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デ
ザ
イ
ン
、
打
楽
器
と
芸
大
の

立
ち
位
置

松
下

デ
ザ
イ
ン
と
い
う
領
域
は
、
長
く
数
え
る
と
二
千

年
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
の
で
す
が
、
短
く
と
ら
え
る
と

ま
だ
二
百
年
く
ら
い
の
歴
史
し
か
な
い
の
で
す
。
で
す
か

ら
解
釈
が
今
も
進
ん
で
い
る
の
で
ど
ん
ど
ん
専
門
細
分
化

さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

デ
ザ
イ
ン
の
解
釈
が
常
に
更
新
さ
れ
て
い
て
、
だ
ん
だ

ん
本
質
化
に
向
か
う
ほ
う
に
は
行
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、

地
球
全
体
で
見
た
デ
ザ
イ
ン
シ
ー
ン
の
な
か
の
日
本
の
立

ち
位
置
と
、
日
本
に
お
け
る
芸
大
の
立
ち
位
置
と
い
う
の

は
非
常
に
相
似
形
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と

か
と
い
う
と
、
造
形
性
を
重
ん
じ
て
い
く
と
い
う
こ
と
な

ん
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
業
界
で
は
、
必
ず
し
も
絵
画
を
見

る
よ
う
な
視
線
や
、
彫
刻
を
見
る
よ
う
な
視
線
だ
け
で
デ

ザ
イ
ン
を
は
か
る
わ
け
で
は
な
い
。
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
の

は
計
画
そ
の
も
の
、
提
案
そ
の
も
の
で
す
の
で
、
造
形
性

を
重
ん
じ
て
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
も
の
を
語
る
日
本
独
自
の

立
ち
位
置
が
あ
っ
て
、
日
本
全
体
の
な
か
で
も
芸
大
が
そ

の
コ
ア
で
、
い
ち
ば
ん
強
い
と
こ
ろ
な
ん
で
す
。
こ
れ
は

わ
れ
わ
れ
の
重
要
な
武
器
な
の
で
こ
の
足
場
を
崩
さ
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
「
造

型
性
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
も
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
理

解
し
た
う
え
で
で
す
が
。

松
下
計

助
教
授
―
デ
ザ
イ
ン
科
（
視
覚
・
伝
達
）

×

藤
本
隆
文

助
教
授
―
器
楽
科
（
打
楽
器
）

教
員
は

語
る

│
芸
大
へ
の
期
待
・
抱
負
・
提
言
│
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藤
本

松
下
さ
ん
が
今
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
こ
と
と
実
に

よ
く
似
て
い
て
、
打
楽
器
が
独
自
に
何
か
動
き
出
し
た
歴

史
と
い
う
の
は
、
百
年
に
も
満
た
な
い
の
で
す
。
打
楽
器

が
独
立
し
て
主
張
し
出
し
た
の
は
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て

か
ら
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
ま
で
は
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
脇

役
だ
っ
た
わ
け
で
、
歴
史
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
、
今
ま

さ
に
混
沌
と
し
た
状
態
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
変
化
し
続

け
て
い
る
真
っ
最
中
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
ね
。

そ
れ
と
同
時
に
、
や
っ
ぱ
り
細
分
化
の
空
気
と
い
う
の

は
、
音
楽
の
世
界
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
も
う

専
門
的
に
ど
ん
ど
ん
狭
い
と
ら
え
方
を
す
る
人
が
、
や
っ

ぱ
り
多
く
な
っ
て
き
て
い
て
、
少
し
離
れ
た
位
置
か
ら
、

感
じ
た
り
聞
い
た
り
す
る
姿
勢
と
い
う
の
が
だ
ん
だ
ん
少

な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
な
か
で
、
芸
大
は
、
や
は
り
突
出
し
て
い
る
と

と
も
に
少
し
特
殊
な
場
所
だ
と
思
う
ん
で
す
。
都
内
に
あ

る
ほ
か
の
音
楽
学
校
を
見
て
も
、
専
門
学
校
的
と
い
う
の

か
、
細
分
化
を
歓
迎
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
プ
レ
ー
ヤ
ー
を
養
成
す
る
コ
ー
ス
が
あ
っ

た
り
、
打
楽
器
科
で
も
い
く
つ
か
に
分
け
て
、
そ
の
道
の

エ
キ
ス
パ
ー
ト
を
育
て
て
即
戦
力
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い

た
り
。
私
学
で
す
か
ら
、
実
績
が
出
せ
る
方
向
に
行
く
の

は
当
然
の
こ
と
で
す
。
芸
大
に
そ
れ
が
な
い
か
と
い
え
ば
、

そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
打
楽
器
の

特
殊
性
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
、
打
楽
器
の
窓
か
ら
外

を
見
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
持
て
る
唯
一
の
学
校
だ
と
僕

は
思
う
ん
で
す
。

打
楽
器
と
い
う
楽
器
は
、
あ
ま
り
に
も
漠
然
と
し
た
ジ

ャ
ン
ル
な
ん
で
す
ね
。
も
と
も
と
西
洋
音
楽
の
な
か
の
打

楽
器
と
い
う
の
は
、
民
族
音
楽
の
味
つ
け
と
か
香
り
づ
け

み
た
い
な
役
割
だ
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
楽
器
の
性
質

上
、
結
局
自
分
の
い
る
と
こ
ろ
で
何
か
す
る
と
い
う
よ
り

も
、
自
分
の
外
で
何
が
行
わ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
の
を

知
る
姿
勢
が
な
い
と
や
っ
て
い
け
な
い
。
そ
れ
が
ほ
か
の

楽
器
と
の
圧
倒
的
な
違
い
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
視
点
を

持
て
る
日
本
で
は
唯
一
の
学
校
で
は
な
い
か
と
、
僕
は
思

っ
て
い
ま
す
。

交
流
へ
の
意
欲

松
下

美
術
学
部
の
な
か
で
、
建
築
科
と
デ
ザ
イ
ン
科
だ

け
が
、
制
作
し
た
も
の
が
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ん
で
す

ね
。
日
本
画
、
彫
刻
科
や
工
芸
科
の
学
生
は
、
ど
ん
な
作

品
で
あ
っ
て
も
本
物
で
す
が
、
デ
ザ
イ
ン
科
の
つ
く
る
作

品
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
電
話
の
デ
ザ
イ
ン
を
し
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
か
け
ら
れ
る
電
話
で
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

ポ
ス
タ
ー
を
つ
く
っ
て
も
、
そ
れ
を
刷
っ
て
町
に
貼
る
わ

け
じ
ゃ
な
い
。
だ
か
ら
、
作
品
を
同
じ
土
俵
へ
持
っ
て
き

松
下
計
（
ま
つ
し
た
・
け
い
）

一
九
六
一
年
神
奈
川
県
生
ま
れ
。

一
九
八
五
年
東
京
芸
術
大
学
美
術
学
部
デ
ザ
イ
ン
科
卒
業
。

一
九
八
七
年
東
京
芸
術
大
学
大
学
院
美
術
研
究
科
ビ
ジ
ュ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
専
攻
修
了
。

一
九
九
〇
年
松
下
計
デ
ザ
イ
ン
室
設
立
。

東
京
芸
術
大
学
美
術
学
部
非
常
勤
講
師
を
経
て
、
二
〇
〇
四
年
よ
り
助
教
授
。
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て
相
撲
を
と
ら
せ
る
と
、
そ
れ
は
負
け
る
に
決
ま
っ
て
い

る
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
本
質
は
、
提
案
な
ん
で
す
よ
ね
。

電
話
や
ポ
ス
タ
ー
が
製
品
で
は
な
く
て
、
情
報
そ
の
も
の

が
作
品
な
わ
け
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
先
端
芸
術
表
現
科

と
共
有
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
自
分
た
ち
の
立
ち
位
置

を
社
会
に
配
置
す
る
こ
と
が
仕
事
の
一
部
な
の
で
す
。

藤
本

芸
大
の
な
か
で
、
ほ
か
の
先
生
方
と
の
共
同
作
業

と
い
う
と
、
今
の
と
こ
ろ
あ
ま
り
な
い
で
す
よ
ね
。
打
楽

器
の
場
合
、
弦
楽
器
の
先
生
方
と
か
管
楽
器
の
先
生
方
と
、

同
じ
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
一
緒
に
演
奏
す
る
と
か
、
あ
る
い

は
何
か
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
で
一
緒
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
は

楽
器
の
性
質
上
あ
る
の
で
す
が
、
で
も
そ
の
く
ら
い
で
す
。

そ
れ
で
も
、
洋
楽
同
士
は
か
な
り
つ
な
が
り
が
あ
る
と
思

う
の
で
す
が
、
こ
の
学
校
は
邦
楽
科
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

邦
楽
と
洋
楽
の
接
点
と
い
う
の
は
あ
ま
り
な
い
で
す
も
ん

ね
。僕

は
こ
の
学
校
に
お
世
話
に
な
る
こ
と
に
な
っ
て
、
い

ち
ば
ん
楽
し
み
だ
っ
た
の
は
、
邦
楽
科
の
先
生
と
何
か
接

触
が
と
れ
る
ん
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

全
く
未
知
の
世
界
だ
か
ら
。
邦
楽
囃
子
と
い
う
、
い
わ
ゆ

る
邦
楽
の
打
楽
器
の
セ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。
で
も
全

く
交
流
が
な
い
の
で
す
。
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
を
や
る
人

間
に
と
っ
て
は
邦
楽
器
、
邦
楽
の
ハ
ー
ド
で
も
ソ
フ
ト
で

も
す
ご
く
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
の
は
ず
な
の
に
、
全
然
お

互
い
に
や
り
と
り
が
な
か
っ
た
ら
し
い
と
い
う
の
は
も
っ

た
い
な
い
な
と
思
っ
て
。
お
互
い
に
す
ご
く
刺
激
に
な
る

こ
と
が
山
ほ
ど
あ
る
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
。
僕
は
今
か
ら
、

な
る
た
け
邦
楽
科
の
先
生
の
と
こ
ろ
に
遊
び
に
行
き
た
い

と
思
っ
て
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

共
同
作
業
の
可
能
性

藤
本

打
楽
器
の
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
な
、
い
わ
ゆ
る
現

代
音
楽
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
曲
に
は
、
聴
覚
だ
け
で

は
な
く
て
視
覚
的
な
要
素
も
非
常
に
大
き
い
ん
で
す
。
ほ

か
の
楽
器
に
比
べ
て
運
動
性
が
あ
る
の
と
、
楽
器
そ
の
も

の
の
見
た
目
に
特
徴
が
あ
っ
て
、
同
じ
曲
な
の
に
、
人
に

よ
っ
て
組
み
合
わ
せ
方
と
か
楽
器
の
色
で
あ
る
と
か
が
全

部
違
う
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
個
性
が
出
て
き
た
り
す
る

わ
け
で
す
け
ど
、
ほ
か
の
楽
器
よ
り
も
打
楽
器
の
ほ
う
が
、

道
路
の
向
こ
う
側
（
美
術
学
部
）
に
近
い
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。
何
か
共
同
作
業
が
で
き
る
と
し
た
ら
、
い
ち
ば
ん

可
能
性
が
高
い
楽
器
は
、
実
は
打
楽
器
で
は
な
い
か
と
思

う
ん
で
す
。

松
下

そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
い
で
す
ね
。
デ
ザ

イ
ン
に
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
つ
な
い
で
い
く
仕
事
が
あ

る
の
で
、
本
当
は
わ
れ
わ
れ
が
音
頭
を
と
っ
て
も
い
い
こ

と
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。

藤
本

昔
、
チ
ェ
ン
バ
ロ
奏
者
で
、
リ
サ
イ
タ
ル
の
と
き

チ
ェ
ン
バ
ロ
の
胴
体
に
、
い
ろ
い
ろ
な
画
家
の
人
に
何
か

描
い
て
も
ら
う
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
。
演
奏
す
る
作
品

を
、
事
前
に
聴
い
て
も
ら
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
っ
て

藤本隆文の演奏風景。1999年カザルスホールにて
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な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
も
目
を
向
け

て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
、
周
り
を
完
全
に
静
寂

に
押
さ
え
つ
け
て
、
有
利
な
立
ち
位
置
か
ら
デ
ザ
イ
ン
を

語
ら
な
い
よ
う
に
し
な
い
と
い
け
な
い
。
も
っ
と
広
く
デ

ザ
イ
ン
を
考
え
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
た
い
の
で
す
。

藤
本

実
技
系
の
科
の
学
生
は
、
と
も
す
る
と
演
奏
だ
け

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
特
に
打
楽
器
は
、
民
族
音
楽
を

は
じ
め
と
し
て
、
ほ
か
の
専
門
教
養
を
疎
か
に
し
て
、
実

技
だ
け
や
っ
て
い
れ
ば
い
い
と
い
う
時
代
で
は
な
い
と
思

う
。
と
く
に
芸
大
は
そ
う
い
う
学
校
じ
ゃ
な
い
と
思
い
ま

す
し
。
だ
か
ら
、
僕
は
学
生
に
は
、
お
も
し
ろ
そ
う
な
授

業
が
あ
れ
ば
受
け
に
行
き
な
さ
い
と
い
お
う
と
思
っ
て
い

ま
す
。
そ
う
い
う
姿
勢
を
学
生
に
持
っ
て
ほ
し
い
し
、
そ

う
い
う
雰
囲
気
に
し
た
い
の
で
す
。
教
養
科
目
で
身
に
つ

け
た
知
識
や
刺
激
も
必
要
で
す
し
、
例
え
ば
小
泉
文
夫
先

生
の
資
料
室
に
あ
る
楽
器
の
半
分
は
打
楽
器
で
す
か
ら
。

そ
う
い
う
流
れ
を
知
る
と
知
ら
な
い
の
で
は
演
奏
が
絶
対

変
わ
る
と
思
う
ん
で
す
。
自
分
の
楽
器
の
外
に
出
て
、
い

ち
ば
ん
食
指
の
伸
び
そ
う
な
邦
楽
も
や
る
と
い
う
ふ
う
に

な
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。
そ
れ
を
学
生
に
ど
ん
ど
ん

促
し
て
い
き
た
い
。

松
下

ち
ょ
っ
と
状
況
が
似
て
い
ま
す
ね
。

藤
本

さ
っ
き
か
ら
お
話
を
伺
っ
て
い
る
と
、
そ
う
な
ん

で
す
よ
。
結
局
、
演
奏
に
戻
っ
て
き
て
も
、
狭
い
も
の
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
う
い
う
環
境
づ
く
り
を
少
し
ず

つ
で
い
い
か
ら
進
め
た
い
な
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
、

ま
ず
何
よ
り
教
員
自
ら
が
乗
り
込
ん
で
い
っ
て
、
恥
を
か

い
て
帰
っ
て
こ
よ
う
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

松
下

言
わ
れ
て
み
れ
ば
、
ど
う
し
て
音
楽
学
部
と
交
流

が
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
。

た
だ
僕
ら
は
、
提
案
や
計
画
を
や
る
も
の
で
、
体
を
使

っ
て
表
現
す
る
人
た
ち
に
対
し
て
、
や
っ
ぱ
り
あ
る
種
の

ジ
ェ
ラ
シ
ー
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
例
え
ば
、
僕
が
若
い
こ

ろ
は
カ
メ
ラ
マ
ン
な
ん
か
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
す
だ
け
で

お
金
に
な
る
い
い
仕
事
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
で
も
一
瞬
を
捉
え
な
い
と
い
け
な
い
し
、
撮
れ
な
か

っ
た
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
世
界
で
す
よ
ね
。
同
じ
よ
う
に
、

音
楽
を
な
さ
っ
て
い
る
方
が
、
そ
の
瞬
間
に
表
現
し
披
露

す
る
と
い
う
の
に
は
、
ち
ょ
っ
と
か
な
わ
な
い
な
と
い
う

感
じ
が
あ
り
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
感
動

と
、
音
楽
を
や
ら
れ
て
い
る
方
た
ち
の
感
動
の
差
異
み
た

い
な
と
こ
ろ
を
う
ま
く
埋
め
合
わ
せ
て
い
か
な
い
と
、
そ

こ
で
直
ち
に
共
有
で
き
る
と
い
う
ほ
ど
簡
単
じ
ゃ
な
い
わ

け
で
す
ね
。
自
分
の
や
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
は
近
視

眼
的
に
向
き
合
う
わ
け
で
す
が
、
価
値
は
全
体
と
し
て
あ

る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
共
有
す
る
と
い
う
こ
と
が

大
事
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

藤
本
隆
文
（
ふ
じ
も
と
・
た
か
ふ
み
）

一
九
六
五
年
東
京
都
生
ま
れ
。

一
九
八
七
年
東
京
音
楽
大
学
音
楽
学
部
器
楽
科
卒
業
。

一
九
九
三
年
神
奈
川
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
管
弦
楽
団
テ
ィ
ン
パ
ニ
ー
奏
者
。

二
〇
〇
三
年
同
管
弦
楽
団
首
席
テ
ィ
ン
パ
ニ
ー
奏
者
。

東
京
芸
術
大
学
音
楽
学
部
非
常
勤
講
師
を
経
て
、
二
〇
〇
四
年
よ
り
助
教
授
。

も
ら
う
。
会
場
全
体
を
、
音
と
視
覚
の
共
同
で
つ
く
っ
て

い
く
と
い
う
コ
ン
サ
ー
ト
を
な
さ
っ
て
い
る
方
も
い
ま
し

た
。
音
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
視
覚
的
要
素
が
入
る
こ
と
で
、

全
く
聴
こ
え
方
が
変
わ
っ
て
く
る
か
ら
、
絶
対
お
も
し
ろ

い
と
思
い
ま
す
。

松
下

そ
う
で
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
わ
れ
わ
れ
「
が
や
っ
て

い
る
仕
事
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
は
全
体
価
値
だ
と
思

い
ま
す
の
で
、
ス
ポ
ッ
ト
的
に
見
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
と
思
い
ま
す
。
芸
大
と
い
う
場
所
は
や
っ
ぱ
り
総
合
的

に
で
き
る
唯
一
の
環
境
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

感
動
の
差
異
を
埋
め
る

松
下

デ
ザ
イ
ン
の
世
界
で
は
、
細
分
化
が
進
ん
で
い
る

一
方
で
、
深
化
も
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
事
実
な
の
で

す
。
ま
ず
、
そ
う
い
う
も
の
を
大
き
く
捉
え
て
、
本
質
と

い
う
の
は
簡
単
に
つ
か
め
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
け
れ

ど
も
、
そ
う
い
う
ま
な
ざ
し
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
、
僕

は
多
く
の
人
と
共
有
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

デ
ザ
イ
ン
の
本
質
は
文
化
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
す
が
、

オ
ペ
ラ
を
観
た
り
、
額
縁
に
入
っ
た
絵
を
鑑
賞
す
る
こ
と

も
文
化
だ
け
れ
ど
も
、
生
活
そ
の
も
の
が
文
化
な
ん
で
す

よ
ね
。
要
す
る
に
、
カ
ル
チ
ャ
ー
と
い
う
の
は
耕
す
と
い

う
意
味
で
す
か
ら
、
生
き
て
い
く
営
み
そ
の
も
の
が
文
化




