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は
じ
め
に

　

レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
、
行
方
洋
一
は
一
九
七
四
年
に
「
生
録
」
の
流
行
を
こ
う
語
っ
た
。

　

一
九
七
〇
年
代
の
日
本
に
お
い
て
、さ
ま
ざ
ま
な
音
の
録
音
を
楽
し
む
「
生
録
」

と
い
う
文
化
が
オ
ー
デ
ィ
オ
愛
好
家
を
中
心
に
流
行
し
た
。
録
音
家
た
ち
は
Ｓ
Ｌ

や
伝
統
行
事
の
音
、
野
鳥
の
声
と
い
っ
た
現
実
音
を
録
る
た
め
に
、
携
帯
型
テ
ー

プ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
を
持
ち
歩
き
、野
外
で
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
を
構
え
た
。
オ
ー
デ
ィ

オ
誌
だ
け
で
な
く
各
種
の
一
般
誌
に
も
生
録
に
つ
い
て
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
、
生

録
専
門
誌
、
コ
ン
テ
ス
ト
、
同
好
会
、
ラ
ジ
オ
番
組
な
ど
も
生
ま
れ
た
。

　

音
や
聴
覚
を
め
ぐ
る
学
際
的
研
究
に
お
い
て
は
近
年
、
歴
史
的
・
文
化
的
に
構

成
さ
れ
た
聴
取
の
あ
り
方
が
「
聴
覚
性
（aurality

）」
と
呼
ば
れ
、
特
に
音
響
技

術
を
通
じ
た
聴
取
の
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
。
本
論
文
は
一
九
七
〇
年
代
日
本
の
生

録
文
化
を
調
査
し
、
録
音
家
た
ち
が
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
を
通
じ
て
現
実
の
音
を
い

か
に
聞
い
て
い
た
の
か
を
考
え
る
。
当
時
、
数
多
く
出
版
さ
れ
た
生
録
入
門
記
事

や
入
門
書
の
な
か
で
、
専
門
家
た
ち
は
初
心
者
に
対
し
て
録
音
機
器
の
扱
い
方
だ

け
で
な
く
、
録
音
と
は
何
か
、
人
間
の
耳
は
い
か
に
働
く
の
か
と
い
っ
た
解
説
も

行
っ
て
い
た
。
本
論
文
は
こ
う
し
た
議
論
に
も
と
づ
い
て
生
録
文
化
に
お
け
る
聴

取
の
あ
り
方
を
理
解
し
よ
う
と
試
み
る
。
さ
ら
に
、
日
本
の
テ
ー
プ
録
音
文
化
の

展
開
や
、
オ
ー
デ
ィ
オ
・
メ
ー
カ
ー
、
オ
ー
デ
ィ
オ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
Ｆ
Ｍ

ラ
ジ
オ
の
役
割
と
い
っ
た
生
録
ブ
ー
ム
の
背
景
に
つ
い
て
も
考
察
し
、
こ
れ
ら
が

生
録
の
聴
覚
性
に
い
か
な
る
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。

生
録
文
化
に
お
い
て
は
ス
テ
レ
オ
録
音
の
創
造
性
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
認

識
は
上
記
の
多
様
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
関
係
性
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
と
考

え
ら
れ
る
。

―
録
音
の
技
法
と
楽
し
み

【
論
文
】

一
九
七
〇
年
代
の
日
本
に
お
け
る
生
録
文
化
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生
録

―
ナ
マ
ロ
ク
、
ズ
バ
リ
そ
の
ま
ま
生
録
音
を
つ
め
た
だ
け
の
味
気
な
い
言
葉
だ
が
、
今
の
と
こ
ろ
ほ
か
に
適
当
な
言
い
方

が
な
い
。
野
外
録
音
で
の
自
然
音
や
、
ス
タ
ジ
オ
で
の
音
楽
演
奏
の
録
音
を
Ｆ
Ｍ
や
レ
コ
ー
ド
、
テ
ー
プ
か
ら
の
ダ
ビ
ン
グ
と
分
け

て
こ
う
呼
ん
で
い
る
。
Ｓ
Ｅ
（
サ
ウ
ン
ド
・
エ
フ
ェ
ク
ト
）
と
呼
ぶ
と
意
味
が
広
が
り
す
ぎ
る
し
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
と
呼
ぶ
と

何
か
こ
う
片
ヒ
ジ
張
っ
た
感
じ
で
気
負
い
立
っ
て
し
ま
う
。
気
楽
に
「
音
を
と
り
に
い
こ
う
か
」
と
い
う
の
に
は
こ
の
ナ
マ
ロ
ク
と

い
う
言
葉
し
か
浮
か
ば
な
い
。﹇
中
略
﹈

　

こ
の
野
外
録
音
、
最
近
急
激
に
フ
ァ
ン
人
口
が
増
え
て
い
る
と
い
う
。
取
材
に
出
か
け
る
ま
で
は
半
信
半
疑
、
い
ざ
現
場
に
着
い

て
み
る
と
予
想
以
上
の
ラ
ッ
シ
ュ
ぶ
り
に
驚
か
さ
れ
た
。
写
真
マ
ニ
ア
の
半
分
と
は
い
か
な
い
ま
で
も
、
そ
の
ま
た
半
分
の
四
分
の

一
は
必
ず
録
音
機
を
か
つ
い
で
い
る
。
ブ
ー
ム
・
ス
タ
ン
ド
か
ら
ミ
キ
サ
ー
、
集
音
器
ま
で
を
フ
ル
装
備
、
三
〜
四
人
が
グ
ル
ー
プ

に
な
っ
て
音
ど
り
に
熱
中
し
て
い
る
の
も
あ
れ
ば
、
一
人
で
録
勉
用
の
レ
コ
ー
ダ
ー
を
気
楽
に
構
え
る
と
い
う
図
も
あ
る
（
1
）。

音
楽
だ
け
で
な
く
Ｓ
Ｌ
や
自
然
、
行
事
の
音
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
音
の
録
音
を
楽
し
む
「
生
録
」
の
流
行
は
一
九
七
〇
年
代
を
通
し
て
続

い
た
﹇
図
版
１
﹈。
オ
ー
デ
ィ
オ
誌
だ
け
で
な
く
一
般
誌
に
も
特
集
記
事
が
掲
載
さ
れ
、多
く
の
入
門
書
が
出
版
さ
れ
た
。
生
録
用
レ
コ
ー

ダ
ー
や
生
録
コ
ン
テ
ス
ト
が
登
場
し
、
専
門
誌
や
、
録
音
を
投
稿
す
る
ラ
ジ
オ
番
組
も
生
ま
れ
た
（
2
）。

　

近
年
、
サ
ウ
ン
ド
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
と
呼
ば
れ
る
学
際
的
領
域
に
お
い
て
「
聴
覚
性
（aurality

）」
と
い
う
概
念
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

視
覚
文
化
論
に
お
け
る
「
視
覚
性
」
と
対
比
さ
れ
る
こ
の
概
念
は
、
歴
史
的
・
文
化
的
に
構
成
さ
れ
た
聴
取
の
あ
り
方
を
意
味
す
る
（
3
）。

こ
の
言
葉
が
普
及
す
る
以
前
か
ら
、
聴
取
の
歴
史
を
め
ぐ
っ
て
日
本
で
も
こ
れ
ま
で
に
音
楽
論
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
論
、
音
響
メ
デ
ィ

ア
論
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
、
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
近
代
以
降
の
聴
覚
性
の
研
究
に
と
っ
て
音
響
技
術
と
聴
取
の

関
係
を
問
う
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
り
、
録
音
装
置
を
通
じ
た
聴
取
の
研
究
も
盛
ん
で
あ
る
。
例
え
ば
、
音
楽
の
ス
タ
ジ
オ
・
ワ
ー
ク
に
つ
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い
て
の
研
究
で
は
、
録
音
に
空
間
性
を
も
た
ら
す
方
法
の
歴
史
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
4
）。
一
方
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
タ
ー
ン
（Jonathan 

Sterne
）
は
『
聞
こ
え
く
る
過
去

―
音
響
再
生
産
の
文
化
的
起
源
』
に
お
い
て
、
録
音
技
術
の
黎
明
期
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
研
究
所
や
公

開
実
験
の
資
料
を
調
査
し
、
録
音
の
「
忠
実
性
（fidelity

）」
と
い
う
概
念
が
技
術
と
人
間
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
過
程
を

た
ど
っ
た
（
5
）。

　

こ
の
よ
う
に
録
音
か
ら
聴
覚
性
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
す
る
研
究
の
一
環
と
し
て
、
本
論
文
は
一
九
七
〇
年
代
の
日
本
に
お
け
る
生

録
文
化
を
考
察
す
る
。
生
録
は
録
音
の
誕
生
か
ら
一
世
紀
後
の
文
化
だ
が
、
そ
の
流
行
は
当
時
の
多
く
の
日
本
人
、
特
に
若
者
に
、
音
を

録
る
こ
と
を
楽
し
む
と
い
う
初
め
て
の
経
験
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
と
き
、
専
門
家
は
初
心
者
に
向
け
て
録
音
機
器
の
使
い
方
だ
け
で
な

く
、
録
音
と
は
何
か
、
人
は
い
か
に
音
を
聞
く
の
か
を
論
じ
た
。
例
え
ば
、
藤
岡
誠
は
「
録
音
は
技
術
だ
け
で
す
べ
て
が
解
決
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
の
だ
。
録
音
の
根
本
は
、
わ
れ
わ
れ
が
音
を
ど
の
よ
う
に
理
解
出
来
る
か
と
い
う
、
む
し
ろ
認
識
論
と
い
っ
て
も
良
い
も
の

だ
」
と
語
っ
た
（
6
）。
本
論
文
は
こ
う
し
た
当
時
の
言
説
に
も
と
づ
い
て
、
生
録
の
実
践
者
が
録
音
機
器
を
通
じ
て
い
か
に
音
を
聞
い
て

い
た
の
か
を
考
え
る
。

　

生
録
の
流
行
の
な
か
で
オ
ー
デ
ィ
オ
・
メ
ー
カ
ー
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
レ
コ
ー
ド
や
ラ
ジ
オ
と
い
っ
た
録
音
機
器
以
外
の
音
響
メ
デ
ィ

ア
な
ど
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
録
音
技
術
の
展
開
と
同
様
に
生
録
文
化
の
条
件
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
影
響
は
聴
取

の
あ
り
方
に
も
及
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
聴
覚
性
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
役
割
を
通
じ
て
生
録
と
社
会
の
結
び

つ
き
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
渡
辺
裕
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
社
会
や
メ
デ
ィ
ア
の
状
況
に
ま
で
立
ち
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
象

を
め
ぐ
る
多
様
な
動
き
を
、
そ
の
背
景
に
あ
る
複
数
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
関
係
性
や
そ
れ
を
め
ぐ
る
力
学
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
ゆ
く
こ

と
」
が
、
生
録
の
聴
取
の
あ
り
方
を
考
え
る
に
は
不
可
欠
で
あ
る
（
7
）。
例
え
ば
、
ス
タ
ー
ン
は
先
の
著
作
で
録
音
技
術
と
人
間
の
共
同

作
業
が
同
時
代
の
社
会

―
資
本
主
義
、
官
僚
制
、「
保
存
の
精
神
」
と
呼
ば
れ
る
文
化

―
か
ら
い
か
に
影
響
を
受
け
た
の
か
を
検
討

し
た
（
8
）。
そ
こ
で
本
論
文
は
ま
ず
、
生
録
の
流
行
の
経
緯
と
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
、
こ
れ
ま
で
ま
と
ま
っ
た
論
考
が
な
か
っ
た
生
録
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文
化
の
全
体
像
を
つ
か
む
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
。

　

生
録
に
関
す
る
先
行
研
究
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
欧
米
に
お
け
る
生
録
と
同
様
の
文
化
で
あ
る
「
サ
ウ
ン
ド
・
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
」
を
め

ぐ
る
研
究
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る（

9
）。
北
米
の
録
音
技
術
・
文
化
の
歴
史
を
た
ど
っ
た
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
モ
ー
ト
ン（D

avid M
orton

）は
、

テ
ー
プ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
の
普
及
と
と
も
に
生
ま
れ
、
消
え
て
い
っ
た
文
化
と
し
て
、
野
外
録
音
や
音
の
ア
ル
バ
ム
を
あ
げ
た
（
10
）。
カ
リ
ン
・

ベ
イ
ス
タ
ー
フ
ェ
ル
ト
（K

arin Bijsterveld

）
は
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
の
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
サ
ウ
ン
ド
・
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
文
化

を
考
察
し
、
こ
の
文
化
の
性
格
と
し
て
、
録
音
を
ス
ポ
ー
ツ
の
よ
う
に
楽
し
ん
だ
こ
と
や
、
伝
統
文
化
に
ま
つ
わ
る
音
を
重
視
し
た
こ
と

な
ど
を
指
摘
し
た
（
11
）。
一
方
、
日
本
の
生
録
は
音
響
技
術
史
の
著
作
の
な
か
で
い
ち
早
く
言
及
さ
れ
た
（
12
）。
評
論
家
で
あ
る
笠
木
修

治
や
長
岡
鉄
男
は
、
生
録
を
オ
ー
デ
ィ
オ
文
化
史
の
な
か
に
、
重
要
な
一
段
階
と
し
て
、
ま
た
は
定
期
的
に
起
き
る
現
象
と
し
て
位
置
づ

け
た
（
13
）。
特
に
笠
木
が
七
六
年
に
発
表
し
た
『
入
門
オ
ー
デ
ィ
オ
文
化
論
』
は
、
生
録
の
よ
う
な
音
響
機
器
に
よ
る
創
作
を
重
視
し
な

が
ら
、
電
気
の
科
学
史
か
ら
は
じ
ま
る
オ
ー
デ
ィ
オ
史
や
、
他
文
化
へ
の
影
響
を
考
察
し
た
野
心
的
な
著
作
だ
っ
た
。
学
術
的
研
究
に
お

い
て
は
、
中
川
克
志
が
『
音
響
メ
デ
ィ
ア
史
』
に
お
い
て
生
録
を
取
り
あ
げ
、
カ
セ
ッ
ト
・
テ
ー
プ
の
普
及
に
と
も
な
う
「
プ
ロ
が
作
っ

た
商
業
用
音
楽
を
消
費
者
が
自
分
の
も
の
と
す
る
活
動
」
の
ひ
と
つ
と
み
な
し
た
（
14
）。

　

以
上
の
先
行
研
究
に
加
え
て
、
本
論
文
が
生
録
の
聴
取
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
主
に
参
照
す
る
の
は
、
当
時
の
オ
ー
デ
ィ

オ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
多
数
出
版
さ
れ
た
生
録
入
門
書
で
あ
る
。「
オ
ー
デ
ィ
オ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
は
笠
木
や
長
岡

に
倣
っ
て
い
る
（
15
）。
笠
木
は
『
無
線
と
實
驗
』
な
ど
の
技
術
誌
、『
ス
テ
レ
オ
』
に
は
じ
ま
る
オ
ー
デ
ィ
オ
誌
、『
Ｆ
Ｍ
フ
ァ
ン
』
に
は

じ
ま
る
Ｆ
Ｍ
誌
、『
レ
コ
ー
ド
芸
術
』
な
ど
の
音
楽
誌
を
総
称
し
て
同
時
代
の
オ
ー
デ
ィ
オ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
呼
ん
だ
。
こ
れ
ら
の

メ
デ
ィ
ア
を
舞
台
に
い
わ
ゆ
る
オ
ー
デ
ィ
オ
評
論
家
が
議
論
を
展
開
し
て
お
り
、
生
録
に
つ
い
て
の
言
説
も
主
に
こ
う
し
た
文
脈
の
な
か

に
あ
っ
た
（
16
）。

　

本
論
文
は
三
つ
の
節
か
ら
な
る
。
こ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
節
の
方
法
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
記
し
て
お
く
。
第
一
節
は
日
本
の
テ
ー
プ
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録
音
文
化
史
を
五
〇
年
代
か
ら
簡
潔
に
た
ど
り
、
そ
の
延
長
と
し
て
生
録
の
流
行
の
経
緯
を
論
じ
る
。
第
二
節
で
は
生
録
の
文
化
的
背
景

を
理
解
す
る
た
め
に
、
当
時
の
評
論
に
お
い
て
流
行
の
要
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
事
象
を
調
べ
て
い
く
。
以
上
で
生
録
文
化
の
全
体
像
を

つ
か
み
、
最
終
第
三
節
で
生
録
文
化
に
お
け
る
聴
取
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
冒
頭
の
行
方
の
文
章
に
も
あ
る
と
お
り
、
生
録
の

対
象
に
は
音
楽
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
本
論
文
で
は
基
本
的
に
現
実
音
の
野
外
録
音
に
お
け
る
聴
取
を
扱
う
こ
と
に
す
る
（
17
）。「
現
実
音
」

と
は
会
話
と
音
楽
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
現
実
の
音
を
指
す
用
語
で
あ
る
（
18
）。
現
実
音
の
野
外
録
音
を
選
ん
だ
理
由
は
ま
ず
、
生
録
文
化
を

代
表
す
る
実
践
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
行
方
も
「
音
楽
以
外
の
身
の
回
り
の
音
」
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
生
録
人
口

が
急
増
し
た
と
語
っ
た
（
19
）。
ま
た
、
現
実
音
の
録
音
を
め
ぐ
る
言
説
で
は
、
対
象
の
限
定
が
少
な
い
た
め
に
、
音
源
よ
り
も
ま
ず
聴
取

が
論
じ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
も
、
本
論
文
が
こ
の
実
践
を
選
ん
だ
理
由
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
音
楽
と
会
話
と
い
う
限
定
を
解
く
こ
と
で
、

関
心
が
音
源
か
ら
聴
取
に
向
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
第
三
節
は
生
録
文
化
に
お
け
る
聴
取
の
あ
り
方
を
知
る
た
め
に
、
当
時
の
専
門
家
が

生
録
の
技
法
を
解
説
し
た
言
説
を
分
析
す
る
。
結
論
で
は
議
論
を
ふ
り
か
え
り
、
当
時
の
録
音
の
楽
し
み
と
は
何
か
、
そ
の
楽
し
み
が
成

立
し
た
条
件
と
は
何
だ
っ
た
の
か
を
ま
と
め
る
。

第
一
節　

生
録
ブ
ー
ム
と
一
九
七
〇
年
代
ま
で
の
テ
ー
プ
録
音
文
化
史

　

本
節
は
生
録
の
流
行
の
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
生
録
文
化
を
日
本
の
テ
ー
プ
録
音
文
化
史
に
位
置
づ
け
る
。
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
と
お
り
、
日
本
で
初
め
て
制
作
さ
れ
た
テ
ー
プ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
は
一
九
五
〇
年
に
発
売
さ
れ
た
東
京
通
信
工
業
（
現
ソ
ニ
ー
）
の

「
テ
ー
プ
コ
ー
ダ
ー
Ｇ
型
」
だ
っ
た（

20
）。
五
一
年
に
同
社
が
発
売
し
た
携
帯
型
テ
ー
プ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
「
Ｍ
型
」
は
放
送
業
界
で
用
い
ら
れ
、

同
機
を
担
い
で
街
頭
取
材
す
る
漫
画
の
主
人
公
の
名
前
を
と
っ
て
「
デ
ン
ス
ケ
」
と
い
う
愛
称
で
呼
ば
れ
た
（
21
）。
後
に
、
生
録
の
流
行
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を
象
徴
す
る
レ
コ
ー
ダ
ー
、
ソ
ニ
ー
「
Ｔ
Ｃ‐２
８
５
０
Ｓ
Ｄ
」
が
こ
の
愛
称
を
受
け
継
ぎ
、「
カ
セ
ッ
ト
デ
ン
ス
ケ
」
と
呼
ば
れ
た
。

　

渡
辺
裕
に
よ
れ
ば
、
五
〇
年
代
に
は
テ
ー
プ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
を
使
っ
た
街
頭
取
材
に
も
と
づ
く
「
録
音
構
成
」
と
呼
ば
れ
る
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
の
方
法
が
主
に
ラ
ジ
オ
に
お
い
て
確
立
さ
れ
、
後
に
テ
レ
ビ
だ
け
で
な
く
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
レ
コ
ー
ド
や
『
朝
日
ソ
ノ

ラ
マ
』
な
ど
の
ソ
ノ
シ
ー
ト
に
も
「
音
の
ル
ポ
」
と
い
う
か
た
ち
で
展
開
さ
れ
た
（
22
）。
一
方
、
現
代
音
楽
の
文
脈
で
は
、
東
京
通
信
工

業
の
テ
ー
プ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
を
使
っ
た
表
現
の
試
み
が
五
〇
年
代
に
は
じ
ま
っ
て
い
た
（
23
）。
例
え
ば
、
瀧
口
修
造
を
中
心
に
多
様
な
ジ
ャ

ン
ル
の
若
手
前
衛
芸
術
家
が
結
成
し
た
集
団
、
実
験
工
房
で
は
、
五
三
年
の
第
五
回
発
表
会
で
テ
ー
プ
の
逆
回
転
を
利
用
し
た
作
品
が
発

表
さ
れ
、
五
六
年
に
は
「
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
コ
ン
ク
レ
ー
ト　

電
子
音
楽　

オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
」
と
い
う
演
奏
会
が
開
催
さ
れ
た
。
し
か

し
、
生
録
関
連
記
事
の
な
か
で
録
音
構
成
や
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
コ
ン
ク
レ
ー
ト
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
具
体
的
な
方
法
や

作
品
、
作
家
名
が
あ
が
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
第
三
節
で
説
明
す
る
よ
う
に
、
生
録
の
方
法

の
解
説
が
テ
ー
プ
の
編
集
よ
り
も
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
の
扱
い
方
を
重
視
し
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
文
化
の
影
響
を
理
解

す
る
に
は
慎
重
な
考
察
が
必
要
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
か
ら
は
よ
り
一
般
的
な
オ
ー
デ
ィ
オ
利
用
者
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
こ
う
。
オ
ー
デ
ィ
オ
に
関
す
る
著
作
も
多
く
、
生
録
コ
ン

テ
ス
ト
の
審
査
も
務
め
た
映
画
評
論
家
の
荻
昌
弘
に
よ
れ
ば
、
五
〇
、六
〇
年
代
は
オ
ー
デ
ィ
オ
再
生
機
器
の
流
行
か
ら
五
年
ほ
ど
遅
れ

て
録
音
機
器
が
流
行
す
る
と
い
う
現
象
が
続
い
た
（
24
）。
五
〇
年
代
前
半
に
海
外
製
品
を
中
心
と
す
る
再
生
機
器
の
流
行
が
起
き
る
と
、

五
七
年
に
安
価
な
国
産
レ
コ
ー
ダ
ー
が
ア
カ
イ
と
ソ
ニ
ー
か
ら
発
売
さ
れ
た
。
六
〇
年
ご
ろ
に
ス
テ
レ
オ
・
ブ
ー
ム
が
起
き
る
と
、
六
四

年
に
各
国
内
メ
ー
カ
ー
が
相
次
い
で
レ
コ
ー
ダ
ー
を
発
売
し
た
。
技
術
誌
『
無
線
と
實
驗
』
は
一
九
六
二
年
よ
り
、
録
音
対
象
を
問
わ
な

い
「
テ
ー
プ
録
音
コ
ン
テ
ス
ト
」
を
開
催
し
て
い
る（

25
）。
録
音
機
器
の
自
作
に
取
り
く
む
団
体
「
Ｔ
Ｒ
Ｋ
（
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
研
究
会
）」

の
後
援
を
受
け
た
こ
の
コ
ン
テ
ス
ト
に
は
、
す
で
に
音
楽
だ
け
で
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
現
実
音
を
録
音
し
た
作
品
の
応
募
が
あ
っ
た
（
26
）。

　

六
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
日
本
の
テ
ー
プ
録
音
文
化
は
大
き
く
二
分
化
し
て
い
っ
た
。
一
方
で
、「
ツ
ー
ト
ラ
サ
ン
パ
チ
」
な
ど
の
ハ
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イ
フ
ァ
イ
・
オ
ー
プ
ン
・
リ
ー
ル
・
レ
コ
ー
ダ
ー
が
愛
好
家
の
人
気
を
得
た
。
こ
う
し
た
機
器
は
重
く
、
容
易
に
持
ち
運
び
で
き
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
が
、愛
好
家
は
メ
ー
カ
ー
が
主
催
す
る
コ
ン
サ
ー
ト
録
音
会
に
自
分
の
レ
コ
ー
ダ
ー
を
持
ち
こ
ん
で
録
音
を
楽
し
ん
だ﹇
図

版
２
﹈（

27
）。
こ
の
録
音
会
で
録
音
さ
れ
る
の
は
、
基
本
的
に
音
楽
に
限
ら
れ
て
い
た
。
他
方
、
六
五
年
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
の
カ
セ
ッ
ト
・

レ
コ
ー
ダ
ー
が
日
本
で
も
発
売
さ
れ
る
と
、
国
内
メ
ー
カ
ー
が
後
を
追
い
、
安
価
で
操
作
の
簡
易
な
モ
ノ
ラ
ル
・
レ
コ
ー
ダ
ー
が
広
く
普

及
し
た
。
こ
う
し
た
機
器
は
語
学
学
習
や
議
事
録
作
成
な
ど
、
音
楽
以
外
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
（
28
）。

　

そ
し
て
七
〇
年
代
前
半
、
荻
は
日
本
に
あ
ら
た
め
て
録
音
文
化
の
流
行
が
訪
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
流
行
の
要
因
に
つ
い
て

は
次
節
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
、本
説
で
は
経
緯
の
み
を
追
う
こ
と
に
す
る
。
七
一
年
に
出
版
さ
れ
た
岡
田
諄
編
『
録
音
の
す
べ
て
』
は
、

「〝
自
分
自
身
の
手
に
よ
る
〞
新
し
い
音
の
創
造
」
に
関
心
を
も
っ
た
オ
ー
デ
ィ
オ
愛
好
家
向
け
の
入
門
書
だ
っ
た
（
29
）。
テ
ー
プ
・
レ
コ
ー

ダ
ー
に
関
す
る
そ
れ
ま
で
の
著
作
の
多
く
は
機
器
の
解
説
が
中
心
で
あ
り
、
音
楽
や
会
話
の
録
音
し
か
扱
っ
て
こ
な
か
っ
た
（
30
）。
し
か

し
同
書
は
音
楽
に
加
え
て
「
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
音
」、「
鳥
の
声
」、「
効
果
音
」
の
録
音
に
も
章
を
割
い
た
。
七
三
年
に
は
、
加
藤
し
げ

き
監
修『
ア
マ
チ
ュ
ア
録
音
入
門
』、近
藤
公
康『
だ
れ
に
も
わ
か
る
録
音
の
知
識
と
実
際
』、『
ス
テ
レ
オ
週
間
Ｆ
Ｍ
別
冊　

録
音
の
す
べ
て
』

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
音
源
の
録
音
を
解
説
し
た
書
籍
が
相
次
い
で
出
版
さ
れ
、
オ
ー
デ
ィ
オ
誌
『
テ
ー
プ
・
サ
ウ
ン
ド
』
が
野
外
録
音
特

集
を
二
号
に
わ
た
り
掲
載
し
た
。
ソ
ニ
ー
「
Ｔ
Ｃ‐２
８
５
０
Ｓ
Ｄ
」
が
発
売
さ
れ
た
の
も
同
年
だ
っ
た
。
同
機
の
登
場
と
と
も
に
「
生

録
」
と
い
う
言
葉
が
オ
ー
デ
ィ
オ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
31
）。

　

七
〇
年
代
半
ば
に
向
け
て
生
録
愛
好
家
は
数
を
増
し
て
い
っ
た
。
七
四
年
の
「
オ
ー
デ
ィ
オ
・
ユ
ニ
オ
ン
録
音
コ
ン
テ
ス
ト
」
の
応
募

作
品
は
二
〇
六
本
だ
っ
た
が
、
七
六
年
の
「
ソ
ニ
ー
全
日
本
生
録
コ
ン
テ
ス
ト
」
で
は
一
一
四
七
本
に
達
し
て
い
た
（
32
）。
七
〇
年
代
半

ば
に
は
オ
ー
デ
ィ
オ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
以
外
に
も
、
総
合
誌
、
旅
行
誌
、
漫
画
誌
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
一
般
誌
が
生
録
を
特
集
し
た
（
33
）。

多
く
の
入
門
書
が
出
版
さ
れ
、
現
実
音
の
録
音
を
中
心
と
す
る
入
門
書
も
増
え
た
（
34
）。
七
五
年
に
は
生
録
専
門
誌
『
ロ
ク
ハ
ン
』
が
創

刊
さ
れ
、流
行
が
具
体
的
な
か
た
ち
に
な
っ
た
。
誌
名
は
「
録
音
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
」
の
略
語
で
あ
る
﹇
図
版
３
﹈。
同
誌
の
読
者
交
流
ペ
ー
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ジ
「
共
鳴
館
」
に
は
各
地
の
生
録
同
好
会
の
活
動
が
掲
載
さ
れ
た
。
七
六
年
に
は
上
記
の
「
ソ
ニ
ー
全
日
本
生
録
コ
ン
テ
ス
ト
」
が
流
行

の
裾
野
を
広
げ
る
一
方
で
、「
全
日
本
ア
マ
チ
ュ
ア
・
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
連
盟
（
Ｆ
Ｊ
Ｒ
）」
が
発
足
し
、「
国
際
ア
マ
チ
ュ
ア
・
レ
コ
ー

デ
ィ
ン
グ
連
盟
（
Ｆ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
）」
に
加
盟
し
た（

35
）。
ま
た
こ
の
年
に
は
文
化
放
送
で
聴
取
者
に
生
録
の
投
稿
を
募
る
ラ
ジ
オ
番
組
「
ソ
ニ
ー

生
録
ジ
ョ
ッ
キ
ー
」
が
は
じ
ま
っ
た
（
36
）。

　

七
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
流
行
に
か
げ
り
が
見
え
て
く
る
。『
ロ
ク
ハ
ン
』
は
七
七
年
か
ら
毎
年
「
ロ
ク
ハ
ン
テ
ー
プ
コ
ン
テ
ス
ト
」

を
開
催
し
た
が
、応
募
作
品
は
回
を
追
う
ご
と
に
減
少
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
七
九
年
に
『
ロ
ク
ハ
ン
』
は
休
刊
し
、「
生
録
ジ
ョ
ッ
キ
ー
」

も
終
了
す
る
。
同
年
以
降
、
生
録
入
門
書
も
出
版
さ
れ
な
く
な
る
。
流
行
が
去
っ
て
い
っ
た
要
因
は
何
だ
っ
た
の
か
、
本
論
文
は
詳
し
く

検
討
で
き
な
か
っ
た
が
、
や
は
り
生
録
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。『
ロ
ク
ハ
ン
』
紙
面
の
移
り
変
わ
り

は
こ
の
問
題
に
関
す
る
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。同
誌
の
後
期
の
特
集
か
ら
、読
者
の
関
心
が
さ
ま
ざ
ま
な
電
子
機
器
や
自
宅
録
音
に
広
が
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
生
録
コ
ン
テ
ス
ト
応
募
作
品
の
中
心
は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
か
ら
電
子
音
や
高
度
な
編
集
を
駆
使
し
た
ド
ラ
マ

に
移
っ
て
い
っ
た
。
同
誌
の
副
題
は
創
刊
以
来
「
生
録
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
」
だ
っ
た
が
、七
七
年
に
「
サ
ウ
ン
ド
ク
リ
エ
ー
ト
マ
ガ
ジ
ン
」

に
変
わ
っ
た
（
37
）。
生
録
が
衰
退
し
た
要
因
に
つ
い
て
は
次
節
で
も
引
き
続
き
検
討
す
る
。

　

本
節
は
日
本
の
テ
ー
プ
録
音
文
化
史
を
た
ど
り
、
そ
の
な
か
に
生
録
ブ
ー
ム
を
位
置
づ
け
た
。
遅
く
と
も
六
〇
年
代
前
半
に
は
、
一
般

的
な
オ
ー
デ
ィ
オ
利
用
者
も
現
実
音
の
録
音
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
六
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
テ
ー
プ
録
音
文
化
は

ハ
イ
フ
ァ
イ
と
ロ
ー
フ
ァ
イ
に
二
分
化
し
、
生
録
文
化
は
こ
う
し
た
展
開
の
後
に
形
成
さ
れ
た
。
二
分
化
し
た
テ
ー
プ
録
音
文
化
か
ら
い

か
に
生
録
ブ
ー
ム
が
生
じ
た
の
か
は
次
節
で
詳
し
く
見
て
い
く
。
七
〇
年
代
前
半
に
は
現
実
音
の
録
音
へ
の
関
心
が
広
が
っ
た
こ
と
が
見

て
と
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
生
録
の
流
行
が
は
じ
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
流
行
は
七
〇
年
代
半
ば
を
最
盛
期
と
し
て
、
七
〇
年

代
後
半
よ
り
次
第
に
終
息
し
て
い
っ
た
。
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第
二
節　

生
録
文
化
の
背
景

―
流
行
の
要
因
を
め
ぐ
る
言
説
か
ら

　

生
録
が
流
行
し
た
七
〇
年
代
に
こ
の
文
化
を
取
り
巻
い
て
い
た
の
は
い
か
な
る
状
況
な
の
か
。
本
節
は
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、

生
録
を
め
ぐ
る
言
説
の
な
か
で
流
行
の
要
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
事
象
を
調
べ
て
い
き
た
い
。
当
時
の
評
論
家
た
ち
は
、
録
音
を
楽
し

む
と
い
う
態
度
や
、
現
実
音
を
録
音
す
る
文
化
が
な
ぜ
普
及
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
要
因
を
あ
げ
て
い
た
。
も
っ
と
も
よ
く

言
及
さ
れ
た
の
は
「
Ｔ
Ｃ
‐２
８
５
０
Ｓ
Ｄ
」
に
代
表
さ
れ
る
ハ
イ
フ
ァ
イ
・
ス
テ
レ
オ
・
カ
セ
ッ
ト
・
レ
コ
ー
ダ
ー
の
登
場
だ
っ
た
。

七
一
年
に
ド
ル
ビ
ー
・
シ
ス
テ
ム
が
普
及
し
た
こ
と
で
、
カ
セ
ッ
ト
の
音
質
が
大
き
く
向
上
し
、
そ
れ
ま
で
の
大
き
く
て
操
作
の
困
難
な

ハ
イ
フ
ァ
イ
録
音
機
と
も
、
小
さ
い
が
音
質
の
悪
い
モ
ノ
ラ
ル
録
音
機
と
も
異
な
る
、
比
較
的
安
価
で
携
帯
性
に
優
れ
た
ハ
イ
フ
ァ
イ
・

ス
テ
レ
オ
録
音
機
が
発
売
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
機
器
が
生
録
の
流
行
を
招
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
生
録

向
き
の
機
器
が
制
作
さ
れ
、
生
録
用
と
し
て
販
売
さ
れ
る
に
至
っ
た
背
景
に
は
い
か
な
る
状
況
が
あ
っ
た
の
か
。

　

ま
ず
、
生
録
の
前
段
階
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
は
ラ
ジ
オ
の
エ
ア
チ
ェ
ッ
ク
だ
っ
た
。
特
に
Ｆ
Ｍ
ラ
ジ
オ
の
録
音
の

影
響
が
よ
く
指
摘
さ
れ
た
。
六
二
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
Ｆ
Ｍ
ラ
ジ
オ
の
ス
テ
レ
オ
実
験
放
送
を
開
始
し
、
六
六
年
の
『
Ｆ
Ｍ
フ
ァ
ン
』
創
刊
が

き
っ
か
け
と
な
り
広
く
関
心
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
笠
木
に
よ
れ
ば
、
六
六
年
の
第
十
五
回
全
日
本
オ
ー
デ
ィ
オ
・
フ
ェ
ア
で
は
エ

ア
チ
ェ
ッ
ク
用
の
レ
コ
ー
ダ
ー
が
人
気
を
集
め
た
（
38
）。
カ
セ
ッ
ト
・
レ
コ
ー
ダ
ー
の
ハ
イ
フ
ァ
イ
化
に
と
も
な
い
、
エ
ア
チ
ェ
ッ
ク
人

口
は
急
速
に
増
え
て
い
っ
た
。
行
方
洋
一
や
笠
木
は
こ
の
エ
ア
チ
ェ
ッ
ク
が
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
録
音
と
い
う
実
践
の
敷
居
を
下
げ
、

録
音
自
体
の
楽
し
み
を
見
い
だ
す
道
を
拓
い
た
と
論
じ
た
（
39
）。
エ
ア
チ
ェ
ッ
ク
は
受
動
的
な
作
業
で
あ
っ
て
生
録
の
創
意
と
は
異
な
る

と
評
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
笠
木
は
こ
の
文
化
に
も
好
み
の
音
を
求
め
よ
う
と
す
る
愛
好
家
の
創
意
を
認
め
よ
う
と
し
た
（
40
）。

　

次
に
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
六
〇
年
代
の
テ
ー
プ
録
音
文
化
が
二
分
化
し
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
便
宜
的
に
ハ
イ
フ
ァ
イ
録
音
文

化
と
ロ
ー
フ
ァ
イ
録
音
文
化
に
分
け
て
生
録
の
流
行
の
要
因
と
さ
れ
た
も
の
を
見
て
い
こ
う
。『
ス
テ
レ
オ
』
や
『
ス
テ
レ
オ
・
サ
ウ
ン
ド
』
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と
い
っ
た
オ
ー
デ
ィ
オ
誌
は
六
〇
年
代
以
降
の
ハ
イ
フ
ァ
イ
録
音
文
化
を
主
導
し
た
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、
オ
ー
デ
ィ
オ
の
良
し
悪
し
を
教

え
る
評
論
家
は
タ
レ
ン
ト
の
よ
う
な
人
気
が
あ
っ
た
（
41
）。
荻
は
生
録
の
流
行
の
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
評
論
家
と
し
て
活
躍
し
て
い

た
若
林
駿
介
や
菅
野
沖
彦
ら
「
ス
タ
ー
的
な
録
音
制
作
家
」
の
登
場
を
あ
げ
た
（
42
）。
例
え
ば
、『
ス
テ
レ
オ
臨
時
増
刊　

テ
ー
プ
・
ミ
ュ
ー

ジ
ッ
ク
』
が
六
九
年
に
主
催
し
た
録
音
会
と
「
ス
テ
レ
オ
・
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
コ
ン
テ
ス
ト
」
に
は
、
先
の
二
人
が
審
査
員
と
し
て
参

加
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
オ
ー
デ
ィ
オ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
録
音
に
対
す
る
愛
好
家
の
関
心
を
牽
引
し
て
い
っ
た
と
言
え

よ
う
。
笠
木
に
よ
れ
ば
、
七
〇
年
代
の
は
じ
め
は
オ
ー
デ
ィ
オ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
停
滞
が
訪
れ
た
時
期
で
も
あ
り
、
生
録
は
格
好
の

話
題
だ
っ
た
と
い
う
（
43
）。

　

オ
ー
デ
ィ
オ
・
マ
ニ
ア
の
興
味
を
現
実
音
の
録
音
に
も
向
か
わ
せ
た
要
因
に
は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
レ
コ
ー
ド
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

荻
は
六
八
年
の
『
ス
テ
レ
オ　

聴
く
人
の
創
意
と
よ
ろ
こ
び
』
で
「
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
録
音
」
に
一
節
を
割
き
、「
こ
れ
こ
そ
ス
テ
レ

オ
の
独
壇
場
」
と
評
し
た
（
44
）。
加
藤
し
げ
き
も
現
実
音
の
ス
テ
レ
オ
録
音
が
盛
ん
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
「
そ
う
し
た
サ
ウ
ン
ド
の
持

つ
自
然
な
音
場
の
ひ
ろ
が
り
と
か
、
音
場
に
お
け
る
移
動
感
な
ど
、
音
楽
と
は
異
な
っ
た
音
場
の
性
質
が
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
ソ
ー
ス
と
し

て
新
し
い
興
味
を
引
く
よ
う
に
な
っ
た
」
こ
と
を
あ
げ
た
（
45
）。
岡
俊
雄
は
七
一
年
に
『
ス
テ
レ
オ
芸
術
』
誌
上
で
四
号
に
わ
た
り
、
歴

史
物
、
演
劇
、
鉄
道
、
自
然
な
ど
、
各
種
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
レ
コ
ー
ド
を
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
で
紹
介
し
て
い
た
（
46
）。

　

他
方
、
ロ
ー
フ
ァ
イ
録
音
文
化
に
関
し
て
は
笠
木
が
、
六
七
年
ご
ろ
に
は
じ
ま
っ
た
ラ
ジ
オ
・
カ
セ
ッ
ト
・
レ
コ
ー
ダ
ー
の
普
及
を
重

視
し
て
い
る
（
47
）。
彼
に
よ
れ
ば
、
エ
ア
チ
ェ
ッ
ク
の
た
め
に
ラ
ジ
カ
セ
を
購
入
し
た
者
に
は
、
録
音
会
で
は
な
く
日
常
の
な
か
で
、
写

真
を
撮
る
よ
う
に
録
音
し
だ
し
た
者
が
い
た
。
特
に
国
鉄
の
「
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
は
じ
ま
る
な
ど
し
た

七
〇
年
ご
ろ
よ
り
、
旅
行
に
ラ
ジ
カ
セ
を
持
っ
て
い
き
、
行
先
で
ラ
ジ
オ
や
カ
セ
ッ
ト
を
聞
い
た
り
、
写
真
の
よ
う
に
録
音
を
し
た
り
す

る
者
を
見
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
者
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
音
に
こ
だ
わ
り
、
録
音
を
目
的
に
旅
行
し
て
い
た
の
が

Ｓ
Ｌ
マ
ニ
ア
だ
っ
た
（
48
）。
当
時
は
Ｓ
Ｌ
ブ
ー
ム
の
只
中
で
あ
り
、
七
三
年
に
は
小
海
線
で
の
運
転
再
開
と
い
う
出
来
事
も
あ
っ
た
。
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「
カ
セ
ッ
ト
デ
ン
ス
ケ
」
は
以
上
の
よ
う
な
七
〇
年
代
前
半
の
状
況
の
な
か
で
発
売
さ
れ
た
。
中
島
平
太
郎
は
七
三
年
に
、
オ
ー
デ
ィ

オ
に
関
す
る
最
近
の
調
査
で
は
自
分
の
歌
や
演
奏
、
現
実
音
な
ど
を
録
音
し
た
い
と
い
う
要
望
が
高
ま
っ
て
お
り
、
ハ
イ
フ
ァ
イ
録
音
機

の
利
用
者
は
操
作
が
よ
り
簡
単
で
よ
り
安
価
な
機
器
を
、
ロ
ー
フ
ァ
イ
録
音
機
の
利
用
者
は
よ
り
高
音
質
の
機
器
を
求
め
て
い
る
と
書
い

て
い
た
（
49
）。
各
メ
ー
カ
ー
は
こ
う
し
た
期
待
に
応
え
て
ハ
イ
フ
ァ
イ
・
ス
テ
レ
オ
・
カ
セ
ッ
ト
・
レ
コ
ー
ダ
ー
を
発
売
し
た
と
言
え
そ

う
で
あ
る
。
し
か
し
、
メ
ー
カ
ー
は
た
だ
要
望
に
応
じ
た
だ
け
で
な
く
、
録
音
へ
の
関
心
を
さ
ら
に
盛
り
上
げ
る
た
め
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

に
も
力
を
入
れ
た
。

　
「
Ｔ
Ｃ‐２
８
５
０
Ｓ
Ｄ
」
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
担
当
し
た
小
川
源
治
は
、そ
の
発
売
時
の
販
売
戦
略
を
詳
細
に
記
録
し
て
い
る
（
50
）。

小
川
に
よ
れ
ば
、
ソ
ニ
ー
は
「
単
に
〈
デ
ン
ス
ケ
〉
を
意
識
づ
け
る
だ
け
で
な
く
、﹇
中
略
﹈
生
録
音
と
い
う
ソ
フ
ト
を
強
く
取
上
げ
る

こ
と
に
し
た
」。そ
の
た
め
に
ま
ず
ア
フ
リ
カ
で
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
、そ
の
録
音
と
写
真
を
広
告
イ
メ
ー
ジ
の
中
心
と
し
た﹇
図
版
４
﹈。

販
売
店
に
は
デ
モ
・
テ
ー
プ
を
、
購
入
者
に
は
入
門
書
を
配
布
し
て
、
生
録
の
楽
し
み
の
周
知
に
務
め
た
。
さ
ら
に
、
愛
好
家
の
た
め
に

ツ
ア
ー
を
企
画
し
た
り
、
ミ
キ
サ
ー
や
集
音
器
と
い
っ
た
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
充
実
さ
せ
た
り
す
る
な
ど
、
生
録
と
い
う
文
化
自
体
を
売
り

こ
も
う
と
し
た
。
後
に
は
特
集
記
事
や
「
ソ
ニ
ー
全
日
本
生
録
コ
ン
テ
ス
ト
」、「
ソ
ニ
ー
生
録
ジ
ョ
ッ
キ
ー
」
な
ど
の
ス
ポ
ン
サ
ー
と
な

り
、
オ
ー
デ
ィ
オ
・
マ
ニ
ア
の
枠
を
越
え
て
市
場
を
広
げ
よ
う
と
試
み
た
（
51
）。
七
〇
年
代
の
生
録
の
流
行
を
こ
う
し
た
メ
ー
カ
ー
の
戦

略
を
抜
き
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
も
、「
Ｔ
Ｃ
‐２
８
５
０
Ｓ
Ｄ
」
の
販
売
戦
略
は
二
重
に
な
っ
て
い
た
（
52
）。
同
機
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
「
Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｏ
Ｏ
Ｒ
」、

「
Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｄ
Ｏ
Ｏ
Ｒ
」
と
い
う
見
出
し
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
と
り
あ
え
ず
、
Ｈ
ｉ
‐Ｆ
ｉ
カ
セ
ッ
ト
デ
ッ
キ
と
し
て
徹
底
的
に
ご
検

討
く
だ
さ
い
」
と
「
お
も
て
に
飛
び
出
す
デ
ッ
キ
・
メ
カ
」
と
い
う
コ
ピ
ー
が
付
い
て
い
た
﹇
図
版
５
・
６
﹈。
ま
た
「
こ
ん
な
方
に
お
す

す
め
し
ま
す
」
と
い
う
説
明
書
き
に
は
、
ま
ず
「
室
内
で
ス
テ
レ
オ
・
カ
セ
ッ
ト
デ
ッ
キ
と
し
て
ご
使
用
に
な
る
方
へ
」、
次
に
「
野
外

で
自
然
音
を
ス
テ
レ
オ
録
音
し
た
い
と
い
う
方
へ
」
と
あ
っ
た
。
笠
木
は
同
機
に
つ
い
て
「
カ
セ
ッ
ト
・
デ
ッ
キ
を
購
入
し
よ
う
と
し
て
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い
た
特
に
若
い
人
達
は
、
デ
ッ
キ
に
も
デ
ン
ス
ケ
に
も
両
方
に
使
え
る
と
い
う
こ
と
で
注
目
し
た
」
と
書
い
て
い
る
（
53
）。
し
た
が
っ
て
、

生
録
ブ
ー
ム
の
背
景
の
ひ
と
つ
と
し
て
再
生
用
ハ
イ
フ
ァ
イ
・
カ
セ
ッ
ト
・
デ
ッ
キ
を
求
め
る
消
費
者
の
増
加
も
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る

（
54
）。「
Ｔ
Ｃ
‐２
８
５
０
Ｓ
Ｄ
」
の
価
格
は
当
時
の
新
卒
初
任
給
ほ
ど
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
同
機
は
家
庭
で
は
な
く
若
者
が
個
人
で
所

有
す
る
ハ
イ
フ
ァ
イ
・
ス
テ
レ
オ
の
入
口
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　

こ
こ
ま
で
、
本
節
は
生
録
文
化
の
背
景
を
理
解
す
る
た
め
に
、
生
録
の
流
行
の
要
因
と
さ
れ
た
現
象
を
見
て
い
っ
た
。
六
〇
年
代
半
ば

以
降
に
ラ
ジ
オ
の
エ
ア
チ
ェ
ッ
ク
が
普
及
し
、
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
録
音
が
よ
り
身
近
に
な
っ
た
。
以
後
、
オ
ー
デ
ィ
オ
・
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
や
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
レ
コ
ー
ド
が
ハ
イ
フ
ァ
イ
録
音
文
化
を
先
導
し
た
。
ロ
ー
フ
ァ
イ
録
音
文
化
は
ラ
ジ
オ
・
カ
セ
ッ
ト
・

レ
コ
ー
ダ
ー
の
登
場
に
よ
っ
て
活
気
づ
け
ら
れ
、
旅
行
ブ
ー
ム
、
Ｓ
Ｌ
ブ
ー
ム
か
ら
も
影
響
を
受
け
た
。
そ
し
て
、
七
〇
年
代
初
頭
に
あ

ら
わ
れ
た
ハ
イ
フ
ァ
イ
・
ス
テ
レ
オ
・
カ
セ
ッ
ト
・
レ
コ
ー
ダ
ー
が
、
生
録
の
流
行
を
確
か
な
も
の
に
し
た
。
こ
の
時
期
の
流
行
を
支
え

た
オ
ー
デ
ィ
オ
・
メ
ー
カ
ー
は
生
録
を
、
マ
ニ
ア
の
枠
を
越
え
て
市
場
を
広
げ
る
た
め
の
ソ
フ
ト
と
み
な
し
て
い
た
。
ま
た
、
ハ
イ
フ
ァ

イ
・
カ
セ
ッ
ト
・
レ
コ
ー
ダ
ー
の
販
売
戦
略
に
は
オ
ー
デ
ィ
オ
消
費
者
の
個
人
化
も
関
わ
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

　

本
節
の
最
後
に
、
前
節
で
も
ふ
れ
た
流
行
の
衰
退
の
要
因
に
つ
い
て
も
う
少
し
検
討
し
て
お
こ
う
。
ベ
イ
ス
タ
ー
フ
ェ
ル
ト
は
、
オ
ラ

ン
ダ
に
お
け
る
サ
ウ
ン
ド
・
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
が
衰
退
し
て
い
っ
た
要
因
を
、
ジ
ェ
イ
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ボ
ル
タ
ー
（Jay D

avid Bolter

）

と
リ
チ
ャ
ー
ド
・
グ
ル
ー
シ
ン
（R

ichard G
rusin

）
が
提
唱
し
た
「
リ
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
（rem

ediation

）」
と
い
う
概
念
を
参
照
し

て
説
明
し
た
（
55
）。
ベ
イ
ス
タ
ー
フ
ェ
ル
ト
に
よ
れ
ば
こ
の
概
念
は
、
成
功
し
た
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
の
多
く
が
過
去
の
メ
デ
ィ
ア
の
使
わ

れ
方
を
自
分
の
も
の
に
し
て
い
る
と
い
う
現
象
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
テ
ー
プ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
は
結
局
レ
コ
ー
ド
の

よ
う
に
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
一
方
で
、
こ
れ
を
写
真
や
手
紙
の
よ
う
に
使
お
う
と
し
た
試
み
は
当
時
の
文
化
の
移
り
変
わ
り
の
た
め

に
失
敗
に
終
わ
っ
た
、
と
彼
女
は
論
じ
て
い
る
（
56
）。
日
本
の
生
録
に
つ
い
て
も
あ
る
程
度
同
様
の
現
象
が
見
て
と
れ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
生
録
に
関
し
て
は
先
行
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
取
り
入
れ
を
失
敗
し
た
こ
と
よ
り
も
、
後
続
す
る
メ
デ
ィ
ア
が
生
録
に
取
っ
て
代
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わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
の
方
が
顕
著
で
あ
る
。『
ロ
ク
ハ
ン
』
後
期
や
同
時
期
の
生
録
入
門
書
か
ら
、
テ
ー
プ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
に
よ
る
生
録

の
楽
し
み
が
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
や
ツ
ー
ル
に
代
わ
ら
れ
て
い
く
現
象
が
見
え
て
く
る
。
例
え
ば
、
七
〇
年
代
末
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て

テ
ー
プ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
に
代
わ
っ
て
、音
楽
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
Ｃ
Ｄ
や
ミ
ニ
コ
ン
ポ
が
、日
常
を
記
録
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
ホ
ー
ム
・
ヴ
ィ

デ
オ
が
、
音
に
よ
る
創
作
の
ツ
ー
ル
と
し
て
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
や
Ｍ
Ｔ
Ｒ
が
、
屋
外
で
音
を
楽
し
む
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
ウ
ォ
ー
ク

マ
ン
が
登
場
し
た
。
こ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
の
移
行
は
生
録
の
流
行
を
終
わ
ら
せ
た
大
き
な
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
節　

生
録
の
録
音
術

―
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
は
現
実
を
い
か
に
と
ら
え
る
か

　

前
節
ま
で
、生
録
文
化
の
全
体
像
を
つ
か
む
た
め
に
、そ
の
経
緯
と
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
議
論
は
生
録
文
化
を
「
そ

の
背
景
に
あ
る
複
数
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
関
係
性
や
そ
れ
を
め
ぐ
る
力
学
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
ゆ
く
こ
と
」
の
た
め
に
必
要
だ
っ
た
。

こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
こ
の
第
三
節
で
は
本
論
文
の
目
的
で
あ
る
、
生
録
文
化
に
お
け
る
聴
取
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
考
察
に
向
か
い
、
そ
の

た
め
に
当
時
の
専
門
家
が
生
録
の
技
法
を
解
説
し
た
言
説
を
分
析
し
て
い
く
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
技
法
を
「
録
音
術
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し

た
い
。
藤
岡
が
語
っ
た
と
お
り
、
録
音
術
に
は
録
音
機
器
を
扱
う
た
め
の
知
識
だ
け
で
な
く
、
音
に
つ
い
て
の
理
解
も
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
録
音
術
に
関
す
る
言
説
を
通
じ
て
、
生
録
に
お
け
る
音
や
聴
覚
に
つ
い
て
の
理
解
と
は
い
か
な
る
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
見
て
き

た
生
録
の
経
緯
や
背
景
と
い
か
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
よ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
節
は
基
本
的
に
現
実
音
の
野
外
録
音

を
扱
う
こ
と
に
す
る
。
音
楽
や
言
葉
と
い
う
限
定
が
外
れ
た
こ
と
は
生
録
文
化
に
と
っ
て
重
要
な
契
機
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
現
実
音
の
録

音
術
に
つ
い
て
の
解
説
で
は
、
後
に
あ
げ
る
よ
う
な
耳
の
働
き
を
め
ぐ
る
議
論
が
よ
く
展
開
さ
れ
て
い
た
。

　

第
一
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
七
〇
年
代
前
半
の
生
録
ブ
ー
ム
の
は
じ
ま
り
と
と
も
に
現
実
音
の
録
音
術
に
つ
い
て
解
説
す
る
書
籍
や
雑
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誌
記
事
が
多
数
出
版
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
解
説
の
多
く
が
中
心
的
に
取
り
あ
げ
て
い
た
の
は
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
の
扱
い
方
だ
っ
た
。
例
え

ば
、
録
音
術
を
実
例
つ
き
で
教
え
る
「
生
録
に
強
く
な
る
レ
コ
ー
ド
Ｖ
ｏ
ｌ
．２　

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
サ
ウ
ン
ド
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
‼
」

の
解
説
は
、「
マ
イ
ク
・
セ
ッ
ト
（
２
本
の
マ
イ
ク
の
間
隔
）」、「
風
防
の
効
果
」、「
指
向
性
に
よ
る
音
の
違
い
」、「
レ
ベ
ル
の
設
定
」、「
リ

ミ
ッ
タ
ー
の
効
果
」、「
マ
イ
ク
の
持
ち
方
」、「
音
源
を
変
化
さ
せ
る
」
と
い
う
順
に
進
ん
で
い
く
（
57
）。
一
方
、
藤
岡
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ

ン
の
扱
い
を
「
ア
マ
チ
ュ
ア
録
音
の
真
髄
」
と
み
な
し
、
読
者
に
自
由
な
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
を
促
す
た
め
に
「
録
音
の
基
礎
知
識
と
か
技

術
に
つ
い
て
の
原
稿
は
ほ
と
ん
ど
図
解
入
り
で
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
の
例
を
示
す
が
、
わ
た
く
し
は
本
稿
で
は
一
切
そ
う
し
た
こ
と
は
書
か

な
い
し
示
さ
な
い
」
と
語
っ
た
（
58
）。
彼
が
言
う
と
お
り
、﹇
図
版
７
﹈
の
よ
う
な
音
源
ご
と
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
・
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト

の
図
解
が
生
録
入
門
書
な
ど
に
よ
く
見
ら
れ
た
。
も
し
作
品
を
コ
ン
テ
ス
ト
に
送
る
な
ら
ば
、
コ
ン
テ
ス
ト
の
規
約
に
あ
る
時
間
制
限
の

な
か
で
い
か
に
録
音
を
構
成
す
る
か
が
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
一
般
的
な
愛
好
家
の
関
心
は
そ
う
し
た
構
成
よ
り
も
野
外
で
い
か
に
音

を
と
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

第
一
節
の
最
後
で
、『
ロ
ク
ハ
ン
』
後
期
に
は
電
子
楽
器
や
自
宅
録
音
の
記
事
が
増
え
、
副
題
が
「
サ
ウ
ン
ド
ク
リ
エ
ー
ト
マ
ガ
ジ
ン
」

に
変
わ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
と
は
い
え
、
こ
こ
ま
で
に
参
照
し
た
文
章
や
著
作
に
も
「
創
造
」
や
「
創
意
」
と
い
っ
た
言
葉
が
よ
く

見
ら
れ
る
と
お
り
、
創
造
と
い
う
発
想
は
多
か
れ
少
な
か
れ
生
録
全
般
と
結
び
つ
い
て
い
た
（
59
）。
結
城
享
は
「
な
ぜ
録
音
が
趣
味
た
り

う
る
の
か

―
と
い
う
こ
と
を
煎
じ
つ
め
て
み
る
と
、
や
は
り
そ
こ
に
は
音
に
よ
る
一
つ
の
世
界
を
作
り
出
す
と
い
う
創
作
の
喜
び
が
あ

る
こ
と
が
最
大
の
共
通
し
た
理
由
と
な
っ
て
い
る
」
と
語
っ
て
い
た
（
60
）。
菅
野
沖
彦
も
ま
た
「
い
わ
ば
創
造
的
な
、
再
創
造
的
な
録
音

と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、音
の
素
材
を
使
っ
て
、そ
れ
を
録
音
再
生
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
で
再
創
造
す
る
」
と
い
う
発
想
を
支
持
し
、「
単

純
な
生
と
似
て
い
る
と
か
似
て
い
な
い
と
か
、
原
音
再
生
だ
と
か
、
と
い
う
ふ
う
な
非
常
に
短
絡
し
た
考
え
」
を
批
判
し
た
（
61
）。
相
沢

昭
八
郎
は
二
〇
年
代
の
電
気
録
音
の
普
及
に
は
じ
ま
る
「
録
音
ポ
リ
シ
ー
の
推
移
」
を
た
ど
り
な
が
ら
、
マ
ル
チ
ト
ラ
ッ
ク
録
音
や
テ
ー

プ
編
集
だ
け
で
な
く
、
ス
テ
レ
オ
録
音
に
も
創
造
性
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
（
62
）。
ハ
イ
フ
ァ
イ
・
ス
テ
レ
オ
・
カ
セ
ッ
ト
・
レ
コ
ー
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ダ
ー
の
普
及
と
と
も
に
本
格
化
し
た
生
録
に
と
っ
て
、
こ
の
ス
テ
レ
オ
録
音
の
創
造
性
と
い
う
発
想
は
重
要
な
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
創
造
を
重
ん
じ
る
姿
勢
は
ラ
ジ
オ
自
作
趣
味
が
オ
ー
デ
ィ
オ
趣
味
の
源
流
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
（
63
）。

　

こ
う
し
た
創
造
の
指
針
と
し
て
録
音
術
の
解
説
に
お
い
て
何
度
も
語
ら
れ
た
の
が
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
と
耳
の
比
較
だ
っ
た
。
宮
沢
昭

に
よ
る
次
の
文
章
は
、
こ
の
比
較
と
録
音
術
の
関
係
を
簡
潔
に
言
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

人
間
の
耳
、
そ
の
も
の
は
、
本
来
、
人
間
に
と
っ
て
大
変
都
合
が
よ
く
で
き
て
い
て
、
自
分
の
必
要
と
す
る
音
は
聞
こ
え
、
必
要

と
し
な
い
音
は
聞
こ
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。﹇
中
略
﹈
い
わ
ゆ
る
雑
音
に
対
し
て
は
、
都
合
よ
く
聞
こ
え
な
い
仕
掛
け
に
、

生
の
耳
は
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
自
然
の
音
を
マ
イ
ク
で
収
録
し
よ
う
、
と
す
る
方
々
は
、
実
は
、
こ
の
雑
音
を
意
識
し
だ

し
た
と
き
、
音
を
と
る
そ
の
第
一
歩
が
始
ま
る
の
で
す
か
ら
、
皮
肉
な
も
の
で
す
。
つ
ま
り
今
ま
で
、
生
の
耳
が
雑
音
と
し
て
ご
く

自
然
に
拒
否
し
、
と
り
除
い
て
く
れ
て
い
た
も
の
を
、
こ
ん
ど
は
自
然
の
音
を
収
録
す
る
場
合
、
い
か
に
意
識
的

0

0

0

に
は
ね
の
け
て
、

自
分
が
と
ろ
う
と
す
る
自
然
の
音
に
、
巧
み
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
か
、
こ
れ
が
、
佳
い
音
を
と
る
決
定
打
に
な
る
か
ら
で
す
（
64
）。

先
の
「
生
録
に
強
く
な
る
レ
コ
ー
ド
」
の
ラ
イ
ナ
ー
ノ
ー
ツ
冒
頭
で
も
こ
う
し
た
耳
の
選
択
性
と
生
録
の
録
音
術
が
解
説
さ
れ
て
い
た
。

マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
独
特
の
音
の
と
ら
え
か
た
を
説
明
す
る
た
め
に
、
菅
野
は
「
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
・
イ
ヤ
ー
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
使
っ

た
。
ま
た
、
目
が
耳
の
選
択
を
左
右
す
る
と
い
う
説
明
も
よ
く
な
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
浜
辺
で
耳
を
傾
け
る
と
、
波
音
が
波
と
と
も
に
動

い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
ス
テ
レ
オ
録
音
を
聞
い
て
も
た
だ
音
量
が
増
減
す
る
だ
け
で
あ
る
（
65
）。
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ

ン
と
耳
の
関
係
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
認
識
が
、
生
録
の
録
音
術
の
基
礎
に
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
雑
音
を
意
識
的
に
除
く
こ
と
が
こ
の
録
音
術
の
基
本
で
あ
り
、
な
か
で
も
先
に
言
及
し
た
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
・
ア
レ
ン
ジ
メ

ン
ト
は
そ
の
た
め
に
も
っ
と
も
重
要
な
方
法
と
さ
れ
た
。
生
録
の
ア
イ
コ
ン
の
ひ
と
つ
、
集
音
器
も
そ
の
た
め
の
道
具
で
あ
る
。
源
中
実
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は
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
・
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
の
解
説
の
な
か
で
、「
点
、
群
、
移
動
音
源
」
と
い
う
分
類
を
紹
介
し
た
﹇
図
版
８
﹈（

66
）。「
録

音
さ
れ
た
音
源
が
、
二
つ
の
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
再
生
さ
れ
た
と
き
に
、
音
の
構
図
と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
音
源
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
さ
い

に
単
独
の
音
像
と
し
て
結
ば
れ
る
も
の
を
、
点
音
源
と
い
い
ま
す
」（

67
）。
こ
の
三
つ
の
分
類
は
音
源
の
分
類
で
は
な
く
音
像
0

0

、
つ
ま
り

生
の
音
で
は
な
く
再
生
さ
れ
た
音
の
分
類
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
音
像
と
は
ス
ピ
ー
カ
ー
が
再
生
す
る
、
方
向
と
距
離
を
も
っ
た

音
を
意
味
す
る
。「
点
音
源
と
は
、
音
源
自
身
を
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
点
音
像
と
し
て
、
再
生
す
る
音
源
と
い
う
方
が
、
正
確
か

も
し
れ
ま
せ
ん
」。
あ
る
音
源
を
点
音
源
に
す
る
か
、
群
音
源
に
す
る
か
は
、
録
音
家
に
委
ね
ら
れ
る
。
録
音
家
に
よ
る
こ
の
選
択
は
耳

が
無
意
識
に
行
な
う
選
択
に
対
応
し
て
い
る
。
点
音
源
と
し
て
録
音
す
る
と
き
は
、
単
一
指
向
性
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
を
音
源
に
近
づ
け
、

ス
テ
レ
オ
な
ら
二
本
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
の
角
度
を
小
さ
く
し
て
周
囲
の
雑
音
を
で
き
る
だ
け
排
除
す
る
。
群
音
源
と
し
て
録
音
す
る
と

き
は
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
の
角
度
を
大
き
く
し
て
音
場
を
広
げ
る
。
単
一
指
向
性
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
を
使
用
す
る
と
音
像
の
定
位
感
が
強

調
さ
れ
、
無
指
向
性
を
使
用
す
る
と
雰
囲
気
感
が
強
調
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
議
論
の
な
か
で
も
特
に
興
味
深
い
の
が
、
中
坪
礼
治
に
よ
る
カ
セ
ッ
ト
・
レ
コ
ー
ダ
ー
の
た
め
の
録
音
術
の
解
説
で
あ
る
。

七
四
年
に
出
版
さ
れ
た
中
坪
礼
治
と
高
橋
三
郎
に
よ
る『
趣
味
の
野
外
録
音
』は
、中
坪
に
よ
る
十
年
ほ
ど
前
の
講
義
が
元
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
著
書
で
は
「
音
は
分
解
し
て
と
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
し
て
仕
上
げ
の
段
階
で
音
を
合
成
す
る
の
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

﹇
傍
点
は
原
文
で
は
太
字
﹈」
が
、
現
実
音
の

野
外
録
音
の
鉄
則
と
さ
れ
た
（
68
）。
音
を
分
解
し
て
録
音
す
る
こ
と
で
雑
音
を
取
り
の
ぞ
き
、
合
成
に
よ
っ
て
思
い
描
い
た
イ
メ
ー
ジ
を

具
体
化
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
（
69
）。
し
か
し
、
中
坪
は
次
著
『
カ
セ
ッ
ト
録
音　

野
外
編
』
で
、
こ
の
方
法
は
当
時
流
行
し
て
い
た

ス
テ
レ
オ
・
カ
セ
ッ
ト
録
音
に
適
さ
な
い
と
考
え
、
別
の
方
法
を
提
案
し
た
。
ス
テ
レ
オ
録
音
を
合
成
す
る
と
音
像
に
違
和
感
が
生
じ
が

ち
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
カ
セ
ッ
ト
は
テ
ー
プ
を
切
り
貼
り
し
て
編
集
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
そ
こ
で
、
中
坪
は
い
わ
ば
、
録
音
向
き
の
音

源
を
入
念
に
探
す
こ
と
を
、
耳
の
選
択
性
の
代
わ
り
に
し
よ
う
と
し
た
。
イ
メ
ー
ジ
す
る
音
を
分
解
と
合
成
に
よ
っ
て
創
り
だ
す
の
で
は

な
く
、
録
音
家
の
近
く
に
は
っ
き
り
し
た
音
が
あ
り
、
遠
く
に
雑
音
が
あ
る
よ
う
な
「
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
情
景
」
を
意
図
的
に
探
し
だ
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す
こ
と
を
録
音
術
の
中
心
に
し
た
の
だ
﹇
図
版
９
﹈（

70
）。「
大
事
な
こ
と
は
何
か
一
つ
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
そ
の
音
の
動
き
を
し
っ
か
り

と
ら
え
る
こ
と
と
、
は
っ
き
り
音
質
の
違
う
音
が
う
ま
く
組
み
合
わ
さ
る
よ
う
な
時
を
録
音
チ
ャ
ン
ス
に
す
る
こ
と
で
す
」（

71
）。
こ
う

し
た
中
坪
の
カ
セ
ッ
ト
録
音
術
は
、
録
音
術
を
変
化
さ
せ
る
の
は
技
術
の
展
開
だ
け
で
な
く
、
録
音
家
の
創
意
で
も
あ
る
こ
と
を
よ
く
示

し
て
い
る
。

　

本
節
は
、
生
録
実
践
者
が
録
音
機
器
を
通
じ
て
い
か
に
音
を
聞
い
て
い
た
の
か
を
考
え
る
た
め
に
、
録
音
術
の
解
説
を
考
察
し
て
き
た
。

そ
の
基
本
に
は
ま
ず
、
原
音
の
忠
実
な
再
生
を
目
指
す
だ
け
で
は
な
く
、
録
音
を
創
造
的
な
実
践
と
み
な
す
発
想
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
に
は
耳
が
無
意
識
に
行
な
う
選
択
が
な
い
た
め
、
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
を
工
夫
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
議
論
が
、
こ
の

創
造
の
指
針
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
議
論
に
は
生
録
文
化
に
お
け
る
、
音
や
聴
取
、
録
音
に
つ
い
て
の
理
解
が
凝
縮
さ
れ
て
い
た
と
言
え

よ
う
（
72
）。
源
中
が
解
説
し
た
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
・
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
の
分
類
は
、
音
源
で
は
な
く
音
像
の
区
別
に
も
と
づ
い
て
お
り
、

ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
の
選
択
が
耳
の
選
択
の
代
わ
り
を
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
中
坪
は
カ
セ
ッ
ト
・
レ
コ
ー
ダ
ー
の
普
及
を
ふ
ま
え
て
、
録

音
に
向
い
た
音
源
を
探
す
こ
と
を
耳
の
選
択
性
の
代
わ
り
に
す
る
と
い
う
発
想
を
提
唱
し
た
。

結
論

　

生
録
に
お
け
る
録
音
の
楽
し
み
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
も
ち
ろ
ん
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
結
城
の
言
う
と
お
り
「
創
作
の
喜
び
」
が

流
行
を
支
え
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
録
音
術
か
ら
見
れ
ば
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
が
無
差
別
に
拾
う
雑
音
の
な
か
か
ら
、
録
音
家
自
身
が
目

標
と
す
る
音
を
見
つ
け
だ
す
こ
と
に
、
こ
の
創
作
の
喜
び
が
感
じ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
録
音
家
は
録
り
た
い
音
の
イ

メ
ー
ジ
を
描
き
、
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
・
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
を
慎
重
に
選
択
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
テ
ー
プ
編
集
に
取
り
組
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ん
だ
。『
ロ
ク
ハ
ン
』
の
副
題
「
生
録
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
」
と
は
、
現
実
の
自
然
や
都
市
の
な
か
で
冒
険
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
マ

イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
が
と
ら
え
る
音
と
い
う
非
日
常
の
な
か
か
ら
目
指
す
音
を
探
し
だ
す
こ
と
に
も
当
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
し
た
生
録
に
お
け
る
聴
取
の
あ
り
方
は
、
Ｆ
Ｍ
エ
ア
チ
ェ
ッ
ク
や
オ
ー
デ
ィ
オ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
成
熟
と
停
滞
、
ラ
ジ
オ
・

カ
セ
ッ
ト
・
レ
コ
ー
ダ
ー
や
ハ
イ
フ
ァ
イ
・
ス
テ
レ
オ
・
カ
セ
ッ
ト
・
レ
コ
ー
ダ
ー
の
登
場
、
オ
ー
デ
ィ
オ
・
メ
ー
カ
ー
に
よ
る
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
、
他
に
も
旅
行
ブ
ー
ム
や
Ｓ
Ｌ
ブ
ー
ム
と
い
っ
た
歴
史
的
条
件
の
下
で
広
く
共
有
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
条
件

が
揃
わ
な
け
れ
ば
、
ス
テ
レ
オ
録
音
術
に
創
造
性
を
み
と
め
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
・
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
を
重
視
す
る
生
録
の
聴
取
は
別
の

か
た
ち
を
と
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
論
文
は
生
録
文
化
に
お
け
る
聴
取
と
そ
の
背
景
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
で
も
さ
ら
に
考

察
を
進
め
た
い
。
本
論
文
で
は
生
録
ブ
ー
ム
の
直
接
的
な
要
因
と
し
て
言
及
さ
れ
た
事
象
だ
け
に
考
察
を
限
定
し
て
き
た
が
、
よ
り
広
い

視
野
で
同
時
代
の
状
況
を
見
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
ラ
ジ
オ
や
音
楽
、
も
し
く
は
映
画
や
美
術
と
い
っ
た
他
の
メ
デ
ィ
ア
や
芸
術

と
生
録
の
関
わ
り
も
本
論
文
で
は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
本
論
文
が
検
討
し
た
録
音
術
は
、
主
に
放
送
や
音
楽
の
レ

コ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
に
よ
る
専
門
知
識
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
規
範
的
な
録
音
術
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
録
文
化

に
は
こ
れ
と
は
異
な
る
録
音
術
の
あ
り
方
、
よ
り
遊
戯
的
で
、
シ
リ
ア
ス
で
は
な
い
録
音
術
も
広
が
っ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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1
）
行
方
洋
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「
消
え
ゆ
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蒸
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機
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―
Ｃ
‐１
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を
追
っ
て
」『
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冊
Ｆ
Ｍ

フ
ァ
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特
集
・
録
音
の
世
界
』
一
九
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四
年
、
七
一
頁
。「
録
勉
用
の
レ
コ
ー

ダ
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と
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、
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業
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録
音
や
語
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学
習
に
用
い
る
安
価
な
レ
コ
ー
ダ
ー
（cf. 

近
藤
公
康
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だ
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も
わ
か
る
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音
の
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と
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』
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年
、
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頁
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に
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福
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シ
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９
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が
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も
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を
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る
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検
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れ
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Ｒ
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Ａ
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Ｓ
Ｓ
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介
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。
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: D
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友
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デ
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二
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四
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て
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詳
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じ
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余
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が
な
い
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ま
ざ
ま
な
音
の
録
音
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し
む
文
化
と
い
う
基
本
的
な
共
通
性
は

あ
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が
、
流
行
し
た
時
期
が
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な
る
。
ま
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前
者
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セ
ッ
ト
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後
者
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オ
ー

プ
ン
・
リ
ー
ル
を
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に
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し
た
と
い
う
違
い
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る
。
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10
）D

avid M
orton, O

ff the Record: Th
e Technology and C
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erica , N

ew
 Brunsw
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niversity Press, 2000, pp.138–143.
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, Radio and Television , 24:4, 2004, pp.613–634. 
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バ
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文
も
あ
る
。K

arin Bijsterveld and A
nnelies 
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e m
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estication of the tape 

recorder,”  in Sound Souvenirs: Audio Technologies, M
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ory and C
ultural 

Practices , Am
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: Am
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 U
niversity Press, 2009, pp.25–42.

（
12
）C

f. 『
オ
ー
デ
ィ
オ
５
０
年
史
』
日
本
オ
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デ
ィ
オ
協
会
、
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九
八
六
年
、

五
一
一
頁
。
森
芳
久
、
君
塚
雅
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、
亀
川
徹
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音
響
技
術
史

―
音
の
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録
の

歴
史
』
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、
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〇
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ダ
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査
報
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、
二
〇
一
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、
二
二
一
‐二
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二
頁
。
阿
部
美
春
『
テ
ー
プ
録

音
機
物
語
』
誠
文
堂
新
光
社
、
二
〇
一
六
年
、
四
七
八‐四
七
九
頁
。

（
13
）
笠
木
修
治
『
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門
オ
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デ
ィ
オ
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ー
マ
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な
オ
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デ
ィ
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を
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め
て
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未
央
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、
一
九
七
六
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三
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‐四
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頁
。
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鉄
男
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鉄
男

の
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本
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デ
ィ
オ
史
１
９
５
０
〜
８
２
』
音
楽
之
友
社
、
一
九
九
三
年
、
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一
八
〇
頁
。
長
岡
鉄
男
『
長
岡
鉄
男
の
日
本
オ
ー
デ
ィ
オ
史
②　

ア
ナ
ロ
グ
か

ら
デ
ジ
タ
ル
へ
』
音
楽
之
友
社
、
一
九
九
四
年
、
一
一
三‐一
一
四
頁
。

（
14
）
谷
口
文
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、中
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克
志
、福
田
裕
大
『
音
響
メ
デ
ィ
ア
史
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、

二
〇
一
五
年
、
一
六
八‐一
八
八
、一
九
六
頁
。

（
15
）
長
岡
鉄
男
『
長
岡
鉄
男
の
日
本
オ
ー
デ
ィ
オ
史
１
９
５
０
〜
８
２
』
音
楽
之
友

社
、
一
九
九
三
年
、
四
八
頁
。
笠
木
、
前
掲
書
、
六
七‐九
三
頁
。

（
16
）
オ
ー
デ
ィ
オ
評
論
家
に
つ
い
て
は
、cf. 

長
岡
、
前
掲
書
、
四
二
‐五
三
頁
。

笠
木
、
前
掲
書
、
九
四‐一
〇
二
頁
。

（
17
）
現
実
音
の
野
外
録
音
の
流
行
と
並
行
す
る
、
ア
マ
チ
ュ
ア
に
よ
る
音
楽
の
自
宅

録
音
、
い
わ
ゆ
る
宅
録
の
開
拓
は
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
史
に
お
け
る
き
わ
め
て

重
要
な
動
向
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
行
方
の
言
葉
通
り
、
当
時
は
宅

録
も
ま
た
生
録
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
生
録
専
門
誌
『
ロ
ク
ハ
ン
』
に

は
創
刊
号
か
ら
、
自
宅
録
音
ス
タ
ジ
オ
制
作
を
解
説
す
る
「
ロ
ク
ス
タ
入
門
」

と
い
う
連
載
が
あ
っ
た
（
川
田
悟
「
ロ
ク
ス
タ
入
門　

第
１
回　

キ
ミ
の
部
屋

を
ス
タ
ジ
オ
に
し
よ
う
」『
ロ
ク
ハ
ン
』
創
刊
号
、
一
九
七
五
年
、
一
九
三
‐

一
九
七
頁
）。
そ
し
て
、
現
実
音
の
野
外
録
音
よ
り
も
宅
録
の
開
拓
の
方
が
、

後
の
時
代
へ
の
影
響
を
明
確
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
本
論

文
は
録
音
機
器
を
通
じ
た
聴
取
が
当
時
い
か
に
理
解
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う

問
題
意
識
の
下
で
、
あ
え
て
生
録
文
化
の
な
か
で
も
特
に
現
実
音
の
野
外
録
音

を
対
象
に
選
ん
だ
。
と
は
い
え
、
こ
の
時
代
の
ア
マ
チ
ュ
ア
録
音
文
化
を
総
体

と
し
て
理
解
す
る
に
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現
実
音
の
録
音
と
音
楽
の
録
音
の
両
方
を
視
野
に
入

れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
順
に
議
論
を
積
み
重
ね
て
い
く
し
か

な
い
が
、
こ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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介
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０
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史
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す
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。
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。
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デ
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、
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五
頁
。

（
22
）
渡
辺
、
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掲
書
、
四
七
四
‐四
七
八
頁
。
録
音
構
成
に
つ
い
て
は
、cf. 

宮
田

章
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録
音
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成
」
の
発
生

―
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ド
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タ
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』
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年
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一
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一
頁
。『
朝
日
ソ
ノ
ラ
マ
』の
編
集
長
だ
っ
た
菅
野
沖
彦
や
、ス
タ
ッ
フ
だ
っ

た
藤
岡
誠
は
、
生
録
関
連
記
事
を
よ
く
執
筆
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
つ
な
が
り

に
つ
い
て
は
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
23
）C

f. 

川
崎
弘
二
「
実
験
工
房
の
電
子
音
楽
」『
実
験
工
房
展

―
戦
後
芸
術
を
切

り
拓
く
』
読
売
新
聞
社
、
美
術
館
連
絡
評
議
会
、
二
〇
一
三
年
、
二
四
六
‐

二
四
八
頁
。

（
24
）
荻
昌
弘
「「
聴
く
」
か
ら
「
創
る
」
へ　
〝
録
音
〞
と
い
う
名
の
創
造
」『
別
冊

Ｆ
Ｍ
フ
ァ
ン　

特
集
・
録
音
の
世
界
』
一
九
七
四
年
、
五
六‐六
一
頁
。

（
25
）「
本
誌
主
催
第
１
回
テ
ー
プ
録
音
コ
ン
テ
ス
ト
入
選
発
表
」『
無
線
と
實
驗
』

四
九
巻
一
一
号
、
一
九
六
二
年
、
九
五
頁
。
こ
の
コ
ン
テ
ス
ト
は
六
七
年
の
第

五
回
ま
で
続
い
た
。

（
26
）
Ｔ
Ｒ
Ｋ
に
つ
い
て
は
、cf. 

阿
部
、
前
掲
書
、
四
〇
〇‐四
〇
二
頁
。

（
27
）
録
音
会
に
つ
い
て
は
、cf. 

長
岡
、
前
掲
書
、
一
八
〇
頁
。

（
28
）C

f. 

上
野
啓
二
、
長
島
達
夫
、
森
田
耕
司
、
菅
野
沖
彦
「
座
談
会　

カ
セ
ッ
ト
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レ
コ
ー
ダ
ー
の
可
能
性
を
さ
ぐ
る
〈
用
途
は
さ
が
せ
ば
い
く
ら
で
も
〉」『
ス
テ

レ
オ
サ
ウ
ン
ド
臨
時
増
刊　

音
楽
テ
ー
プ
と
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
の
す
べ
て
』

一
九
六
八
年
、
一
六
四‐一
六
五
頁
。

（
29
）
岡
田
諄
「
あ
と
が
き
風
ま
え
が
き
」『
録
音
の
す
べ
て
』
岡
田
諄
編
、風
濤
社
、

一
九
七
一
年
、
三
頁
。

（
30
）C

f. 

阿
部
美
春
編
著
『
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、一
九
六
九
年
。

浅
野
尾
忠
昭
『
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
』
日
刊
工
業
新
聞
社
、
一
九
七
一
年
。
土
屋

赫
『
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ　

装
置
の
知
識
と
使
い
方
』
オ
ー
ム
社
、一
九
七
二
年
。

（
31
）C

f. 

市
野
良
典
「
カ
セ
ッ
ト
デ
ン
ス
ケ
Ｔ
Ｙ
Ｐ
Ｅ
Ⅲ
に
よ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
サ
ウ

ン
ド
ロ
ケ
ハ
ン
実
戦
記
」『
ス
テ
レ
オ
芸
術
』
第
７
巻
第
７
号
、一
九
七
三
年
、

二
〇
三
‐二
〇
七
頁
。
正
岡
弘
「
ソ
ニ
ー
カ
セ
ッ
ト
デ
ン
ス
ケ
の
紹
介
」『
電

波
科
学
』
第
四
八
四
号
、
一
九
七
三
年
、
八
一‐八
五
頁
。
飯
島
徹
「
ソ
ニ
ー

カ
セ
ッ
ト
デ
ン
ス
ケ
の
使
い
勝
手
レ
ポ
ー
ト
」『
電
波
科
学
』
第
四
八
四
号
、

一
九
七
三
年
、
八
六
‐八
七
頁
。
本
論
文
で
は
「
生
録
」
と
い
う
言
葉
自
体

の
起
源
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
六
〇
年
代
に
も
コ
ン
サ
ー
ト
録
音

会
が
「
生
録
会
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
こ
ろ
は
基
本
的

に
音
楽
の
生
演
奏
の
録
音
が
生
録
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
七
〇
年
代
に
な
っ
て

現
実
音
の
野
外
録
音
に
も
こ
の
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

（
32
）
荻
、
前
掲
書
、
五
八
頁
。

（
33
）
例
え
ば
、六
〇
年
代
か
ら
オ
ー
デ
ィ
オ
評
論
を
掲
載
し
て
い
た『
暮
し
の
手
帖
』

に
は
「
家
庭
録
音
術
入
門
」
と
題
さ
れ
た
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
（
第
二
四
号
、

一
九
七
三
年
、
一
八
〇‐一
八
三
頁
）。

（
34
）C
f. 

松
浦
一
郎
監
修
『
野
外
録
音
ア
ク
シ
ョ
ン
ガ
イ
ド
』
朝
日
ソ
ノ
ラ
マ
、

一
九
七
四
年
。
中
坪
礼
治
、
高
橋
三
郎
『
趣
味
の
野
外
録
音
』
日
本
放
送
出
版

協
会
、
一
九
七
四
年
。
若
林
駿
介
監
修
『
音
の
冒
険
ブ
ッ
ク　

テ
ー
プ
レ
コ
ー

ダ
ー
を
か
つ
い
で
自
然
の
中
に
と
び
出
そ
う
』
松
下
電
器
産
業
株
式
会
社
、

一
九
七
五
年
。

（
35
）「
全
日
本
ア
マ
チ
ュ
ア
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
連
盟
発
足
」『
テ
ー
プ
サ
ウ
ン
ド
』
第

二
〇
号
、
一
九
七
六
年
、
三
三
六‐三
三
七
頁
。

（
36
）
な
お
、
七
〇
年
代
半
ば
か
ら
八
〇
年
代
は
じ
め
に
は
Ｂ
Ｃ
Ｌ
も
ブ
ー
ム
に
な
っ

た
。
Ｂ
Ｃ
Ｌ
と
は
「
ブ
ロ
ー
ド
キ
ャ
ス
ト
・
リ
ス
ニ
ン
グ
」
の
略
語
で
、
特
に

国
際
短
波
放
送
を
聴
取
し
て
楽
し
む
趣
味
の
こ
と
。
Ｂ
Ｃ
Ｌ
文
化
は
生
録
文
化

と
共
通
点
が
多
く
、『
ロ
ク
ハ
ン
』
で
も
よ
く
取
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
両
者

は
同
一
の
文
化
圏
に
属
し
て
い
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

（
37
）
笠
木
も
ま
た
生
録
が
「
サ
ウ
ン
ド
・
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
」
と
い
う
活
動
に
発
展

す
る
と
考
え
て
い
た
（
笠
木
、
前
掲
書
、
四
二‐五
九
頁
）。

（
38
）
笠
木
、
前
掲
書
、
二
二‐二
三
頁
。

（
39
）
行
方
、
前
掲
書
、
七
二
頁
。
笠
木
、
前
掲
書
、
一
二‐一
三
頁
。

（
40
）
笠
木
、
前
掲
書
、
二
五‐三
一
頁
。

（
41
）C

f. 

長
岡
、前
掲
書
、五
二
頁
。「
当
時
、評
論
家
は
一
種
の
ア
イ
ド
ル
で
あ
り
、

タ
レ
ン
ト
で
あ
っ
た
」。

（
42
）
荻
、
前
掲
書
、
六
〇
頁
。

（
43
）
笠
木
、
前
掲
書
、
三
七
頁
。

（
44
）
荻
昌
弘
『
ス
テ
レ
オ　

聴
く
人
の
創
意
と
よ
ろ
こ
び
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
六
八

年
、
一
二
四
頁
。

（
45
）
加
藤
し
げ
き
、
石
田
善
之
、
行
方
洋
一
『
ア
マ
チ
ュ
ア
録
音
入
門
』
ラ
ジ
オ
技

術
社
、
一
九
七
三
年
、
九
七
頁
。

（
46
）
岡
俊
雄
「
レ
コ
ー
ド
・
カ
タ
ロ
グ
に
つ
い
て
４　

さ
ま
ざ
ま
な
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
・
レ
コ
ー
ド
（
１
）」『
ス
テ
レ
オ
芸
術
』
第
五
巻
第
三
号
、一
九
七
一
年
、
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一
四
〇
‐一
四
五
頁
。
岡
俊
雄
「
文
芸
レ
コ
ー
ド
な
ど　

演
劇
・
詩
・
小
説

等
の
レ
コ
ー
ド
に
つ
い
て
」『
ス
テ
レ
オ
芸
術
』第
五
巻
第
四
号
、一
九
七
一
年
、

一
三
四‐一
三
九
頁
。
岡
俊
雄
「
鉄
道
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
レ
コ
ー
ド
」『
ス

テ
レ
オ
芸
術
』
第
五
巻
第
五
号
、
一
九
七
一
年
、
一
四
二
‐一
四
七
頁
。
岡

俊
雄
「
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
レ
コ
ー
ド　

自
然
の
音
、
リ
ハ
ー
サ
ル
録
音
な

ど
」『
ス
テ
レ
オ
芸
術
』
第
五
巻
第
六
号
、
一
九
七
一
年
、
一
四
八
‐一
五
三

頁
。
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
レ
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は
他
に
も
、cf. 

相
沢
昭
八

郎
「
音
を
記
録
す
る
と
い
う
こ
と

―
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
・
レ
コ
ー
ド
を
め
ぐ
っ

て
」『
テ
ー
プ
サ
ウ
ン
ド
』
第
十
一
号
、一
九
七
三
年
、二
〇
〇‐二
〇
五
頁
。

岡
俊
雄
「
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
・
レ
コ
ー
ド
あ
れ
こ
れ
」『
テ
ー
プ
サ
ウ
ン
ド
』
第

十
一
号
、
一
九
七
三
年
、
二
一
〇‐二
一
一
頁
。

（
47
）
笠
木
、
前
掲
書
、
三
二‐三
六
頁
。

（
48
）
六
〇
、七
〇
年
代
に
お
け
る
Ｓ
Ｌ
レ
コ
ー
ド
と
旅
行
文
化
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

cf. 

渡
辺
裕
、
前
掲
書
、
第
八
章
。

（
49
）
中
島
平
太
郎
『
オ
ー
デ
ィ
オ
に
強
く
な
る　

新
し
い
音
の
創
造
』
講
談
社
、

一
九
七
三
年
、
二
二
六
頁
。
た
だ
し
、
本
論
文
の
先
の
議
論
も
中
島
の
指
摘
も

あ
く
ま
で
便
宜
的
な
区
分
で
あ
り
、
実
際
は
二
つ
の
録
音
文
化
が
あ
る
程
度
混

ざ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

（
50
）
小
川
源
治
「
生
録
ブ
ー
ム
の
立
役
者
〝
カ
セ
ッ
ト
デ
ン
ス
ケ
〞」『
別
冊
宣
伝
会

議
』第
八
号
、一
九
七
四
年
、一
〇
二‐一
〇
五
頁
。
た
だ
し
、ソ
ニ
ー
が
カ
セ
ッ

ト
・
レ
コ
ー
ダ
ー
の
広
告
に
生
録
を
使
っ
た
の
は
「
Ｔ
Ｃ
‐２
８
５
０
Ｓ
Ｄ
」

が
最
初
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
広
告
代
理
店
社
員
と
し
て
ソ
ニ
ー
の
カ
セ
ッ

ト
・
レ
コ
ー
ダ
ー
を
担
当
し
、「
生
録
ジ
ョ
ッ
キ
ー
」
に
「
生
録
レ
ポ
ー
タ
ー
」

と
し
て
出
演
し
て
い
た
室
田
堯
に
よ
れ
ば
、
七
二
年
に
発
売
さ
れ
た
「
Ｔ
Ｃ

‐２
１
０
０
Ｐ
＆
Ｄ
マ
ー
ク
Ⅱ
」
の
ラ
ジ
オ
広
告
で
も
Ｓ
Ｌ
や
鐘
の
音
の
生

録
を
使
用
し
た
と
い
う（
筆
者
に
よ
る
室
田
堯
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー（
二
〇
一
五

年
十
月
二
七
日
、
長
野
）
よ
り
）。

（
51
）
小
川
、
前
掲
書
、
一
〇
四
頁
。

（
52
）
著
者
に
よ
る
君
塚
雅
憲
、
小
川
源
治
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
一
五
年
九
月

十
五
日
、
東
京
）
よ
り
。

（
53
）
笠
木
、
前
掲
書
、
三
七
頁
。

（
54
）
音
楽
を
聴
く
、
現
実
音
を
録
音
す
る
と
い
う
用
途
の
他
に
も
、
音
楽
の
演
奏
を

録
音
す
る
と
い
う
使
い
か
た
も
当
然
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、「
Ｔ
Ｃ
‐

２
８
５
０
Ｓ
Ｄ
」
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
は
、
想
定
す
る
用
途
と
し
て
、
ま
ず
カ

セ
ッ
ト
デ
ッ
キ
、
次
に
自
然
音
の
録
音
、
八
ミ
リ
用
の
録
音
、
会
議
の
収
音
、

音
の
ア
ル
バ
ム
、
カ
ー
・
オ
ー
デ
ィ
オ
、
放
送
の
取
材
と
続
き
、
次
に
グ
ル
ー

プ
演
奏
の
録
音
が
く
る
。
註
15
で
述
べ
た
と
お
り
、
こ
の
時
代
の
宅
録
の
開
拓

は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
史
に
と
っ
て
重
要
な
動
向
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

が
、
先
に
記
し
た
理
由
か
ら
こ
こ
で
も
大
き
く
は
扱
わ
な
か
っ
た
。

（
55
）Bijsterveld, op.cit ., p.631.

（
56
）Ibid ., p.631.

「﹇
テ
ー
プ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
の
使
わ
れ
方
と
﹈
写
真
、
手
紙
、
ラ

ジ
オ
劇
制
作
、
音
楽
制
作
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
衰
退
し
て
い
っ
た
。
写
真
の
経

験
と
違
っ
て
音
の
経
験
は
簡
単
に
共
有
で
き
な
か
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
の
社
会
現

象
の
な
か
で
移
住
は
も
は
や
重
要
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
高
精
細
度
が
音
に

よ
る
模
倣
の
化
け
の
皮
を
剥
い
で
し
ま
っ
た
。
サ
ウ
ン
ド
・
ハ
ン
タ
ー
た
ち
に

と
っ
て
抽
象
的
な
音
響
は
あ
ま
り
に
遠
い
橋
だ
っ
た
」。

（
57
）
石
田
善
之
監
修
「
生
録
に
強
く
な
る
レ
コ
ー
ド
Ｖ
ｏ
ｌ
．
２　

ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
・
サ
ウ
ン
ド
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
‼
」（T

W
-50008

）
東
芝
Ｅ
Ｍ
Ｉ
株
式
会
社
、

一
九
七
八
年
。

（
58
）
藤
岡
誠
「
録
音
テ
ク
ニ
ッ
ク
入
門
」『
ス
テ
レ
オ
週
間
Ｆ
Ｍ
別
冊　

録
音
の
す
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べ
て
一
九
七
四
』
一
九
七
四
年
、
六
六
頁
。

（
59
）
生
録
を
創
作
と
技
術
の
新
し
い
関
係
の
一
事
例
と
み
な
す
議
論
も
あ
っ
た
。
例

え
ば
、次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
創
作
情
報
媒
体
の
発
達
と
一
般
化
に
よ
っ

て
、﹇
中
略
﹈『
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
を
通
し
て
の
芸
術
創
造
』

と
い
う
観
念
を
、
は
っ
き
り
、
主
体
的
に
、
身
体
へ
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
」（
荻
、
前
掲
書
、
六
一
頁
）。「〝
ポ
ス
ト
Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｏ
〞
と
し
て
の

創
作
オ
ー
デ
ィ
オ
の
課
題
は
、
Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｏ
と
同
等
、
い
や
そ
れ
以
上
の
成
果
を

創
作
の
原
点
で
あ
る
サ
ウ
ン
ド
・
ク
リ
エ
ー
タ
個
人
の
孤
独
な
作
業
に
も
ど
す

こ
と
で
す
」（
小
沢
恭
至
、
三
枝
文
夫
、
若
林
駿
介
、
和
田
則
彦
著
『
続
電
気

楽
器　

音
づ
く
り
の
探
求
』
オ
ー
ム
社
、
一
九
七
五
年
、
一
五
二
頁
）。
北
澤

憲
昭
に
倣
っ
て
、こ
う
し
た
議
論
を
大
阪
万
博
以
後
の
「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
ア
ー

ト
の
縮
小
再
生
産
」
論
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
（「
概
説　

オ
ル
タ

ナ
テ
ィ
ブ
と
制
度
」『
美
術
の
日
本
近
現
代
史

―
制
度
・
言
説
・
造
型
』
東

京
美
術
、
二
〇
一
四
年
、
六
五
三
頁
）。

（
60
）
結
城
享
「
は
じ
め
に
イ
メ
ー
ジ
あ
り
き

―
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
デ
ィ
レ
ク

タ
ー
と
し
て
ア
マ
チ
ュ
ア
録
音
を
考
え
る
」『
テ
ー
プ
サ
ウ
ン
ド
』
第
一
四
号
、

一
九
七
四
年
、
二
五
二
頁
。

（
61
）
菅
野
沖
彦
「
ア
マ
チ
ュ
ア
録
音
の
楽
し
み
と
心
が
け
」『
電
磁
科
学
臨
時
増
刊 

テ
ー
プ
デ
ッ
キ
と
録
音
』
一
九
七
三
年
、
一
六
四
頁
。
た
だ
し
、
菅
野
は
一
方

で
「
写
実
」
も
ま
た
重
視
し
て
い
た
（
菅
野
沖
彦
「
録
音
の
対
象
と
そ
の
お

も
し
ろ
さ
」『
ス
テ
レ
オ
週
刊
Ｆ
Ｍ
別
冊　

録
音
の
す
べ
て
』
一
九
七
三
年
、

二
四
頁
）。
創
造
性
に
重
き
を
お
く
荻
と
の
や
り
と
り
で
は
、
両
者
の
出
自
の

違
い
に
由
来
す
る
認
識
の
違
い
が
語
ら
れ
た
（
荻
昌
弘
、菅
野
沖
彦
、源
中
実
、

保
柳
健
「
座
談
会　

録
音
の
世
界
と
そ
の
魅
力
を
語
る
」『
テ
ー
プ
サ
ウ
ン
ド
』

第
一
一
号
、
一
九
七
三
年
、
四
六‐四
八
頁
）。

（
62
）
相
沢
昭
八
郎
、
高
和
元
彦
、
半
田
健
一
『
録
音
制
作
と
再
生　

レ
コ
ー
デ
ィ
ン

グ
の
現
場
か
ら
』
オ
ー
ム
社
、
一
九
七
七
年
、
八
‐一
五
頁
。「
モ
ノ
ー
ラ
ル

に
は
な
い
ス
テ
レ
オ
音
場
の
表
現
力
は
、
音
の
迫
力
や
リ
ア
リ
テ
ィ
を
増
す
だ

け
で
な
く
、
生
の
音
声
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
た
新
し
い
創
造
を
可
能
に
し
、
録
音

芸
術
の
分
野
を
開
拓
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」。
ハ
イ
フ
ァ
イ
の
探
求
が
ス
テ
レ

オ
の
登
場
に
よ
っ
て
い
か
に
変
わ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
の
詳
細
な
議
論
は
、cf. 

福
田
貴
成
「
痕
跡
・
距
離
・
忠
実
性

―
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
史
に
お
け
る
〈
触

れ
る
こ
と
〉
の
変
容
に
つ
い
て
」『
表
象
０
９
』
二
〇
一
五
年
、
一
二
六
‐

一
四
〇
頁
。

（
63
）C

f. Shuhei H
osokaw

a and H
ideaki M

atsuoka, “ O
n the fetish character of sound 

and the progression of technology: Th
eorizing Japanese audiophiles,”  in Sonic 

Synergies: M
usic, Technology, C

om
m

unity, Identity , G
erry Bloustien, M

argaret 

Peters and Susan Luckm
an eds., 2008, A

ldershot: A
shgate Publishing 

Lim
ited, pp.39–50. 

溝
尻
真
也
「
オ
ー
デ
ィ
オ
マ
ニ
ア
と
〈
も
の
づ
く
り
の
快

楽
〉
―
男
性
／
技
術
／
趣
味
を
め
ぐ
る
経
験
の
諸
相
」『「
男
ら
し
さ
」
の
快

楽　

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
文
化
か
ら
み
た
そ
の
実
態
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、

一
九
五‐二
一
八
頁
。

（
64
）
宮
沢
昭
「
効
果
音
の
と
り
方

―
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
の
制
作
に
即
し
て
」『
録

音
の
す
べ
て
』
岡
田
諄
編
、
風
濤
社
、
一
九
七
一
年
、
二
五
七
頁
。

（
65
）
中
坪
礼
治
、
高
橋
三
郎
、
前
掲
書
、
四
三‐四
四
頁
。

（
66
）
源
中
実
、保
柳
健「
狙
っ
た
音
源
を
い
か
に
収
録
す
る
か
」『
テ
ー
プ
サ
ウ
ン
ド
』

第
十
一
号
、
一
九
七
三
年
、
九
二
‐一
〇
三
頁
。
源
中
実
「
自
然
音
の
効
果

的
な
録
音
テ
ク
ニ
ッ
ク
」『
テ
ー
プ
サ
ウ
ン
ド
』
第
十
二
号
、
一
九
七
四
年
、

六
三‐八
六
頁
。

（
67
）
源
中
、
前
掲
書
、
六
四
頁
。
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（
68
）
中
坪
、
高
橋
、
前
掲
書
、
八
頁
。

（
69
）
同
書
、
五
二
‐六
七
頁
。
現
実
音
の
合
成
と
い
う
方
法
に
つ
い
て
は
、cf. 

保

柳
健
「
音
の
素
材
と
作
品　

現
実
音
を
素
材
と
し
て
何
を
表
現
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
」『
テ
ー
プ
サ
ウ
ン
ド
』
第
二
一
号
、
一
九
七
六
年
、
一
六
八
‐

一
八
一
頁
。

（
70
）
中
坪
礼
治
『
カ
セ
ッ
ト
録
音　

野
外
編
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、一
九
七
五
年
、

四
頁
。

（
71
）
同
上
、
三
二
頁
。

（
72
）
同
時
代
の
、
録
音
を
通
じ
た
聴
取
の
あ
り
方
を
総
体
と
し
て
理
解
す
る
に
は
、

現
実
音
だ
け
で
な
く
音
楽
の
録
音
に
つ
い
て
も
考
察
し
、
両
者
の
共
通
点
や
相

違
点
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
宅
録
機
器
が
オ
ー
プ
ン
・
リ
ー
ル
か
ら

カ
セ
ッ
ト
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
と
き
、
録
音
に
つ
い
て
の
認
識
に
い
か
な
る
変

化
が
あ
っ
た
の
か
。
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
さ
い
に
、
本
論
文
の
議
論
は
一

定
の
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
。

図
版
出
典

図
版
１　
『
ロ
ク
ハ
ン
』
第
九
号
、
一
九
七
六
年
、
十
二‐十
三
頁
。

図
版
２　
『
テ
ー
プ
サ
ウ
ン
ド
』
第
二
一
号
、
一
九
七
六
年
、
三
四
三
頁
。

図
版
３　
『
ロ
ク
ハ
ン
』
創
刊
号
、
一
九
七
五
年
。

図
版
４　
『
テ
ー
プ
サ
ウ
ン
ド
』
第
十
三
号
、
一
九
七
四
年
、
九
八‐九
九
頁
。

図
版
５
・
６　

ソ
ニ
ー
「
Ｔ
Ｃ‐２
８
５
０
Ｓ
Ｄ
」
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
。

図
版
７　

加
藤
し
げ
き
、
石
田
善
之
、
行
方
洋
一
『
ア
マ
チ
ュ
ア
録
音
入
門
』
ラ
ジ
オ

技
術
社
、
一
九
七
三
年
、
二
八
〇
頁
。

図
版
８　
『
テ
ー
プ
サ
ウ
ン
ド
』
第
十
一
号
、
一
九
七
三
年
、
九
九
頁
。

図
版
９　

中
坪
礼
治
『
カ
セ
ッ
ト
録
音　

野
外
編
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
七
五

年
、
三
一
頁
。

本
論
文
は
美
学
会
第
六
六
回
全
国
大
会
（
二
〇
一
五
年
十
月
十
日
、
於
早
稲
田
大
学
）

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
再
考
」
に
お
け
る
口
頭
発
表
「
一
九
七
〇
年
代
の

日
本
に
お
け
る
生
録
を
め
ぐ
る
言
説
」
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
執
筆
に
当
た

り
、
君
塚
雅
憲
氏
、
小
川
源
治
氏
、
室
田
堯
氏
か
ら
貴
重
な
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
。

記
し
て
謝
辞
と
し
た
い
。

（
か
ね
こ　

と
も
た
ろ
う
・
東
京
藝
術
大
学
）
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図
版
１　

雑
誌
『
ロ
ク
ハ
ン
』
が
主
催
し
、日
本
ビ
ク
タ
ー
が
協
賛
し
た
、

大
井
川
鉄
道
Ｓ
Ｌ
録
音
旅
行
の
様
子

図
版
２　

コ
ン
サ
ー
ト
録
音
会
の
様
子
（
新
興
電
機
商
事
主
催　

第
六
回
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
コ
ン
サ
ー
ト
）
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図
版
３　
『
ロ
ク
ハ
ン
』
創
刊
号
表
紙

図
版
４　

ア
フ
リ
カ
で
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
写
真
が
使
わ
れ
た
、
ソ
ニ
ー
「
Ｔ
Ｃ

‐２
８
５
０
Ｓ
Ｄ
」
の
広
告　
「
デ
ン
ス
ケ
世
界
を
録
る
」
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図
版
５　

ソ
ニ
ー
「
Ｔ
Ｃ
‐２
８
５
０
Ｓ
Ｄ
」
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
左
頁
）　

室
内
で
の
使
い
方
を
提
案
し
て
い
る

図
版
６　

ソ
ニ
ー
「
Ｔ
Ｃ
‐２
８
５
０
Ｓ
Ｄ
」
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
右
頁
）　

野
外
で
の
使
い
方
を
提
案
し
て
い
る
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図
版
７　

マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
・
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
の
図
解
の
例

図
版
８　

源
中
実
に
よ
る
点
・
群
・
移
動
音
源
の
分
類
に
も
と
づ
く

マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
・
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
の
図
解

図
版
９　

中
坪
礼
治
に
よ
る
図
解
「
し
ま
り
の
あ
る
街
角
の
集
合
音
の
例
」



112

Namaroku culture in 1970s Japan: The techniques and joy of sound recording

KANEKO Tomotaro

In the 1970s in Japan, an acivity called Namaroku (live recording), focusing on 
recording various sounds, became popular among audiophiles. Practitioners carried 
portable tape recorders and took microphones to the field to capture actual sounds, 
such as those of steam locomotives, traditional events, and wild birds. Articles on 
Namaroku appeared not only in audio magazines but also in various general-interest 
publications. A specialized magazine, contests, groups, and a radio program dedicated 
to Namaroku emerged at that time.

In recent interdisciplinary studies on sound and hearing, historically and culturally 
constructed modes of listening are termed “aurality”; studies on listening through 
sound technology are becoming expecially popular. This essay examines the Namaroku 
culture of 1970s Japan to consider how its practitioners heard actual sounds through 
microphones. At that time, professionals often explained to beginners what it means 
to record sound and how human ears worked along with instructing them on the 
operation of recording devices. Referring to these arguments, this essay attempts 
to understand the mode of listening in the Namaroku culture. Furthermore, it also 
surveys the background of this culture, including the development of tape-recording 
culture in Japan and the role of audio makers, audio journalism, or and FM radio 
in Namaroku, then discusses how these factors influenced Namaroku’s aurality. The 
creativity of stereo recording was considered particularly important in Namaroku 
culture. This understanding seemed to be derived from the relationship between the 
diverse contexts noted above.


