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メ
リ
カ
音
楽
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
し
ば
し
ば
保
守
的
な
ア
メ
リ
カ

的
自
由
主
義
（liberalism

）
や
国
家
主
義
と
連
想
さ
れ
、
強
力
な
「
自
我
」

中
心
の
、
伝
統
的
な
ア
メ
リ
カ
観
に
つ
ら
な
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
、

喧
伝
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
文
化
へ
の
頻
繁
な
ア

ル
ー
ジ
ョ
ン
で
知
ら
れ
る
村
上
春
樹
の
作
品
に
は
、
こ
の
時
代
の
文
学
・

文
化
へ
の
言
及
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
し
、
サ
リ
ン
ジ
ャ
ー
や
ト
ル
ー
マ

ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
な
ど
、
こ
の
時
代
に
活
躍
し
た
作
家
た
ち
の
作
品
を
村

上
は
好
ん
で
翻
訳
し
て
き
た
。
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
日
本
に
お
け
る
ア

メ
リ
カ
観
の
形
成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
村
上
に
よ
る
ア
メ

リ
カ
文
学
の
紹
介
や
翻
訳
は
、
モ
ダ
ニ
ス
ト
で
あ
る
ス
コ
ッ
ト
・
フ
ィ
ッ

ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
に
始
ま
り
、
ポ
ー
ル
・
セ
ロ
ー
や
レ
イ
モ
ン
ド
・
カ
ー

ヴ
ァ
ー
な
ど
比
較
的
最
近
の
作
家
に
ま
で
及
ぶ
。
し
か
し
、
村
上
に
よ
っ

て
構
築
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
文
学
の
系
譜
は
リ
ア
リ
ズ
ム
を
基
調
と
し
て

い
る
こ
と
に
顕
著
な
特
徴
が
あ
り
、
伝
統
的
な
形
式
か
ら
離
脱
し
て
い
っ

た
四
〇
年
代
、
五
〇
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
文
学
の
変
貌
を
正
し
く
伝
え

て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

確
か
に
、
一
九
五
〇
年
代
ま
で
の
「
現
代
ア
メ
リ
カ
文
学
」
や
文
化

に
は
、
そ
の
よ
う
な
系
譜
形
成
を
誘
う
特
質
が
あ
っ
た
。
サ
リ
ン
ジ
ャ
ー

「
差
異
」
を
奏
で
る
─
ア
メ
リ
カ
現
代
文
化
に
お
け
る
音
楽
の
可
能
性
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藤
雄
二

一
九
四
〇
〜
五
〇
年
代
は
、
現
代
ア
メ
リ
カ
文
化
史
に
と
っ
て
最
も
重

要
な
時
代
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
文
学
の
領
域
で
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文

学
の
最
盛
期
を
現
出
さ
せ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
や
ア
ー
ネ
ス

ト
・
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
ら
を
乗
り
越
え
、
新
し
い
文
学
を
目
指
そ
う
と
す

る
機
運
が
高
ま
っ
た
。

絵
画
の
領
域
に
お
け
る
四
〇
年
代
、
五
〇
年
代
も
大
き
な
変
化
の
時
代

だ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
抽
象
表
現
主
義
が
、ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
や
ヴ
ィ

レ
ム
・
デ
ク
ー
ニ
ン
、
マ
ー
ク
・
ロ
ス
コ
ー
、
リ
ー
・
ク
ラ
ズ
ナ
ー
ら
の

先
導
に
よ
り
、
世
界
的
な
価
値
を
も
つ
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
、
並
行
し

て
進
展
し
た
ポ
ッ
プ
・
ア
ー
ト
へ
向
か
う
動
き
と
と
も
に
現
代
芸
術
の
基

盤
と
な
る
大
変
革
を
主
導
し
た
。

音
楽
の
領
域
に
お
い
て
も
、
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
ら
に
よ
る
音
楽
の
概
念

的
基
盤
の
変
革
と
並
ん
で
、
チ
ャ
ー
リ
ー
・
パ
ー
カ
ー
と
デ
ィ
ジ
ー
・
ガ

レ
ス
ピ
ー
に
先
導
さ
れ
た
「
ビ
バ
ッ
プ
」
が
、
従
来
の
ジ
ャ
ズ
と
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
音
楽
を
一
変
さ
せ
た
。
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
平
等
な
社
会

的
権
利
を
求
め
る
公
民
権
運
動
と
も
相
関
し
な
が
ら
、
ビ
バ
ッ
プ
は
や
が

て
、
ア
メ
リ
カ
音
楽
の
変
革
と
隆
盛
を
導
く
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
ア
メ
リ
カ
芸
術
」
あ
る
い
は
「
ア
メ
リ
カ
文
学
」「
ア
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や
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
作
品
は
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
内
面
を
探
求
す
る
形
式
を

と
っ
て
い
た
し
、
ビ
ー
ト
派
の
代
表
作
で
あ
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
ケ
ル
ア
ッ
ク

の
『
路
上
』
も
、
父
の
探
求
、
家
族
、
ダ
ブ
リ
ン
グ
な
ど
を
テ
ー
マ
と
す

る
点
で
古
典
的
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
絵
画
に
お
け

る
抽
象
表
現
主
義
に
も
、
ポ
ロ
ッ
ク
の
個
性
や
男
性
性
と
連
想
さ
れ
る
、

芸
術
家
主
体
の
感
性
や
感
覚
を
重
ん
じ
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
モ
ダ
ン
・

ジ
ャ
ズ
の
始
ま
り
で
あ
る
「
ビ
バ
ッ
プ
」
も
、
ア
レ
ン
ジ
に
よ
る
演
奏
を

基
本
と
す
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
近
い
形
式
を
脱
し
た
と
は
い
え
、
旧
来
的

な
、
コ
ー
ド
進
行
に
基
づ
い
た
演
奏
の
枠
組
み
を
大
き
く
逸
脱
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
五
〇
年
代
に
か
け
て
の
、「
ク
ー
ル
」や「
ハ
ー
ド
・
バ
ッ
プ
」

と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ズ
も
そ
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
モ
ダ
ン
・
ジ
ャ
ズ
の

「
ヴ
ィ
シ
ャ
ス
・
サ
ー
ク
ル
（vicious circle
）」
と
も
い
え
る
コ
ー
ド
進
行

の
拘
束
か
ら
の
逃
走
が
試
み
ら
れ
た
の
は
、
一
九
五
九
年
前
後
の
「
モ
ー

ド
・
ジ
ャ
ズ
」
と
、
当
初
「
ザ
・
ニ
ュ
ー
・
シ
ン
グ
（The N

ew
 Thing)

」

と
呼
ば
れ
た
、い
わ
ゆ
る
「
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
」
の
到
来
に
よ
っ
て
だ
っ
た
。

　
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
ら
ア
メ
リ
カ
現
代
音
楽
家
た
ち
は
、
そ
う
し
た
ア
ポ

リ
ア
の
論
理
的
解
消
（「
解
決
」
で
は
な
く
）
方
法
の
探
求
に
お
い
て
、
よ

り
先
鋭
的
、
先
進
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
四
〇
年
代
、

五
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
文
学
・
文
化
の
ア
ポ
リ
ア
は
、
お
そ
ら
く
「
差
異

（difference

）」
の
取
り
扱
い
に
関
わ
っ
て
い
た
。
ケ
ー
ジ
は
、
周
知
の
よ

う
に
「
沈
黙
」
を
音
楽
の
一
部
と
し
て
位
置
付
け
た
が
、
そ
れ
だ
け
で

な
く
、「
音 （sound

）」
を
主
体
に
よ
る
支
配
か
ら
切
り
離
そ
う
と
し
た
。

YouTube

で
誰
で
も
観
る
こ
と
が
で
き
る
あ
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
、
ケ
ー

ジ
は
「
音
は
意
味
（m

ean

）
す
る
必
要
が
な
く
」、「
沈
黙
は
交
通
」
で
あ

り
、「
交
通
は
差
異
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
（John C

age, “John C
age 

about Silence.” https://w
w

w.youtube.com
/w

atch?v=pcH
nL7aS64Y

）。「
沈

黙
」
と
は
、
主
体
や
意
味
に
よ
る
支
配
を
逃
れ
た
状
態
で
も
あ
る
の
だ
。

　
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
文
化
に
と
っ
て
、
ケ
ー
ジ
が
そ
こ
で

語
る
「
差
異
」
は
決
定
的
な
重
要
性
を
帯
び
る
。
主
体
中
心
に
形
成
さ
れ

た
伝
統
的
な
芸
術
観
は
、
公
民
権
運
動
、
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
を
経
て
、
多

元
文
化
主
義
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
、
新
歴
史
主

義
な
ど
へ
と
向
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
現
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
な
っ
て

い
た
。
芸
術
の
主
体
を
「
差
異
」
の
戯
れ
に
よ
る
意
味
生
成
に
置
き
換
え

る
こ
と
で
、
そ
の
後
の
ア
メ
リ
カ
現
代
芸
術
は
、
伝
統
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
や
国
家
主
義
か
ら
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
抑
圧
や
排
除
を
逃
れ
た
、

よ
り
新
し
い
形
式
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
き
た
。

　
ケ
ー
ジ
は
、
演
奏
者
の
主
体
が
重
要
視
さ
れ
る
ジ
ャ
ズ
の
前
衛
的
価
値

に
つ
い
て
概
ね
否
定
的
だ
っ
た
。
し
か
し
、
六
〇
年
代
半
ば
以
降
、
反
復

を
基
調
と
す
る
演
奏
と
電
子
的
増
幅
を
導
入
し
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
ア

ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
的
性
格
を
薄
め
て
ゆ
く
マ
イ
ル
ス
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
、
ト

ニ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
、
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
ラ
フ
リ
ン
ら
に
よ
る
演
奏
は
、

主
体
に
よ
る
拘
束
を
逃
れ
で
る
新
し
い
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
。

　
ケ
ー
ジ
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
を
深
く
敬
愛
し
て
い
た
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
そ
の
音
楽
と
思
想
に
お
け
る
現
代
性
が
よ
り
広
い
芸
術
の
領
域

に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
現
代
ア
メ
リ
カ
の

芸
術
、
殊
に
音
楽
に
つ
い
て
思
索
す
る
こ
と
は
、
上
に
提
示
し
た
芸
術
と

解
釈
の
ア
ポ
リ
ア
に
新
た
な
光
を
あ
て
、
芸
術
一
般
と
現
代
に
お
け
る
そ

の
意
義
を
再
検
討
す
る
足
掛
か
り
と
な
る
。
た
と
え
ば
ジ
ャ
ズ
を
研
究
す

る
こ
と
は
、
文
学
を
研
究
す
る
こ
と
以
上
の
試
練
を
要
求
す
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
ケ
ー
ジ
の
ナ
ン
セ
ン
ス
が
通
常
と
は
異
な
っ
た
意
味
で
の
シ
リ

ア
ス
さ
を
孕
ん
で
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
。




