
き
来
し
て
、
な
お
か
つ
神
々
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や
霊
に
操
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
霊
的
な
存
在
と
対
等
以
上
の
関
係
を
保
て
る
ほ
ど
の
力
を
持
つ
人
の
こ
と

で
す
。

魔
術
師
の
よ
う
で
も
あ
り
ま
す
が
、
重
要
な
の
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
は
彼
や
彼
女
の
属
す
る
社
会
、
共
同

体
に
認
知
さ
れ
た
存
在
で
、
彼
ら
も
自
ら
の
仕
事
を
そ
う
し
た
集
団
の
た
め
に
行
う
と
い
う
点
で
す
。
彼

ら
は
、
時
に
供
犠
を
行
う
司
祭
で
あ
っ
た
り
、
呪
術
的
な
医
師
、
占
い
師
、
生
者
と
死
者
の
魂
の
交
通
を

は
か
る
者
で
あ
っ
た
り
、
さ
ら
に
詩
人
、
歌
手
、
音
楽
家
で
も
あ
り
ま
す
。

シ
ャ
ー
マ
ン
の
彼
岸
へ
の
旅
は
、
個
人
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
属
す
る
共
同
体
の
利
益
を
代
表
し

て
行
わ
れ
る
も
の
で
す
か
ら
、
彼
ら
に
は
、
旅
の
様
子
を
そ
の
社
会
の
成
員
に
伝
え
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

シ
ャ
ー
マ
ン
は
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
踊
り
、
語
り
、
あ
る
い
は
歌
い
ま
す
。
彼
ら
は
、
死
者
の
世

界
、
先
祖
の
世
界
と
通
じ
て
い
る
者
、
つ
ま
り
、
そ
の
社
会
の
歴
史
を
知
る
者
と
し
て
、
自
分
た
ち
の
過

去
の
（
神
話
的
）
物
語
や
叙
事
詩
を
語
る
詩
人
で
も
あ
り
ま
す
。

シ
ャ
ー
マ
ン
が
霊
の
世
界
へ
と
旅
立
つ
こ
と
を
脱
魂
（
エ
ク
ス
タ
シ
ー
）
と
呼
び
ま
す
。
そ
し
て
、
そ

れ
を
行
う
儀
礼
を
セ
ア
ン
ス
と
呼
び
ま
す
。
セ
ア
ン
ス
の
と
き
に
シ
ャ
ー
マ
ン
は
、
自
ら
の
う
た
う
歌
、

叩
く
太
鼓
の
音
の
響
き
で
、
彼
を
助
け
て
く
れ
る
霊
、
補
助
霊
を
呼
び
出
し
ま
す
。
激
し
い
リ
ズ
ム
と
音
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響
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
踊
る
う
ち
に
、
シ
ャ
ー
マ
ン
は
補
助
霊
と
出
会
い
、
憑
か
れ
た
状
態
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
つ
い
に
意
識
を
失
い
、
肉
体
か
ら
脱
し
た
シ
ャ
ー
マ
ン
は
、
補
助
霊
の
助
け
を
借
り
て
、
こ
の

世
の
向
こ
う
側
の
世
界
へ
と
旅
立
つ
の
で
す
。

シ
ャ
ー
マ
ン
を
単
な
る
呪
術
師
と
分
か
つ
の
は
、
彼
ら
が
単
に
霊
の
依
り
代
と
な
る
の
で
は
な
く
、
脱

魂
・
脱
我
と
い
う
神
秘
体
験
の
本
質
が
、
世
界
の
宗
教
の
秘
教
的
部
分
に
見
ら
れ
る
神
秘
主
義
の
系
譜
の

も
と
に
あ
る
と
い
う
点
で
す
。

彼
ら
は
神
霊
た
ち
に
憑
か
れ
る
、
あ
る
い
は
霊
を
呼
び
出
す
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
霊
の
住
ま
う
異
次

元
の
世
界
へ
と
自
ら
の
魂
を
旅
立
た
せ
ま
す
。
そ
の
点
も
ま
た
単
な
る
呪
術
師
と
は
異
な
る
存
在
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

太
鼓
は
シ
ャ
ー
マ
ン
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
も
の
で
す
。
そ
れ
は
彼
ら
の
他
界
へ
の
旅
の
た
め
の
馬
や
、

航
海
の
た
め
の
船
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
太
鼓
に
は
シ
ャ
ー
マ
ン
の
補
助
霊
が
宿
り
ま
す
。
儀
式
が
進
む

に
つ
れ
、
太
鼓
の
表
面
を
擦
る
よ
う
に
し
て
打
つ
シ
ャ
ー
マ
ン
の
手
は
、
次
第
に
速
く
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

そ
の
音
は
霊
を
招
き
寄
せ
ま
す
。
そ
し
て
霊
が
訪
れ
た
と
き
、
シ
ャ
ー
マ
ン
の
手
に
は
太
鼓
の
ば
ち
が
持

た
れ
、
一
層
高
ら
か
に
太
鼓
は
鳴
り
響
き
ま
す
。


