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桑
原
ゆ
う
個
展
」

に
お
越
し
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

淡
座
の
公
演
は
、
旗
揚
げ
公
演
か
ら
器
楽
と
声
で
新
し
い
表
現
を
行
っ
て
お
り
、
器

楽
の
み
の
公
演
は
今
回
が
初
と
な
り
ま
す
。
こ
の
新
し
い
試
み
は
、
淡
座
の
今
後
の
可

能
性
を
広
げ
る
も
の
で
あ
り
、
現
時
点
で
の
開
催
に
大
き
な
意
義
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

個
展
開
催
に
あ
た
り
、
淡
座
は
初
の
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
行
い
ま
し
た
。
多

く
の
方
々
か
ら
応
援
、
ご
支
援
賜
り
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
個
展
の

た
め
に
、
こ
れ
だ
け
た
く
さ
ん
の
素
晴
ら
し
い
ゲ
ス
ト
の
方
々
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き

ま
し
た
こ
と
、
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

淡
座
は
、
和
洋
の
弦
楽
器
奏
者
の
中
心
に
桑
原
ゆ
う
と
い
う
作
曲
家
が
い
る
こ
と
で
、

独
自
の
表
現
が
で
き
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
音
楽
家
が
作
曲
家
と
演
奏
家
に
分
業

化
し
て
以
降
、
互
い
に
切
磋
琢
磨
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
淡
座
が
旗
揚

げ
か
ら
続
け
て
き
た
こ
と
、
そ
の
も
の
だ
と
感
じ
る
わ
け
で
す
。

本
日
皆
様
に
は
、
桑
原
ゆ
う
と
い
う
一
人
の
作
曲
家
の
途
中
経
過
を
ご
覧
い
た
だ
く

わ
け
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
作
品
を
生
み
出
す
の
か
。
追
い
続
け
、
見
守
っ
て
い

た
だ
き
た
い
と
願
う
ば
か
り
で
す
。
私
個
人
と
し
ま
し
て
は
、
二
〇
一
〇
年
の
淡
座
結

成
以
降
、
桑
原
作
品
を
た
く
さ
ん
演
奏
し
続
け
て
お
り
ま
す
。
精
力
的
な
創
作
活
動
と

そ
の
情
熱
に
敬
意
を
表
す
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
作
品
が
生
ま
れ
る
の
か
、

大
い
に
期
待
し
て
い
ま
す
。
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ボ
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瀬
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岡
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／
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／
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ピ
グ
マ
リ
オ
ン　

2003

　

木
管
五
重
奏
の
た
め
の

だ
ん
だ
ら
の
陀
羅
尼　

2018 　
【
日
本
初
演
】

　

6
人
の
奏
者 

﹇fl/p
icc, cl/b

cl, 三
味
線

, vc, p
erc, p

f

﹈ 

の
た
め
の 

ラ
ッ
ト
リ
ン
グ
・
ダ
ー
ク
ネ
ス　

2015/17 –18 　
【
改
訂
日
本
初
演
】

　

ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
独
奏
の
た
め
の

月
す
べ
り
II　

2014/19 　
【
改
訂
世
界
初
演
】

　
ハ
ー
プ
独
奏
の
た
め
の

影
も
溜
ら
ず　

2017 　
【
日
本
初
演
】

　

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
独
奏
と
8
人
の
奏
者 

﹇fl, cl/b
cl, tb

, p
erc, vn

, va, vc, cb

﹈ 

の
た
め
の

―
―

  

休
憩  ―

―

柄
と
地
、絵
と
余
白
、あ
る
い
は
表
と
裏　

2018 　
【
日
本
初
演
】

　

三
味
線
独
奏
と
7
人
の
奏
者 

﹇fl/afl, cl/b
cl, p

erc, p
f, vn

, va, vc

﹈ 

の
た
め
の

に
ほ
ふ　

2012 –13/18 –19 　
【
世
界
初
演
】

　

16
人
の
奏
者 

﹇1.1.1.1-1.1.1.0-1p
erc-1p

f-1h
p

-1acc-2.1.1.1

﹈ 

の
た
め
の
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ピ
グ
マ
リ
オ
ン　

2003
作
曲
年
を
見
て
お
わ
か
り
の
と
お
り
、
十
六
年
も
前
に
書
か

れ
た
、
私
の
創
作
活
動
の
プ
レ
リ
ュ
ー
ド
と
で
も
い
う
べ
き
作

品
。
高
校
を
卒
業
し
て
間
も
な
い
十
八
歳
の
春
、
東
京
芸
術
大

学
に
入
学
後
初
め
て
書
い
た
の
が
、
こ
の
木
管
五
重
奏
曲
《
ピ

グ
マ
リ
オ
ン
》
で
あ
っ
た
。
あ
ら
た
め
て
見
返
す
と
、
当
時
勉

強
し
て
い
た
作
品
や
、
好
き
で
聴
い
て
い
た
作
曲
家
が
バ
レ
バ

レ…
…

と
い
う
よ
う
な
内
容
。
気
恥
ず
か
し
さ
は
あ
る
も
の

の
、
諸
処
の
音
の
扱
い
に
、
す
で
に
私
の
好
み
が
反
映
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

タ
イ
ト
ル
を
見
る
と
、
そ
の
頃
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
と
ロ
ー
マ

神
話
を
読
み
漁
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。「
ピ
グ
マ
リ
オ

ン
」
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
出
て
く
る
キ
プ
ロ
ス
王
の
名
で
、
彫

刻
の
名
人
で
あ
る
彼
は
、
自
分
の
理
想
と
す
る
女
性
の
像
を
彫

り
、
そ
の
彫
像
に
恋
を
し
て
し
ま
う
。
人
型
へ
の
愛
着
、
自
己

と
他
者
な
ど
、
い
ま
も
興
味
の
あ
る
テ
ー
マ
の
種
が
す
で
に
こ

こ
に
あ
っ
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
創
作
と
は
自
分
を
知
っ

て
い
く
過
程
な
の
だ
と
、
昔
の
自
分
の
作
品
に
あ
ら
た
め
て
教

え
ら
れ
る
。

《
ピ
グ
マ
リ
オ
ン
》
は
、
年
に
数
回
行
わ
れ
て
い
た
作
曲
科
第

二
講
座
の
試
演
会
で
、
一
学
年
先
輩
だ
っ
た
木
管
五
重
奏
の
皆

さ
ん
に
よ
り
初
演
さ
れ
た
。
そ
の
木
管
五
重
奏
は
「
ア
ン
サ
ン

ブ
ル
・
ミ
ク
ス
ト
」
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
活
躍
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
「
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
ミ
ク
ス
ト
」
が
な
ん
と
、
今

回
の
初
個
展
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
と
し
て
意
義
深
い
再
演
を
し
て

く
だ
さ
る
（
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
の
尾
上
さ
ん
は
今
回
予
定
が
合
わ

ず
、
西
村
さ
ん
が
お
引
き
受
け
く
だ
さ
っ
た
）
こ
と
を
大
変
う

れ
し
く
思
う
。

今
回
の
再
演
に
あ
た
っ
て
は
、
当
時
の
手
書
き
の
譜
面
か
ら

あ
ら
た
め
て
楽
譜
を
起
し
た
。
ア
ー
テ
ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
や

ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
、
テ
ン
ポ
の
指
示
に
関
し
て
は
、
現
在
の
私
の

目
線
で
よ
り
演
奏
に
適
し
た
か
た
ち
に
な
る
よ
う
に
少
し
手
を

加
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
十
六
年
前
の
私
は
ほ
ぼ
別
人
の
私

で
あ
り
、
そ
れ
以
上
手
を
加
え
る
と
当
時
の
私
の
想
い
が
死
ん

で
し
ま
う
の
で
改
訂
は
不
可
能
で
あ
る
。
内
容
に
つ
い
て
は
、

ま
っ
た
く
手
を
加
え
ず
に
再
演
さ
れ
る
。

作
曲
ノ
ー
トだ

ん
だ
ら
の
陀
羅
尼　

2018

《
だ
ん
だ
ら
の
陀
羅
尼
》
は
、《
陀
羅
尼
の
ま
に
ま
に
》、《
ま

だ
ら
の
陀
羅
尼
》、
そ
し
て
デ
ュ
オ
の
た
め
の
連
作
《
風
の
陀

羅
尼
》、《
絃
の
陀
羅
尼
》、《
金
糸
の
陀
羅
尼
》
な
ど
の
「
陀
羅

尼
シ
リ
ー
ズ
」
に
属
す
る
作
品
。「
陀
羅
尼
シ
リ
ー
ズ
」
は
、

法
華
経
の
陀
羅
尼
品
第
二
十
六
に
出
て
く
る
「
あ
に
、
ま
に
、

ま
ね
、
ま
ま
ね…

…

」
と
い
う
呪
文
の
言
葉
を
ベ
ー
ス
に
し
た

作
品
群
で
あ
る
。

陀
羅
尼
品
の
呪
文
の
言
葉
は
、
神
々
の
名
、
も
し
く
は
そ
の

異
称
の
呼
び
か
け
の
羅
列
に
よ
る
も
の
で
、
非
常
に
強
い
力
を

持
つ
そ
う
だ
が
、
口
に
出
し
て
み
た
時
の
音
や
リ
ズ
ム
そ
の
も

の
が
と
て
も
面
白
い
。
こ
の
面
白
さ
の
所
以
は
な
ん
だ
ろ
う
か
、

音
の
並
び
か
ら
何
か
規
則
性
を
見
出
せ
な
い
か
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
角
度
か
ら
こ
の
呪
文
の
言
葉
を
咀
嚼
し
、
音
楽
に
結
び
つ

け
よ
う
と
試
み
た
。
陀
羅
尼
と
い
う
と
、
瞑
想
的
な
も
の
を
想

像
す
る
の
が
一
般
的
か
も
し
れ
な
い
が
、「
陀
羅
尼
シ
リ
ー
ズ
」

は
、
そ
う
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
日
蓮
宗
の
祈
祷
師
が

木
証
の
響
き
と
と
も
に
陀
羅
尼
品
を
唱
え
る
と
き
の
す
さ
ま

じ
い
勢
い
や
、
唱
え
る
身
体
と
唱
え
ら
れ
る
言
葉
と
が
完
全
に

一
致
し
た
状
態
か
ら
放
た
れ
る
、
ス
パ
ー
ク
す
る
よ
う
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
音
楽
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

《
だ
ん
だ
ら
の
陀
羅
尼
》
は
、
本
條
秀
慈
郎
氏
と
ア
ン
サ
ン
ブ

ル
・
ア
ン
テ
ル
コ
ン
タ
ン
ポ
ラ
ン
の
ソ
ロ
奏
者
に
よ
る
演
奏
、

そ
し
て
私
自
身
の
指
揮
で
、
二
〇
一
八
年
五
月
に
パ
リ
で
世
界

初
演
さ
れ
た
。

ラ
ッ
ト
リ
ン
グ
・
ダ
ー
ク
ネ
ス　

2015/17 –18

私
が
こ
れ
ま
で
作
曲
を
ど
う
に
か
こ
う
に
か
続
け
て
こ
ら
れ

た
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
わ
り
合
い
の
な
か
で
、
人
か
ら
か
け

て
い
た
だ
い
た
言
葉
が
、
節
目
節
目
で
導
い
て
く
れ
た
お
か
げ

だ
と
思
う
。

村
田
厚
生
さ
ん
に
最
初
に
作
品
を
演
奏
し
て
い
た
だ
い
た
の

は
、
二
〇
〇
四
年
に
初
め
て
参
加
し
た
日
本
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル

の
本
選
会
だ
っ
た
。
そ
の
頃
か
ら
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
は
、
私
の
好

き
な
楽
器
ラ
ン
キ
ン
グ
の
か
な
り
上
位
に
あ
り
（
ど
う
も
私
は
、

昔
か
ら
音
を
「
曲
げ
る
」
こ
と
に
興
味
が
あ
る
ら
し
い
）、
そ

の
翌
年
に
オ
ー
ボ
エ
と
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
の
独
奏
を
伴
う
ダ
ブ
ル

コ
ン
チ
ェ
ル
ト
《Tw

o W
hales

》
を
書
い
た
。
ち
な
み
に
当
時
、

私
は
武
満
徹
『
ジ
ェ
モ
ー
』
を
知
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
組
み
合

わ
せ
は
今
ま
で
に
な
い
だ
ろ
う
と
の
浅
は
か
な
考
え
で
オ
ー
ボ

エ
と
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
を
独
奏
に
選
ん
だ
が
、
後
で
『
ジ
ェ
モ
ー
』

を
知
っ
て
、
私
ご
と
き
の
ア
イ
デ
ア
な
ん
て
そ
ん
な
も
ん
だ
と

が
っ
か
り
し
た
覚
え
が
あ
る
。《Tw

o W
hales

》
も
、
二
〇
〇

五
年
の
日
本
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
の
本
選
会
で
村
田
さ
ん
に
よ
り

初
演
さ
れ
た
。
ど
ち
ら
も
自
分
が
何
を
書
い
て
い
る
の
か

ま
っ
た
く
自
覚
の
な
い
頃
の
作
品
で
、
ス
コ
ア
は
真
っ
黒
、
た

だ
た
だ
カ
オ
ス
な
音
響
。
し
か
も
、
初
め
て
プ
ロ
に
演
奏
し
て

も
ら
う
と
い
う
洗
礼
を
受
け
、
リ
ハ
ー
サ
ル
で
大
泣
き
し
た
苦

い
想
い
出
が
残
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
私
の
作
品
に
、
村
田
さ
ん

は
「
21
世
紀
の
音
が
す
る
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
の
言

葉
が
ど
れ
だ
け
支
え
に
な
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
。
私
で
も
作
曲

を
続
け
て
も
い
い
ん
だ
と
、
思
わ
せ
て
く
れ
た
。

そ
れ
か
ら
、
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
独
奏
の
た
め
の
作
品
を
い
つ
か

村
田
さ
ん
の
た
め
に
書
こ
う
と
思
い
つ
つ
、
月
日
は
流
れ
る
。

《Tw
o W

hales

》
か
ら
十
年
近
く
た
っ
て
、
や
っ
と
実
現
し
た

の
が
《
ラ
ッ
ト
リ
ン
グ
・
ダ
ー
ク
ネ
ス
》
だ
っ
た
。
こ
れ
を
構

想
す
る
の
と
同
時
期
に
、
声
明
の
た
め
の
大
き
な
作
品
を
書
い

て
い
た
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
用
い
た
の
が
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア

メ
リ
カ
ン
の
ナ
バ
ホ
族
が
砂
絵
の
儀
式
に
用
い
る
「
風
の
歌
」

「
夜
の
歌
」
と
い
う
チ
ャ
ン
ト
で
あ
る
。
彼
ら
の
言
語
の
意
味

や
音
を
、
彼
ら
が
感
じ
た
の
と
で
き
る
限
り
同
じ
よ
う
に
体
験

し
た
い
と
思
い
、
チ
ャ
ン
ト
や
砂
絵
の
儀
式
に
つ
い
て
調
べ
て

い
る
な
か
で
「
ラ
ッ
ト
リ
ン
グ
・
ダ
ー
ク
ネ
ス
」
と
い
う
言
葉

に
出
会
っ
た
。「
ラ
ッ
ト
リ
ン
グ
」
は
ガ
ラ
ガ
ラ
ヘ
ビ
の
ガ
ラ

ガ
ラ
の
意
味
。
つ
ま
り
、「
ラ
ッ
ト
リ
ン
グ
・
ダ
ー
ク
ネ
ス
」

と
は
、
ガ
ラ
ガ
ラ
の
闇
と
い
う
意
味
だ
。
日
本
の
湿
度
の
高
い

冷
た
い
夜
と
は
違
う
、
ニ
ュ
ー
・
メ
キ
シ
コ
あ
た
り
の
乾
燥
し

た
エ
ン
プ
テ
ィ
な
夜
。
そ
の
闇
に
漂
う
チ
ャ
ン
ト
の
声
を
思

い
出
す
よ
う
に
思
い
浮
か
べ
、
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
の
音
で
翻
訳
す

る
よ
う
な
作
曲
を
試
み
た
。

村
田
さ
ん
に
世
界
初
演
し
て
い
た
だ
い
た
後
、
大
幅
な
改
訂

を
施
し
ほ
ぼ
別
の
作
品
の
よ
う
に
な
っ
て
、
二
〇
一
八
年
の
ボ

ス
ト
ン
で
、W

illiam
 L

ang

氏
に
よ
り
改
訂
初
演
さ
れ
た
。
本

日
が
改
訂
日
本
初
演
と
な
る
。

月
す
べ
り
II　

2014/19

こ
れ
ま
で
に
「
月
」
を
タ
イ
ト
ル
に
付
し
た
作
品
を
い
く
つ

か
書
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
ど
れ
も
が
、
グ
リ
ッ
サ
ン
ド

や
ポ
ル
タ
メ
ン
ト
の
「
す
べ
る
」
音
に
特
化
し
て
作
曲
し
て
い

る
。
中
学
生
の
と
き
の
国
語
の
教
科
書
で
出
会
っ
た
、
草
野
心

平
の
詩
『
河
童
と
蛙
』
に
、「
河
童
の
皿
を
月
す
べ
り
」
と
い

う
一
節
が
あ
り
、
そ
の
言
葉
か
ら
得
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
ま
り
に

強
烈
だ
っ
た
た
め
、
そ
の
頃
か
ら
、
私
に
と
っ
て
「
月
」
と
は

「
す
べ
る
」
も
の
で
あ
る
。
作
曲
家
と
し
て
、
常
に
自
ら
の
感

性
を
磨
き
、
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
て
い
こ
う
と
す
る
努
力
は
不
可

欠
だ
と
思
う
が
、
私
は
本
が
と
て
も
好
き
な
子
ど
も
だ
っ
た
よ

う
で
、
そ
の
頃
の
読
書
体
験
が
そ
の
礎
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を

実
感
し
て
い
る
。

《
月
す
べ
り
Ⅱ
》
は
独
奏
ハ
ー
プ
の
た
め
の
小
品
で
、
も
と
も

と
は
二
〇
一
四
年
の
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
夏
季
現
代
音
楽
講
習

会
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
た
め
に
作
曲
さ
れ
た
。
ハ
ー
プ
の
た

め
の
、
見
開
き
二
ペ
ー
ジ
の
エ
チ
ュ
ー
ド
を
書
く
の
が
課
題
で
、

私
は
ペ
ダ
ル
操
作
に
よ
る
「
す
べ
る
」
音
に
焦
点
を
当
て
た
。

そ
れ
以
降
、
奏
者
が
ペ
ダ
ル
操
作
に
さ
ら
に
集
中
で
き
る
よ
う

な
記
譜
法
を
求
め
、
手
を
入
れ
た
い
と
は
思
い
つ
つ
も
、
な
か

な
か
叶
わ
な
か
っ
た
。
今
回
あ
ら
た
め
て
取
り
掛
か
る
こ
と
が

で
き
、
鈴
木
真
希
子
さ
ん
が
改
訂
初
演
し
て
く
だ
さ
る
。

影
も
溜
ら
ず　

2017

私
の
作
品
の
多
く
は
、
日
本
の
こ
と
ば
や
文
学
作
品
に
イ
ン

ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
て
書
か
れ
て
い
る
。《
影
も
溜
ら
ず
》

の
も
と
に
な
っ
た
の
は
、
泉
鏡
花
の
短
編
小
説
『
海
の
使
者
』

か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
て
書
い
た
《
水
の
声
》
と
い

う
タ
イ
ト
ル
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
独
奏
曲
で
あ
る
。《
水
の
声
》

は
、『
海
の
使
者
』
に
用
い
ら
れ
た
「
き
り
り
り
り
」「
き
り
、

か
ら
、
き
い
、
か
ら
」「
さ
っ
、
さ
っ
、
さ
っ
」
な
ど
の
擬
音
を
、

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
音
で
翻
訳
す
る
よ
う
に
し
て
作
曲
し
た
。
橋

が
き
し
む
音
な
の
か
、
岡
沙
魚
（
お
か
は
ぜ
）
と
い
う
生
き
物

の
鳴
き
声
な
の
か
、
奇
妙
な
擬
音
は
微
妙
に
変
化
し
な
が
ら
何

度
も
繰
り
返
さ
れ
、
水
の
流
れ
を
呼
び
寄
せ
る
と
、
た
ち
ま
ち

渦
を
巻
く
よ
う
に
し
て
幻
想
的
な
光
景
が
わ
っ
と
立
ち
あ
ら
わ

れ･･････

た
か
と
思
う
と
、
す
で
に
そ
れ
は
遠
ざ
か
り
、
あ
と

に
残
る
は
月
の
光
ば
か
り
。

《
影
も
溜
ら
ず
》
は
、《
水
の
声
》
を
独
奏
パ
ー
ト
と
し
た
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
協
奏
曲
で
（《
水
の
声
》
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
変

化
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
々
あ
る
）、ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
に
よ
る
擬

音
の
羅
列
に
陰
影
を
つ
け
た
り
、
光
を
加
え
た
り
す
る
よ
う
に

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
パ
ー
ト
が
作
曲
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
七
年
夏

に
、
ル
ツ
ェ
ル
ン
音
楽
祭
で
初
演
さ
れ
た
。

独
奏
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
パ
ー
ト
を
始
め
と
し
て
、
す
べ
て
の
弦

楽
器
に
は
独
特
の
ス
コ
ル
ダ
ト
ゥ
ー
ラ
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
は
es
・
d
・
f
・
e
、ヴ
ィ
オ
ラ
は
as
・
g
・

b
・
a
、
チ
ェ
ロ
は
fis
・
g
・
gis 

・
a
、
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
は
f
・

e
・
a
・
d
・
g
と
、
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
を
若
干
の
例
外
と
し

て
、
主
に
第
二
弦
と
第
四
弦
と
が
極
端
に
緩
め
ら
れ
、
半
音
階

を
形
成
す
る
よ
う
に
調
弦
さ
れ
る
。
二
〇
一
四
年
に
《
水
の

声
》
を
最
初
に
構
想
し
た
と
き
に
発
見
し
た
調
弦
で
、
二
〇
一

六
年
に
作
曲
さ
れ
た
弦
楽
三
重
奏
の
た
め
の
《
三
つ
の
聲
》
以

降
、
多
く
の
作
品
で
用
い
て
い
る
。「
桑
原
本
調
子
」
と
で
も

呼
ん
だ
ら
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
音
程
関
係
の
必
要
性
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
だ
が
、
三
味
線
の
「
さ
わ
り
」
の
よ
う
な
効

果
を
求
め
、
響
き
の
増
幅
や
、
思
い
が
け
な
い
ノ
イ
ズ
を
含
む

旋
律
線
を
描
く
た
め
に
指
定
し
て
い
る
。「
淡
座
」
を
中
心
に

三
味
線
の
本
條
氏
と
長
く
協
働
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
調
弦

は
そ
の
音
楽
世
界
で
扱
わ
れ
る
言
語
の
文
法
の
根
幹
を
司
る
も

の
だ
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
時
と
場
合
に
も
よ
る
し
、
奏

者
に
無
理
は
さ
せ
た
く
な
い
と
は
思
う
が
、
曲
に
よ
っ
て
調
弦

を
変
え
る
三
味
線
に
倣
い
、
西
洋
の
弦
楽
器
で
も
実
現
し
た
い

音
楽
に
合
わ
せ
た
調
弦
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
こ
と
が
可
能
な

の
で
は
と
、
思
う
こ
と
が
あ
る
。

柄
と
地
、
絵
と
余
白
、

あ
る
い
は
表
と
裏　
　

2018

柄
柄
と
地
、
つ
ま
り
絵
と
余
白
の
関
係
は
、
時
間
軸
の
変
化

に
よ
っ
て
転
換
し
、
余
白
が
絵
を
裏
側
で
支
え
て
い
る
と
も
い

え
る
。
余
白
が
絵
を
支
え
、
絵
が
余
白
を
支
え
る
。
こ
う
し
た

「
瞬
間
の
同
時
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
。
物
事
の
境
界
や
隙

間
に
入
り
込
ん
で
、「
瞬
間
の
同
時
」
を
複
眼
で
捉
え
る
こ
と
。

声
明
作
品
に
携
わ
る
な
か
で
、
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
演
出
家

の
田
村
先
生
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
、
も
の
の
見
方
で
あ
る
。

独
奏
三
味
線
パ
ー
ト
を
山
並
み
に
見
立
て
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

パ
ー
ト
は
そ
の
稜
線
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
向
こ
う
の
空
の
遠
景

と
す
る
。
時
間
に
よ
っ
て
は
、
闇
と
一
体
化
し
て
山
容
が
消
え
、

星
の
瞬
き
や
家
並
み
の
街
明
か
り
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
ほ
う
が
優
勢
と
な
る
。
柄
と
地
、
絵
と

余
白
、
あ
る
い
は
表
と
裏
の
せ
め
ぎ
合
い
を
ベ
ー
ス
に
、
独
奏

パ
ー
ト
と
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
の
関
係
性
を
あ
ら
た
め
て
考
察

し
よ
う
と
試
み
た
の
が
、
こ
の
三
味
線
協
奏
曲
で
あ
る
。

も
う
一
つ
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
が
三
味
線

の
音
の
余
韻
を
彩
っ
た
り
、
増
幅
し
た
り
、
三
味
線
の
ジ
ェ
ス

チ
ャ
ー
を
極
端
に
強
調
し
た
り
す
る
、
つ
ま
り
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

を
三
味
線
の
エ
フ
ェ
ク
タ
ー
と
し
て
用
い
る
よ
う
な
扱
い
方
で

あ
る
。
三
味
線
の
絃
か
ら
伝
わ
っ
た
空
気
の
振
動
が
、
そ
の
ま

ま
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
音
と
し
て
表
出
す
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ

で
あ
る
。

《
柄
と
地
、
絵
と
余
白
、
あ
る
い
は
表
と
裏
》
は
、
二
〇
一
八

年
一
〇
月
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
て
、
馬
場
武
蔵
氏
に
よ
る
指

揮
、
本
條
秀
慈
郎
氏
の
独
奏
と
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
モ
デ
ル
ン
に

よ
り
、
世
界
初
演
さ
れ
た
。

に
ほ
ふ　

2012 –13/18 –19

中
学
生
の
こ
ろ
か
ら
「
源
氏
物
語
」
を
読
む
の
が
好
き
だ
っ

た
。
初
め
て
書
い
た
歌
曲
、
芸
大
学
部
二
年
次
の
提
出
作
品
の

テ
キ
ス
ト
に
は
、「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
か
ら
三
首
を
選
ん
で

用
い
た
。
そ
の
頃
か
ら
、「
宇
治
十
帖
」
で
薫
の
君
と
匂
宮
が

対
照
的
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
を
不
思
議
に
思
っ
て

い
た
。「
薫
る
」
と
「
匂
う
」
は
、
現
代
で
は
ど
ち
ら
も
同
じ

よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
が
、
実
は
両
者
の
違
い
は
大
き

い
よ
う
に
感
じ
、
紫
式
部
は
そ
の
違
い
を
、
薫
の
君
と
匂
宮
を

通
し
て
端
的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
は
と
思
っ
て
い
た
。

「
薫
る
」
と
「
匂
う
」
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、「
薫
」
は

も
と
か
ら
嗅
覚
に
関
す
る
漢
字
で
あ
っ
た
が
、「
匂
う
」
は
も

と
は
嗅
覚
よ
り
も
視
覚
の
面
で
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、「
万

葉
集
」
の
頃
は
光
に
関
係
す
る
言
葉
、
す
な
わ
ち
視
覚
で
感
じ

る
美
し
さ
を
言
う
言
葉
で
あ
り
、
美
し
く
咲
い
て
い
る
、
美
し

く
映
え
る
と
い
う
意
味
で
言
わ
れ
る
こ
と
が
大
半
で
あ
っ
た
。

「
万
葉
集
」
の
末
期
か
ら
「
古
今
集
」
の
時
代
に
な
る
と
嗅
覚

で
感
じ
る
心
地
よ
さ
を
言
う
こ
と
も
徐
々
に
増
え
、
そ
の
う
ち

「
匂
う
」
は
視
覚
よ
り
も
、
嗅
覚
の
面
で
言
わ
れ
る
こ
と
が
多

く
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
だ
。

誰
で
も
知
っ
て
い
る
箏
歌
「
さ
く
ら 

さ
く
ら 

弥
生
の
空
は 

見
わ
た
す
か
ぎ
り 

霞
か
雲
か 

匂
い
ぞ
出
ず
る 

い
ざ
や 

い
ざ
や 

見
に
行
か
ん
」
の
「
匂
い
」
は
視
覚
で
感
じ
る
美
し
さ
で
、
桜

の
花
が
霞
や
雲
と
見
紛
う
ば
か
り
に
見
わ
た
す
か
ぎ
り
美
し
く

咲
き
始
め
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
居
宣
長
の
「
し
き
嶋
の 

や
ま
と
心
を 

人
問
は
ば 

朝
日
に
に
ほ
ふ 

山
ざ
く
ら
花
」
の

「
に
ほ
ふ
」
も
同
じ
で
あ
る
。
山
桜
は
春
、
淡
い
紅
色
の
花
と

赤
褐
色
の
葉
が
一
緒
に
出
る
。
そ
の
淡
紅
色
と
赤
褐
色
が
入
り

混
じ
り
、
朝
日
に
照
ら
さ
れ
光
り
輝
い
て
い
る
美
し
さ
を
「
匂

う
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
匂
う
」
と
は
、
人
の
視
覚
と
嗅
覚
、
そ
の
両
方

に
訴
え
て
く
る
美
し
さ
、
心
地
よ
さ
が
言
わ
れ
て
き
た
言
葉
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
を
考
え
た
と
き
、
多
少
突
飛
な
考
え
で
は
あ

る
が
、
そ
こ
に
も
う
一
つ
の
感
覚
、
聴
覚
を
加
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
か
と
思
っ
た
。「
匂
う
」
よ
う
な
音
楽
は
書
け
な
い
か

と
考
え
た
こ
と
、
そ
れ
が
こ
の
作
品
《
に
ほ
ふ
》
の
ベ
ー
ス
に

な
っ
て
い
る
。
構
想
し
た
の
が
数
年
前
の
た
め
、
音
の
扱
い
よ

り
も
構
成
に
興
味
が
移
っ
て
き
た
近
作
よ
り
、
リ
ニ
ア
に
つ
な

が
っ
て
い
く
よ
う
な
音
楽
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

二
〇
一
三
年
に
、
グ
ラ
ー
ツ
で
の
現
代
音
楽
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
「im

puls

」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
て
、E

nno Poppe

氏
指
揮
、

ク
ラ
ン
グ
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ウ
ィ
ー
ン
に
よ
り
試
演
さ
れ
た
。
そ

の
後
、
初
演
の
日
の
目
を
見
る
こ
と
が
な
く
、
そ
の
と
き
の
想

い
を
成
仏
さ
せ
る
よ
う
な
つ
も
り
で
大
幅
な
改
訂
を
施
し
、
今

回
が
世
界
初
演
と
な
る
。

な
お
、
こ
の
作
品
を
書
き
上
げ
て
か
ら
し
ば
ら
く
た
っ
て
、

「
匂
う
」
に
は
中
世
に
音
や
声
な
ど
聴
覚
の
心
地
よ
さ
を
言
っ

た
例
も
あ
る
と
知
っ
て
う
れ
し
く
な
っ
た
。
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ピ
グ
マ
リ
オ
ン　

2003

作
曲
年
を
見
て
お
わ
か
り
の
と
お
り
、
十
六
年
も
前
に
書
か

れ
た
、
私
の
創
作
活
動
の
プ
レ
リ
ュ
ー
ド
と
で
も
い
う
べ
き
作

品
。
高
校
を
卒
業
し
て
間
も
な
い
十
八
歳
の
春
、
東
京
芸
術
大

学
に
入
学
後
初
め
て
書
い
た
の
が
、
こ
の
木
管
五
重
奏
曲
《
ピ

グ
マ
リ
オ
ン
》
で
あ
っ
た
。
あ
ら
た
め
て
見
返
す
と
、
当
時
勉

強
し
て
い
た
作
品
や
、
好
き
で
聴
い
て
い
た
作
曲
家
が
バ
レ
バ

レ…
…

と
い
う
よ
う
な
内
容
。
気
恥
ず
か
し
さ
は
あ
る
も
の

の
、
諸
処
の
音
の
扱
い
に
、
す
で
に
私
の
好
み
が
反
映
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

タ
イ
ト
ル
を
見
る
と
、
そ
の
頃
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
と
ロ
ー
マ

神
話
を
読
み
漁
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。「
ピ
グ
マ
リ
オ

ン
」
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
出
て
く
る
キ
プ
ロ
ス
王
の
名
で
、
彫

刻
の
名
人
で
あ
る
彼
は
、
自
分
の
理
想
と
す
る
女
性
の
像
を
彫

り
、
そ
の
彫
像
に
恋
を
し
て
し
ま
う
。
人
型
へ
の
愛
着
、
自
己

と
他
者
な
ど
、
い
ま
も
興
味
の
あ
る
テ
ー
マ
の
種
が
す
で
に
こ

こ
に
あ
っ
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
創
作
と
は
自
分
を
知
っ

て
い
く
過
程
な
の
だ
と
、
昔
の
自
分
の
作
品
に
あ
ら
た
め
て
教

え
ら
れ
る
。

《
ピ
グ
マ
リ
オ
ン
》
は
、
年
に
数
回
行
わ
れ
て
い
た
作
曲
科
第

二
講
座
の
試
演
会
で
、
一
学
年
先
輩
だ
っ
た
木
管
五
重
奏
の
皆

さ
ん
に
よ
り
初
演
さ
れ
た
。
そ
の
木
管
五
重
奏
は
「
ア
ン
サ
ン

ブ
ル
・
ミ
ク
ス
ト
」
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
活
躍
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
「
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
ミ
ク
ス
ト
」
が
な
ん
と
、
今

回
の
初
個
展
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
と
し
て
意
義
深
い
再
演
を
し
て

く
だ
さ
る
（
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
の
尾
上
さ
ん
は
今
回
予
定
が
合
わ

ず
、
西
村
さ
ん
が
お
引
き
受
け
く
だ
さ
っ
た
）
こ
と
を
大
変
う

れ
し
く
思
う
。

今
回
の
再
演
に
あ
た
っ
て
は
、
当
時
の
手
書
き
の
譜
面
か
ら

あ
ら
た
め
て
楽
譜
を
起
し
た
。
ア
ー
テ
ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
や

ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
、
テ
ン
ポ
の
指
示
に
関
し
て
は
、
現
在
の
私
の

目
線
で
よ
り
演
奏
に
適
し
た
か
た
ち
に
な
る
よ
う
に
少
し
手
を

加
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
十
六
年
前
の
私
は
ほ
ぼ
別
人
の
私

で
あ
り
、
そ
れ
以
上
手
を
加
え
る
と
当
時
の
私
の
想
い
が
死
ん

で
し
ま
う
の
で
改
訂
は
不
可
能
で
あ
る
。
内
容
に
つ
い
て
は
、

ま
っ
た
く
手
を
加
え
ず
に
再
演
さ
れ
る
。

だ
ん
だ
ら
の
陀
羅
尼　

2018

《
だ
ん
だ
ら
の
陀
羅
尼
》
は
、《
陀
羅
尼
の
ま
に
ま
に
》、《
ま

だ
ら
の
陀
羅
尼
》、
そ
し
て
デ
ュ
オ
の
た
め
の
連
作
《
風
の
陀

羅
尼
》、《
絃
の
陀
羅
尼
》、《
金
糸
の
陀
羅
尼
》
な
ど
の
「
陀
羅

尼
シ
リ
ー
ズ
」
に
属
す
る
作
品
。「
陀
羅
尼
シ
リ
ー
ズ
」
は
、

法
華
経
の
陀
羅
尼
品
第
二
十
六
に
出
て
く
る
「
あ
に
、
ま
に
、

ま
ね
、
ま
ま
ね…

…

」
と
い
う
呪
文
の
言
葉
を
ベ
ー
ス
に
し
た

作
品
群
で
あ
る
。

陀
羅
尼
品
の
呪
文
の
言
葉
は
、
神
々
の
名
、
も
し
く
は
そ
の

異
称
の
呼
び
か
け
の
羅
列
に
よ
る
も
の
で
、
非
常
に
強
い
力
を

持
つ
そ
う
だ
が
、
口
に
出
し
て
み
た
時
の
音
や
リ
ズ
ム
そ
の
も

の
が
と
て
も
面
白
い
。
こ
の
面
白
さ
の
所
以
は
な
ん
だ
ろ
う
か
、

音
の
並
び
か
ら
何
か
規
則
性
を
見
出
せ
な
い
か
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
角
度
か
ら
こ
の
呪
文
の
言
葉
を
咀
嚼
し
、
音
楽
に
結
び
つ

け
よ
う
と
試
み
た
。
陀
羅
尼
と
い
う
と
、
瞑
想
的
な
も
の
を
想

像
す
る
の
が
一
般
的
か
も
し
れ
な
い
が
、「
陀
羅
尼
シ
リ
ー
ズ
」

は
、
そ
う
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
日
蓮
宗
の
祈
祷
師
が

木
証
の
響
き
と
と
も
に
陀
羅
尼
品
を
唱
え
る
と
き
の
す
さ
ま

じ
い
勢
い
や
、
唱
え
る
身
体
と
唱
え
ら
れ
る
言
葉
と
が
完
全
に

一
致
し
た
状
態
か
ら
放
た
れ
る
、
ス
パ
ー
ク
す
る
よ
う
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
音
楽
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

《
だ
ん
だ
ら
の
陀
羅
尼
》
は
、
本
條
秀
慈
郎
氏
と
ア
ン
サ
ン
ブ

ル
・
ア
ン
テ
ル
コ
ン
タ
ン
ポ
ラ
ン
の
ソ
ロ
奏
者
に
よ
る
演
奏
、

そ
し
て
私
自
身
の
指
揮
で
、
二
〇
一
八
年
五
月
に
パ
リ
で
世
界

初
演
さ
れ
た
。

ラ
ッ
ト
リ
ン
グ
・
ダ
ー
ク
ネ
ス　

2015/17 –18

私
が
こ
れ
ま
で
作
曲
を
ど
う
に
か
こ
う
に
か
続
け
て
こ
ら
れ

た
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
わ
り
合
い
の
な
か
で
、
人
か
ら
か
け

て
い
た
だ
い
た
言
葉
が
、
節
目
節
目
で
導
い
て
く
れ
た
お
か
げ

だ
と
思
う
。

村
田
厚
生
さ
ん
に
最
初
に
作
品
を
演
奏
し
て
い
た
だ
い
た
の

は
、
二
〇
〇
四
年
に
初
め
て
参
加
し
た
日
本
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル

の
本
選
会
だ
っ
た
。
そ
の
頃
か
ら
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
は
、
私
の
好

き
な
楽
器
ラ
ン
キ
ン
グ
の
か
な
り
上
位
に
あ
り
（
ど
う
も
私
は
、

昔
か
ら
音
を
「
曲
げ
る
」
こ
と
に
興
味
が
あ
る
ら
し
い
）、
そ

の
翌
年
に
オ
ー
ボ
エ
と
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
の
独
奏
を
伴
う
ダ
ブ
ル

コ
ン
チ
ェ
ル
ト
《Tw

o W
hales

》
を
書
い
た
。
ち
な
み
に
当
時
、

私
は
武
満
徹
『
ジ
ェ
モ
ー
』
を
知
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
組
み
合

わ
せ
は
今
ま
で
に
な
い
だ
ろ
う
と
の
浅
は
か
な
考
え
で
オ
ー
ボ

エ
と
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
を
独
奏
に
選
ん
だ
が
、
後
で
『
ジ
ェ
モ
ー
』

を
知
っ
て
、
私
ご
と
き
の
ア
イ
デ
ア
な
ん
て
そ
ん
な
も
ん
だ
と

が
っ
か
り
し
た
覚
え
が
あ
る
。《Tw

o W
hales

》
も
、
二
〇
〇

五
年
の
日
本
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
の
本
選
会
で
村
田
さ
ん
に
よ
り

初
演
さ
れ
た
。
ど
ち
ら
も
自
分
が
何
を
書
い
て
い
る
の
か

ま
っ
た
く
自
覚
の
な
い
頃
の
作
品
で
、
ス
コ
ア
は
真
っ
黒
、
た

だ
た
だ
カ
オ
ス
な
音
響
。
し
か
も
、
初
め
て
プ
ロ
に
演
奏
し
て

も
ら
う
と
い
う
洗
礼
を
受
け
、
リ
ハ
ー
サ
ル
で
大
泣
き
し
た
苦

い
想
い
出
が
残
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
私
の
作
品
に
、
村
田
さ
ん

は
「
21
世
紀
の
音
が
す
る
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
の
言

葉
が
ど
れ
だ
け
支
え
に
な
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
。
私
で
も
作
曲

を
続
け
て
も
い
い
ん
だ
と
、
思
わ
せ
て
く
れ
た
。

そ
れ
か
ら
、
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
独
奏
の
た
め
の
作
品
を
い
つ
か

村
田
さ
ん
の
た
め
に
書
こ
う
と
思
い
つ
つ
、
月
日
は
流
れ
る
。

《Tw
o W

hales

》
か
ら
十
年
近
く
た
っ
て
、
や
っ
と
実
現
し
た

の
が
《
ラ
ッ
ト
リ
ン
グ
・
ダ
ー
ク
ネ
ス
》
だ
っ
た
。
こ
れ
を
構

想
す
る
の
と
同
時
期
に
、
声
明
の
た
め
の
大
き
な
作
品
を
書
い

て
い
た
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
用
い
た
の
が
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア

メ
リ
カ
ン
の
ナ
バ
ホ
族
が
砂
絵
の
儀
式
に
用
い
る
「
風
の
歌
」

「
夜
の
歌
」
と
い
う
チ
ャ
ン
ト
で
あ
る
。
彼
ら
の
言
語
の
意
味

や
音
を
、
彼
ら
が
感
じ
た
の
と
で
き
る
限
り
同
じ
よ
う
に
体
験

し
た
い
と
思
い
、
チ
ャ
ン
ト
や
砂
絵
の
儀
式
に
つ
い
て
調
べ
て

い
る
な
か
で
「
ラ
ッ
ト
リ
ン
グ
・
ダ
ー
ク
ネ
ス
」
と
い
う
言
葉

に
出
会
っ
た
。「
ラ
ッ
ト
リ
ン
グ
」
は
ガ
ラ
ガ
ラ
ヘ
ビ
の
ガ
ラ

ガ
ラ
の
意
味
。
つ
ま
り
、「
ラ
ッ
ト
リ
ン
グ
・
ダ
ー
ク
ネ
ス
」

と
は
、
ガ
ラ
ガ
ラ
の
闇
と
い
う
意
味
だ
。
日
本
の
湿
度
の
高
い

冷
た
い
夜
と
は
違
う
、
ニ
ュ
ー
・
メ
キ
シ
コ
あ
た
り
の
乾
燥
し

た
エ
ン
プ
テ
ィ
な
夜
。
そ
の
闇
に
漂
う
チ
ャ
ン
ト
の
声
を
思

い
出
す
よ
う
に
思
い
浮
か
べ
、
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
の
音
で
翻
訳
す

る
よ
う
な
作
曲
を
試
み
た
。

村
田
さ
ん
に
世
界
初
演
し
て
い
た
だ
い
た
後
、
大
幅
な
改
訂

を
施
し
ほ
ぼ
別
の
作
品
の
よ
う
に
な
っ
て
、
二
〇
一
八
年
の
ボ

ス
ト
ン
で
、W

illiam
 L

ang

氏
に
よ
り
改
訂
初
演
さ
れ
た
。
本

日
が
改
訂
日
本
初
演
と
な
る
。

月
す
べ
り
II　

2014/19

こ
れ
ま
で
に
「
月
」
を
タ
イ
ト
ル
に
付
し
た
作
品
を
い
く
つ

か
書
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
ど
れ
も
が
、
グ
リ
ッ
サ
ン
ド

や
ポ
ル
タ
メ
ン
ト
の
「
す
べ
る
」
音
に
特
化
し
て
作
曲
し
て
い

る
。
中
学
生
の
と
き
の
国
語
の
教
科
書
で
出
会
っ
た
、
草
野
心

平
の
詩
『
河
童
と
蛙
』
に
、「
河
童
の
皿
を
月
す
べ
り
」
と
い

う
一
節
が
あ
り
、
そ
の
言
葉
か
ら
得
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
ま
り
に

強
烈
だ
っ
た
た
め
、
そ
の
頃
か
ら
、
私
に
と
っ
て
「
月
」
と
は

「
す
べ
る
」
も
の
で
あ
る
。
作
曲
家
と
し
て
、
常
に
自
ら
の
感

性
を
磨
き
、
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
て
い
こ
う
と
す
る
努
力
は
不
可

欠
だ
と
思
う
が
、
私
は
本
が
と
て
も
好
き
な
子
ど
も
だ
っ
た
よ

う
で
、
そ
の
頃
の
読
書
体
験
が
そ
の
礎
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を

実
感
し
て
い
る
。

《
月
す
べ
り
Ⅱ
》
は
独
奏
ハ
ー
プ
の
た
め
の
小
品
で
、
も
と
も

と
は
二
〇
一
四
年
の
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
夏
季
現
代
音
楽
講
習

会
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
た
め
に
作
曲
さ
れ
た
。
ハ
ー
プ
の
た

め
の
、
見
開
き
二
ペ
ー
ジ
の
エ
チ
ュ
ー
ド
を
書
く
の
が
課
題
で
、

私
は
ペ
ダ
ル
操
作
に
よ
る
「
す
べ
る
」
音
に
焦
点
を
当
て
た
。

そ
れ
以
降
、
奏
者
が
ペ
ダ
ル
操
作
に
さ
ら
に
集
中
で
き
る
よ
う

な
記
譜
法
を
求
め
、
手
を
入
れ
た
い
と
は
思
い
つ
つ
も
、
な
か

な
か
叶
わ
な
か
っ
た
。
今
回
あ
ら
た
め
て
取
り
掛
か
る
こ
と
が

で
き
、
鈴
木
真
希
子
さ
ん
が
改
訂
初
演
し
て
く
だ
さ
る
。

影
も
溜
ら
ず　

2017

私
の
作
品
の
多
く
は
、
日
本
の
こ
と
ば
や
文
学
作
品
に
イ
ン

ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
て
書
か
れ
て
い
る
。《
影
も
溜
ら
ず
》

の
も
と
に
な
っ
た
の
は
、
泉
鏡
花
の
短
編
小
説
『
海
の
使
者
』

か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
て
書
い
た
《
水
の
声
》
と
い

う
タ
イ
ト
ル
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
独
奏
曲
で
あ
る
。《
水
の
声
》

は
、『
海
の
使
者
』
に
用
い
ら
れ
た
「
き
り
り
り
り
」「
き
り
、

か
ら
、
き
い
、
か
ら
」「
さ
っ
、
さ
っ
、
さ
っ
」
な
ど
の
擬
音
を
、

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
音
で
翻
訳
す
る
よ
う
に
し
て
作
曲
し
た
。
橋

が
き
し
む
音
な
の
か
、
岡
沙
魚
（
お
か
は
ぜ
）
と
い
う
生
き
物

の
鳴
き
声
な
の
か
、
奇
妙
な
擬
音
は
微
妙
に
変
化
し
な
が
ら
何

度
も
繰
り
返
さ
れ
、
水
の
流
れ
を
呼
び
寄
せ
る
と
、
た
ち
ま
ち

渦
を
巻
く
よ
う
に
し
て
幻
想
的
な
光
景
が
わ
っ
と
立
ち
あ
ら
わ

れ･･････

た
か
と
思
う
と
、
す
で
に
そ
れ
は
遠
ざ
か
り
、
あ
と

に
残
る
は
月
の
光
ば
か
り
。

《
影
も
溜
ら
ず
》
は
、《
水
の
声
》
を
独
奏
パ
ー
ト
と
し
た
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
協
奏
曲
で
（《
水
の
声
》
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
変

化
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
々
あ
る
）、ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
に
よ
る
擬

音
の
羅
列
に
陰
影
を
つ
け
た
り
、
光
を
加
え
た
り
す
る
よ
う
に

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
パ
ー
ト
が
作
曲
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
七
年
夏

に
、
ル
ツ
ェ
ル
ン
音
楽
祭
で
初
演
さ
れ
た
。

独
奏
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
パ
ー
ト
を
始
め
と
し
て
、
す
べ
て
の
弦

楽
器
に
は
独
特
の
ス
コ
ル
ダ
ト
ゥ
ー
ラ
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
は
es
・
d
・
f
・
e
、ヴ
ィ
オ
ラ
は
as
・
g
・

b
・
a
、
チ
ェ
ロ
は
fis
・
g
・
gis 

・
a
、
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
は
f
・

e
・
a
・
d
・
g
と
、
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
を
若
干
の
例
外
と
し

て
、
主
に
第
二
弦
と
第
四
弦
と
が
極
端
に
緩
め
ら
れ
、
半
音
階

を
形
成
す
る
よ
う
に
調
弦
さ
れ
る
。
二
〇
一
四
年
に
《
水
の

声
》
を
最
初
に
構
想
し
た
と
き
に
発
見
し
た
調
弦
で
、
二
〇
一

六
年
に
作
曲
さ
れ
た
弦
楽
三
重
奏
の
た
め
の
《
三
つ
の
聲
》
以

降
、
多
く
の
作
品
で
用
い
て
い
る
。「
桑
原
本
調
子
」
と
で
も

呼
ん
だ
ら
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
音
程
関
係
の
必
要
性
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
だ
が
、
三
味
線
の
「
さ
わ
り
」
の
よ
う
な
効

果
を
求
め
、
響
き
の
増
幅
や
、
思
い
が
け
な
い
ノ
イ
ズ
を
含
む

旋
律
線
を
描
く
た
め
に
指
定
し
て
い
る
。「
淡
座
」
を
中
心
に

三
味
線
の
本
條
氏
と
長
く
協
働
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
調
弦

は
そ
の
音
楽
世
界
で
扱
わ
れ
る
言
語
の
文
法
の
根
幹
を
司
る
も

の
だ
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
時
と
場
合
に
も
よ
る
し
、
奏

者
に
無
理
は
さ
せ
た
く
な
い
と
は
思
う
が
、
曲
に
よ
っ
て
調
弦

を
変
え
る
三
味
線
に
倣
い
、
西
洋
の
弦
楽
器
で
も
実
現
し
た
い

音
楽
に
合
わ
せ
た
調
弦
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
こ
と
が
可
能
な

の
で
は
と
、
思
う
こ
と
が
あ
る
。

柄
と
地
、
絵
と
余
白
、

あ
る
い
は
表
と
裏　
　

2018

柄
柄
と
地
、
つ
ま
り
絵
と
余
白
の
関
係
は
、
時
間
軸
の
変
化

に
よ
っ
て
転
換
し
、
余
白
が
絵
を
裏
側
で
支
え
て
い
る
と
も
い

え
る
。
余
白
が
絵
を
支
え
、
絵
が
余
白
を
支
え
る
。
こ
う
し
た

「
瞬
間
の
同
時
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
。
物
事
の
境
界
や
隙

間
に
入
り
込
ん
で
、「
瞬
間
の
同
時
」
を
複
眼
で
捉
え
る
こ
と
。

声
明
作
品
に
携
わ
る
な
か
で
、
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
演
出
家

の
田
村
先
生
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
、
も
の
の
見
方
で
あ
る
。

独
奏
三
味
線
パ
ー
ト
を
山
並
み
に
見
立
て
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

パ
ー
ト
は
そ
の
稜
線
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
向
こ
う
の
空
の
遠
景

と
す
る
。
時
間
に
よ
っ
て
は
、
闇
と
一
体
化
し
て
山
容
が
消
え
、

星
の
瞬
き
や
家
並
み
の
街
明
か
り
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
ほ
う
が
優
勢
と
な
る
。
柄
と
地
、
絵
と

余
白
、
あ
る
い
は
表
と
裏
の
せ
め
ぎ
合
い
を
ベ
ー
ス
に
、
独
奏

パ
ー
ト
と
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
の
関
係
性
を
あ
ら
た
め
て
考
察

し
よ
う
と
試
み
た
の
が
、
こ
の
三
味
線
協
奏
曲
で
あ
る
。

も
う
一
つ
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
が
三
味
線

の
音
の
余
韻
を
彩
っ
た
り
、
増
幅
し
た
り
、
三
味
線
の
ジ
ェ
ス

チ
ャ
ー
を
極
端
に
強
調
し
た
り
す
る
、
つ
ま
り
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

を
三
味
線
の
エ
フ
ェ
ク
タ
ー
と
し
て
用
い
る
よ
う
な
扱
い
方
で

あ
る
。
三
味
線
の
絃
か
ら
伝
わ
っ
た
空
気
の
振
動
が
、
そ
の
ま

ま
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
音
と
し
て
表
出
す
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ

で
あ
る
。

《
柄
と
地
、
絵
と
余
白
、
あ
る
い
は
表
と
裏
》
は
、
二
〇
一
八

年
一
〇
月
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
て
、
馬
場
武
蔵
氏
に
よ
る
指

揮
、
本
條
秀
慈
郎
氏
の
独
奏
と
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
モ
デ
ル
ン
に

よ
り
、
世
界
初
演
さ
れ
た
。

に
ほ
ふ　

2012 –13/18 –19

中
学
生
の
こ
ろ
か
ら
「
源
氏
物
語
」
を
読
む
の
が
好
き
だ
っ

た
。
初
め
て
書
い
た
歌
曲
、
芸
大
学
部
二
年
次
の
提
出
作
品
の

テ
キ
ス
ト
に
は
、「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
か
ら
三
首
を
選
ん
で

用
い
た
。
そ
の
頃
か
ら
、「
宇
治
十
帖
」
で
薫
の
君
と
匂
宮
が

対
照
的
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
を
不
思
議
に
思
っ
て

い
た
。「
薫
る
」
と
「
匂
う
」
は
、
現
代
で
は
ど
ち
ら
も
同
じ

よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
が
、
実
は
両
者
の
違
い
は
大
き

い
よ
う
に
感
じ
、
紫
式
部
は
そ
の
違
い
を
、
薫
の
君
と
匂
宮
を

通
し
て
端
的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
は
と
思
っ
て
い
た
。

「
薫
る
」
と
「
匂
う
」
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、「
薫
」
は

も
と
か
ら
嗅
覚
に
関
す
る
漢
字
で
あ
っ
た
が
、「
匂
う
」
は
も

と
は
嗅
覚
よ
り
も
視
覚
の
面
で
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、「
万

葉
集
」
の
頃
は
光
に
関
係
す
る
言
葉
、
す
な
わ
ち
視
覚
で
感
じ

る
美
し
さ
を
言
う
言
葉
で
あ
り
、
美
し
く
咲
い
て
い
る
、
美
し

く
映
え
る
と
い
う
意
味
で
言
わ
れ
る
こ
と
が
大
半
で
あ
っ
た
。

「
万
葉
集
」
の
末
期
か
ら
「
古
今
集
」
の
時
代
に
な
る
と
嗅
覚

で
感
じ
る
心
地
よ
さ
を
言
う
こ
と
も
徐
々
に
増
え
、
そ
の
う
ち

「
匂
う
」
は
視
覚
よ
り
も
、
嗅
覚
の
面
で
言
わ
れ
る
こ
と
が
多

く
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
だ
。

誰
で
も
知
っ
て
い
る
箏
歌
「
さ
く
ら 

さ
く
ら 

弥
生
の
空
は 

見
わ
た
す
か
ぎ
り 

霞
か
雲
か 

匂
い
ぞ
出
ず
る 

い
ざ
や 

い
ざ
や 

見
に
行
か
ん
」
の
「
匂
い
」
は
視
覚
で
感
じ
る
美
し
さ
で
、
桜

の
花
が
霞
や
雲
と
見
紛
う
ば
か
り
に
見
わ
た
す
か
ぎ
り
美
し
く

咲
き
始
め
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
居
宣
長
の
「
し
き
嶋
の 

や
ま
と
心
を 

人
問
は
ば 

朝
日
に
に
ほ
ふ 

山
ざ
く
ら
花
」
の

「
に
ほ
ふ
」
も
同
じ
で
あ
る
。
山
桜
は
春
、
淡
い
紅
色
の
花
と

赤
褐
色
の
葉
が
一
緒
に
出
る
。
そ
の
淡
紅
色
と
赤
褐
色
が
入
り

混
じ
り
、
朝
日
に
照
ら
さ
れ
光
り
輝
い
て
い
る
美
し
さ
を
「
匂

う
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
匂
う
」
と
は
、
人
の
視
覚
と
嗅
覚
、
そ
の
両
方

に
訴
え
て
く
る
美
し
さ
、
心
地
よ
さ
が
言
わ
れ
て
き
た
言
葉
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
を
考
え
た
と
き
、
多
少
突
飛
な
考
え
で
は
あ

る
が
、
そ
こ
に
も
う
一
つ
の
感
覚
、
聴
覚
を
加
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
か
と
思
っ
た
。「
匂
う
」
よ
う
な
音
楽
は
書
け
な
い
か

と
考
え
た
こ
と
、
そ
れ
が
こ
の
作
品
《
に
ほ
ふ
》
の
ベ
ー
ス
に

な
っ
て
い
る
。
構
想
し
た
の
が
数
年
前
の
た
め
、
音
の
扱
い
よ

り
も
構
成
に
興
味
が
移
っ
て
き
た
近
作
よ
り
、
リ
ニ
ア
に
つ
な

が
っ
て
い
く
よ
う
な
音
楽
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

二
〇
一
三
年
に
、
グ
ラ
ー
ツ
で
の
現
代
音
楽
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
「im

puls

」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
て
、E

nno Poppe

氏
指
揮
、

ク
ラ
ン
グ
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ウ
ィ
ー
ン
に
よ
り
試
演
さ
れ
た
。
そ

の
後
、
初
演
の
日
の
目
を
見
る
こ
と
が
な
く
、
そ
の
と
き
の
想

い
を
成
仏
さ
せ
る
よ
う
な
つ
も
り
で
大
幅
な
改
訂
を
施
し
、
今

回
が
世
界
初
演
と
な
る
。

な
お
、
こ
の
作
品
を
書
き
上
げ
て
か
ら
し
ば
ら
く
た
っ
て
、

「
匂
う
」
に
は
中
世
に
音
や
声
な
ど
聴
覚
の
心
地
よ
さ
を
言
っ

た
例
も
あ
る
と
知
っ
て
う
れ
し
く
な
っ
た
。
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ピ
グ
マ
リ
オ
ン　

2003

作
曲
年
を
見
て
お
わ
か
り
の
と
お
り
、
十
六
年
も
前
に
書
か

れ
た
、
私
の
創
作
活
動
の
プ
レ
リ
ュ
ー
ド
と
で
も
い
う
べ
き
作

品
。
高
校
を
卒
業
し
て
間
も
な
い
十
八
歳
の
春
、
東
京
芸
術
大

学
に
入
学
後
初
め
て
書
い
た
の
が
、
こ
の
木
管
五
重
奏
曲
《
ピ

グ
マ
リ
オ
ン
》
で
あ
っ
た
。
あ
ら
た
め
て
見
返
す
と
、
当
時
勉

強
し
て
い
た
作
品
や
、
好
き
で
聴
い
て
い
た
作
曲
家
が
バ
レ
バ

レ…
…

と
い
う
よ
う
な
内
容
。
気
恥
ず
か
し
さ
は
あ
る
も
の

の
、
諸
処
の
音
の
扱
い
に
、
す
で
に
私
の
好
み
が
反
映
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

タ
イ
ト
ル
を
見
る
と
、
そ
の
頃
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
と
ロ
ー
マ

神
話
を
読
み
漁
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。「
ピ
グ
マ
リ
オ

ン
」
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
出
て
く
る
キ
プ
ロ
ス
王
の
名
で
、
彫

刻
の
名
人
で
あ
る
彼
は
、
自
分
の
理
想
と
す
る
女
性
の
像
を
彫

り
、
そ
の
彫
像
に
恋
を
し
て
し
ま
う
。
人
型
へ
の
愛
着
、
自
己

と
他
者
な
ど
、
い
ま
も
興
味
の
あ
る
テ
ー
マ
の
種
が
す
で
に
こ

こ
に
あ
っ
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
創
作
と
は
自
分
を
知
っ

て
い
く
過
程
な
の
だ
と
、
昔
の
自
分
の
作
品
に
あ
ら
た
め
て
教

え
ら
れ
る
。

《
ピ
グ
マ
リ
オ
ン
》
は
、
年
に
数
回
行
わ
れ
て
い
た
作
曲
科
第

二
講
座
の
試
演
会
で
、
一
学
年
先
輩
だ
っ
た
木
管
五
重
奏
の
皆

さ
ん
に
よ
り
初
演
さ
れ
た
。
そ
の
木
管
五
重
奏
は
「
ア
ン
サ
ン

ブ
ル
・
ミ
ク
ス
ト
」
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
活
躍
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
「
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
ミ
ク
ス
ト
」
が
な
ん
と
、
今

回
の
初
個
展
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
と
し
て
意
義
深
い
再
演
を
し
て

く
だ
さ
る
（
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
の
尾
上
さ
ん
は
今
回
予
定
が
合
わ

ず
、
西
村
さ
ん
が
お
引
き
受
け
く
だ
さ
っ
た
）
こ
と
を
大
変
う

れ
し
く
思
う
。

今
回
の
再
演
に
あ
た
っ
て
は
、
当
時
の
手
書
き
の
譜
面
か
ら

あ
ら
た
め
て
楽
譜
を
起
し
た
。
ア
ー
テ
ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
や

ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
、
テ
ン
ポ
の
指
示
に
関
し
て
は
、
現
在
の
私
の

目
線
で
よ
り
演
奏
に
適
し
た
か
た
ち
に
な
る
よ
う
に
少
し
手
を

加
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
十
六
年
前
の
私
は
ほ
ぼ
別
人
の
私

で
あ
り
、
そ
れ
以
上
手
を
加
え
る
と
当
時
の
私
の
想
い
が
死
ん

で
し
ま
う
の
で
改
訂
は
不
可
能
で
あ
る
。
内
容
に
つ
い
て
は
、

ま
っ
た
く
手
を
加
え
ず
に
再
演
さ
れ
る
。

だ
ん
だ
ら
の
陀
羅
尼　

2018

《
だ
ん
だ
ら
の
陀
羅
尼
》
は
、《
陀
羅
尼
の
ま
に
ま
に
》、《
ま

だ
ら
の
陀
羅
尼
》、
そ
し
て
デ
ュ
オ
の
た
め
の
連
作
《
風
の
陀

羅
尼
》、《
絃
の
陀
羅
尼
》、《
金
糸
の
陀
羅
尼
》
な
ど
の
「
陀
羅

尼
シ
リ
ー
ズ
」
に
属
す
る
作
品
。「
陀
羅
尼
シ
リ
ー
ズ
」
は
、

法
華
経
の
陀
羅
尼
品
第
二
十
六
に
出
て
く
る
「
あ
に
、
ま
に
、

ま
ね
、
ま
ま
ね…

…

」
と
い
う
呪
文
の
言
葉
を
ベ
ー
ス
に
し
た

作
品
群
で
あ
る
。

陀
羅
尼
品
の
呪
文
の
言
葉
は
、
神
々
の
名
、
も
し
く
は
そ
の

異
称
の
呼
び
か
け
の
羅
列
に
よ
る
も
の
で
、
非
常
に
強
い
力
を

持
つ
そ
う
だ
が
、
口
に
出
し
て
み
た
時
の
音
や
リ
ズ
ム
そ
の
も

の
が
と
て
も
面
白
い
。
こ
の
面
白
さ
の
所
以
は
な
ん
だ
ろ
う
か
、

音
の
並
び
か
ら
何
か
規
則
性
を
見
出
せ
な
い
か
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
角
度
か
ら
こ
の
呪
文
の
言
葉
を
咀
嚼
し
、
音
楽
に
結
び
つ

け
よ
う
と
試
み
た
。
陀
羅
尼
と
い
う
と
、
瞑
想
的
な
も
の
を
想

像
す
る
の
が
一
般
的
か
も
し
れ
な
い
が
、「
陀
羅
尼
シ
リ
ー
ズ
」

は
、
そ
う
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
日
蓮
宗
の
祈
祷
師
が

木
証
の
響
き
と
と
も
に
陀
羅
尼
品
を
唱
え
る
と
き
の
す
さ
ま

じ
い
勢
い
や
、
唱
え
る
身
体
と
唱
え
ら
れ
る
言
葉
と
が
完
全
に

一
致
し
た
状
態
か
ら
放
た
れ
る
、
ス
パ
ー
ク
す
る
よ
う
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
音
楽
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

《
だ
ん
だ
ら
の
陀
羅
尼
》
は
、
本
條
秀
慈
郎
氏
と
ア
ン
サ
ン
ブ

ル
・
ア
ン
テ
ル
コ
ン
タ
ン
ポ
ラ
ン
の
ソ
ロ
奏
者
に
よ
る
演
奏
、

そ
し
て
私
自
身
の
指
揮
で
、
二
〇
一
八
年
五
月
に
パ
リ
で
世
界

初
演
さ
れ
た
。

ラ
ッ
ト
リ
ン
グ
・
ダ
ー
ク
ネ
ス　

2015/17 –18

私
が
こ
れ
ま
で
作
曲
を
ど
う
に
か
こ
う
に
か
続
け
て
こ
ら
れ

た
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
わ
り
合
い
の
な
か
で
、
人
か
ら
か
け

て
い
た
だ
い
た
言
葉
が
、
節
目
節
目
で
導
い
て
く
れ
た
お
か
げ

だ
と
思
う
。

村
田
厚
生
さ
ん
に
最
初
に
作
品
を
演
奏
し
て
い
た
だ
い
た
の

は
、
二
〇
〇
四
年
に
初
め
て
参
加
し
た
日
本
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル

の
本
選
会
だ
っ
た
。
そ
の
頃
か
ら
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
は
、
私
の
好

き
な
楽
器
ラ
ン
キ
ン
グ
の
か
な
り
上
位
に
あ
り
（
ど
う
も
私
は
、

昔
か
ら
音
を
「
曲
げ
る
」
こ
と
に
興
味
が
あ
る
ら
し
い
）、
そ

の
翌
年
に
オ
ー
ボ
エ
と
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
の
独
奏
を
伴
う
ダ
ブ
ル

コ
ン
チ
ェ
ル
ト
《Tw

o W
hales

》
を
書
い
た
。
ち
な
み
に
当
時
、

私
は
武
満
徹
『
ジ
ェ
モ
ー
』
を
知
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
組
み
合

わ
せ
は
今
ま
で
に
な
い
だ
ろ
う
と
の
浅
は
か
な
考
え
で
オ
ー
ボ

エ
と
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
を
独
奏
に
選
ん
だ
が
、
後
で
『
ジ
ェ
モ
ー
』

を
知
っ
て
、
私
ご
と
き
の
ア
イ
デ
ア
な
ん
て
そ
ん
な
も
ん
だ
と

が
っ
か
り
し
た
覚
え
が
あ
る
。《Tw

o W
hales

》
も
、
二
〇
〇

五
年
の
日
本
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
の
本
選
会
で
村
田
さ
ん
に
よ
り

初
演
さ
れ
た
。
ど
ち
ら
も
自
分
が
何
を
書
い
て
い
る
の
か

ま
っ
た
く
自
覚
の
な
い
頃
の
作
品
で
、
ス
コ
ア
は
真
っ
黒
、
た

だ
た
だ
カ
オ
ス
な
音
響
。
し
か
も
、
初
め
て
プ
ロ
に
演
奏
し
て

も
ら
う
と
い
う
洗
礼
を
受
け
、
リ
ハ
ー
サ
ル
で
大
泣
き
し
た
苦

い
想
い
出
が
残
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
私
の
作
品
に
、
村
田
さ
ん

は
「
21
世
紀
の
音
が
す
る
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
の
言

葉
が
ど
れ
だ
け
支
え
に
な
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
。
私
で
も
作
曲

を
続
け
て
も
い
い
ん
だ
と
、
思
わ
せ
て
く
れ
た
。

そ
れ
か
ら
、
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
独
奏
の
た
め
の
作
品
を
い
つ
か

村
田
さ
ん
の
た
め
に
書
こ
う
と
思
い
つ
つ
、
月
日
は
流
れ
る
。

《Tw
o W

hales

》
か
ら
十
年
近
く
た
っ
て
、
や
っ
と
実
現
し
た

の
が
《
ラ
ッ
ト
リ
ン
グ
・
ダ
ー
ク
ネ
ス
》
だ
っ
た
。
こ
れ
を
構

想
す
る
の
と
同
時
期
に
、
声
明
の
た
め
の
大
き
な
作
品
を
書
い

て
い
た
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
用
い
た
の
が
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア

メ
リ
カ
ン
の
ナ
バ
ホ
族
が
砂
絵
の
儀
式
に
用
い
る
「
風
の
歌
」

「
夜
の
歌
」
と
い
う
チ
ャ
ン
ト
で
あ
る
。
彼
ら
の
言
語
の
意
味

や
音
を
、
彼
ら
が
感
じ
た
の
と
で
き
る
限
り
同
じ
よ
う
に
体
験

し
た
い
と
思
い
、
チ
ャ
ン
ト
や
砂
絵
の
儀
式
に
つ
い
て
調
べ
て

い
る
な
か
で
「
ラ
ッ
ト
リ
ン
グ
・
ダ
ー
ク
ネ
ス
」
と
い
う
言
葉

に
出
会
っ
た
。「
ラ
ッ
ト
リ
ン
グ
」
は
ガ
ラ
ガ
ラ
ヘ
ビ
の
ガ
ラ

ガ
ラ
の
意
味
。
つ
ま
り
、「
ラ
ッ
ト
リ
ン
グ
・
ダ
ー
ク
ネ
ス
」

と
は
、
ガ
ラ
ガ
ラ
の
闇
と
い
う
意
味
だ
。
日
本
の
湿
度
の
高
い

冷
た
い
夜
と
は
違
う
、
ニ
ュ
ー
・
メ
キ
シ
コ
あ
た
り
の
乾
燥
し

た
エ
ン
プ
テ
ィ
な
夜
。
そ
の
闇
に
漂
う
チ
ャ
ン
ト
の
声
を
思

い
出
す
よ
う
に
思
い
浮
か
べ
、
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
の
音
で
翻
訳
す

る
よ
う
な
作
曲
を
試
み
た
。

村
田
さ
ん
に
世
界
初
演
し
て
い
た
だ
い
た
後
、
大
幅
な
改
訂

を
施
し
ほ
ぼ
別
の
作
品
の
よ
う
に
な
っ
て
、
二
〇
一
八
年
の
ボ

ス
ト
ン
で
、W

illiam
 L

ang

氏
に
よ
り
改
訂
初
演
さ
れ
た
。
本

日
が
改
訂
日
本
初
演
と
な
る
。

月
す
べ
り
II　

2014/19

こ
れ
ま
で
に
「
月
」
を
タ
イ
ト
ル
に
付
し
た
作
品
を
い
く
つ

か
書
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
ど
れ
も
が
、
グ
リ
ッ
サ
ン
ド

や
ポ
ル
タ
メ
ン
ト
の
「
す
べ
る
」
音
に
特
化
し
て
作
曲
し
て
い

る
。
中
学
生
の
と
き
の
国
語
の
教
科
書
で
出
会
っ
た
、
草
野
心

平
の
詩
『
河
童
と
蛙
』
に
、「
河
童
の
皿
を
月
す
べ
り
」
と
い

う
一
節
が
あ
り
、
そ
の
言
葉
か
ら
得
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
ま
り
に

強
烈
だ
っ
た
た
め
、
そ
の
頃
か
ら
、
私
に
と
っ
て
「
月
」
と
は

「
す
べ
る
」
も
の
で
あ
る
。
作
曲
家
と
し
て
、
常
に
自
ら
の
感

性
を
磨
き
、
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
て
い
こ
う
と
す
る
努
力
は
不
可

欠
だ
と
思
う
が
、
私
は
本
が
と
て
も
好
き
な
子
ど
も
だ
っ
た
よ

う
で
、
そ
の
頃
の
読
書
体
験
が
そ
の
礎
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を

実
感
し
て
い
る
。

《
月
す
べ
り
Ⅱ
》
は
独
奏
ハ
ー
プ
の
た
め
の
小
品
で
、
も
と
も

と
は
二
〇
一
四
年
の
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
夏
季
現
代
音
楽
講
習

会
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
た
め
に
作
曲
さ
れ
た
。
ハ
ー
プ
の
た

め
の
、
見
開
き
二
ペ
ー
ジ
の
エ
チ
ュ
ー
ド
を
書
く
の
が
課
題
で
、

私
は
ペ
ダ
ル
操
作
に
よ
る
「
す
べ
る
」
音
に
焦
点
を
当
て
た
。

そ
れ
以
降
、
奏
者
が
ペ
ダ
ル
操
作
に
さ
ら
に
集
中
で
き
る
よ
う

な
記
譜
法
を
求
め
、
手
を
入
れ
た
い
と
は
思
い
つ
つ
も
、
な
か

な
か
叶
わ
な
か
っ
た
。
今
回
あ
ら
た
め
て
取
り
掛
か
る
こ
と
が

で
き
、
鈴
木
真
希
子
さ
ん
が
改
訂
初
演
し
て
く
だ
さ
る
。

影
も
溜
ら
ず　

2017

私
の
作
品
の
多
く
は
、
日
本
の
こ
と
ば
や
文
学
作
品
に
イ
ン

ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
て
書
か
れ
て
い
る
。《
影
も
溜
ら
ず
》

の
も
と
に
な
っ
た
の
は
、
泉
鏡
花
の
短
編
小
説
『
海
の
使
者
』

か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
て
書
い
た
《
水
の
声
》
と
い

う
タ
イ
ト
ル
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
独
奏
曲
で
あ
る
。《
水
の
声
》

は
、『
海
の
使
者
』
に
用
い
ら
れ
た
「
き
り
り
り
り
」「
き
り
、

か
ら
、
き
い
、
か
ら
」「
さ
っ
、
さ
っ
、
さ
っ
」
な
ど
の
擬
音
を
、

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
音
で
翻
訳
す
る
よ
う
に
し
て
作
曲
し
た
。
橋

が
き
し
む
音
な
の
か
、
岡
沙
魚
（
お
か
は
ぜ
）
と
い
う
生
き
物

の
鳴
き
声
な
の
か
、
奇
妙
な
擬
音
は
微
妙
に
変
化
し
な
が
ら
何

度
も
繰
り
返
さ
れ
、
水
の
流
れ
を
呼
び
寄
せ
る
と
、
た
ち
ま
ち

渦
を
巻
く
よ
う
に
し
て
幻
想
的
な
光
景
が
わ
っ
と
立
ち
あ
ら
わ

れ･･････

た
か
と
思
う
と
、
す
で
に
そ
れ
は
遠
ざ
か
り
、
あ
と

に
残
る
は
月
の
光
ば
か
り
。

《
影
も
溜
ら
ず
》
は
、《
水
の
声
》
を
独
奏
パ
ー
ト
と
し
た
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
協
奏
曲
で
（《
水
の
声
》
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
変

化
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
々
あ
る
）、ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
に
よ
る
擬

音
の
羅
列
に
陰
影
を
つ
け
た
り
、
光
を
加
え
た
り
す
る
よ
う
に

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
パ
ー
ト
が
作
曲
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
七
年
夏

に
、
ル
ツ
ェ
ル
ン
音
楽
祭
で
初
演
さ
れ
た
。

独
奏
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
パ
ー
ト
を
始
め
と
し
て
、
す
べ
て
の
弦

楽
器
に
は
独
特
の
ス
コ
ル
ダ
ト
ゥ
ー
ラ
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
は
es
・
d
・
f
・
e
、ヴ
ィ
オ
ラ
は
as
・
g
・

b
・
a
、
チ
ェ
ロ
は
fis
・
g
・
gis 

・
a
、
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
は
f
・

e
・
a
・
d
・
g
と
、
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
を
若
干
の
例
外
と
し

て
、
主
に
第
二
弦
と
第
四
弦
と
が
極
端
に
緩
め
ら
れ
、
半
音
階

を
形
成
す
る
よ
う
に
調
弦
さ
れ
る
。
二
〇
一
四
年
に
《
水
の

声
》
を
最
初
に
構
想
し
た
と
き
に
発
見
し
た
調
弦
で
、
二
〇
一

六
年
に
作
曲
さ
れ
た
弦
楽
三
重
奏
の
た
め
の
《
三
つ
の
聲
》
以

降
、
多
く
の
作
品
で
用
い
て
い
る
。「
桑
原
本
調
子
」
と
で
も

呼
ん
だ
ら
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
音
程
関
係
の
必
要
性
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
だ
が
、
三
味
線
の
「
さ
わ
り
」
の
よ
う
な
効

果
を
求
め
、
響
き
の
増
幅
や
、
思
い
が
け
な
い
ノ
イ
ズ
を
含
む

旋
律
線
を
描
く
た
め
に
指
定
し
て
い
る
。「
淡
座
」
を
中
心
に

三
味
線
の
本
條
氏
と
長
く
協
働
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
調
弦

は
そ
の
音
楽
世
界
で
扱
わ
れ
る
言
語
の
文
法
の
根
幹
を
司
る
も

の
だ
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
時
と
場
合
に
も
よ
る
し
、
奏

者
に
無
理
は
さ
せ
た
く
な
い
と
は
思
う
が
、
曲
に
よ
っ
て
調
弦

を
変
え
る
三
味
線
に
倣
い
、
西
洋
の
弦
楽
器
で
も
実
現
し
た
い

音
楽
に
合
わ
せ
た
調
弦
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
こ
と
が
可
能
な

の
で
は
と
、
思
う
こ
と
が
あ
る
。

柄
と
地
、
絵
と
余
白
、

あ
る
い
は
表
と
裏　
　

2018

柄
柄
と
地
、
つ
ま
り
絵
と
余
白
の
関
係
は
、
時
間
軸
の
変
化

に
よ
っ
て
転
換
し
、
余
白
が
絵
を
裏
側
で
支
え
て
い
る
と
も
い

え
る
。
余
白
が
絵
を
支
え
、
絵
が
余
白
を
支
え
る
。
こ
う
し
た

「
瞬
間
の
同
時
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
。
物
事
の
境
界
や
隙

間
に
入
り
込
ん
で
、「
瞬
間
の
同
時
」
を
複
眼
で
捉
え
る
こ
と
。

声
明
作
品
に
携
わ
る
な
か
で
、
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
演
出
家

の
田
村
先
生
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
、
も
の
の
見
方
で
あ
る
。

独
奏
三
味
線
パ
ー
ト
を
山
並
み
に
見
立
て
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

パ
ー
ト
は
そ
の
稜
線
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
向
こ
う
の
空
の
遠
景

と
す
る
。
時
間
に
よ
っ
て
は
、
闇
と
一
体
化
し
て
山
容
が
消
え
、

星
の
瞬
き
や
家
並
み
の
街
明
か
り
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
ほ
う
が
優
勢
と
な
る
。
柄
と
地
、
絵
と

余
白
、
あ
る
い
は
表
と
裏
の
せ
め
ぎ
合
い
を
ベ
ー
ス
に
、
独
奏

パ
ー
ト
と
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
の
関
係
性
を
あ
ら
た
め
て
考
察

し
よ
う
と
試
み
た
の
が
、
こ
の
三
味
線
協
奏
曲
で
あ
る
。

も
う
一
つ
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
が
三
味
線

の
音
の
余
韻
を
彩
っ
た
り
、
増
幅
し
た
り
、
三
味
線
の
ジ
ェ
ス

チ
ャ
ー
を
極
端
に
強
調
し
た
り
す
る
、
つ
ま
り
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

を
三
味
線
の
エ
フ
ェ
ク
タ
ー
と
し
て
用
い
る
よ
う
な
扱
い
方
で

あ
る
。
三
味
線
の
絃
か
ら
伝
わ
っ
た
空
気
の
振
動
が
、
そ
の
ま

ま
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
音
と
し
て
表
出
す
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ

で
あ
る
。

《
柄
と
地
、
絵
と
余
白
、
あ
る
い
は
表
と
裏
》
は
、
二
〇
一
八

年
一
〇
月
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
て
、
馬
場
武
蔵
氏
に
よ
る
指

揮
、
本
條
秀
慈
郎
氏
の
独
奏
と
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
モ
デ
ル
ン
に

よ
り
、
世
界
初
演
さ
れ
た
。

に
ほ
ふ　

2012 –13/18 –19

中
学
生
の
こ
ろ
か
ら
「
源
氏
物
語
」
を
読
む
の
が
好
き
だ
っ

た
。
初
め
て
書
い
た
歌
曲
、
芸
大
学
部
二
年
次
の
提
出
作
品
の

テ
キ
ス
ト
に
は
、「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
か
ら
三
首
を
選
ん
で

用
い
た
。
そ
の
頃
か
ら
、「
宇
治
十
帖
」
で
薫
の
君
と
匂
宮
が

対
照
的
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
を
不
思
議
に
思
っ
て

い
た
。「
薫
る
」
と
「
匂
う
」
は
、
現
代
で
は
ど
ち
ら
も
同
じ

よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
が
、
実
は
両
者
の
違
い
は
大
き

い
よ
う
に
感
じ
、
紫
式
部
は
そ
の
違
い
を
、
薫
の
君
と
匂
宮
を

通
し
て
端
的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
は
と
思
っ
て
い
た
。

「
薫
る
」
と
「
匂
う
」
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、「
薫
」
は

も
と
か
ら
嗅
覚
に
関
す
る
漢
字
で
あ
っ
た
が
、「
匂
う
」
は
も

と
は
嗅
覚
よ
り
も
視
覚
の
面
で
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、「
万

葉
集
」
の
頃
は
光
に
関
係
す
る
言
葉
、
す
な
わ
ち
視
覚
で
感
じ

る
美
し
さ
を
言
う
言
葉
で
あ
り
、
美
し
く
咲
い
て
い
る
、
美
し

く
映
え
る
と
い
う
意
味
で
言
わ
れ
る
こ
と
が
大
半
で
あ
っ
た
。

「
万
葉
集
」
の
末
期
か
ら
「
古
今
集
」
の
時
代
に
な
る
と
嗅
覚

で
感
じ
る
心
地
よ
さ
を
言
う
こ
と
も
徐
々
に
増
え
、
そ
の
う
ち

「
匂
う
」
は
視
覚
よ
り
も
、
嗅
覚
の
面
で
言
わ
れ
る
こ
と
が
多

く
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
だ
。

誰
で
も
知
っ
て
い
る
箏
歌
「
さ
く
ら 

さ
く
ら 

弥
生
の
空
は 

見
わ
た
す
か
ぎ
り 

霞
か
雲
か 

匂
い
ぞ
出
ず
る 

い
ざ
や 

い
ざ
や 

見
に
行
か
ん
」
の
「
匂
い
」
は
視
覚
で
感
じ
る
美
し
さ
で
、
桜

の
花
が
霞
や
雲
と
見
紛
う
ば
か
り
に
見
わ
た
す
か
ぎ
り
美
し
く

咲
き
始
め
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
居
宣
長
の
「
し
き
嶋
の 

や
ま
と
心
を 

人
問
は
ば 

朝
日
に
に
ほ
ふ 

山
ざ
く
ら
花
」
の

「
に
ほ
ふ
」
も
同
じ
で
あ
る
。
山
桜
は
春
、
淡
い
紅
色
の
花
と

赤
褐
色
の
葉
が
一
緒
に
出
る
。
そ
の
淡
紅
色
と
赤
褐
色
が
入
り

混
じ
り
、
朝
日
に
照
ら
さ
れ
光
り
輝
い
て
い
る
美
し
さ
を
「
匂

う
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
匂
う
」
と
は
、
人
の
視
覚
と
嗅
覚
、
そ
の
両
方

に
訴
え
て
く
る
美
し
さ
、
心
地
よ
さ
が
言
わ
れ
て
き
た
言
葉
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
を
考
え
た
と
き
、
多
少
突
飛
な
考
え
で
は
あ

る
が
、
そ
こ
に
も
う
一
つ
の
感
覚
、
聴
覚
を
加
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
か
と
思
っ
た
。「
匂
う
」
よ
う
な
音
楽
は
書
け
な
い
か

と
考
え
た
こ
と
、
そ
れ
が
こ
の
作
品
《
に
ほ
ふ
》
の
ベ
ー
ス
に

な
っ
て
い
る
。
構
想
し
た
の
が
数
年
前
の
た
め
、
音
の
扱
い
よ

り
も
構
成
に
興
味
が
移
っ
て
き
た
近
作
よ
り
、
リ
ニ
ア
に
つ
な

が
っ
て
い
く
よ
う
な
音
楽
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

二
〇
一
三
年
に
、
グ
ラ
ー
ツ
で
の
現
代
音
楽
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
「im

puls

」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
て
、E

nno Poppe

氏
指
揮
、

ク
ラ
ン
グ
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ウ
ィ
ー
ン
に
よ
り
試
演
さ
れ
た
。
そ

の
後
、
初
演
の
日
の
目
を
見
る
こ
と
が
な
く
、
そ
の
と
き
の
想

い
を
成
仏
さ
せ
る
よ
う
な
つ
も
り
で
大
幅
な
改
訂
を
施
し
、
今

回
が
世
界
初
演
と
な
る
。

な
お
、
こ
の
作
品
を
書
き
上
げ
て
か
ら
し
ば
ら
く
た
っ
て
、

「
匂
う
」
に
は
中
世
に
音
や
声
な
ど
聴
覚
の
心
地
よ
さ
を
言
っ

た
例
も
あ
る
と
知
っ
て
う
れ
し
く
な
っ
た
。
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桑
原
ゆ
う

（
く
わ
ば
ら・
ゆ
う
）

作
曲

プ
ロ
フィ
ー
ル

1
9
8
4
年
生
ま
れ
。
東
京
藝
術
大
学
音
楽
学
部
作
曲
科
卒
業
、
同
大
学
大
学
院
音

楽
研
究
科
（
修
士
課
程
）
修
了
。
在
学
中
よ
り
国
内
外
の
音
楽
祭
、
セ
ミ
ナ
ー
等
に

参
加
し
作
品
発
表
を
始
め
、
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
夏
季
現
代
音
楽
講
習
会
（
ド
イ
ツ
）、

ル
ツ
ェ
ル
ン
音
楽
祭
（
ス
イ
ス
）、
ロ
ワ
イ
ヨ
モ
ン
作
曲
講
習
会
（
フ
ラ
ン
ス
）、

A
kadem

ie Schloss Solitude

（
ド
イ
ツ
）、
ミ
ラ
ノ
国
際
博
覧
会
（
イ
タ
リ
ア
）、

im
puls

（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
）、M

ostra Sonora Sueca

（
ス
ペ
イ
ン
）、
ト
ン
ヨ
ン
国

際
音
楽
祭
（
韓
国
）、
武
生
国
際
音
楽
祭
な
ど
、
各
地
で
作
品
が
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
第
74
、
75
、
78
回
日
本
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
作
曲
部
門
入
選
等
、
受
賞
多
数
。

一
部
の
作
品
はE

dition W
unn

（
ド
イ
ツ
）
よ
り
出
版
さ
れ
て
い
る
。
近
年
は
聲
明
、

神
楽
、
民
俗
芸
能
等
の
取
材
を
重
ね
、
そ
れ
ら
を
扱
う
作
品
を
精
力
的
に
発
表
。
日

本
の
音
と
言
葉
を
源
流
か
ら
探
り
、
文
化
の
古
今
と
東
西
を
つ
な
ぐ
こ
と
を
主
な

テ
ー
マ
に
創
作
を
展
開
。
代
表
作
に
狂
言
謡
、
地
歌
、
声
楽
と
三
味
線
の
た
め
の

《
夢
の
う
き
世
の
、
う
き
世
の
夢
の
》（
国
立
劇
場
委
嘱
）、
声
明
の
た
め
の
《
月
の

光
言
》（
神
奈
川
芸
術
文
化
財
団
委
嘱
）、
声
明
の
た
め
の
《
螺
旋
曼
荼
羅 ―

風
の

歌
・
夜
の
歌―

》（
声
明
の
会
・
千
年
の
聲
委
嘱
）、
弦
楽
三
重
奏
の
た
め
の
《
三
つ

の
聲
》、
独
奏
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と
8
人
の
奏
者
の
た
め
の
《
影
も
溜
ら
ず
》
な
ど
。

3shim
ai.com

/yu/

《ピグマリオン》2003年当時の手書きスコアより
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水
戸
博
之

（
み
と
・
ひ
ろ
ゆ
き
）

指
揮

1
9
8
8
年
北
海
道
出
身
。
東
京
音
楽
大
学
、
お

よ
び
同
大
学
大
学
院
作
曲
指
揮
科
（
指
揮
）
を
卒

業
。
こ
れ
ま
で
に
札
幌
交
響
楽
団
、
仙
台
フ
ィ
ル

ハ
ー
モ
ニ
ー
管
弦
楽
団
、
東
京
交
響
楽
団
、
東
京

フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
交
響
楽
団
、
読
売
日
本
交
響

楽
団
、
神
奈
川
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
交
響
楽
団
、

名
古
屋
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
交
響
楽
団
、
京
都
市
交

響
楽
団
、
関
西
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
管
弦
楽
団
、

広
島
交
響
楽
団
等
に
客
演
。
現
在
、
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
・
ト
リ
プ
テ
ィ
ー
ク
常
任
指
揮
者
、
東
京
混
声

合
唱
団
コ
ン
ダ
ク
タ
ー
・
イ
ン
・
レ
ジ
デ
ン
ス
、

八
王
子
ユ
ー
ス
弦
楽
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
副
指
揮
者
。

N
H
K
交
響
楽
団
よ
り
2
0
1
6
年
度
の
パ
ー

ヴ
ォ
・
ヤ
ル
ヴ
ィ
氏
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
に
任
命
さ

れ
た
。

愛
知
県
立
明
和
高
等
学
校
、
東
京
藝
術
大
学
、
パ

リ
・
エ
コ
ー
ル
ノ
ル
マ
ル
音
楽
院
、
パ
リ
地
方
音

楽
院
を
卒
業
。
コ
ン
ク
ー
ル
ジ
ュ
ヌ
フ
ル
ー
テ
ィ

ス
ト
1
位
（
仏
）
大
阪
国
際
室
内
楽
コ
ン
ク
ー
ル

3
位
、
東
京
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
3
位
、
日
本
音
楽

コ
ン
ク
ー
ル
入
選
等
、
多
数
コ
ン
ク
ー
ル
で
入
賞
。

東
京
藝
術
大
学
時
代
か
ら
続
け
る
ア
ン
サ
ン
ブ

ル
・
ミ
ク
ス
ト
木
管
五
重
奏
団
で
は
大
阪
国
際
室

内
楽
コ
ン
ク
ー
ル
3
位
を
受
賞
。（
日
本
人
過
去

最
高
位
）
財
団
法
人
地
域
創
造
ア
ウ
ト
リ
ー
チ

フ
ォ
ー
ラ
ム
に
参
加
。
東
京
文
化
会
館
「
上
野

de

ク
ラ
シ
ッ
ク
」、
白
寿
ホ
ー
ル
「
ス
ー
パ
ー
リ

ク
ラ
イ
ニ
ン
グ
コ
ン
サ
ー
ト
」
等
、
ホ
ー
ル
主
催

公
演
に
出
演
。
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
ミ
ク
ス
ト
木
管

五
重
奏
団
よ
り
C
D
「
ミ
ク
ス
ト
・
ノ
ー
ト
」
を

発
売
中
。
現
在
、
N
H
K
交
響
楽
団
フ
ル
ー
ト
奏

者
、
桐
朋
学
園
大
学
、
愛
知
県
立
芸
術
大
学
非
常

勤
講
師
。

梶
川
真
歩

（
か
じ
か
わ
・
ま
ほ
）

フ
ル
ー
ト

福
島
県
出
身
。
東
京
藝
術
大
学
附
属
高
校
、
東
京

藝
術
大
学
音
楽
学
部
卒
業
。
同
大
学
院
修
士
課
程

修
了
後
ハ
ン
ブ
ル
ク
音
楽
演
劇
大
学
大
学
院
に

留
学
、
在
独
中
に
は
ロ
ー
ム 

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク 

フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
、
ド
イ
ツ
・
ベ
ー
レ
ン
ベ
ル

ク
銀
行
財
団
の
奨
学
金
を
得
る
。
第
79
、
82
回
日

本
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
オ
ー
ボ
エ
部
門
に
て
第
2
、

3
位
、
第
7
回
大
阪
国
際
室
内
楽
コ
ン
ク
ー
ル
管

楽
部
門
第
3
位
入
賞
。
現
在
、
東
京
シ
テ
ィ
・

フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ッ
ク
管
弦
楽
団
首
席
オ
ー
ボ
エ

奏
者
、
木
管
五
重
奏
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
ミ
ク
ス
ト

の
メ
ン
バ
ー
の
他
、
洗
足
学
園
音
楽
大
学
非
常
勤

講
師
を
務
め
る
。 

本
多
啓
佑

（
ほ
ん
だ
・
け
い
す
け
）

オ
ー
ボ
エ

東
京
音
楽
大
学
卒
業
。
ヤ
マ
ハ
管
楽
器
新
人
演
奏

会
に
出
演
。
そ
の
後
渡
仏
し
、
野
村
財
団
の
助
成

金
を
得
な
が
ら
、
オ
ー
ベ
ル
ヴ
ィ
リ
エ
・
ラ
・

ク
ー
ル
ヌ
ー
ヴ
地
方
音
楽
院
等
で
研
鑽
を
積
む
。

ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
を
三
木
薫
、
故
内
山
洋
、
A
・
ダ

ミ
ア
ン
、
M
・
ヴ
ェ
ル
ヴ
ェ
ル
、
J
・
コ
ン
ト
、

即
興
音
楽
を
P
・
パ
ニ
エ
の
各
氏
に
師
事
。
ア
ン

サ
ン
ブ
ル
・
ア
ル
テ
ル
ナ
ン
ス
の
現
代
音
楽
ア
ト

リ
エ
に
参
加
。
帰
国
後
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
へ
の
客

演
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
や
現
代
音
楽
の
室
内
楽
、
即
興

音
楽
の
ラ
イ
ヴ
活
動
等
を
し
て
い
る
。
ラ
ン
ド
ゥ

音
楽
コ
ン
ク
ー
ル（
フ
ラ
ン
ス
）第
1
位
。現
代
音

楽
演
奏
コ
ン
ク
ー
ル「
競
楽
XII
」フ
ァ
イ
ナ
リ
ス
ト
。

練
馬
区
演
奏
家
協
会
会
員
。Tokyo E

nsem
nable 

Factory

常
任
メ
ン
バ
ー
。

西
村
薫

（
に
し
む
ら
・
か
お
る
）

ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト

中
田
小
弥
香

（
な
か
た
・
さ
や
か
）

フ
ァ
ゴ
ッ
ト

鳥
取
県
出
身
。
15
歳
よ
り
フ
ァ
ゴ
ッ
ト
を
始
め
る
。

東
京
藝
術
大
学
音
楽
学
部
卒
業
後
、
同
大
学
大
学

院
修
士
課
程
修
了
。
第
7
回
大
阪
国
際
室
内
楽
コ

ン
ク
ー
ル
管
楽
部
門
第
3
位
。
フ
ァ
ゴ
ッ
ト
を
岡

崎
耕
治
、
河
村
幹
子
、
水
谷
上
総
諸
氏
に
師
事
。

現
在
関
東
を
中
心
に
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
や
室
内
楽
、

ス
タ
ジ
オ
録
音
な
ど
幅
広
い
演
奏
活
動
を
行
う
他
、

関
東
お
よ
び
地
方
に
お
け
る
後
進
の
指
導
に
も
力

を
注
い
で
い
る
。
洗
足
学
園
音
楽
大
学
、
新
潟
県

立
新
潟
中
央
高
等
学
校
音
楽
科
、
東
京
都
立
総
合

芸
術
高
校
非
常
勤
講
師
。
木
管
五
重
奏
ア
ン
サ
ン

ブ
ル
・
ミ
ク
ス
ト
の
メ
ン
バ
ー
。

東
京
藝
術
大
学
音
楽
学
部
卒
業
。
こ
れ
ま
で
に
須

田
一
之
、
松
崎
裕
の
諸
氏
に
師
事
。
小
澤
征
爾
音

楽
塾
オ
ペ
ラ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
VII
、
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
I
、
2
0
1
0
年
サ
イ
ト

ウ
・
キ
ネ
ン
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
「
青
少
年
の
た

め
の
オ
ペ
ラ
」
に
参
加
。
第
7
回
大
阪
国
際
室
内

楽
コ
ン
ク
ー
ル
管
楽
部
門
第
3
位
入
賞
。
現
在
、

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
ホ
ル
ン
奏
者
と
て
、
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
や
吹
奏
楽
に
客
演
の
ほ
か
、
小
学
校 

な
ど

で
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
に
力
を
入
れ
る
な
ど
、
幅
広

く
活
動
し
て
い
る
。
横
浜
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
、

木
管
五
重
奏
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
ミ
ク
ス
ト
メ
ン

バ
ー
。

嵯
峨
郁
恵

（
さ
が
・
い
く
え
）

ホ
ル
ン

東
京
音
楽
大
学
を
首
席
で
卒
業
。
第
81
回
日
本
音

楽
コ
ン
ク
ー
ル
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
部
門
第
2
位
。
併

せ
て
岩
谷
賞
（
聴
衆
賞
）
受
賞
。
第
14
回
東
京
音

楽
コ
ン
ク
ー
ル
金
管
部
門
入
選
。
第
33
回
日
本
管

打
楽
器
コ
ン
ク
ー
ル
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
部
門
第
1

位
。
併
せ
て
特
別
大
賞
な
ら
び
に
内
閣
総
理
大
臣

賞
、
文
部
科
学
大
臣
賞
、
東
京
都
知
事
賞
を
受
賞
。

こ
れ
ま
で
に
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
を
松
田
次
史
、
津
堅

直
弘
、
ア
ン
ド
レ
・
ア
ン
リ
、
高
橋
敦
、
栃
本
浩
規
、

長
谷
川
智
之
の
各
氏
に
師
事
。

籠
谷
春
香

（
か
ご
た
に
・
は
る
か
）

ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト

桐
朋
学
園
大
学
音
楽
学
部
卒
業
。
ド
イ
ツ
学
術
交

流
会
（
D
A
A
D
）
給
費
留
学
生
と
し
て
ベ
ル
リ

ン
芸
術
大
学
卒
業
。
内
外
の
主
要
な
現
代
音
楽
祭

に
出
演
。
ソ
ロ
・
リ
サ
イ
タ
ル
の
他
、
さ
ま
ざ
ま

な
ユ
ニ
ッ
ト
で
活
動
中
。「
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
・

デ
ュ
オ 

村
田
厚
生
&
中
村
和
枝
」
と
し
て
ド
イ
ツ
、

ス
イ
ス
5
都
市
で
演
奏
会
お
よ
び
レ
ク
チ
ャ
ー
を

行
う
。
ソ
ロ
・
ア
ル
バ
ム
「Just Sing

」、
自
作
を

含
む
前
衛
作
品
を
収
録
し
た
「Slide Paranoia

」

を
リ
リ
ー
ス
中
。
桐
朋
学
園
芸
術
短
期
大
学
非
常

勤
講
師
。

村
田
厚
生

（
む
ら
た
・
こ
う
せ
い
）

ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
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中
山
航
介

（
な
か
や
ま
・
こ
う
す
け
）

打
楽
器

横
浜
市
出
身
。
幼
少
の
頃
よ
り
ピ
ア
ノ
を
習
い
、

13
歳
か
ら
吹
奏
楽
部
に
て
打
楽
器
を
始
め
る
。
東

京
藝
術
大
学
卒
業
、
同
大
学
大
学
院
修
士
課
程
修

了
。
読
売
新
人
演
奏
会
、
神
奈
川
県
同
声
会
新
人

演
奏
会
出
演
。
2
0
0
8
年
の
P
M
F
（
パ
シ

フ
ィ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
）
に
参
加
。
N
H
K
交
響
楽
団
ア
カ
デ
ミ
ー
修

了
。
平
成
27
年
度
京
都
市
芸
術
新
人
賞
を
受
賞
。

2
0
1
6
年
N
H
K-

F
M
「
リ
サ
イ
タ
ル
・
ノ

ヴ
ァ
」、
兵
庫
県
立
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー
主
催
ワ

ン
コ
イ
ン
コ
ン
サ
ー
ト
に
出
演
。
現
在
、
京
都
市

交
響
楽
団
首
席
打
楽
器
奏
者
。
テ
ィ
ン
パ
ニ
ス
ト
、

パ
ー
カ
ッ
シ
ョ
ニ
ス
ト
、
ピ
ア
ノ
伴
奏
者
と
し
て

活
動
す
る
傍
ら
、
打
楽
器
カ
ル
テ
ッ
ト

「N
aN

oH
aN

a

」、
チ
ェ
ロ
と
打
楽
器
の
デ
ュ
オ

「bokula

」
な
ど
の
活
動
も
行
っ
て
い
る
。
今
ま

で
に
杉
山
智
恵
子
、
百
瀬
和
紀
、
有
賀
誠
門
、
竹

内
将
也
、
藤
本
隆
文
の
各
氏
に
師
事
。

10
歳
か
ら
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
を
江
森
登
氏
に
師
事
。

国
立
音
楽
大
学
附
属
音
楽
高
等
学
校
ピ
ア
ノ
科
卒

業
後
、
渡
独
。
デ
ト
モ
ル
ト
音
楽
大
学
ア
コ
ー

デ
ィ
オ
ン
教
育
学
科
、
フ
ォ
ル
ク
ヴ
ァ
ン
ク
音
楽

大
学
芸
術
家
コ
ー
ス
を
経
て
、
2
0
0
9
年
同
大

学
ソ
リ
ス
ト
コ
ー
ス
を
首
席
で
卒
業
、
ド
イ
ツ
国

家
演
奏
家
資
格
を
取
得
。
御
喜
美
江
氏
に
師
事
。

ま
た
ウ
ィ
ー
ン
私
立
音
楽
大
学
で
も
研
鑽
を
積
む
。

帰
国
後
は
、
ソ
ロ
や
室
内
楽
、
新
曲
初
演
、
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
と
の
共
演
等
、
国
内
外
各
地
で
演
奏
活

動
を
行
う
傍
ら
、
楽
器
に
つ
い
て
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
&
コ
ン
サ
ー
ト
を
日
本
各
地
の
音
楽
大

学
で
行
う
な
ど
、
特
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
や
現
代
音
楽

の
分
野
で
の
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
の
普
及
に
尽
力
し
、

こ
の
楽
器
の
魅
力
と
可
能
性
を
発
信
し
て
い
る
。

大
田
智
美

（
お
お
た
・
と
も
み
）

ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン

©
J

um
pei Tainaka

洗
足
学
園
音
楽
大
学
卒
業
。
エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ

ル
音
楽
院
高
等
演
奏
課
程
、
パ
リ
国
立
地
方
音
楽

院
を
共
に
満
場
一
致
で
卒
業
。
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・

ア
ン
タ
ー
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
ン
の
ア
ト
リ
エ
に
在
籍
。

同
団
体
首
席
奏
者
の
祭
典
に
て
電
子
音
楽
を
披
露

す
る
。
ク
レ
・
ド
ー
ル
国
際
コ
ン
ク
ー
ル
第
1
位
。

K
・
サ
ー
リ
ア
ホ
氏
と
共
に
特
殊
奏
法
研
究
を
行

う
。
帰
国
後
東
京
に
て
リ
サ
イ
タ
ル
を
開
催
。
第

12
回
現
代
音
楽
演
奏
コ
ン
ク
ー
ル
「
競
楽
XII
」
第

1
位
。
第
25
回
朝
日
現
代
音
楽
賞
受
賞
。
翌
年
受

賞
記
念
リ
サ
イ
タ
ル
を
行
う
。
室
内
楽
や
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
で
の
活
動
を
は
じ
め
、
多
く
の
現
代
作
品

の
上
演
を
行
う
。
ハ
ー
プ
の
現
代
作
品
に
焦
点
を

当
て
た
演
奏
会
シ
リ
ー
ズ
「Salle de H

arpe

」

主
催
。

鈴
木
真
希
子

（
す
ず
き
・
ま
き
こ
）

ハ
ー
プ

桐
朋
学
園
大
学
音
楽
演
奏
学
科
卒
業
、
同
大
学
ア

ン
サ
ン
ブ
ル
デ
ィ
プ
ロ
マ
コ
ー
ス
修
了
。
第
9
回

日
本
室
内
楽
コ
ン
ク
ー
ル
第
2
位
。
2
0
0
1
年

に
デ
ュ
オ
「R

O
SC

O

」
を
甲
斐
史
子
（V

n

）
と

結
成
、
第
5
回
現
代
音
楽
演
奏
コ
ン
ク
ー
ル
「
競

楽
V
」
優
勝
、
第
12
回
朝
日
現
代
音
楽
賞
、

2
0
0
3
年
度
青
山
バ
ロ
ッ
ク
ザ
ー
ル
賞
受
賞
。

ソ
ロ
リ
サ
イ
タ
ル
や
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
の
共
演
、

内
外
の
国
際
音
楽
祭
へ
の
出
演
を
重
ね
る
傍
ら
、

m
m

m
...

、K
O

H
A

K
U

（O
R

IG
A

M
I

）、
リ
レ
ー

シ
ョ
ン
 ’70
と
い
っ
た
グ
ル
ー
プ
の
一
員
と
し
て
も

意
欲
的
な
活
動
を
展
開
し
て
き
た
。
多
く
の
作
曲

家
の
作
品
初
演
や
C
D
録
音
に
携
わ
り
、
こ
れ
ま

で
の
初
演
数
は
3
0
0
曲
を
超
え
る
。
ジ
パ
ン
グ

レ
ー
ベ
ル
よ
り
4
枚
の
ア
ル
バ
ム
と
楽
譜
集
を
リ

リ
ー
ス
。
日
本
・
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
新
音
楽
協
会
会

員
。
桐
朋
学
園
芸
術
短
期
大
学
、
東
京
成
徳
短
期

大
学
、
弥
栄
高
校
芸
術
科
非
常
勤
講
師
。

kaoriohsuga.com

大
須
賀
か
お
り

（
お
お
す
が
・
か
お
り
）

ピ
ア
ノ

三
瀬
俊
吾

（
み
せ
・
し
ゅ
ん
ご
）

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
／
淡
座
メ
ン
バ
ー

東
京
音
楽
大
学
卒
業
後
、
桐
朋
学
園
大
学
院
大
学

修
了
。
篠
崎
功
子
、
岡
山
潔
、
藤
原
浜
雄
の
各
氏

に
師
事
。
第
1
回
横
浜
国
際
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
弦

楽
器
一
般
部
門
第
1
位
。
同
コ
ン
ク
ー
ル
よ
り
奨

学
金
を
得
、
パ
リ
・
エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ル
音
楽

院
へ
留
学
。
同
音
楽
院
に
て
、
ド
ゥ
ヴ
ィ
・
エ
ル

リ
、
原
田
幸
一
郎
の
両
氏
に
師
事
す
る
。
定
期
的

に
千
々
岩
英
一
氏
の
指
導
も
受
け
、
パ
リ
で
ソ
ロ

や
室
内
楽
、
新
作
の
演
奏
活
動
も
行
う
。

2
0
1
0
年
帰
国
。
各
地
で
リ
サ
イ
タ
ル
を
行
う

他
、m

m
m

...

、
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
 ’70
、
目
黒
弦
楽

四
重
奏
団
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
・
ト
リ
プ
テ
ィ
ー
ク

な
ど
、
現
在
は
ソ
ロ
や
室
内
楽
や
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

な
ど
幅
広
く
活
動
中
。
桐
朋
学
園
芸
術
短
期
大
学

非
常
勤
講
師
。

©
林
喜
代
種

桐
朋
女
子
高
等
学
校
音
楽
科
を
経
て
同
大
学
音
楽

学
部
演
奏
学
科
卒
業
、
同
大
学
研
究
科
修
了
。

2
0
0
8
年
に
渡
独
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
モ
デ
ル
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
（
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
音
楽
・
舞
台
芸
術
大
学
）
に
て
研

鑽
を
積
む
。
江
藤
俊
哉
、
ア
ン
ジ
ェ
ラ
、
小
林
健

次
の
各
氏
に
師
事
。
独
仏
を
拠
点
に
ト
リ
オ
・

シ
ュ
ト
イ
ア
ー
マ
ン
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
リ
ネ
ア

等
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
を
務
め
る
他
、
ア
ン
サ

ン
ブ
ル
・
モ
デ
ル
ン
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
レ
ゾ
ナ

ン
ツ
等
の
演
奏
会
に
出
演
し
、
世
界
各
地
の
音
楽

祭
に
招
聘
さ
れ
る
。
ト
リ
オ
・
シ
ュ
ト
イ
ア
ー
マ

ン
と
し
て
、
仏H

O
R

T
U

S

レ
ー
ベ
ル
よ
り
2
枚

の
C
D
を
リ
リ
ー
ス
。
2
0
1
4
年
現
代
音
楽
演

奏
コ
ン
ク
ー
ル
「
競
楽
XI
」
第
2
位
。Phidias 

Trio Tokyo

お
よ
びgreen room

 players

奏
者
。

松
岡
麻
衣
子

（
ま
つ
お
か
・
ま
い
こ
）

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン

相
愛
大
学
卒
業
後
、
ス
イ
ス
に
渡
り
ヴ
ィ
オ
ラ
に

転
科
。ヴ
ィ
オ
ラ
を
今
井
信
子
氏
に
師
事
。
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
音
楽
院
を
最
高
位
を
取
得
し
同
音
楽
院
を

首
席
で
修
了
。
ラ
イ
オ
ネ
ル
タ
ー
テ
ィ
ス
コ
ン

ク
ー
ル
特
別
賞
、ヴ
ェ
ル
ビ
エ
音
楽
祭
に
て
ヴ
ィ

オ
ラ
プ
ラ
イ
ス
を
受
賞
。
そ
の
後
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ

に
て
今
井
信
子
氏
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
務
め
た
。

ソ
リ
ス
ト
・
室
内
楽
奏
者
と
し
て
ザ
ル
ツ
ブ
ル
グ

音
楽
祭
、
ベ
ル
リ
ン
音
楽
祭
な
ど
の
音
楽
祭
に
出

演
、
同
時
に
マ
ス
タ
ー
ク
ラ
ス
に
講
師
と
し
て
招

か
れ
現
代
音
楽
を
中
心
に
後
進
の
指
導
に
力
を
入

れ
る
。
2
0
1
0
年
か
ら
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
拠

点
を
移
し
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
モ
デ
ル
ン
の
ヴ
ィ

オ
リ
ス
ト
、並
び
に
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ン

サ
ン
ブ
ル
・
モ
デ
ル
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー（
I
E
M
A

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
音
楽
大
学
）
講
師
、
2
0
1
8

年
よ
り
同
ア
カ
デ
ミ
ー
の
芸
術
監
督
を
務
め
る
。

ソ
ロ
C
D
「for V

iola

」
を
リ
リ
ー
ス
。

笠
川
恵

（
か
さ
か
わ
・
め
ぐ
み
）

ヴ
ィ
オ
ラ

福
岡
県
出
身
。
東
京
音
楽
大
学
卒
業
、
同
大
学
院

修
了
。
日
本
人
作
曲
家
の
作
品
を
演
奏
す
る

「
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
・
ト
リ
プ
テ
ィ
ー
ク
」
メ
ン

バ
ー
。
水
野
修
孝
氏
の
チ
ェ
ロ
協
奏
曲
を
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
・
ト
リ
プ
テ
ィ
ー
ク
と
共
演
し
た
。

N
H
K
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
、

映
画
の
音
楽
に
も
携
わ
り
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
を
始
め
、

国
内
外
の
作
曲
家
の
新
曲
を
数
多
く
初
演
す
る
な

ど
、
音
楽
や
人
と
の
出
会
い
を
楽
し
み
な
が
ら
さ

ま
ざ
ま
な
演
奏
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

に
チ
ェ
ロ
を
秋
津
智
承
、
森
純
子
、
堀
了
介
、

D
・
フ
ェ
イ
ギ
ン
の
各
氏
に
、
室
内
楽
を
東
彩
子
、

苅
田
雅
治
、
浦
川
宜
也
の
各
氏
に
師
事
。

竹
本
聖
子

（
た
け
も
と
・
せ
い
こ
）

チ
ェ
ロ
／
淡
座
メ
ン
バ
ー

1516 プロフィール



佐
藤
洋
嗣

（
さ
と
う
・
よ
う
じ
）

コ
ン
ト
ラ
バ
ス

高
校
時
代
は
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
・
ベ
ー
ス
を
演
奏

し
、
卒
業
後
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
の
魅
力
に
触
れ
、
転

向
。
2
0
0
6
年
東
京
音
楽
大
学
卒
業
。
現
在
は

室
内
楽
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
タ

ン
ゴ
な
ど
を
下
か
ら
支
え
つ
つ
、
コ
ン
ト
ラ
バ
ス

の
新
し
い
可
能
性
を
探
り
な
が
ら
演
奏
し
て
い
る
。

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
ノ
マ
ド
の
メ
ン
バ
ー
。
バ
ン
ド

ジ
ャ
ー
ナ
ル
誌
に
お
い
て
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
レ
ッ
ス

ン
を
連
載
。
こ
れ
ま
で
に
4
回
の
リ
サ
イ
タ
ル
を

開
催
。
将
来
が
大
変
嘱
望
さ
れ
て
い
る
若
手
ベ
ー

シ
ス
ト
の
一
人
と
し
て
注
目
を
浴
び
て
い
る
。

本
條
秀
太
郎
氏
に
師
事
し
、
本
條
秀
慈
郎
の
名
を

許
さ
れ
る
。
桐
朋
学
園
短
期
大
学
部
卒
業
、
在
学

中
故
杵
屋
勝
芳
壽
氏
に
師
事
。
現
在
同
大
学
講
師
。

現
代
邦
楽
研
究
所
修
了
。
A
C
C
フ
ェ
ロ
ー
に
よ

り
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
留
学
。
第
70
回
文
化
庁
芸
術

祭
新
人
賞
、
第
25
回
出
光
音
楽
賞
、
第
27
回
京
都

青
山
音
楽
賞
青
山
賞
、
第
12
回
宇
都
宮
エ
ス
ペ
ー

ル
賞
受
賞
。
東
京
オ
ペ
ラ
シ
テ
ィ
文
化
財
団
「
B

↓
C
」
出
演
。
ウ
ィ
グ
モ
ア
・
ホ
ー
ル
（
ロ
ン
ド

ン
）
で
演
奏
。
坂
本
龍
一
、
藤
倉
大
の
ア
ル
バ
ム

に
参
加
。
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
ノ
マ
ド
、A

vanti!

室
内
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
、
ソ
リ
ス
ト
と
し
て
は
秋
山

和
慶
氏
、
井
上
道
義
氏
、
東
京
シ
テ
ィ
・
フ
ィ
ル

ハ
ー
モ
ニ
ッ
ク
管
弦
楽
団
、
日
本
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ

ニ
ー
交
響
楽
団
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

金
沢
と
共
演
。
文
化
庁
文
化
交
流
使
に
任
命
さ
れ
、

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
モ
デ
ル
ン
、ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
ア

ン
テ
ル
コ
ン
タ
ン
ポ
ラ
ン
の
ソ
ロ
奏
者
、
l
C
E

と
も
共
演
す
る
。
現
代
の
三
味
線
音
楽
を
模
索
し

て
い
る
。

本
條
秀
慈
郎

（
ほ
ん
じ
ょ
う
・
ひ
で
じ
ろ
う
）

三
味
線
／
淡
座
メ
ン
バ
ー

淡
座
（
あ
わ
い
ざ
）
は
、
現
代
音
楽
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
、

日
本
の
芸
術
文
化
を
行
き
来
し
、
文
化
の
古
今
と
東
西
を

つ
な
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
三
瀬
俊
吾
（
ヴ
ァ
イ
オ
リ

ン
）、
竹
本
聖
子
（
チ
ェ
ロ
）、
本
條
秀
慈
郎
（
三
味
線
）、

桑
原
ゆ
う
（
作
曲
）
に
よ
る
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
グ
ル
ー
プ

で
す
。
私
た
ち
は
、
様
々
な
日
本
の
文
化
の
な
か
で
も
、

と
り
わ
け
、
江
戸
文
化
か
ら
学
ぼ
う
と
し
て
い
ま
す
。
江

戸
文
化
独
自
の
発
想
の
も
と
、「
形
の
な
い
も
の
、
目
に

見
え
な
い
も
の
」、
つ
ま
り
、
言
葉
、
文
化
、
哲
学
、
思

想
な
ど
、
ひ
と
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
も
の
の
在
り
方
を

模
索
し
、
作
品
や
演
奏
と
し
て
発
信
し
て
い
ま
す
。

二
〇
一
〇
年
の
結
成
か
ら
活
動
の
中
心
に
据
え
て
い
る

「
江
戸×

現
代
音
楽
」
が
テ
ー
マ
の
公
演
に
加
え
、
二
〇

一
九
年
よ
り
、
季
節
の
イ
ベ
ン
ト
シ
リ
ー
ズ
と
リ
サ
イ
タ

ル
シ
リ
ー
ズ
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
桑
原
ゆ
う
個
展
は
、

リ
サ
イ
タ
ル
シ
リ
ー
ズ
の
第
一
弾
と
な
り
ま
す
。

江
戸
に
ま
な
び
、

音
と
言
葉
の
あ
わ
い
を
え
が
く

2019年

2020年

9月14日（土） 
12月21日（土）

1月30日（木）

サロン・ド・アワイザ（於 カーサ・モーツァルト）
第三回本公演（於 深川江戸資料館 小劇場）

淡座事始め（於 深川江戸資料館 レクホール）

淡座ウェブサイト／ awaiza.com

今後の予定

1718 淡座についてと今後の予定



「
読
書
と
は
自
分
を
読
む
こ
と
で
す
、
作
曲
と
は
自
分
を
聴
く
こ
と
で
す
」

と
い
う
の
は
、
私
の
作
曲
の
師
で
あ
る
佐
藤 
眞
先
生
が
、
何
か
の
折
に
く

だ
さ
っ
た
手
紙
の
な
か
の
一
文
で
す
。
そ
の
と
き
、
私
は
東
京
芸
術
大
学
の

学
部
生
で
、
こ
の
言
葉
の
真
意
は
わ
か
ら
ず
と
も
、
な
に
か
大
事
な
言
葉
を

く
だ
さ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
直
感
で
わ
か
り
ま
し
た
。
何
度
も
読
み

返
し
、
い
た
だ
い
た
手
紙
は
、
お
守
り
と
し
て
持
ち
歩
い
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
数
年
が
経
ち
、
こ
れ
ま
で
の
自
ら
の
経
験
を
通
じ
て
、
師
の
言

葉
の
意
味
が
、
実
感
と
し
て
、
身
体
で
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

い
ま
の
私
に
と
っ
て
、
作
曲
と
は
、
音
楽
言
語
と
い
う
、
長
い
歴
史
を
経
て

養
わ
れ
た
巨
き
な
意
味
構
造
を
使
わ
せ
て
も
ら
い
、
自
ら
の
思
考
が
ど
の
よ

う
な
道
筋
を
辿
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、
自
分
が
何
者
で
あ
る
の
か
を
、
自
分

自
身
で
知
る
よ
う
な
行
為
で
す
。
私
た
ち
の
心
は
、
お
の
ず
か
ら
、
音
と
い

う
、
物
理
的
に
は
空
気
の
振
動
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
、
美
し
さ
や
感
情
な
ど
、

様
々
な
も
の
を
聴
き
出
そ
う
と
し
ま
す
。
私
は
作
曲
と
い
う
行
為
を
通
し

て
、
そ
の
心
の
働
き
の
謎
を
探
り
、
自
分
の
、
そ
し
て
、
人
の
心
が
如
何
に

つ
く
ら
れ
て
い
る
か
を
知
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
お
そ
ら
く
、
す
べ
て

の
芸
術
的
な
行
為
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、「
読
書
と
は
自
分
を
読
む
こ
と
」
で
あ
る
と
、
特
に
実
感
す
る

の
は
、
小
林
秀
雄
先
生
の
「
本
居
宣
長
」
を
読
ん
で
い
る
と
き
で
す
。「
本

居
宣
長
」
を
読
み
返
す
た
び
に
、
以
前
読
ん
だ
と
き
、
こ
ん
な
こ
と
が
書
い

て
あ
っ
た
か
し
ら
、
と
思
う
よ
う
な
新
し
い
発
見
が
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の

部
分
は
ま
る
で
自
分
の
た
め
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
だ
、
と
錯
覚
し
て
し
ま

う
よ
う
な
一
節
が
「
現
れ
」
ま
す
。
私
が
そ
の
一
節
に
出
会
う
の
と
、
そ
の

一
節
が
私
に
向
か
っ
て
く
る
の
は
、
全
く
同
時
と
い
っ
た
感
覚
で
、
そ
の
一

節
は
、
光
源
と
な
っ
て
私
の
内
面
を
照
ら
し
、
そ
の
影
か
た
ち
の
細
部
ま
で

を
浮
き
上
が
ら
せ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
自
分
が
い
ま
何
を
考
え
て
い
る
の

か
、
何
に
興
味
が
あ
る
の
か
、
何
を
必
要
と
し
て
い
る
の
か
、
自
ら
も
は
っ

き
り
と
知
覚
で
き
て
い
な
い
、
自
身
の
内
の
奥
底
に
あ
る
問
題
に
、「
本
居

宣
長
」
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

前
回
「
本
居
宣
長
」
を
読
み
返
し
た
と
き
、
妙
に
目
に
つ
い
た
の
は
「
宣

命
譜
」
と
い
う
言
葉
で
し
た
。
こ
の
数
年
、
仏
教
の
声
楽
で
あ
る
声
明
の
取

材
を
続
け
て
い
る
経
験
か
ら
、「
宣
命
譜
」
は
声
明
で
い
う
博
士
の
よ
う
な

も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
ま
す
。
声
明
の
楽
譜
で
は
、
詞
章
（
歌
詞
で

あ
る
お
経
）
に
、
博
士
と
よ
ば
れ
る
線
や
、
点
や
、
言
葉
書
き
な
ど
が
付
け

ら
れ
、
音
高
と
旋
律
形
（
ど
の
よ
う
に
音
を
伸
ば
し
、
装
飾
し
て
唱
え
る
か
）

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
は
伝
わ
ら
な
い
が
、「
宣
命
譜
」
と
い
う
古
書
が
あ
っ
た
事
が
知

ら
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
、
儀
式
を
と
と
の
え
て
、
詔
書
を
宣
る
際
の
、

そ
の
「
読
揚
ざ
ま
、
音
声
の
巨
細
長
短
昂
低
曲
節
な
ど
を
、
し
る
べ
し

た
る
物
」
と
思
わ
れ
る
が
、
宣
命
と
い
う
「
事
」
は
、
余
程
や
か
ま
し

い
も
の
で
あ
っ
た
。―

―

「
神
又
人
の
聞
て
、
心
に
し
め
て
感
く
べ

く
、
其
詞
に
文
を
な
し
て
、
美
麗
く
作
れ
る
も
の
」
で
あ
っ
た
と
言
う

（「
本
居
宣
長
」
第
三
十
五
章
、
新
潮
社
刊
『
小
林
秀
雄
全
作
品
』
第
28

集
46
頁
15
行
目
）

こ
の
部
分
を
何
度
も
読
ん
で
い
る
と
、「
事
」
と
「
文
」
に
つ
い
て
深
く

探
る
必
要
を
感
じ
ま
す
。
数
行
後
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま

す
。

神
々
の
間
を
行
き
交
い
、
神
々
の
間
を
動
か
し
て
い
る
言
葉
は
、
意

と
し
て
の
、
と
言
う
よ
り
、
む
し
ろ
文
と
し
て
の
言
葉
で
あ
っ
た
と
い

う
事
に
な
る
。
宣
命
の
言
霊
は
、
先
ず
宣
る
と
い
う
事
が
作
り
出
す
、

音
声
の
文
に
宿
っ
て
現
れ
た
。
こ
れ
が
自
明
で
は
な
か
っ
た
人
々
に
、

ど
う
し
て
「
宣
命
譜
」
な
ど
が
必
要
だ
っ
た
ろ
う
か
。
何
も
音
声
の
文

だ
け
に
限
ら
な
い
、
眼
の
表
情
で
あ
れ
、
身
振
り
で
あ
れ
、
態
度
で
あ

れ
、
内
の
心
の
動
き
を
外
に
現
わ
そ
う
と
す
る
身
体
の
事
の
、
多
か
れ

少
な
か
れ
意
識
的
に
制
御
さ
れ
た
文
は
、
す
べ
て
広
い
意
味
で
の
言
語

と
呼
べ
る
事
を
思
う
な
ら
、
初
め
に
文
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
初
め
に

意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
言
い
方
も
、
無
理
な
く
出
来
る
わ

け
で
あ
り
、
少
く
と
も
、
先
ず
意
味
を
合
点
し
て
か
ら
し
ゃ
べ
り
出
す

と
い
う
事
は
、
非
常
に
考
え
に
く
く
な
る
だ
ろ
う
（
同
48
頁
1
行
目
）

さ
ら
に
、「
文
」
に
つ
い
て
は
、
小
林
先
生
は
、
本
居
宣
長
が
「
石
上
私

淑
言
」
巻
一
に
書
い
て
い
る
以
下
の
文
章
を
た
び
た
び
引
用
し
て
い
ま
す
。

猶
か
な
し
さ
の
忍
び
が
た
く
、
た
へ
が
た
き
と
き
は
、
お
ぼ
え
ず
し

ら
ず
、
声
を
さ
さ
げ
て
、
あ
ら
か
な
し
や
、
な
ふ
な
ふ
と
、
長
く
よ
ば

は
り
て
、
む
ね
に
せ
ま
る
か
な
し
さ
を
は
ら
す
、
其
時
の
詞
は
、
を
の

づ
か
ら
、
ほ
ど
よ
く
文
あ
り
て
、
其
声
長
く
う
た
ふ
に
似
た
る
事
あ
る

物
な
り
。
こ
れ
す
な
は
ち
歌
の
か
た
ち
也
。
た
だ
の
詞
と
は
、
必
異
な

る
物
に
し
て
、
か
く
の
ご
と
く
、
物
の
あ
は
れ
に
、
た
へ
ぬ
と
こ
ろ
よ

り
、
ほ
こ
ろ
び
出
て
、
を
の
ず
か
ら
文
あ
る
辞
が
、
歌
の
根
本
に
し
て
、

真
の
歌
也
（
同
第
27
集
2
5
9
頁
3
行
目
）

以
上
の
参
照
箇
所
か
ら
、「
事
」
と
は
、
人
の
内
の
心
の
動
き
を
外
に
現

わ
そ
う
と
す
る
働
き
の
こ
と
で
あ
り
、「
事
」
と
「
文
」
の
間
に
は
「
事
が

文
を
作
り
出
す
」
と
い
う
関
係
性
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、

「
文
」
と
は
、
言
葉
の
音
声
に
関
わ
る
部
分
で
あ
り
、
且
つ
、
眼
の
表
情
、

身
振
り
、
態
度
な
ど
、「
事
」
に
よ
っ
て
、
人
の
内
の
心
の
動
き
が
身
体
に

表
面
化
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
、
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

私
た
ち
は
日
常
の
会
話
の
な
か
で
、
気
持
ち
を
伝
え
よ
う
と
す
る
と
き
に

は
、
緊
張
し
て
、
声
が
上
ず
っ
た
り
、
ど
も
っ
て
し
ま
っ
た
り
し
ま
す
。
聞

い
て
も
ら
い
た
い
、
伝
え
た
い
と
強
く
思
う
と
き
ほ
ど
、
声
は
大
き
く
な
り
、

ち
言
語
と
い
う
も
の
の
出
で
来
る
所
で
あ
り
、
歌
は
言
語
の
粋
で
あ
る

と
考
え
た
事
が
、
彼
の
歌
学
の
最
大
の
特
色
を
成
し
て
い
た
。「
物
の

あ
は
れ
に
た
へ
ぬ
と
こ
ろ
よ
り
ほ
こ
ろ
び
出
て
、
お
の
づ
か
ら
文
あ
る

辞
」
と
歌
を
定
義
す
る
彼
の
歌
学
は
、
表
現
活
動
を
主
題
と
す
る
言
語

心
理
学
で
も
あ
っ
た
。〔
中
略
〕
詞
は
、「
あ
は
れ
に
た
へ
ぬ
と
こ
ろ
よ

り
、
ほ
こ
ろ
び
出
」
る
、
と
言
う
時
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
心
の

動
揺
に
、
こ
れ
以
上
堪
え
ら
れ
ぬ
と
い
う
意
識
の
取
る
、
動
揺
の
自
発

的
な
処
置
で
あ
り
、
こ
の
手
続
き
は
詞
を
手
段
と
し
て
行
わ
れ
る
、
と

い
う
事
で
あ
る
（
同
第
三
十
六
章
、
同
第
28
集
58
頁
2
行
目
）

悲
し
い
事
や
堪
え
難
い
事
が
あ
っ
た
と
き
、
つ
ま
り
、
外
か
ら
何
か
圧
力

が
か
か
っ
た
と
き
、
私
た
ち
は
自
然
と
口
を
つ
ぐ
み
、
息
が
つ
ま
り
、
呼
吸

が
止
ま
り
、
緊
張
し
た
状
態
に
な
り
ま
す
。
す
る
と
、
そ
の
状
態
か
ら
解
放

さ
れ
る
た
め
に
、
自
身
の
内
部
に
感
じ
ら
れ
る
混
乱
を
整
え
よ
う
と
す
る
働

き
、
要
す
る
に
「
事
」
が
起
り
、
思
わ
ず
知
ら
ず
長
く
た
め
息
を
つ
き
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
、
人
が
極
め
て
自
然
に
取
る
動
作
か
ら
「
ほ
こ
ろ
び
出
」
た
、

言
葉
以
前
の
ひ
と
つ
の
声
が
、
言
葉
の
基
礎
で
あ
り
、
そ
の
ひ
と
つ
の
声
の

繋
が
り
で
成
り
立
っ
た
も
の
が
、
言
葉
で
あ
り
、
言
語
で
あ
る
の
だ
と
、
宣

長
は
い
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

言
葉
は
、
人
の
内
部
の
働
き
が
整
え
ら
れ
て
こ
そ
の
も
の
、
人
の
身
体
か

ら
発
せ
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
す
。
音
楽
も
同
様
に
、

「
事
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
、
音
楽
以
前
の
ひ
と
つ
の
音
を
基
礎
と
し
、
そ

の
繋
が
り
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
言
葉
と
音
楽
の
基
本
は
、
人

が
己
れ
の
感
情
を
ど
う
に
か
し
よ
う
と
す
る
、
人
の
内
部
の
働
き
で
あ
り
、

言
葉
と
音
楽
の
表
現
の
質
に
つ
い
て
問
お
う
と
す
る
と
、
そ
の
元
で
あ
る
、

感
情
の
質
を
問
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
人
の
身
体
性
を
無
視
し
て
、
言
葉
と

音
楽
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
東
洋
も
西
洋
も
な
い
、
人
に
元

身
振
り
手
振
り
が
つ
き
、
し
つ
こ
く
繰
り
返
し
て
口
に
出
し
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
、
人
の
無
意
識
に
し
て
し
ま
う
動
作
が
「
文
」
の
ひ
と
つ
の
側

面
で
あ
り
、
い
ま
現
在
も
、
人
々
の
関
わ
り
合
い
の
な
か
で
「
文
」
が
取
り

交
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
事
記
の
時
代
に
は
、
人
々
の
間
で
、
神
々
の

間
で
、
そ
し
て
、
神
と
人
と
の
間
で
、
当
た
り
前
に
「
文
」
が
取
り
交
わ
さ

れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
ど
う
に
か
祈
り
を
聴
い
て
も
ら
い

た
い
、
神
々
の
注
意
を
引
き
つ
け
た
い
と
考
え
た
と
き
に
、
切
実
な
願
い
で

あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
音
声
の
強
弱
、
長
短
、
音
高
の
変
化
、
抑
揚
な
ど
で
、

祈
り
の
言
葉
の
読
み
上
げ
方
を
工
夫
し
た
の
は
、
極
め
て
自
然
な
こ
と
の
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
上
で
、
祈
り
の
言
葉
の
読
み
上
げ
方
の
工
夫
が
発

達
し
、
ま
す
ま
す
複
雑
化
し
て
、
旋
律
の
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
、
声
楽

が
始
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

音
楽
は
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
、
前
述
の
声
明
な
ど
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、

声
楽
か
ら
そ
の
歴
史
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
声
楽
の
起
源
は
、「
神
と

人
と
の
文
の
取
り
交
わ
し
」
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
器
楽
の

歴
史
は
、
声
楽
の
旋
律
を
な
ぞ
っ
た
り
、
伴
奏
を
し
た
り
す
る
こ
と
か
ら
始

ま
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
音
楽
の
す
べ
て
は
「
文
を
な
す
」
事
の
延
長
に

あ
り
、「
文
」
と
い
う
表
現
性
の
、
音
声
と
し
て
の
面
が
発
達
し
た
と
こ
ろ

に
、
音
楽
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
ら
に
、
宣
長
の
い
う
「
歌
と
い
ふ
物
の
お
こ
る
所
」
と
は
、
音
楽
と
い

う
物
の
起
る
所
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い

る
「
歌
」
と
は
、「
古
事
記
」「
日
本
書
紀
」
に
見
ら
れ
る
古
代
の
歌
謡
や
、「
萬

葉
集
」
の
短
歌
、
長
歌
、
旋
頭
歌
な
ど
の
和
歌
で
す
が
、
宣
長
の
言
葉
を
承

け
て
小
林
先
生
は
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。

宣
長
は
、「
歌
と
い
ふ
物
の
お
こ
る
所
」
に
歌
の
本
義
を
求
め
た
が
、

記
述
の
よ
う
に
、
そ
の
「
歌
と
い
ふ
物
の
お
こ
る
所
」
と
は
、
す
な
わ

来
備
わ
っ
た
内
部
の
働
き
か
ら
、
音
楽
の
発
生
の
起
源
を
考
え
る
、
そ
れ
が

音
楽
を
つ
く
る
も
の
の
使
命
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

初
出
：
小
林
秀
雄
に
学
ぶ
塾 

同
人
誌「
好
・
信
・
楽
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0
1
7
年
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創
刊
号
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「
読
書
と
は
自
分
を
読
む
こ
と
で
す
、
作
曲
と
は
自
分
を
聴
く
こ
と
で
す
」

と
い
う
の
は
、
私
の
作
曲
の
師
で
あ
る
佐
藤 

眞
先
生
が
、
何
か
の
折
に
く

だ
さ
っ
た
手
紙
の
な
か
の
一
文
で
す
。
そ
の
と
き
、
私
は
東
京
芸
術
大
学
の

学
部
生
で
、
こ
の
言
葉
の
真
意
は
わ
か
ら
ず
と
も
、
な
に
か
大
事
な
言
葉
を

く
だ
さ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
直
感
で
わ
か
り
ま
し
た
。
何
度
も
読
み

返
し
、
い
た
だ
い
た
手
紙
は
、
お
守
り
と
し
て
持
ち
歩
い
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
数
年
が
経
ち
、
こ
れ
ま
で
の
自
ら
の
経
験
を
通
じ
て
、
師
の
言

葉
の
意
味
が
、
実
感
と
し
て
、
身
体
で
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

い
ま
の
私
に
と
っ
て
、
作
曲
と
は
、
音
楽
言
語
と
い
う
、
長
い
歴
史
を
経
て

養
わ
れ
た
巨
き
な
意
味
構
造
を
使
わ
せ
て
も
ら
い
、
自
ら
の
思
考
が
ど
の
よ

う
な
道
筋
を
辿
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、
自
分
が
何
者
で
あ
る
の
か
を
、
自
分

自
身
で
知
る
よ
う
な
行
為
で
す
。
私
た
ち
の
心
は
、
お
の
ず
か
ら
、
音
と
い

う
、
物
理
的
に
は
空
気
の
振
動
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
、
美
し
さ
や
感
情
な
ど
、

様
々
な
も
の
を
聴
き
出
そ
う
と
し
ま
す
。
私
は
作
曲
と
い
う
行
為
を
通
し

て
、
そ
の
心
の
働
き
の
謎
を
探
り
、
自
分
の
、
そ
し
て
、
人
の
心
が
如
何
に

つ
く
ら
れ
て
い
る
か
を
知
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
お
そ
ら
く
、
す
べ
て

の
芸
術
的
な
行
為
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、「
読
書
と
は
自
分
を
読
む
こ
と
」
で
あ
る
と
、
特
に
実
感
す
る

の
は
、
小
林
秀
雄
先
生
の
「
本
居
宣
長
」
を
読
ん
で
い
る
と
き
で
す
。「
本

居
宣
長
」
を
読
み
返
す
た
び
に
、
以
前
読
ん
だ
と
き
、
こ
ん
な
こ
と
が
書
い

て
あ
っ
た
か
し
ら
、
と
思
う
よ
う
な
新
し
い
発
見
が
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の

部
分
は
ま
る
で
自
分
の
た
め
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
だ
、
と
錯
覚
し
て
し
ま

う
よ
う
な
一
節
が
「
現
れ
」
ま
す
。
私
が
そ
の
一
節
に
出
会
う
の
と
、
そ
の

一
節
が
私
に
向
か
っ
て
く
る
の
は
、
全
く
同
時
と
い
っ
た
感
覚
で
、
そ
の
一

節
は
、
光
源
と
な
っ
て
私
の
内
面
を
照
ら
し
、
そ
の
影
か
た
ち
の
細
部
ま
で

を
浮
き
上
が
ら
せ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
自
分
が
い
ま
何
を
考
え
て
い
る
の

か
、
何
に
興
味
が
あ
る
の
か
、
何
を
必
要
と
し
て
い
る
の
か
、
自
ら
も
は
っ

き
り
と
知
覚
で
き
て
い
な
い
、
自
身
の
内
の
奥
底
に
あ
る
問
題
に
、「
本
居

宣
長
」
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

前
回
「
本
居
宣
長
」
を
読
み
返
し
た
と
き
、
妙
に
目
に
つ
い
た
の
は
「
宣

命
譜
」
と
い
う
言
葉
で
し
た
。
こ
の
数
年
、
仏
教
の
声
楽
で
あ
る
声
明
の
取

材
を
続
け
て
い
る
経
験
か
ら
、「
宣
命
譜
」
は
声
明
で
い
う
博
士
の
よ
う
な

も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
ま
す
。
声
明
の
楽
譜
で
は
、
詞
章
（
歌
詞
で

あ
る
お
経
）
に
、
博
士
と
よ
ば
れ
る
線
や
、
点
や
、
言
葉
書
き
な
ど
が
付
け

ら
れ
、
音
高
と
旋
律
形
（
ど
の
よ
う
に
音
を
伸
ば
し
、
装
飾
し
て
唱
え
る
か
）

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
は
伝
わ
ら
な
い
が
、「
宣
命
譜
」
と
い
う
古
書
が
あ
っ
た
事
が
知

ら
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
、
儀
式
を
と
と
の
え
て
、
詔
書
を
宣
る
際
の
、

そ
の
「
読
揚
ざ
ま
、
音
声
の
巨
細
長
短
昂
低
曲
節
な
ど
を
、
し
る
べ
し

た
る
物
」
と
思
わ
れ
る
が
、
宣
命
と
い
う
「
事
」
は
、
余
程
や
か
ま
し

い
も
の
で
あ
っ
た
。―

―

「
神
又
人
の
聞
て
、
心
に
し
め
て
感
く
べ

く
、
其
詞
に
文
を
な
し
て
、
美
麗
く
作
れ
る
も
の
」
で
あ
っ
た
と
言
う

（「
本
居
宣
長
」
第
三
十
五
章
、
新
潮
社
刊
『
小
林
秀
雄
全
作
品
』
第
28

集
46
頁
15
行
目
）

こ
の
部
分
を
何
度
も
読
ん
で
い
る
と
、「
事
」
と
「
文
」
に
つ
い
て
深
く

探
る
必
要
を
感
じ
ま
す
。
数
行
後
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま

す
。

神
々
の
間
を
行
き
交
い
、
神
々
の
間
を
動
か
し
て
い
る
言
葉
は
、
意

と
し
て
の
、
と
言
う
よ
り
、
む
し
ろ
文
と
し
て
の
言
葉
で
あ
っ
た
と
い

う
事
に
な
る
。
宣
命
の
言
霊
は
、
先
ず
宣
る
と
い
う
事
が
作
り
出
す
、

音
声
の
文
に
宿
っ
て
現
れ
た
。
こ
れ
が
自
明
で
は
な
か
っ
た
人
々
に
、

ど
う
し
て
「
宣
命
譜
」
な
ど
が
必
要
だ
っ
た
ろ
う
か
。
何
も
音
声
の
文

だ
け
に
限
ら
な
い
、
眼
の
表
情
で
あ
れ
、
身
振
り
で
あ
れ
、
態
度
で
あ

れ
、
内
の
心
の
動
き
を
外
に
現
わ
そ
う
と
す
る
身
体
の
事
の
、
多
か
れ

少
な
か
れ
意
識
的
に
制
御
さ
れ
た
文
は
、
す
べ
て
広
い
意
味
で
の
言
語

と
呼
べ
る
事
を
思
う
な
ら
、
初
め
に
文
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
初
め
に

意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
言
い
方
も
、
無
理
な
く
出
来
る
わ

け
で
あ
り
、
少
く
と
も
、
先
ず
意
味
を
合
点
し
て
か
ら
し
ゃ
べ
り
出
す

と
い
う
事
は
、
非
常
に
考
え
に
く
く
な
る
だ
ろ
う
（
同
48
頁
1
行
目
）

さ
ら
に
、「
文
」
に
つ
い
て
は
、
小
林
先
生
は
、
本
居
宣
長
が
「
石
上
私

淑
言
」
巻
一
に
書
い
て
い
る
以
下
の
文
章
を
た
び
た
び
引
用
し
て
い
ま
す
。

猶
か
な
し
さ
の
忍
び
が
た
く
、
た
へ
が
た
き
と
き
は
、
お
ぼ
え
ず
し

ら
ず
、
声
を
さ
さ
げ
て
、
あ
ら
か
な
し
や
、
な
ふ
な
ふ
と
、
長
く
よ
ば

は
り
て
、
む
ね
に
せ
ま
る
か
な
し
さ
を
は
ら
す
、
其
時
の
詞
は
、
を
の

づ
か
ら
、
ほ
ど
よ
く
文
あ
り
て
、
其
声
長
く
う
た
ふ
に
似
た
る
事
あ
る

物
な
り
。
こ
れ
す
な
は
ち
歌
の
か
た
ち
也
。
た
だ
の
詞
と
は
、
必
異
な

る
物
に
し
て
、
か
く
の
ご
と
く
、
物
の
あ
は
れ
に
、
た
へ
ぬ
と
こ
ろ
よ

り
、
ほ
こ
ろ
び
出
て
、
を
の
ず
か
ら
文
あ
る
辞
が
、
歌
の
根
本
に
し
て
、

真
の
歌
也
（
同
第
27
集
2
5
9
頁
3
行
目
）

以
上
の
参
照
箇
所
か
ら
、「
事
」
と
は
、
人
の
内
の
心
の
動
き
を
外
に
現

わ
そ
う
と
す
る
働
き
の
こ
と
で
あ
り
、「
事
」
と
「
文
」
の
間
に
は
「
事
が

文
を
作
り
出
す
」
と
い
う
関
係
性
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、

「
文
」
と
は
、
言
葉
の
音
声
に
関
わ
る
部
分
で
あ
り
、
且
つ
、
眼
の
表
情
、

身
振
り
、
態
度
な
ど
、「
事
」
に
よ
っ
て
、
人
の
内
の
心
の
動
き
が
身
体
に

表
面
化
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
、
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

私
た
ち
は
日
常
の
会
話
の
な
か
で
、
気
持
ち
を
伝
え
よ
う
と
す
る
と
き
に

は
、
緊
張
し
て
、
声
が
上
ず
っ
た
り
、
ど
も
っ
て
し
ま
っ
た
り
し
ま
す
。
聞

い
て
も
ら
い
た
い
、
伝
え
た
い
と
強
く
思
う
と
き
ほ
ど
、
声
は
大
き
く
な
り
、

ち
言
語
と
い
う
も
の
の
出
で
来
る
所
で
あ
り
、
歌
は
言
語
の
粋
で
あ
る

と
考
え
た
事
が
、
彼
の
歌
学
の
最
大
の
特
色
を
成
し
て
い
た
。「
物
の

あ
は
れ
に
た
へ
ぬ
と
こ
ろ
よ
り
ほ
こ
ろ
び
出
て
、
お
の
づ
か
ら
文
あ
る

辞
」
と
歌
を
定
義
す
る
彼
の
歌
学
は
、
表
現
活
動
を
主
題
と
す
る
言
語

心
理
学
で
も
あ
っ
た
。〔
中
略
〕
詞
は
、「
あ
は
れ
に
た
へ
ぬ
と
こ
ろ
よ

り
、
ほ
こ
ろ
び
出
」
る
、
と
言
う
時
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
心
の

動
揺
に
、
こ
れ
以
上
堪
え
ら
れ
ぬ
と
い
う
意
識
の
取
る
、
動
揺
の
自
発

的
な
処
置
で
あ
り
、
こ
の
手
続
き
は
詞
を
手
段
と
し
て
行
わ
れ
る
、
と

い
う
事
で
あ
る
（
同
第
三
十
六
章
、
同
第
28
集
58
頁
2
行
目
）

悲
し
い
事
や
堪
え
難
い
事
が
あ
っ
た
と
き
、
つ
ま
り
、
外
か
ら
何
か
圧
力

が
か
か
っ
た
と
き
、
私
た
ち
は
自
然
と
口
を
つ
ぐ
み
、
息
が
つ
ま
り
、
呼
吸

が
止
ま
り
、
緊
張
し
た
状
態
に
な
り
ま
す
。
す
る
と
、
そ
の
状
態
か
ら
解
放

さ
れ
る
た
め
に
、
自
身
の
内
部
に
感
じ
ら
れ
る
混
乱
を
整
え
よ
う
と
す
る
働

き
、
要
す
る
に
「
事
」
が
起
り
、
思
わ
ず
知
ら
ず
長
く
た
め
息
を
つ
き
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
、
人
が
極
め
て
自
然
に
取
る
動
作
か
ら
「
ほ
こ
ろ
び
出
」
た
、

言
葉
以
前
の
ひ
と
つ
の
声
が
、
言
葉
の
基
礎
で
あ
り
、
そ
の
ひ
と
つ
の
声
の

繋
が
り
で
成
り
立
っ
た
も
の
が
、
言
葉
で
あ
り
、
言
語
で
あ
る
の
だ
と
、
宣

長
は
い
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

言
葉
は
、
人
の
内
部
の
働
き
が
整
え
ら
れ
て
こ
そ
の
も
の
、
人
の
身
体
か

ら
発
せ
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
す
。
音
楽
も
同
様
に
、

「
事
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
、
音
楽
以
前
の
ひ
と
つ
の
音
を
基
礎
と
し
、
そ

の
繋
が
り
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
言
葉
と
音
楽
の
基
本
は
、
人

が
己
れ
の
感
情
を
ど
う
に
か
し
よ
う
と
す
る
、
人
の
内
部
の
働
き
で
あ
り
、

言
葉
と
音
楽
の
表
現
の
質
に
つ
い
て
問
お
う
と
す
る
と
、
そ
の
元
で
あ
る
、

感
情
の
質
を
問
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
人
の
身
体
性
を
無
視
し
て
、
言
葉
と

音
楽
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
東
洋
も
西
洋
も
な
い
、
人
に
元

身
振
り
手
振
り
が
つ
き
、
し
つ
こ
く
繰
り
返
し
て
口
に
出
し
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
、
人
の
無
意
識
に
し
て
し
ま
う
動
作
が
「
文
」
の
ひ
と
つ
の
側

面
で
あ
り
、
い
ま
現
在
も
、
人
々
の
関
わ
り
合
い
の
な
か
で
「
文
」
が
取
り

交
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
事
記
の
時
代
に
は
、
人
々
の
間
で
、
神
々
の

間
で
、
そ
し
て
、
神
と
人
と
の
間
で
、
当
た
り
前
に
「
文
」
が
取
り
交
わ
さ

れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
ど
う
に
か
祈
り
を
聴
い
て
も
ら
い

た
い
、
神
々
の
注
意
を
引
き
つ
け
た
い
と
考
え
た
と
き
に
、
切
実
な
願
い
で

あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
音
声
の
強
弱
、
長
短
、
音
高
の
変
化
、
抑
揚
な
ど
で
、

祈
り
の
言
葉
の
読
み
上
げ
方
を
工
夫
し
た
の
は
、
極
め
て
自
然
な
こ
と
の
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
上
で
、
祈
り
の
言
葉
の
読
み
上
げ
方
の
工
夫
が
発

達
し
、
ま
す
ま
す
複
雑
化
し
て
、
旋
律
の
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
、
声
楽

が
始
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

音
楽
は
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
、
前
述
の
声
明
な
ど
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、

声
楽
か
ら
そ
の
歴
史
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
声
楽
の
起
源
は
、「
神
と

人
と
の
文
の
取
り
交
わ
し
」
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
器
楽
の

歴
史
は
、
声
楽
の
旋
律
を
な
ぞ
っ
た
り
、
伴
奏
を
し
た
り
す
る
こ
と
か
ら
始

ま
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
音
楽
の
す
べ
て
は
「
文
を
な
す
」
事
の
延
長
に

あ
り
、「
文
」
と
い
う
表
現
性
の
、
音
声
と
し
て
の
面
が
発
達
し
た
と
こ
ろ

に
、
音
楽
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
ら
に
、
宣
長
の
い
う
「
歌
と
い
ふ
物
の
お
こ
る
所
」
と
は
、
音
楽
と
い

う
物
の
起
る
所
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い

る
「
歌
」
と
は
、「
古
事
記
」「
日
本
書
紀
」
に
見
ら
れ
る
古
代
の
歌
謡
や
、「
萬

葉
集
」
の
短
歌
、
長
歌
、
旋
頭
歌
な
ど
の
和
歌
で
す
が
、
宣
長
の
言
葉
を
承

け
て
小
林
先
生
は
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。

宣
長
は
、「
歌
と
い
ふ
物
の
お
こ
る
所
」
に
歌
の
本
義
を
求
め
た
が
、

記
述
の
よ
う
に
、
そ
の
「
歌
と
い
ふ
物
の
お
こ
る
所
」
と
は
、
す
な
わ

来
備
わ
っ
た
内
部
の
働
き
か
ら
、
音
楽
の
発
生
の
起
源
を
考
え
る
、
そ
れ
が

音
楽
を
つ
く
る
も
の
の
使
命
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

初
出
：
小
林
秀
雄
に
学
ぶ
塾 

同
人
誌「
好
・
信
・
楽
」2
0
1
7
年
6
月
号
（
創
刊
号
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https://kobayashihideo.jp/2017-06/音
楽
の
起
り
と
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の
起
り
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「
本
居
宣
長
」
は
い
つ
も
、
光
源
と
な
っ
て
私
の
内
面
を
照
ら
し
、
そ
の
影

か
た
ち
の
細
部
ま
で
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
。
読
み
返
す
た
び
に
、
新
し
い

〝
引
っ
か
か
る
語
〞
が
眼
前
に
立
ち
現
れ
、
私
が
い
ま
何
を
考
え
て
い
る
の
か
、

何
に
興
味
が
あ
り
、
何
を
必
要
と
し
て
い
る
の
か
を
教
え
て
く
れ
る
。

〝
引
っ
か
か
る
語
〞
と
は
つ
ま
り
、
自
身
の
内
の
奥
底
で
問
題
意
識
を
持
っ

て
い
る
事
柄
に
関
係
す
る
単
語
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
本
居
宣
長
」
を
読
ん
で

い
く
た
め
の
方
位
磁
針
に
も
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

私
は
、
楽
譜
で
も
本
で
も
、
音
や
言
葉
の
構
成
要
素
を
分
類
し
、
そ
れ
ら

の
関
係
性
を
見
つ
め
る
た
め
に
、
ラ
イ
ン
マ
ー
カ
ー
を
引
き
な
が
ら
読
ん
で

い
く
の
が
好
き
だ
。「
本
居
宣
長
」
を
読
む
に
あ
た
っ
て
も
、〝
引
っ
か
か
る

語
〞
を
文
中
に
見
つ
け
る
た
び
に
印
を
つ
け
る
。〝
引
っ
か
か
る
語
〞
は
読

み
返
す
た
び
に
増
え
、
単
語
ご
と
に
色
を
変
え
て
印
を
つ
け
て
い
く
の
で
、

私
の
「
本
居
宣
長
」
は
と
て
も
カ
ラ
フ
ル
だ
。

〝
引
っ
か
か
る
語
〞
の
ひ
と
つ
に
「
こ
こ
ろ
」
が
あ
る
。「
本
居
宣
長
」
に

お
い
て
「
こ
こ
ろ
」
は
、「
心
」、「
情
」、「
こ
こ
ろ
」
ま
た
は
「
こ
ゝ
ろ
」

と
書
き
分
け
ら
れ
、
表
記
の
違
い
に
よ
っ
て
意
味
が
違
う
。「
こ
こ
ろ
」
ま

た
は
「
こ
ゝ
ろ
」
と
平
仮
名
で
表
記
さ
れ
る
の
は
、
主
に
、
本
居
宣
長
や
賀

茂
真
淵
ら
の
文
章
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
ま
た
、「
意
」
に
も
、

「
コ
コ
ロ
」
と
ル
ビ
が
振
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。「
意
」
は
、
そ
の
漢
字
の
と

お
り
「
意
味
」
と
い
う
語
義
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
を
わ
ざ
わ

ざ
「
コ
コ
ロ
」
と
読
ま
せ
る
の
だ
か
ら
、
何
か
意
図
す
る
も
の
が
あ
る
に
違

い
な
い
。
そ
こ
で
、「
こ
こ
ろ
」
に
つ
い
て
は
、
表
記
の
違
い
に
よ
っ
て
さ

ら
に
色
分
け
し
、
印
を
つ
け
る
こ
と
を
徹
底
し
て
行
っ
た
。
私
が
「
こ
こ
ろ
」

と
い
う
単
語
に
引
っ
張
ら
れ
て
し
ま
う
の
は
、
や
は
り
、
作
曲
家
と
し
て
、

人
の
心
の
働
き
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
、
無
意
識
な
が
ら
も
、
常
に
思
っ
て

い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
私
は
作
曲
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
自
分
の
、
そ
し
て
、

人
の
心
が
如
何
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
か
を
知
ろ
う
と
し
て
い
る
。

今
回
は
、「
心
」
と
「
情
」
の
微
妙
な
違
い
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
。

私
な
り
に
「
本
居
宣
長
」
を
精
査
し
た
結
果
、
人
の
心
に
は
「
心
」
と
「
情
」

の
両
方
を
用
い
、
事
物
の
心
に
は
「
心
」
の
み
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
人
の
心
は
「
情
」
に
な
り
得
る
が
、
事
物
の
心
は

「
情
」
に
は
な
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。
私
た
ち
は
日
頃
、「
心
」

と
い
う
言
葉
を
曖
昧
に
使
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
一
般
的
に
は
、
人
の
精
神

活
動
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
、
気
持
ち
、
物
事
の
本
質
な
ど
を
意
味
す
る
が
、

そ
も
そ
も
「
心
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
人
の
「
心
」
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。
小
林
秀
雄
先
生
は
「
紫
文
要
領
」
か
ら
、
以
下
の
部
分
を
た
び

た
び
引
用
し
て
い
る
。

目
に
見
る
に
つ
け
、
耳
に
き
く
に
つ
け
、
身
に
ふ
る
ゝ
に
つ
け
て
、

其
よ
ろ
づ
の
事
を
、
心
に
あ
ぢ
は
へ
て
、
そ
の
よ
ろ
づ
の
事
の
心
を
、

わ
が
心
に
わ
き
ま
へ
し
る
、
是
事
の
心
を
し
る
也
、
物
の
心
を
し
る
也
、

物
の
哀
を
し
る
也
、
其
中
に
も
、
猶
く
は
し
く
わ
け
て
い
は
ば
、
わ
き

ま
へ
し
る
所
は
、
物
の
心
、
事
の
心
を
し
る
と
い
ふ
も
の
也
、
わ
き
ま

へ
し
り
て
、
其
し
な
に
し
た
が
ひ
て
、
感
ず
る
所
が
、
物
の
あ
は
れ
也

（
新
潮
社
刊
『
小
林
秀
雄
全
作
品
』
第
27
集
、
1
5
1
頁
、
8
行
目
）

す
べ
て
の
事
を
心
で
味
わ
い
、
事
の
質
を
自
ら
の
心
で
分
別
す
る
。
人
の

「
心
」
に
は
、
事
物
を
味
わ
い
、
分
別
す
る
働
き
、
つ
ま
り
、
事
物
を
味
識

す
る
働
き
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
文
を
参
照
し
て

い
く
。「

感
ず
る
心
は
、
自
然
と
、
し
の
び
ぬ
と
こ
ろ
よ
り
い
づ
る
物
な
れ
ば
、

わ
が
心
な
が
ら
、
わ
が
心
に
も
ま
か
せ
ぬ
物
に
て
、
悪
し
く
邪
な
る
事

に
て
も
、
感
ず
る
事
あ
る
也
、
是
は
悪
し
き
事
な
れ
ば
、
感
ず
ま
じ
と

は
思
ひ
て
も
、
自
然
と
し
の
び
ぬ
所
よ
り
感
ず
る
也
」（「
紫
文
要
領
」

巻
上
）、
よ
ろ
ず
の
事
に
ふ
れ
て
、
お
の
ず
か
ら
心
が
感
く
と
い
う
、

習
い
覚
え
た
知
識
や
分
別
に
は
歯
が
立
た
ぬ
、
基
本
的
な
人
間
経
験
が

あ
る
と
い
う
事
が
、
先
ず
宣
長
に
は
固
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
心
と
い

う
も
の
の
有
り
よ
う
は
、
人
々
が
「
わ
が
心
」
と
気
楽
に
考
え
て
い
る

心
よ
り
深
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
事
に
触
れ
て
感
く
、
事
に
直
接
に
、

親
密
に
感
く
、
そ
の
充
実
し
た
、
生
き
た
情
の
働
き
に
、
不
具
も
欠
陥

も
あ
る
筈
が
な
い
（
同
第
27
集
、
1
5
1
頁
、
18
行
目
）

し
か
し
、
事
物
を
味
識
す
る
、「
情
」
の
曖
昧
な
働
き
の
そ
の
曖
昧

さ
を
、
働
き
が
生
き
て
い
る
刻
印
と
、
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
道
は
あ
る

筈
だ
。
宣
長
が
選
ん
だ
道
は
そ
れ
で
あ
る
。「
情
」
が
「
感
」
い
て
事

物
を
味
識
す
る
様
を
、
外
か
ら
説
明
に
よ
っ
て
明
瞭
化
す
る
事
は
適
わ

ぬ
と
し
て
も
、
内
か
ら
生
き
生
き
と
表
現
し
て
自
証
す
る
こ
と
は
出
来

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
当
人
に
と
っ
て
少
し
も
曖
昧
な
事
で
は
な
か

ろ
う
（
同
第
27
集
、
1
6
4
頁
、
4
行
目
）

「
人
の
実
の
情
を
し
る
を
、
物
の
哀
を
し
る
と
い
ふ
な
り
」（「
紫
文
要

領
」
巻
下
）。「
人
の
実
の
情
」
は
知
り
難
い
。
こ
ん
な
に
不
安
定
な
も

の
は
な
い
か
ら
だ
。「
感
は
動
也
と
い
ひ
て
、
心
の
う
ご
く
こ
と
」（「
玉

の
を
ぐ
し
」
二
の
巻
）
だ
か
ら
だ
（
同
第
27
集
、
2
6
2
頁
、
2
行
目
）

以
上
の
参
照
箇
所
な
ど
か
ら
、
人
の
「
心
」
と
は
、
事
物
に
触
れ
た
際
に

機
能
す
る
セ
ン
サ
ー
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
感
じ
て

動
く
性
質
、
そ
れ
自
体
が
、
心
を
「
心
」
た
ら
し
め
る
。
そ
し
て
、
人
の
心

の
機
能
は
、
そ
の
心
の
本
体
を
所
有
し
て
い
る
本
人
で
さ
え
、
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
心
が
事
物
に
触
れ
た
ら
最
後
、
自
ず
か
ら
そ
の

機
能
が
働
い
て
し
ま
う
の
だ
と
強
調
さ
れ
て
い
る
。

起
こ
っ
た
「
事
」
を
自
身
の
内
に
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
、
自
然
に
、
事
の

心
を
自
ら
の
心
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
物
の
心
は
知
り
難
い

よ
う
に
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
物
の
心
の
ほ
う
か
ら
、
人
の
心
に
近
づ
い
て
く

る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
私
た
ち
が
積
極
的
に
「
物
」
に
関
わ

り
、
物
の
心
を
知
ろ
う
と
努
力
し
な
い
限
り
、
私
た
ち
の
心
が
物
の
心
に
触

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

「
情
」
と
い
う
の
が
、
動
い
て
い
る
「
心
」
の
状
態
と
そ
の
機
能
で
あ
る
な

ら
ば
、
本
文
中
で
、
事
物
に
対
し
て
は
「
情
」
が
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
、

納
得
が
い
く
。
事
物
の
心
は
人
の
心
の
よ
う
に
は
機
能
し
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
私
は
、
事
物
の
心
も
、
あ
る
一
定
の
動
き
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
私
た
ち
の
心
は
、
お
の
ず
か
ら
、
音
と
い
う
、

物
理
的
に
は
空
気
の
振
動
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
、
美
し
さ
や
感
情
な
ど
、

様
々
な
も
の
を
聴
き
出
そ
う
と
す
る
。
そ
の
聴
き
出
そ
う
と
す
る
努
力
に
よ

り
、
感
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
と
き
「
心
」
は
、
実
際
に
空
気
の
振

動
に
よ
っ
て
振
る
わ
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
感
動
を
見
出
し
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
心
が
事
に
触
れ
て
感
く
」
と
い
う
表
現
に
、
心
同
士
が
物
理
的
に
「
触
れ

て
」
い
る
よ
う
な
感
覚
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。「
心
が
事
に
触
れ
て
感
く
」

と
き
、
人
の
心
と
事
物
の
心
と
は
、
現
実
に
「
触
れ
」
合
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
事
物
の
心
は
あ
る
一
定
の
振
動
を
持
ち
、
人
の
心
は
、
実

際
に
事
物
の
心
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
物
の
心
の
振
動
を
受
け
取

る
。
す
る
と
、
人
の
心
は
事
物
の
心
と
共
振
す
る
。
人
の
心
は
共
振
を
引
き

起
こ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
物
の
心
の
振
動
の
質
を
知
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
が
、「
事
の
心
を
知
り
、
物
の
心
を
知
る
」
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

「
触
れ
る
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
小
林
先
生
の
文
章
に
こ
の
よ
う
な

表
現
が
あ
る
。

「
情
」
は
、
動
い
て
い
る
状
態
の
「
心
」
の
本
体
と
そ
の
機
能
を
表
す
よ
う
だ
。

「『
情
』
の
曖
昧
な
働
き
」「『
情
』
が
『
感
』
い
て
事
物
を
味
識
す
る
様
」「
感

く
人
の
情
」
な
ど
の
よ
う
に
、「
情
」
は
必
ず
、
動
き
を
伴
っ
て
い
る
。「
心
」

は
事
物
に
触
れ
て
動
く
。
そ
の
動
く
さ
ま
が
「
情
」
で
あ
り
、「
情
」
が
自

ら
そ
の
動
き
の
質
を
見
極
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
の
事
物
を
味
識
す
る
。

人
は
み
な
、
本
能
的
に
、「
心
」
を
自
ら
の
内
に
所
有
し
て
い
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
。
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
自
分
の
内
に
心
が
在
る
こ
と
を
意
識
す

る
の
は
、
気
持
ち
や
感
情
を
見
出
し
た
と
き
、
つ
ま
り
、「
心
」
本
体
が
「
心
」

と
し
て
機
能
し
て
動
き
、「
情
」
と
な
っ
て
「
情
」
の
機
能
が
働
い
た
と
き
だ
。

そ
れ
ら
の
働
き
は
瞬
時
に
起
こ
る
の
で
、
す
べ
て
を
一
緒
く
た
に
し
て
し
ま

い
が
ち
だ
が
、
本
質
的
に
は
「
心
」
と
「
情
」
の
機
能
が
、
実
情
や
感
情
を

見
出
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
正
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

問
題
は
、
人
の
情
と
い
う
も
の
の
一
般
的
な
性
質
、
更
に
言
え
ば
、

そ
の
基
本
的
な
働
き
、
機
能
に
あ
っ
た
。「
う
れ
し
き
情
」「
か
な
し
き

情
」
と
い
う
区
別
を
情
の
働
き
浅
さ
深
さ
、「
心
に
思
ふ
す
ぢ
」
に
か

な
う
場
合
と
か
な
わ
ぬ
場
合
と
で
は
、
情
の
働
き
方
に
相
違
が
あ
る
ま

で
の
事
、
と
宣
長
は
解
す
る
。
何
事
も
、
思
う
に
ま
か
す
筋
に
あ
る
時
、

心
は
、
外
に
向
っ
て
広
い
意
味
で
の
行
為
を
追
う
が
、
内
に
顧
み
て
心

を
得
よ
う
と
は
し
な
い
。
意
識
は
「
す
べ
て
心
に
か
な
は
ぬ
筋
」
に
現

れ
る
と
さ
え
言
え
よ
う
（
同
第
27
集
、
1
5
0
頁
、
9
行
目
）

　
事
物
の
「
心
」
は
、
そ
の
事
物
の
「
本
質
」
と
い
う
語
義
で
使
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
事
物
の
心
と
い
っ
て
も
、「
事
の
心
」
と
「
物
の
心
」
と
は
、
私

た
ち
に
と
っ
て
大
き
く
違
う
よ
う
に
思
う
。「
事
」
と
は
出
来
事
で
あ
り
、

「
事
」
が
起
き
た
と
き
、
私
た
ち
は
す
で
に
そ
の
出
来
事
に
関
わ
っ
て
い
て
、

焼
き
物
好
き
は
、
い
つ
の
間
に
か
、
触
覚
に
基
づ
い
て
視
力
を
働
か

す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
陳
列
棚
の
焼
き
物
も
、
硝
子
越
し
に
、
触
る

よ
う
に
見
て
い
る
も
の
だ
（
同
第
25
集
、
1
3
2
頁
、
10
行
目
）

「
心
が
事
に
触
れ
」
る
こ
と
を
「
事
物
と
情
と
の
交
渉
」
と
も
言
い
換
え
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
だ
。

宣
長
が
、「
源
氏
」
に
、「
人
の
情
の
あ
る
や
う
」
と
直
観
し
た
と
こ

ろ
は
、〔
中
略
〕
た
だ
人
間
で
あ
る
と
い
う
理
由
さ
え
あ
れ
ば
、
直
ち

に
現
れ
て
く
る
事
物
と
情
と
の
緊
密
な
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
る
世
界
で

あ
る
（
同
第
27
集
、
1
6
4
頁
、
13
行
目
）

さ
ら
に
、
小
林
秀
雄
先
生
の
文
章
の
な
か
に
は
、「
物
に
心
が
在
っ
た
ら
」

な
ど
と
、
物
を
人
に
見
立
て
る
よ
う
な
表
現
が
時
折
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
も
、

事
物
の
心
の
振
動
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
源
氏
」
と
い
う
物
に
、
仮
り
に
心
が
在
っ
た
と
し
て
も
、
時
代
に
よ

り
人
に
よ
り
、
様
々
に
批
評
さ
れ
評
価
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
一
向
に
気

に
掛
け
は
し
ま
い
。
だ
が
、
凡
そ
、
文
芸
作
品
と
い
う
一
種
の
生
き
物

の
常
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
読
者
に
、
生
き
た
感
受
性
を
以
て
迎
え
ら
れ

た
い
と
は
、
い
つ
も
求
め
て
止
ま
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
（
同
第
27
集
、

1
9
6
頁
、
14
行
目
）

誰
に
と
っ
て
も
、
生
き
る
と
は
、
物
事
を
正
確
に
知
る
こ
と
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
格
別
な
事
を
行
う
よ
り
先
き
に
、
物
事
が
生
き
ら

れ
る
と
い
う
極
く
普
通
な
事
が
行
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
極
く

普
通
の
意
味
で
、
見
た
り
、
感
じ
た
り
し
て
い
る
、
私
達
の
直
接
経
験

の
世
界
に
現
れ
て
来
る
物
は
、
皆
私
た
ち
の
喜
怒
哀
楽
の
情
に
染
め
ら

れ
て
い
て
、
其
処
に
は
、
無
色
の
物
が
這
入
っ
て
来
る
余
地
な
ど
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
悲
し
い
と
か
楽
し
い
と
か
、
ま
る
で
人
間
の
表

情
を
し
て
い
る
よ
う
な
物
に
し
か
出
会
え
ぬ
世
界
だ
、
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
あ
る
ま
い
（
同
第
27
集
、
2
7
7
頁
、
2
行
目
）

私
は
壺
が
好
き
だ
。
も
し
焼
き
物
に
心
が
あ
る
な
ら
、
盃
も
徳
利
も

皿
も
鉢
も
、
み
ん
な
壺
に
な
っ
て
安
定
し
た
い
、
安
定
し
た
い
と
願
っ

て
い
る
よ
う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
（
同
第
25
集
、
1
3
3
頁
、
12
行
目
）

　
お
そ
ら
く
、
こ
の
世
の
事
物
の
心
は
、
す
べ
て
振
動
し
て
い
る
。
私
た
ち

は
、
自
ら
の
心
の
機
能
を
鍛
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
く
の
事
物

の
心
の
振
動
を
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
よ
り
深
く
、
事
物

と
の
交
渉
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
事
物
と
関
わ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
心
を
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
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「
本
居
宣
長
」
は
い
つ
も
、
光
源
と
な
っ
て
私
の
内
面
を
照
ら
し
、
そ
の
影

か
た
ち
の
細
部
ま
で
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
。
読
み
返
す
た
び
に
、
新
し
い

〝
引
っ
か
か
る
語
〞
が
眼
前
に
立
ち
現
れ
、
私
が
い
ま
何
を
考
え
て
い
る
の
か
、

何
に
興
味
が
あ
り
、
何
を
必
要
と
し
て
い
る
の
か
を
教
え
て
く
れ
る
。

〝
引
っ
か
か
る
語
〞
と
は
つ
ま
り
、
自
身
の
内
の
奥
底
で
問
題
意
識
を
持
っ

て
い
る
事
柄
に
関
係
す
る
単
語
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
本
居
宣
長
」
を
読
ん
で

い
く
た
め
の
方
位
磁
針
に
も
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

私
は
、
楽
譜
で
も
本
で
も
、
音
や
言
葉
の
構
成
要
素
を
分
類
し
、
そ
れ
ら

の
関
係
性
を
見
つ
め
る
た
め
に
、
ラ
イ
ン
マ
ー
カ
ー
を
引
き
な
が
ら
読
ん
で

い
く
の
が
好
き
だ
。「
本
居
宣
長
」
を
読
む
に
あ
た
っ
て
も
、〝
引
っ
か
か
る

語
〞
を
文
中
に
見
つ
け
る
た
び
に
印
を
つ
け
る
。〝
引
っ
か
か
る
語
〞
は
読

み
返
す
た
び
に
増
え
、
単
語
ご
と
に
色
を
変
え
て
印
を
つ
け
て
い
く
の
で
、

私
の
「
本
居
宣
長
」
は
と
て
も
カ
ラ
フ
ル
だ
。

〝
引
っ
か
か
る
語
〞
の
ひ
と
つ
に
「
こ
こ
ろ
」
が
あ
る
。「
本
居
宣
長
」
に

お
い
て
「
こ
こ
ろ
」
は
、「
心
」、「
情
」、「
こ
こ
ろ
」
ま
た
は
「
こ
ゝ
ろ
」

と
書
き
分
け
ら
れ
、
表
記
の
違
い
に
よ
っ
て
意
味
が
違
う
。「
こ
こ
ろ
」
ま

た
は
「
こ
ゝ
ろ
」
と
平
仮
名
で
表
記
さ
れ
る
の
は
、
主
に
、
本
居
宣
長
や
賀

茂
真
淵
ら
の
文
章
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
ま
た
、「
意
」
に
も
、

「
コ
コ
ロ
」
と
ル
ビ
が
振
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。「
意
」
は
、
そ
の
漢
字
の
と

お
り
「
意
味
」
と
い
う
語
義
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
を
わ
ざ
わ

ざ
「
コ
コ
ロ
」
と
読
ま
せ
る
の
だ
か
ら
、
何
か
意
図
す
る
も
の
が
あ
る
に
違

い
な
い
。
そ
こ
で
、「
こ
こ
ろ
」
に
つ
い
て
は
、
表
記
の
違
い
に
よ
っ
て
さ

ら
に
色
分
け
し
、
印
を
つ
け
る
こ
と
を
徹
底
し
て
行
っ
た
。
私
が
「
こ
こ
ろ
」

と
い
う
単
語
に
引
っ
張
ら
れ
て
し
ま
う
の
は
、
や
は
り
、
作
曲
家
と
し
て
、

人
の
心
の
働
き
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
、
無
意
識
な
が
ら
も
、
常
に
思
っ
て

い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
私
は
作
曲
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
自
分
の
、
そ
し
て
、

人
の
心
が
如
何
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
か
を
知
ろ
う
と
し
て
い
る
。

今
回
は
、「
心
」
と
「
情
」
の
微
妙
な
違
い
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
。

私
な
り
に
「
本
居
宣
長
」
を
精
査
し
た
結
果
、
人
の
心
に
は
「
心
」
と
「
情
」

の
両
方
を
用
い
、
事
物
の
心
に
は
「
心
」
の
み
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
人
の
心
は
「
情
」
に
な
り
得
る
が
、
事
物
の
心
は

「
情
」
に
は
な
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。
私
た
ち
は
日
頃
、「
心
」

と
い
う
言
葉
を
曖
昧
に
使
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
一
般
的
に
は
、
人
の
精
神

活
動
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
、
気
持
ち
、
物
事
の
本
質
な
ど
を
意
味
す
る
が
、

そ
も
そ
も
「
心
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
人
の
「
心
」
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。
小
林
秀
雄
先
生
は
「
紫
文
要
領
」
か
ら
、
以
下
の
部
分
を
た
び

た
び
引
用
し
て
い
る
。

目
に
見
る
に
つ
け
、
耳
に
き
く
に
つ
け
、
身
に
ふ
る
ゝ
に
つ
け
て
、

其
よ
ろ
づ
の
事
を
、
心
に
あ
ぢ
は
へ
て
、
そ
の
よ
ろ
づ
の
事
の
心
を
、

わ
が
心
に
わ
き
ま
へ
し
る
、
是
事
の
心
を
し
る
也
、
物
の
心
を
し
る
也
、

物
の
哀
を
し
る
也
、
其
中
に
も
、
猶
く
は
し
く
わ
け
て
い
は
ば
、
わ
き

ま
へ
し
る
所
は
、
物
の
心
、
事
の
心
を
し
る
と
い
ふ
も
の
也
、
わ
き
ま

へ
し
り
て
、
其
し
な
に
し
た
が
ひ
て
、
感
ず
る
所
が
、
物
の
あ
は
れ
也

（
新
潮
社
刊
『
小
林
秀
雄
全
作
品
』
第
27
集
、
1
5
1
頁
、
8
行
目
）

す
べ
て
の
事
を
心
で
味
わ
い
、
事
の
質
を
自
ら
の
心
で
分
別
す
る
。
人
の

「
心
」
に
は
、
事
物
を
味
わ
い
、
分
別
す
る
働
き
、
つ
ま
り
、
事
物
を
味
識

す
る
働
き
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
文
を
参
照
し
て

い
く
。「

感
ず
る
心
は
、
自
然
と
、
し
の
び
ぬ
と
こ
ろ
よ
り
い
づ
る
物
な
れ
ば
、

わ
が
心
な
が
ら
、
わ
が
心
に
も
ま
か
せ
ぬ
物
に
て
、
悪
し
く
邪
な
る
事

に
て
も
、
感
ず
る
事
あ
る
也
、
是
は
悪
し
き
事
な
れ
ば
、
感
ず
ま
じ
と

は
思
ひ
て
も
、
自
然
と
し
の
び
ぬ
所
よ
り
感
ず
る
也
」（「
紫
文
要
領
」

巻
上
）、
よ
ろ
ず
の
事
に
ふ
れ
て
、
お
の
ず
か
ら
心
が
感
く
と
い
う
、

習
い
覚
え
た
知
識
や
分
別
に
は
歯
が
立
た
ぬ
、
基
本
的
な
人
間
経
験
が

あ
る
と
い
う
事
が
、
先
ず
宣
長
に
は
固
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
心
と
い

う
も
の
の
有
り
よ
う
は
、
人
々
が
「
わ
が
心
」
と
気
楽
に
考
え
て
い
る

心
よ
り
深
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
事
に
触
れ
て
感
く
、
事
に
直
接
に
、

親
密
に
感
く
、
そ
の
充
実
し
た
、
生
き
た
情
の
働
き
に
、
不
具
も
欠
陥

も
あ
る
筈
が
な
い
（
同
第
27
集
、
1
5
1
頁
、
18
行
目
）

し
か
し
、
事
物
を
味
識
す
る
、「
情
」
の
曖
昧
な
働
き
の
そ
の
曖
昧

さ
を
、
働
き
が
生
き
て
い
る
刻
印
と
、
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
道
は
あ
る

筈
だ
。
宣
長
が
選
ん
だ
道
は
そ
れ
で
あ
る
。「
情
」
が
「
感
」
い
て
事

物
を
味
識
す
る
様
を
、
外
か
ら
説
明
に
よ
っ
て
明
瞭
化
す
る
事
は
適
わ

ぬ
と
し
て
も
、
内
か
ら
生
き
生
き
と
表
現
し
て
自
証
す
る
こ
と
は
出
来

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
当
人
に
と
っ
て
少
し
も
曖
昧
な
事
で
は
な
か

ろ
う
（
同
第
27
集
、
1
6
4
頁
、
4
行
目
）

「
人
の
実
の
情
を
し
る
を
、
物
の
哀
を
し
る
と
い
ふ
な
り
」（「
紫
文
要

領
」
巻
下
）。「
人
の
実
の
情
」
は
知
り
難
い
。
こ
ん
な
に
不
安
定
な
も

の
は
な
い
か
ら
だ
。「
感
は
動
也
と
い
ひ
て
、
心
の
う
ご
く
こ
と
」（「
玉

の
を
ぐ
し
」
二
の
巻
）
だ
か
ら
だ
（
同
第
27
集
、
2
6
2
頁
、
2
行
目
）

以
上
の
参
照
箇
所
な
ど
か
ら
、
人
の
「
心
」
と
は
、
事
物
に
触
れ
た
際
に

機
能
す
る
セ
ン
サ
ー
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
感
じ
て

動
く
性
質
、
そ
れ
自
体
が
、
心
を
「
心
」
た
ら
し
め
る
。
そ
し
て
、
人
の
心

の
機
能
は
、
そ
の
心
の
本
体
を
所
有
し
て
い
る
本
人
で
さ
え
、
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
心
が
事
物
に
触
れ
た
ら
最
後
、
自
ず
か
ら
そ
の

機
能
が
働
い
て
し
ま
う
の
だ
と
強
調
さ
れ
て
い
る
。

起
こ
っ
た
「
事
」
を
自
身
の
内
に
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
、
自
然
に
、
事
の

心
を
自
ら
の
心
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
物
の
心
は
知
り
難
い

よ
う
に
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
物
の
心
の
ほ
う
か
ら
、
人
の
心
に
近
づ
い
て
く

る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
私
た
ち
が
積
極
的
に
「
物
」
に
関
わ

り
、
物
の
心
を
知
ろ
う
と
努
力
し
な
い
限
り
、
私
た
ち
の
心
が
物
の
心
に
触

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

「
情
」
と
い
う
の
が
、
動
い
て
い
る
「
心
」
の
状
態
と
そ
の
機
能
で
あ
る
な

ら
ば
、
本
文
中
で
、
事
物
に
対
し
て
は
「
情
」
が
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
、

納
得
が
い
く
。
事
物
の
心
は
人
の
心
の
よ
う
に
は
機
能
し
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
私
は
、
事
物
の
心
も
、
あ
る
一
定
の
動
き
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
私
た
ち
の
心
は
、
お
の
ず
か
ら
、
音
と
い
う
、

物
理
的
に
は
空
気
の
振
動
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
、
美
し
さ
や
感
情
な
ど
、

様
々
な
も
の
を
聴
き
出
そ
う
と
す
る
。
そ
の
聴
き
出
そ
う
と
す
る
努
力
に
よ

り
、
感
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
と
き
「
心
」
は
、
実
際
に
空
気
の
振

動
に
よ
っ
て
振
る
わ
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
感
動
を
見
出
し
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
心
が
事
に
触
れ
て
感
く
」
と
い
う
表
現
に
、
心
同
士
が
物
理
的
に
「
触
れ

て
」
い
る
よ
う
な
感
覚
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。「
心
が
事
に
触
れ
て
感
く
」

と
き
、
人
の
心
と
事
物
の
心
と
は
、
現
実
に
「
触
れ
」
合
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
事
物
の
心
は
あ
る
一
定
の
振
動
を
持
ち
、
人
の
心
は
、
実

際
に
事
物
の
心
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
物
の
心
の
振
動
を
受
け
取

る
。
す
る
と
、
人
の
心
は
事
物
の
心
と
共
振
す
る
。
人
の
心
は
共
振
を
引
き

起
こ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
物
の
心
の
振
動
の
質
を
知
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
が
、「
事
の
心
を
知
り
、
物
の
心
を
知
る
」
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

「
触
れ
る
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
小
林
先
生
の
文
章
に
こ
の
よ
う
な

表
現
が
あ
る
。

「
情
」
は
、
動
い
て
い
る
状
態
の
「
心
」
の
本
体
と
そ
の
機
能
を
表
す
よ
う
だ
。

「『
情
』
の
曖
昧
な
働
き
」「『
情
』
が
『
感
』
い
て
事
物
を
味
識
す
る
様
」「
感

く
人
の
情
」
な
ど
の
よ
う
に
、「
情
」
は
必
ず
、
動
き
を
伴
っ
て
い
る
。「
心
」

は
事
物
に
触
れ
て
動
く
。
そ
の
動
く
さ
ま
が
「
情
」
で
あ
り
、「
情
」
が
自

ら
そ
の
動
き
の
質
を
見
極
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
の
事
物
を
味
識
す
る
。

人
は
み
な
、
本
能
的
に
、「
心
」
を
自
ら
の
内
に
所
有
し
て
い
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
。
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
自
分
の
内
に
心
が
在
る
こ
と
を
意
識
す

る
の
は
、
気
持
ち
や
感
情
を
見
出
し
た
と
き
、
つ
ま
り
、「
心
」
本
体
が
「
心
」

と
し
て
機
能
し
て
動
き
、「
情
」
と
な
っ
て
「
情
」
の
機
能
が
働
い
た
と
き
だ
。

そ
れ
ら
の
働
き
は
瞬
時
に
起
こ
る
の
で
、
す
べ
て
を
一
緒
く
た
に
し
て
し
ま

い
が
ち
だ
が
、
本
質
的
に
は
「
心
」
と
「
情
」
の
機
能
が
、
実
情
や
感
情
を

見
出
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
正
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

問
題
は
、
人
の
情
と
い
う
も
の
の
一
般
的
な
性
質
、
更
に
言
え
ば
、

そ
の
基
本
的
な
働
き
、
機
能
に
あ
っ
た
。「
う
れ
し
き
情
」「
か
な
し
き

情
」
と
い
う
区
別
を
情
の
働
き
浅
さ
深
さ
、「
心
に
思
ふ
す
ぢ
」
に
か

な
う
場
合
と
か
な
わ
ぬ
場
合
と
で
は
、
情
の
働
き
方
に
相
違
が
あ
る
ま

で
の
事
、
と
宣
長
は
解
す
る
。
何
事
も
、
思
う
に
ま
か
す
筋
に
あ
る
時
、

心
は
、
外
に
向
っ
て
広
い
意
味
で
の
行
為
を
追
う
が
、
内
に
顧
み
て
心

を
得
よ
う
と
は
し
な
い
。
意
識
は
「
す
べ
て
心
に
か
な
は
ぬ
筋
」
に
現

れ
る
と
さ
え
言
え
よ
う
（
同
第
27
集
、
1
5
0
頁
、
9
行
目
）

　
事
物
の
「
心
」
は
、
そ
の
事
物
の
「
本
質
」
と
い
う
語
義
で
使
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
事
物
の
心
と
い
っ
て
も
、「
事
の
心
」
と
「
物
の
心
」
と
は
、
私

た
ち
に
と
っ
て
大
き
く
違
う
よ
う
に
思
う
。「
事
」
と
は
出
来
事
で
あ
り
、

「
事
」
が
起
き
た
と
き
、
私
た
ち
は
す
で
に
そ
の
出
来
事
に
関
わ
っ
て
い
て
、

焼
き
物
好
き
は
、
い
つ
の
間
に
か
、
触
覚
に
基
づ
い
て
視
力
を
働
か

す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
陳
列
棚
の
焼
き
物
も
、
硝
子
越
し
に
、
触
る

よ
う
に
見
て
い
る
も
の
だ
（
同
第
25
集
、
1
3
2
頁
、
10
行
目
）

「
心
が
事
に
触
れ
」
る
こ
と
を
「
事
物
と
情
と
の
交
渉
」
と
も
言
い
換
え
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
だ
。

宣
長
が
、「
源
氏
」
に
、「
人
の
情
の
あ
る
や
う
」
と
直
観
し
た
と
こ

ろ
は
、〔
中
略
〕
た
だ
人
間
で
あ
る
と
い
う
理
由
さ
え
あ
れ
ば
、
直
ち

に
現
れ
て
く
る
事
物
と
情
と
の
緊
密
な
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
る
世
界
で

あ
る
（
同
第
27
集
、
1
6
4
頁
、
13
行
目
）

さ
ら
に
、
小
林
秀
雄
先
生
の
文
章
の
な
か
に
は
、「
物
に
心
が
在
っ
た
ら
」

な
ど
と
、
物
を
人
に
見
立
て
る
よ
う
な
表
現
が
時
折
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
も
、

事
物
の
心
の
振
動
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
源
氏
」
と
い
う
物
に
、
仮
り
に
心
が
在
っ
た
と
し
て
も
、
時
代
に
よ

り
人
に
よ
り
、
様
々
に
批
評
さ
れ
評
価
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
一
向
に
気

に
掛
け
は
し
ま
い
。
だ
が
、
凡
そ
、
文
芸
作
品
と
い
う
一
種
の
生
き
物

の
常
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
読
者
に
、
生
き
た
感
受
性
を
以
て
迎
え
ら
れ

た
い
と
は
、
い
つ
も
求
め
て
止
ま
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
（
同
第
27
集
、

1
9
6
頁
、
14
行
目
）

誰
に
と
っ
て
も
、
生
き
る
と
は
、
物
事
を
正
確
に
知
る
こ
と
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
格
別
な
事
を
行
う
よ
り
先
き
に
、
物
事
が
生
き
ら

れ
る
と
い
う
極
く
普
通
な
事
が
行
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
極
く

普
通
の
意
味
で
、
見
た
り
、
感
じ
た
り
し
て
い
る
、
私
達
の
直
接
経
験

の
世
界
に
現
れ
て
来
る
物
は
、
皆
私
た
ち
の
喜
怒
哀
楽
の
情
に
染
め
ら

れ
て
い
て
、
其
処
に
は
、
無
色
の
物
が
這
入
っ
て
来
る
余
地
な
ど
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
悲
し
い
と
か
楽
し
い
と
か
、
ま
る
で
人
間
の
表

情
を
し
て
い
る
よ
う
な
物
に
し
か
出
会
え
ぬ
世
界
だ
、
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
あ
る
ま
い
（
同
第
27
集
、
2
7
7
頁
、
2
行
目
）

私
は
壺
が
好
き
だ
。
も
し
焼
き
物
に
心
が
あ
る
な
ら
、
盃
も
徳
利
も

皿
も
鉢
も
、
み
ん
な
壺
に
な
っ
て
安
定
し
た
い
、
安
定
し
た
い
と
願
っ

て
い
る
よ
う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
（
同
第
25
集
、
1
3
3
頁
、
12
行
目
）

　
お
そ
ら
く
、
こ
の
世
の
事
物
の
心
は
、
す
べ
て
振
動
し
て
い
る
。
私
た
ち

は
、
自
ら
の
心
の
機
能
を
鍛
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
く
の
事
物

の
心
の
振
動
を
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
よ
り
深
く
、
事
物

と
の
交
渉
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
事
物
と
関
わ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
心
を
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
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二
〇
一
七
年
（
平
成
二
九
）
二
月
九
日
、
雪
の
降
る
夜
で
し
た
、
世
田

谷
の
三
軒
茶
屋
で
ひ
ら
か
れ
た
第
十
回
女
子
力
ラ
ボ
で
桑
原
さ
ん
の
講
演

「
現
代
音
楽
と
文
学
」
を
聴
き
、
私
は
す
ぐ
さ
ま
メ
ー
ル
を
送
り
ま
し
た
。

桑
原
ゆ
う
様

今
回
の
講
演
、
す
ば
ら
し
か
っ
た
、
ほ
ん
と
う
に
す
ば
ら
し
か
っ

た
。
講
演
内
容
も
語
り
口
も
映
像
も
、
め
っ
た
に
は
な
い
充
実
感
を

い
た
だ
い
た
一
夜
で
し
た
。
そ
れ
に
、
懇
親
会
で
の
話
が
ま
た
刺
激

的
で
、
桑
原
さ
ん
の
も
っ
て
生
ま
れ
た
感
性
と
研
究
熱
心
が
か
ぎ
り

な
く
き
ら
め
き
、
作
曲
と
い
う
創
造
行
為
の
源
泉
を
い
ま
こ
そ
つ
い

に
見
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
思
い
で
し
た
。

実
は
、
小
生
は
、
桑
原
さ
ん
の
曲
を
初
め
て
聴
か
せ
て
も
ら
っ
た

と
き
か
ら
、
音
に
託
し
て
自
分
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

い
つ
か
精
し
く
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
き
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
に
も
作
品
単
位
、
演
奏
会
単
位
で
は
聞
か
せ
て
も
ら
っ
て

い
ま
し
た
が
、
今
回
、
桑
原
さ
ん
の
作
曲
活
動
の
全
体
に
わ
た
っ
て

聞
か
せ
て
も
ら
え
た
こ
と
で
、
ま
さ
に
こ
れ
だ
と
思
い
ま
し
た
。

と
い
う
の
は
、
小
林
秀
雄
先
生
が
大
の
音
楽
好
き
だ
っ
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
音
楽
を
先
生
は
ど
う
聴
か
れ
て
い

た
か
、
そ
こ
を
し
っ
か
り
学
び
取
っ
て
模
倣
し
た
い
、
そ
れ
が
小
生

の
切
な
る
希
い
な
の
で
す
。
今
日
、
音
楽
の
愛
好
家
や
批
評
家
と

い
っ
た
人
た
ち
の
間
で
は
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
で
あ
れ
ブ
ラ
ー
ム
ス
で

あ
れ
、
そ
の
と
き
そ
の
と
き
の
演
奏
の
良
し
悪
し
を
論
評
し
あ
う
こ

と
が
主
流
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
が
、
小
林
先
生
の
音

楽
話
は
、
演
奏
家
の
演
奏
よ
り
も
作
曲
家
の
精
神
と
心
、
そ
こ
に
眼

目
が
お
か
れ
て
い
ま
し
た
。
折
に
ふ
れ
て
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
ジ
ョ
コ

ン
ダ
・
デ
・
ヴ
ィ
ー
ト
や
ピ
ア
ノ
の
ル
ド
ル
フ
・
ゼ
ル
キ
ン
と
い
っ

た
人
た
ち
の
演
奏
ぶ
り
を
熱
心
に
語
る
こ
と
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
ま

し
た
が
、
先
生
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
」
に

お
い
て
も
、
音
楽
を
中
心
と
し
て
芸
術
を
語
っ
た
「
表
現
に
つ
い
て
」

に
お
い
て
も
、
先
生
が
ひ
た
す
ら
耳
を
澄
ま
せ
て
聞
き
取
ろ
う
と
し

て
い
た
の
は
作
曲
家
の
精
神
と
心
で
す
。

し
か
し
悲
し
い
か
な
、
先
生
の
よ
う
な
聴
覚
、
直
観
力
に
は
恵
ま

れ
て
い
な
い
私
た
ち
ふ
つ
う
の
音
楽
好
き
は
、
ど
ん
な
に
身
を
入
れ

て
聴
い
て
も
な
か
な
か
確
信
に
は
至
れ
ま
せ
ん
。
小
生
は
、
永
年
そ

の
こ
と
を
も
ど
か
し
く
も
悔
し
く
も
思
っ
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

桑
原
さ
ん
の
曲
を
聴
き
、
桑
原
さ
ん
と
話
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
俄

然
一
新
し
た
の
で
す
。
桑
原
さ
ん
の
気
持
ち
を
聞
い
て
ブ
ラ
ー
ム
ス

を
聴
け
ば
、
今
ま
で
は
聞
え
て
い
な
か
っ
た
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
心
が
聞

え
る
気
が
し
ま
す
。
少
な
く
と
も
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
心
の
扉
の
前
に
は

立
て
た
気
が
し
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
機
会
あ
る
ご
と
に
、
桑
原
さ
ん
の
作
曲
家
と
し
て
の

気
持
ち
を
聞
か
せ
て
下
さ
い
。
桑
原
さ
ん
か
ら
い
ろ
い
ろ
聞
か
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
で
、
小
林
先
生
の
耳
に
一
歩
で
も
二
歩
で
も
近
づ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
桑
原
さ
ん
の
心
を
、
よ
り
綿
密
に
聴

き
取
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
小
林
秀
雄
先
生
」
と
は
、
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
五
）
に
生
れ
、
一
九

八
三
年
（
昭
和
五
八
）
に
亡
く
な
っ
た
文
学
者
で
す
が
、
そ
の
八
〇
年
の

生
涯
に
お
い
て
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
生
活
」「
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
」

「
ゴ
ッ
ホ
の
手
紙
」
な
ど
の
労
作
を
い
く
つ
も
発
表
し
、
日
本
に
お
け
る

近
代
批
評
の
創
始
者
・
構
築
者
と
し
て
称
え
ら
れ
る
と
と
も
に
「
人
生
の

教
師
」
と
仰
が
れ
慕
わ
れ
ま
し
た
。
幸
い
に
し
て
私
は
新
潮
社
に
勤
め
て

先
生
の
本
の
係
を
命
ぜ
ら
れ
、
先
生
の
最
晩
年
の
十
一
年
余
り
、
お
側
近

く
に
仕
え
ま
し
た
。
先
生
が
亡
く
な
っ
て
約
三
十
年
、
今
か
ら
だ
と
七
年

前
の
二
〇
一
二
年
、
私
は
脳
科
学
者
の
茂
木
健
一
郎
さ
ん
に
請
わ
れ
て

若
い
人
た
ち
に
小
林
先
生
の
こ
と
を
語
る
塾
を
ひ
ら
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
「
小
林
秀
雄
に
学
ぶ
塾
」
と
銘
打
っ
た
塾
に
、
第
一
期
生
と
し

て
加
わ
っ
て
下
さ
っ
た
う
ち
の
ひ
と
り
が
桑
原
ゆ
う
さ
ん
で
し
た
。

開
塾
第
一
回
の
席
で
、
桑
原
さ
ん
が
「
私
は
作
曲
を
し
て
い
ま
す
、
作

曲
家
と
し
て
言
葉
と
い
う
も
の
に
関
心
が
あ
り
ま
す
」
と
言
わ
れ
た
簡
明

率
直
な
自
己
紹
介
を
私
は
今
も
よ
く
憶
え
て
い
ま
す
。「
音
と
言
葉
」
と

い
う
命
題
は
音
楽
に
携
る
人
々
の
口
か
ら
し
ば
し
ば
聞
か
れ
、
二
〇
世
紀

最
大
の
指
揮
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
の
本
の
書
名
に

も
な
っ
て
い
ま
す
が
、
桑
原
さ
ん
が
口
に
し
た
「
作
曲
家
と
言
葉
」
は
わ

け
て
も
印
象
的
で
し
た
。
何
よ
り
も
桑
原
さ
ん
が
、
そ
う
い
う
関
心
で

「
小
林
秀
雄
の
言
葉
」
を
求
め
て
き
た
こ
と
に
私
は
意
表
を
突
か
れ
た
よ

う
な
思
い
を
抱
き
、
そ
の
思
い
に
駆
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
た
だ
ち
に
桑
原

さ
ん
の
新
曲
を
聴
き
に
行
き
ま
し
た
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
分
野
は
ま
だ

し
も
と
し
て
も
、
桑
原
さ
ん
の
活
動
領
域
で
あ
る
現
代
音
楽
に
は
ほ
と
ん

ど
門
外
漢
で
し
か
な
か
っ
た
私
で
あ
っ
た
の
に
、
桑
原
さ
ん
の
音
楽
を
聴

い
て
、
私
は
心
底
そ
の
場
で
「
面
白
い
！
」
と
思
い
ま
し
た
。
桑
原
さ
ん

の
言
う
作
曲
家
と
し
て
の
言
葉
へ
の
関
心
も
、
こ
れ
か
ら
桑
原
さ
ん
の
音

楽
を
聴
き
続
け
て
い
け
ば
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
こ
と
か
を
は
っ
き
り
得
心

さ
せ
て
も
ら
え
る
日
が
必
ず
く
る
と
思
い
ま
し
た
。

「
小
林
秀
雄
に
学
ぶ
塾
」
は
、
月
に
一
度
の
ペ
ー
ス
で
開
き
、
二
〇
一
三

年
か
ら
は
「
本
居
宣
長
」
を
読
ん
で
い
ま
す
。

「
本
居
宣
長
」
は
、
小
林
先
生
が
六
十
三
歳
か
ら
七
十
五
歳
ま
で
の
十
二

年
余
を
か
け
て
書
き
上
げ
た
大
著
で
す
。
江
戸
時
代
の
学
者
、
本
居
宣
長

の
学
問
を
熟
読
し
、
宣
長
と
と
も
に
「
人
生
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
を

考
え
ぬ
い
た
、
文
字
ど
お
り
畢
生
の
大
作
で
す
。
そ
の
「
本
居
宣
長
」
を
、

先
生
が
執
筆
に
か
け
た
の
と
同
じ
十
二
年
を
か
け
て
読
む
の
で
す
。
そ
れ

も
、
私
が
一
方
的
に
講
釈
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
生
は
、
私
た
ち

人
間
は
こ
の
複
雑
な
人
生
に
対
し
て
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
の
答
を
出
す

な
ど
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
し
か
し
、
質
問
す
る
こ
と
は
で
き
る
、

諸
君
、
人
生
に
上
手
に
質
問
し
よ
う
と
し
て
く
れ
た
ま
え
、
そ
う
言
っ
て

い
ま
し
た
。
上
手
な
質
問
と
は
、
誰
か
に
訊
い
て
す
ぐ
さ
ま
答
え
て
も
ら

う
と
い
う
よ
う
な
問
い
で
は
な
く
、
何
事
で
あ
れ
自
分
が
気
づ
い
た
人
生

「
な
ぜ
」
の
核
心
は
、
宣
長
が
、
私
た
ち
の
使
っ
て
い
る
言
葉
に
は
大
き

く
分
け
て
書
き
言
葉
と
話
し
言
葉
と
が
あ
る
が
、
言
葉
本
来
の
命
は
書
き

言
葉
よ
り
も
話
し
言
葉
の
ほ
う
に
こ
そ
宿
っ
て
い
る…

…

、
と
い
う
こ
と

は
、
今
も
昔
も
変
ら
な
い
人
間
本
来
の
心
と
息
づ
か
い
は
話
し
言
葉
の
ほ

う
に
こ
そ
脈
打
っ
て
い
る
と
見
て
話
し
言
葉
を
生
ん
だ
人
間
感
情
の
機
微

に
深
く
思
い
を
致
し
、
こ
う
し
て
「
源
氏
物
語
」
の
言
葉
、「
古
事
記
」

の
言
葉
を
そ
れ
ら
の
「
語
意
」
の
解
明
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
当
時
の

人
々
が
そ
れ
ら
を
口
に
し
た
と
き
の
「
文
」
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
き
生
き
と
蘇
ら
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
小
林
先
生
は
言
っ
て
い

ま
す
。
先
生
自
身
が
何
度
も
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
、
宣
長
の
長
年
に
わ

た
っ
た
苦
心
を
読
み
取
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
本
居
宣
長
と
小
林
先
生
に
よ
る
「
言
葉
の
源
へ
遡
る
旅
」
の
道
筋

が
、
桑
原
さ
ん
の
エ
ッ
セ
イ
「
音
楽
の
起
り
と
歌
の
起
り
」「『
心
』
と

『
情
』」
で
見
事
に
跡
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
般
に
は
た
い
へ
ん
難
し
い

と
言
わ
れ
て
い
る
「
本
居
宣
長
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
跡
づ

け
が
た
ち
ど
こ
ろ
に
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
素
早
く
桑
原
さ
ん
に
で
き
た
の

は
、
桑
原
さ
ん
が
「
音
と
言
葉
」
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
曲
を
書

い
て
き
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
桑
原
さ
ん
は
言
い
ま
す
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て

い
る
「
歌
」
は
和
歌
の
こ
と
で
す
。

―
―

宣
長
の
い
う
「
歌
と
い
ふ
物
の
お
こ
る
所
」
と
は
、
音
楽
と
い

う
物
の
起
る
所
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。…

…

（「
音

楽
の
起
り
と
歌
の
起
り
」）

で
は
日
頃
、
桑
原
さ
ん
は
ど
う
い
う
思
い
で
曲
を
書
い
て
い
る
の
で

し
ょ
う
。

―
―

い
ま
の
私
に
と
っ
て
、
作
曲
と
は
、
音
楽
言
語
と
い
う
、
長
い

歴
史
を
経
て
養
わ
れ
た
巨
き
な
意
味
構
造
を
使
わ
せ
て
も
ら
い
、
自

の
疑
問
に
自
分
自
身
で
答
え
よ
う
と
す
る
、
誰
に
も
頼
ら
ず
自
問
自
答
す

る…
…

、
そ
う
い
う
質
問
で
す
。
し
た
が
っ
て
、「
本
居
宣
長
」
を
十
二

年
か
け
て
読
む
そ
の
読
み
方
も
、
塾
生
諸
君
が
「
本
居
宣
長
」
を
読
ん
で

い
っ
て
〝
思
わ
ず
識
ら
ず
引
っ
か
か
っ
た
言
葉
〞、
あ
る
い
は
〝
は
た
と

足
が
止
っ
た
箇
所
〞、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
心
を
と
め
て
、
自
分
は
な
ぜ

こ
こ
に
引
っ
か
か
っ
た
の
か
、
な
ぜ
こ
こ
で
立
ち
止
っ
た
の
か
を
そ
れ
ぞ

れ
に
考
え
る
、
そ
の
自
問
自
答
を
塾
の
席
で
順
次
公
に
す
る
、
そ
う
い
う

か
た
ち
の
繰
り
返
し
で
す
。

そ
の
塾
生
諸
君
の
質
問
、
す
な
わ
ち
自
問
自
答
は
、
後
日
、
三
〇
〇
〇

字
な
い
し
四
〇
〇
〇
字
の
エ
ッ
セ
イ
に
し
て
も
ら
っ
て
塾
の
同
人
誌

『
好
・
信
・
楽
』
に
載
せ
ま
す
。
今
回
の
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
収
め
ら
れ

て
い
る
「
音
楽
の
起
り
と
歌
の
起
り
」「
心
と
情
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
好
・

信
・
楽
』
の
二
〇
一
七
年
六
月
号
と
一
八
年
一
月
号
に
寄
せ
ら
れ
た
、
桑

原
さ
ん
渾
身
の
自
問
自
答
で
す
。

本
居
宣
長
は
、
江
戸
時
代
の
中
頃
、
今
日
の
三
重
県
松
阪
市
に
生
れ
、

七
十
二
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
松
阪
に
住
ん
で
、
一
生
を
日
本
の
古
典
研
究

に
捧
げ
た
人
で
す
。
そ
の
業
績
の
大
き
さ
・
広
さ
は
と
て
も
一
言
で
は
言

い
き
れ
ま
せ
ん
が
、
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
業
績
は
、
平
安
時
代
に
書
か
れ

て
以
来
、
作
者
紫
式
部
の
真
意
を
無
視
し
て
独
断
専
行
の
読
み
方
が
罷
り

通
っ
て
い
た
「
源
氏
物
語
」
を
、
七
〇
〇
年
以
上
も
の
時
を
超
え
て
初
め

て
文
学
と
し
て
正
当
に
読
み
解
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
ま
だ
片
仮
名
も

平
仮
名
も
な
か
っ
た
奈
良
時
代
に
、
中
国
か
ら
渡
っ
て
き
た
漢
字
だ
け
で

書
か
れ
て
い
た
た
め
誰
に
も
読
め
な
く
な
っ
て
い
た
「
古
事
記
」
を
、
一

〇
〇
〇
年
の
眠
り
か
ら
覚
ま
し
て
誰
も
が
読
め
る
よ
う
に
し
た
こ
と
、
こ

の
二
つ
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
小
林
先
生
の
「
本
居
宣
長
」
は
、
こ
う
し
て
長
い
間
、
日
本
人

の
誰
も
が
誤
読
す
る
か
拱
手
し
て
い
る
か
し
か
で
き
な
か
っ
た
「
源
氏
物

語
」
と
「
古
事
記
」
を
、
な
ぜ
宣
長
は
一
代
で
、
そ
れ
も
た
っ
た
独
り
で

読
み
解
く
こ
と
が
出
来
た
の
か
、
そ
こ
を
精
緻
に
追
っ
た
本
で
す
。
そ
の

桑
原
さ
ん
の
音
楽
と
言
葉

解
説

池
田
雅
延
﹇
元
新
潮
社
編
集
者
﹈

いけだ・まさのぶ

1946年兵庫県生れ。70年、新潮社に入社、71年、
小林秀雄氏の書籍担当編集者となり、77年、同氏
の「本居宣長」を編集、刊行。また70年から15年間、
創立80周年記念出版〈新潮日本古典集成〉の編成・
編集に携り、「古事記」「萬葉集」「古今和歌集」「枕
草子」「方丈記・発心集」「本居宣長集」等を担当す
る。2001年からは第5次「小林秀雄全集」、2002年
からは「小林秀雄全作品」（第6次「小林秀雄全集」）
を編集、刊行。現在は東京、仙台、大阪、広島等、
各地で「小林秀雄に学ぶ塾」をひらいている。

ら
の
思
考
が
ど
の
よ
う
な
道
筋
を
辿
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、
自
分
が

何
者
で
あ
る
の
か
を
、
自
分
自
身
で
知
る
よ
う
な
行
為
で
す
。
私
た

ち
の
心
は
、
お
の
ず
か
ら
、
音
と
い
う
、
物
理
的
に
は
空
気
の
振
動

に
す
ぎ
な
い
も
の
に
、
美
し
さ
や
感
情
な
ど
、
様
々
な
も
の
を
聴
き

出
そ
う
と
し
ま
す
。
私
は
作
曲
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
そ
の
心
の

働
き
の
謎
を
探
り
、
自
分
の
、
そ
し
て
、
人
の
心
が
如
何
に
つ
く
ら

れ
て
い
る
か
を
知
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。…

…

（
同
）

―
―

言
葉
と
音
楽
の
基
本
は
、
人
が
己
れ
の
感
情
を
ど
う
に
か
し
よ

う
と
す
る
、
人
の
内
部
の
働
き
で
あ
り
、
言
葉
と
音
楽
の
表
現
の
質

に
つ
い
て
問
お
う
と
す
る
と
、
そ
の
元
で
あ
る
、
感
情
の
質
を
問
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
人
の
身
体
性
を
無
視
し
て
、
言
葉
と
音
楽
を
考

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
東
洋
も
西
洋
も
な
い
、
ひ
と
に
元

来
備
わ
っ
た
内
部
の
働
き
か
ら
、
音
楽
の
発
生
の
起
源
を
考
え
る
、

そ
れ
が
音
楽
を
つ
く
る
も
の
の
使
命
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。…

…

（
同
）

―
―

私
が
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
単
語
に
引
っ
張
ら
れ
て
し
ま
う
の
は
、

や
は
り
、
作
曲
家
と
し
て
、
人
の
心
の
働
き
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
、

無
意
識
な
が
ら
も
、
常
に
思
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
私
は
作
曲
と

い
う
行
為
を
通
し
て
、
自
分
の
、
そ
し
て
、
人
の
心
が
如
何
に
つ
く

ら
れ
て
い
る
か
を
知
ろ
う
と
し
て
い
る
。…

…

（「
心
と
情
」
よ
り
）

「
音
楽
の
起
り
と
歌
の
起
り
」
で
言
わ
れ
た
「
私
た
ち
の
心
は
、
お
の
ず

か
ら
、
音
と
い
う
、
物
理
的
に
は
空
気
の
振
動
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
、
美

し
さ
や
感
情
な
ど
、
様
々
な
も
の
を
聴
き
出
そ
う
と
し
ま
す…

…

」
は

「『
心
』
と
『
情
』」
で
繰
返
し
て
言
わ
れ
、
今
度
は
そ
の
後
に
、

―
―

そ
の
聴
き
出
そ
う
と
す
る
努
力
に
よ
り
、
感
動
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
と
き
「
心
」
は
、
実
際
に
空
気
の
振
動
に
よ
っ
て
振
る

わ
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
感
動
を
見
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。…

…

（
同
）

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

桑
原
さ
ん
の
こ
の
自
問
自
答
の
深
ま
り
を
読
ん
で
、
私
は
桑
原
さ
ん
が

言
っ
た
「
作
曲
家
と
言
葉
」
の
深
意
に
ま
ち
が
い
な
く
ふ
れ
得
た
と
思
い

ま
し
た
。
桑
原
さ
ん
の
曲
を
初
め
て
聴
い
て
、
私
が
そ
の
場
で
「
面
白

い
！
」
と
呼
応
し
た
の
は
、
人
間
の
心
の
造
ら
れ
方
の
根
本
を
常
に
見
つ

め
て
曲
造
り
に
臨
ん
で
い
る
桑
原
さ
ん
の
心
が
、
私
と
い
う
人
間
の
人
間

共
通
の
琴
線
に
ま
っ
す
ぐ
ふ
れ
て
き
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
し
た
。

小
林
先
生
は
、「
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を
聞
く
人
へ
」
と
題
し
た
文
章
で
、

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽
に
言
う
に
言
わ
れ
ぬ
彼
の
人
間
性
が
鳴
り
渡
る
の

を
聴
く
の
だ
と
言
い
、
そ
の
た
め
に
は
努
力
し
て
得
た
無
心
が
要
る
と

言
っ
て
い
ま
す
。
私
は
、
桑
原
さ
ん
の
音
楽
に
、
そ
の
つ
ど
桑
原
さ
ん
の

人
間
性
が
鳴
り
渡
る
の
を
聴
い
て
き
ま
し
た
、
こ
れ
か
ら
も
、
無
心
に
聴

い
て
い
き
ま
す
。

く
わ

ね
が
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二
〇
一
七
年
（
平
成
二
九
）
二
月
九
日
、
雪
の
降
る
夜
で
し
た
、
世
田

谷
の
三
軒
茶
屋
で
ひ
ら
か
れ
た
第
十
回
女
子
力
ラ
ボ
で
桑
原
さ
ん
の
講
演

「
現
代
音
楽
と
文
学
」
を
聴
き
、
私
は
す
ぐ
さ
ま
メ
ー
ル
を
送
り
ま
し
た
。

桑
原
ゆ
う
様

今
回
の
講
演
、
す
ば
ら
し
か
っ
た
、
ほ
ん
と
う
に
す
ば
ら
し
か
っ

た
。
講
演
内
容
も
語
り
口
も
映
像
も
、
め
っ
た
に
は
な
い
充
実
感
を

い
た
だ
い
た
一
夜
で
し
た
。
そ
れ
に
、
懇
親
会
で
の
話
が
ま
た
刺
激

的
で
、
桑
原
さ
ん
の
も
っ
て
生
ま
れ
た
感
性
と
研
究
熱
心
が
か
ぎ
り

な
く
き
ら
め
き
、
作
曲
と
い
う
創
造
行
為
の
源
泉
を
い
ま
こ
そ
つ
い

に
見
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
思
い
で
し
た
。

実
は
、
小
生
は
、
桑
原
さ
ん
の
曲
を
初
め
て
聴
か
せ
て
も
ら
っ
た

と
き
か
ら
、
音
に
託
し
て
自
分
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

い
つ
か
精
し
く
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
き
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
に
も
作
品
単
位
、
演
奏
会
単
位
で
は
聞
か
せ
て
も
ら
っ
て

い
ま
し
た
が
、
今
回
、
桑
原
さ
ん
の
作
曲
活
動
の
全
体
に
わ
た
っ
て

聞
か
せ
て
も
ら
え
た
こ
と
で
、
ま
さ
に
こ
れ
だ
と
思
い
ま
し
た
。

と
い
う
の
は
、
小
林
秀
雄
先
生
が
大
の
音
楽
好
き
だ
っ
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
音
楽
を
先
生
は
ど
う
聴
か
れ
て
い

た
か
、
そ
こ
を
し
っ
か
り
学
び
取
っ
て
模
倣
し
た
い
、
そ
れ
が
小
生

の
切
な
る
希
い
な
の
で
す
。
今
日
、
音
楽
の
愛
好
家
や
批
評
家
と

い
っ
た
人
た
ち
の
間
で
は
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
で
あ
れ
ブ
ラ
ー
ム
ス
で

あ
れ
、
そ
の
と
き
そ
の
と
き
の
演
奏
の
良
し
悪
し
を
論
評
し
あ
う
こ

と
が
主
流
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
が
、
小
林
先
生
の
音

楽
話
は
、
演
奏
家
の
演
奏
よ
り
も
作
曲
家
の
精
神
と
心
、
そ
こ
に
眼

目
が
お
か
れ
て
い
ま
し
た
。
折
に
ふ
れ
て
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
ジ
ョ
コ

ン
ダ
・
デ
・
ヴ
ィ
ー
ト
や
ピ
ア
ノ
の
ル
ド
ル
フ
・
ゼ
ル
キ
ン
と
い
っ

た
人
た
ち
の
演
奏
ぶ
り
を
熱
心
に
語
る
こ
と
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
ま

し
た
が
、
先
生
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
」
に

お
い
て
も
、
音
楽
を
中
心
と
し
て
芸
術
を
語
っ
た
「
表
現
に
つ
い
て
」

に
お
い
て
も
、
先
生
が
ひ
た
す
ら
耳
を
澄
ま
せ
て
聞
き
取
ろ
う
と
し

て
い
た
の
は
作
曲
家
の
精
神
と
心
で
す
。

し
か
し
悲
し
い
か
な
、
先
生
の
よ
う
な
聴
覚
、
直
観
力
に
は
恵
ま

れ
て
い
な
い
私
た
ち
ふ
つ
う
の
音
楽
好
き
は
、
ど
ん
な
に
身
を
入
れ

て
聴
い
て
も
な
か
な
か
確
信
に
は
至
れ
ま
せ
ん
。
小
生
は
、
永
年
そ

の
こ
と
を
も
ど
か
し
く
も
悔
し
く
も
思
っ
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

桑
原
さ
ん
の
曲
を
聴
き
、
桑
原
さ
ん
と
話
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
俄

然
一
新
し
た
の
で
す
。
桑
原
さ
ん
の
気
持
ち
を
聞
い
て
ブ
ラ
ー
ム
ス

を
聴
け
ば
、
今
ま
で
は
聞
え
て
い
な
か
っ
た
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
心
が
聞

え
る
気
が
し
ま
す
。
少
な
く
と
も
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
心
の
扉
の
前
に
は

立
て
た
気
が
し
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
機
会
あ
る
ご
と
に
、
桑
原
さ
ん
の
作
曲
家
と
し
て
の

気
持
ち
を
聞
か
せ
て
下
さ
い
。
桑
原
さ
ん
か
ら
い
ろ
い
ろ
聞
か
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
で
、
小
林
先
生
の
耳
に
一
歩
で
も
二
歩
で
も
近
づ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
桑
原
さ
ん
の
心
を
、
よ
り
綿
密
に
聴

き
取
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
小
林
秀
雄
先
生
」
と
は
、
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
五
）
に
生
れ
、
一
九

八
三
年
（
昭
和
五
八
）
に
亡
く
な
っ
た
文
学
者
で
す
が
、
そ
の
八
〇
年
の

生
涯
に
お
い
て
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
生
活
」「
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
」

「
ゴ
ッ
ホ
の
手
紙
」
な
ど
の
労
作
を
い
く
つ
も
発
表
し
、
日
本
に
お
け
る

近
代
批
評
の
創
始
者
・
構
築
者
と
し
て
称
え
ら
れ
る
と
と
も
に
「
人
生
の

教
師
」
と
仰
が
れ
慕
わ
れ
ま
し
た
。
幸
い
に
し
て
私
は
新
潮
社
に
勤
め
て

先
生
の
本
の
係
を
命
ぜ
ら
れ
、
先
生
の
最
晩
年
の
十
一
年
余
り
、
お
側
近

く
に
仕
え
ま
し
た
。
先
生
が
亡
く
な
っ
て
約
三
十
年
、
今
か
ら
だ
と
七
年

前
の
二
〇
一
二
年
、
私
は
脳
科
学
者
の
茂
木
健
一
郎
さ
ん
に
請
わ
れ
て

若
い
人
た
ち
に
小
林
先
生
の
こ
と
を
語
る
塾
を
ひ
ら
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
「
小
林
秀
雄
に
学
ぶ
塾
」
と
銘
打
っ
た
塾
に
、
第
一
期
生
と
し

て
加
わ
っ
て
下
さ
っ
た
う
ち
の
ひ
と
り
が
桑
原
ゆ
う
さ
ん
で
し
た
。

開
塾
第
一
回
の
席
で
、
桑
原
さ
ん
が
「
私
は
作
曲
を
し
て
い
ま
す
、
作

曲
家
と
し
て
言
葉
と
い
う
も
の
に
関
心
が
あ
り
ま
す
」
と
言
わ
れ
た
簡
明

率
直
な
自
己
紹
介
を
私
は
今
も
よ
く
憶
え
て
い
ま
す
。「
音
と
言
葉
」
と

い
う
命
題
は
音
楽
に
携
る
人
々
の
口
か
ら
し
ば
し
ば
聞
か
れ
、
二
〇
世
紀

最
大
の
指
揮
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
の
本
の
書
名
に

も
な
っ
て
い
ま
す
が
、
桑
原
さ
ん
が
口
に
し
た
「
作
曲
家
と
言
葉
」
は
わ

け
て
も
印
象
的
で
し
た
。
何
よ
り
も
桑
原
さ
ん
が
、
そ
う
い
う
関
心
で

「
小
林
秀
雄
の
言
葉
」
を
求
め
て
き
た
こ
と
に
私
は
意
表
を
突
か
れ
た
よ

う
な
思
い
を
抱
き
、
そ
の
思
い
に
駆
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
た
だ
ち
に
桑
原

さ
ん
の
新
曲
を
聴
き
に
行
き
ま
し
た
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
分
野
は
ま
だ

し
も
と
し
て
も
、
桑
原
さ
ん
の
活
動
領
域
で
あ
る
現
代
音
楽
に
は
ほ
と
ん

ど
門
外
漢
で
し
か
な
か
っ
た
私
で
あ
っ
た
の
に
、
桑
原
さ
ん
の
音
楽
を
聴

い
て
、
私
は
心
底
そ
の
場
で
「
面
白
い
！
」
と
思
い
ま
し
た
。
桑
原
さ
ん

の
言
う
作
曲
家
と
し
て
の
言
葉
へ
の
関
心
も
、
こ
れ
か
ら
桑
原
さ
ん
の
音

楽
を
聴
き
続
け
て
い
け
ば
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
こ
と
か
を
は
っ
き
り
得
心

さ
せ
て
も
ら
え
る
日
が
必
ず
く
る
と
思
い
ま
し
た
。

「
小
林
秀
雄
に
学
ぶ
塾
」
は
、
月
に
一
度
の
ペ
ー
ス
で
開
き
、
二
〇
一
三

年
か
ら
は
「
本
居
宣
長
」
を
読
ん
で
い
ま
す
。

「
本
居
宣
長
」
は
、
小
林
先
生
が
六
十
三
歳
か
ら
七
十
五
歳
ま
で
の
十
二

年
余
を
か
け
て
書
き
上
げ
た
大
著
で
す
。
江
戸
時
代
の
学
者
、
本
居
宣
長

の
学
問
を
熟
読
し
、
宣
長
と
と
も
に
「
人
生
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
を

考
え
ぬ
い
た
、
文
字
ど
お
り
畢
生
の
大
作
で
す
。
そ
の
「
本
居
宣
長
」
を
、

先
生
が
執
筆
に
か
け
た
の
と
同
じ
十
二
年
を
か
け
て
読
む
の
で
す
。
そ
れ

も
、
私
が
一
方
的
に
講
釈
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
生
は
、
私
た
ち

人
間
は
こ
の
複
雑
な
人
生
に
対
し
て
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
の
答
を
出
す

な
ど
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
し
か
し
、
質
問
す
る
こ
と
は
で
き
る
、

諸
君
、
人
生
に
上
手
に
質
問
し
よ
う
と
し
て
く
れ
た
ま
え
、
そ
う
言
っ
て

い
ま
し
た
。
上
手
な
質
問
と
は
、
誰
か
に
訊
い
て
す
ぐ
さ
ま
答
え
て
も
ら

う
と
い
う
よ
う
な
問
い
で
は
な
く
、
何
事
で
あ
れ
自
分
が
気
づ
い
た
人
生

「
な
ぜ
」
の
核
心
は
、
宣
長
が
、
私
た
ち
の
使
っ
て
い
る
言
葉
に
は
大
き

く
分
け
て
書
き
言
葉
と
話
し
言
葉
と
が
あ
る
が
、
言
葉
本
来
の
命
は
書
き

言
葉
よ
り
も
話
し
言
葉
の
ほ
う
に
こ
そ
宿
っ
て
い
る…

…

、
と
い
う
こ
と

は
、
今
も
昔
も
変
ら
な
い
人
間
本
来
の
心
と
息
づ
か
い
は
話
し
言
葉
の
ほ

う
に
こ
そ
脈
打
っ
て
い
る
と
見
て
話
し
言
葉
を
生
ん
だ
人
間
感
情
の
機
微

に
深
く
思
い
を
致
し
、
こ
う
し
て
「
源
氏
物
語
」
の
言
葉
、「
古
事
記
」

の
言
葉
を
そ
れ
ら
の
「
語
意
」
の
解
明
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
当
時
の

人
々
が
そ
れ
ら
を
口
に
し
た
と
き
の
「
文
」
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
き
生
き
と
蘇
ら
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
小
林
先
生
は
言
っ
て
い

ま
す
。
先
生
自
身
が
何
度
も
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
、
宣
長
の
長
年
に
わ

た
っ
た
苦
心
を
読
み
取
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
本
居
宣
長
と
小
林
先
生
に
よ
る
「
言
葉
の
源
へ
遡
る
旅
」
の
道
筋

が
、
桑
原
さ
ん
の
エ
ッ
セ
イ
「
音
楽
の
起
り
と
歌
の
起
り
」「『
心
』
と

『
情
』」
で
見
事
に
跡
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
般
に
は
た
い
へ
ん
難
し
い

と
言
わ
れ
て
い
る
「
本
居
宣
長
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
跡
づ

け
が
た
ち
ど
こ
ろ
に
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
素
早
く
桑
原
さ
ん
に
で
き
た
の

は
、
桑
原
さ
ん
が
「
音
と
言
葉
」
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
曲
を
書

い
て
き
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
桑
原
さ
ん
は
言
い
ま
す
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て

い
る
「
歌
」
は
和
歌
の
こ
と
で
す
。

―
―

宣
長
の
い
う
「
歌
と
い
ふ
物
の
お
こ
る
所
」
と
は
、
音
楽
と
い

う
物
の
起
る
所
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。…

…

（「
音

楽
の
起
り
と
歌
の
起
り
」）

で
は
日
頃
、
桑
原
さ
ん
は
ど
う
い
う
思
い
で
曲
を
書
い
て
い
る
の
で

し
ょ
う
。

―
―

い
ま
の
私
に
と
っ
て
、
作
曲
と
は
、
音
楽
言
語
と
い
う
、
長
い

歴
史
を
経
て
養
わ
れ
た
巨
き
な
意
味
構
造
を
使
わ
せ
て
も
ら
い
、
自

の
疑
問
に
自
分
自
身
で
答
え
よ
う
と
す
る
、
誰
に
も
頼
ら
ず
自
問
自
答
す

る…
…

、
そ
う
い
う
質
問
で
す
。
し
た
が
っ
て
、「
本
居
宣
長
」
を
十
二

年
か
け
て
読
む
そ
の
読
み
方
も
、
塾
生
諸
君
が
「
本
居
宣
長
」
を
読
ん
で

い
っ
て
〝
思
わ
ず
識
ら
ず
引
っ
か
か
っ
た
言
葉
〞、
あ
る
い
は
〝
は
た
と

足
が
止
っ
た
箇
所
〞、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
心
を
と
め
て
、
自
分
は
な
ぜ

こ
こ
に
引
っ
か
か
っ
た
の
か
、
な
ぜ
こ
こ
で
立
ち
止
っ
た
の
か
を
そ
れ
ぞ

れ
に
考
え
る
、
そ
の
自
問
自
答
を
塾
の
席
で
順
次
公
に
す
る
、
そ
う
い
う

か
た
ち
の
繰
り
返
し
で
す
。

そ
の
塾
生
諸
君
の
質
問
、
す
な
わ
ち
自
問
自
答
は
、
後
日
、
三
〇
〇
〇

字
な
い
し
四
〇
〇
〇
字
の
エ
ッ
セ
イ
に
し
て
も
ら
っ
て
塾
の
同
人
誌

『
好
・
信
・
楽
』
に
載
せ
ま
す
。
今
回
の
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
収
め
ら
れ

て
い
る
「
音
楽
の
起
り
と
歌
の
起
り
」「
心
と
情
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
好
・

信
・
楽
』
の
二
〇
一
七
年
六
月
号
と
一
八
年
一
月
号
に
寄
せ
ら
れ
た
、
桑

原
さ
ん
渾
身
の
自
問
自
答
で
す
。

本
居
宣
長
は
、
江
戸
時
代
の
中
頃
、
今
日
の
三
重
県
松
阪
市
に
生
れ
、

七
十
二
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
松
阪
に
住
ん
で
、
一
生
を
日
本
の
古
典
研
究

に
捧
げ
た
人
で
す
。
そ
の
業
績
の
大
き
さ
・
広
さ
は
と
て
も
一
言
で
は
言

い
き
れ
ま
せ
ん
が
、
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
業
績
は
、
平
安
時
代
に
書
か
れ

て
以
来
、
作
者
紫
式
部
の
真
意
を
無
視
し
て
独
断
専
行
の
読
み
方
が
罷
り

通
っ
て
い
た
「
源
氏
物
語
」
を
、
七
〇
〇
年
以
上
も
の
時
を
超
え
て
初
め

て
文
学
と
し
て
正
当
に
読
み
解
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
ま
だ
片
仮
名
も

平
仮
名
も
な
か
っ
た
奈
良
時
代
に
、
中
国
か
ら
渡
っ
て
き
た
漢
字
だ
け
で

書
か
れ
て
い
た
た
め
誰
に
も
読
め
な
く
な
っ
て
い
た
「
古
事
記
」
を
、
一

〇
〇
〇
年
の
眠
り
か
ら
覚
ま
し
て
誰
も
が
読
め
る
よ
う
に
し
た
こ
と
、
こ

の
二
つ
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
小
林
先
生
の
「
本
居
宣
長
」
は
、
こ
う
し
て
長
い
間
、
日
本
人

の
誰
も
が
誤
読
す
る
か
拱
手
し
て
い
る
か
し
か
で
き
な
か
っ
た
「
源
氏
物

語
」
と
「
古
事
記
」
を
、
な
ぜ
宣
長
は
一
代
で
、
そ
れ
も
た
っ
た
独
り
で

読
み
解
く
こ
と
が
出
来
た
の
か
、
そ
こ
を
精
緻
に
追
っ
た
本
で
す
。
そ
の

ら
の
思
考
が
ど
の
よ
う
な
道
筋
を
辿
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、
自
分
が

何
者
で
あ
る
の
か
を
、
自
分
自
身
で
知
る
よ
う
な
行
為
で
す
。
私
た

ち
の
心
は
、
お
の
ず
か
ら
、
音
と
い
う
、
物
理
的
に
は
空
気
の
振
動

に
す
ぎ
な
い
も
の
に
、
美
し
さ
や
感
情
な
ど
、
様
々
な
も
の
を
聴
き

出
そ
う
と
し
ま
す
。
私
は
作
曲
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
そ
の
心
の

働
き
の
謎
を
探
り
、
自
分
の
、
そ
し
て
、
人
の
心
が
如
何
に
つ
く
ら

れ
て
い
る
か
を
知
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。…

…

（
同
）

―
―

言
葉
と
音
楽
の
基
本
は
、
人
が
己
れ
の
感
情
を
ど
う
に
か
し
よ

う
と
す
る
、
人
の
内
部
の
働
き
で
あ
り
、
言
葉
と
音
楽
の
表
現
の
質

に
つ
い
て
問
お
う
と
す
る
と
、
そ
の
元
で
あ
る
、
感
情
の
質
を
問
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
人
の
身
体
性
を
無
視
し
て
、
言
葉
と
音
楽
を
考

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
東
洋
も
西
洋
も
な
い
、
ひ
と
に
元

来
備
わ
っ
た
内
部
の
働
き
か
ら
、
音
楽
の
発
生
の
起
源
を
考
え
る
、

そ
れ
が
音
楽
を
つ
く
る
も
の
の
使
命
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。…

…

（
同
）

―
―

私
が
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
単
語
に
引
っ
張
ら
れ
て
し
ま
う
の
は
、

や
は
り
、
作
曲
家
と
し
て
、
人
の
心
の
働
き
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
、

無
意
識
な
が
ら
も
、
常
に
思
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
私
は
作
曲
と

い
う
行
為
を
通
し
て
、
自
分
の
、
そ
し
て
、
人
の
心
が
如
何
に
つ
く

ら
れ
て
い
る
か
を
知
ろ
う
と
し
て
い
る
。…

…

（「
心
と
情
」
よ
り
）

「
音
楽
の
起
り
と
歌
の
起
り
」
で
言
わ
れ
た
「
私
た
ち
の
心
は
、
お
の
ず

か
ら
、
音
と
い
う
、
物
理
的
に
は
空
気
の
振
動
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
、
美

し
さ
や
感
情
な
ど
、
様
々
な
も
の
を
聴
き
出
そ
う
と
し
ま
す…

…

」
は

「『
心
』
と
『
情
』」
で
繰
返
し
て
言
わ
れ
、
今
度
は
そ
の
後
に
、

―
―

そ
の
聴
き
出
そ
う
と
す
る
努
力
に
よ
り
、
感
動
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
と
き
「
心
」
は
、
実
際
に
空
気
の
振
動
に
よ
っ
て
振
る

わ
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
感
動
を
見
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。…

…

（
同
）

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

桑
原
さ
ん
の
こ
の
自
問
自
答
の
深
ま
り
を
読
ん
で
、
私
は
桑
原
さ
ん
が

言
っ
た
「
作
曲
家
と
言
葉
」
の
深
意
に
ま
ち
が
い
な
く
ふ
れ
得
た
と
思
い

ま
し
た
。
桑
原
さ
ん
の
曲
を
初
め
て
聴
い
て
、
私
が
そ
の
場
で
「
面
白

い
！
」
と
呼
応
し
た
の
は
、
人
間
の
心
の
造
ら
れ
方
の
根
本
を
常
に
見
つ

め
て
曲
造
り
に
臨
ん
で
い
る
桑
原
さ
ん
の
心
が
、
私
と
い
う
人
間
の
人
間

共
通
の
琴
線
に
ま
っ
す
ぐ
ふ
れ
て
き
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
し
た
。

小
林
先
生
は
、「
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を
聞
く
人
へ
」
と
題
し
た
文
章
で
、

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽
に
言
う
に
言
わ
れ
ぬ
彼
の
人
間
性
が
鳴
り
渡
る
の

を
聴
く
の
だ
と
言
い
、
そ
の
た
め
に
は
努
力
し
て
得
た
無
心
が
要
る
と

言
っ
て
い
ま
す
。
私
は
、
桑
原
さ
ん
の
音
楽
に
、
そ
の
つ
ど
桑
原
さ
ん
の

人
間
性
が
鳴
り
渡
る
の
を
聴
い
て
き
ま
し
た
、
こ
れ
か
ら
も
、
無
心
に
聴

い
て
い
き
ま
す
。

し

ま
か

き
ょ
う
し
ゅ

ア
ヤ
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「
淡
座
」
は
、
江
戸
文
化
独
自
の
発
想
の
も
と
、「
形
の
な
い
も
の
、
目
に

見
え
な
い
も
の
」、
つ
ま
り
、
言
葉
、
文
化
、
哲
学
、
思
想
な
ど
、
ひ
と
の

生
活
を
豊
か
に
す
る
も
の
の
在
り
方
を
模
索
し
、
作
品
や
演
奏
と
し
て
発
信

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
と
い
う
。

実
の
と
こ
ろ
私
は
、
昨
年
の
第
二
回
公
演
ま
で
、
グ
ル
ー
プ
名
を
「
あ
わ

ざ
」
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
も
の
だ
か
ら
、「
形
や
光
な
ど
の
ぼ
ん
や
り
し

た
状
態
」
を
い
う
「
淡
い
」
の
言
葉
の
意
味
を
図
り
か
ね
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、「
形
の
な
い
も
の
、
夢
と
現
実
の
は
ざ
ま
、
間
（
あ
わ
い
）

を
え
が
く
」
を
意
図
し
て
名
付
け
た
こ
と
が
わ
か
り
、
向
か
い
合
う
も
の
の

あ
い
だ
、
ま
た
、
二
つ
の
も
の
の
相
互
の
関
係
に
あ
る
境
界
域
を
表
す
〈
あ

わ
い
〉
に
そ
の
本
来
の
趣
旨
が
あ
っ
た
の
だ
と
、
よ
う
や
く
「
あ
わ
い
ざ
」

の
命
名
に
合
点
が
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

2
0
1
1
年
の
旗
揚
げ
公
演
以
来
、
2
0
1
8
年
の
第
二
回
公
演
「
江
戸

×

現
代
音
楽
」
で
、
江
戸
落
語
の
第
一
人
者
古
今
亭
志
ん
輔
師
匠
と
、
夢

と
現
実
の
反
転
が
あ
り
、
こ
の
世
と
あ
の
世
の
交
わ
る
と
こ
ろ
の
気
配
を
感

じ
ら
れ
る
《
反
魂
香
》
と
《
芝
浜
》
で
協
演
し
、
そ
の
〈
あ
わ
い
〉
を
表
現

す
る
た
め
の
音
楽
を
用
い
る
こ
と
で
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
効
果
は
明
瞭
に
発
揮
さ

れ
た
。
約
4
年
に
わ
た
っ
た
志
ん
輔
師
匠
と
の
《
真
景
累
ケ
淵
》
全
段
口
演

と
い
う
協
働
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
成
果
と
な
っ
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
三
味
線
音
楽
の
名
人
、
端
唄
、
民
謡
、
民
俗
芸
能
の
採
譜
活
動
や

海
外
公
演
も
積
極
的
に
行
っ
て
き
た
本
條
秀
太
郎
師
と
は
、
幻
想
文
学
作
家 

泉
鏡
花
の
「
逢
魔
が
時
」
の
も
つ
世
界
観
か
ら
、
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
い

も
の
が
流
れ
込
ん
で
く
る
よ
う
な
黄
昏
時
の
微
妙
を
感
じ
る
〈
あ
わ
い
〉
の

時
間
帯
に
か
す
か
な
隙
間
を
見
出
し
た
。
そ
の
境
界
域
に
目
に
見
え
な
い
神

（
カ
ミ
）
が
流
れ
込
ん
で
く
る
よ
う
に
、
音
を
拾
い
集
め
こ
と
ば
を
綴
っ
た
。

そ
も
そ
も
が
「
音
」
は
、「
神
の
音
づ
れ
」
を
意
味
す
る
字
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
神
の
「
音
な
ひ
」「
訪
れ
」
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
神
の
訪
れ
は
、

夜
更
け
た
暗
闇
の
と
き
に
、
ひ
そ
か
な
「
音
づ
れ
」
と
し
て
示
さ
れ
る
。
そ

の
よ
う
に
ひ
そ
か
に
暗
示
さ
れ
る
も
の
を
音
と
い
う
。
暗
闇
と
は
た
だ
光
の

な
い
世
界
と
い
う
だ
け
で
な
く
「
神
の
音
な
ふ
」
世
界
で
あ
る
。

桑
原
ゆ
う
さ
ん
は
、
東
京
藝
術
大
学
在
学
中
に
能
楽
と
出
会
っ
て
以
来
、

純
粋
な
器
楽
曲
の
ほ
か
に
謡
や
聲
明
の
た
め
の
作
品
も
書
き
、
東
洋
の
伝
統

音
楽
の
身
体
や
呼
吸
、
発
声
な
ど
を
独
自
の
手
段
で
扱
う
方
法
論
を
開
拓
し

て
い
る
。
2
0
0
9
年
2
月
に
酒
塚
2
5
0
周
年
祭
酒
塚
涅
槃
会
（
静
岡
県

沼
津
市
日
緬
寺
）
で
初
演
さ
れ
20
名
の
僧
侶
の
合
唱
に
よ
る
音
楽
法
要
の
た

め
の
《
レ
ク
イ
エ
ム
》
は
、
そ
の
試
み
の
第
一
歩
と
な
っ
た
。
伝
統
音
楽
と

の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
経
験
か
ら
、
音
楽
と
言
葉
の
関
係
性
に
興
味
を
持

ち
、
声
を
使
っ
た
身
体
表
現
と
の
関
わ
り
合
い
か
ら
生
ま
れ
る
、
日
本
人
な

ら
で
は
の
全
く
新
し
い
形
の
交
響
詩
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
る
。

2
0
1
1
年
1
月
26
日
青
山
ス
パ
イ
ラ
ル
ガ
ー
デ
ン
で
行
わ
れ
た
ス
パ
イ

ラ
ル
聲
明
コ
ン
サ
ー
ト
シ
リ
ー
ズvol.19

〝
千
年
の
聲
〞《
阿
吽
の
音
》
の

聴
衆
の
中
に
作
曲
家
桑
原
ゆ
う
は
い
た
。
数
日
後
、
そ
の
日
の
新
作
聲
明
に

つ
い
て
非
常
に
熱
心
な
感
想
が
綴
ら
れ
、
よ
く
分
析
さ
れ
た
コ
メ
ン
ト
が
寄

せ
ら
れ
て
い
た
ブ
ロ
グ
が
目
に
留
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
1
9
9
8
年
か
ら

青
山
ス
パ
イ
ラ
ル
を
活
動
拠
点
に
、
ス
パ
イ
ラ
ル
聲
明
コ
ン
サ
ー
ト
シ
リ
ー

ズ
〝
千
年
の
聲
〞
は
始
ま
っ
た
。
24
回
を
数
え
た
〝
千
年
の
聲
〞
の
軌
跡
は
、

ガ
ー
デ
ン
と
ホ
ー
ル
の
二
つ
の
空
間
を
作
品
コ
ン
セ
プ
ト
に
よ
っ
て
切
り

替
え
な
が
ら
実
施
し
た
も
の
で
、
そ
の
ま
ま
四
半
世
紀
に
わ
た
る
聲
明
公
演

の
縮
図
と
な
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
と
き
、
声
明
の
会
・
千
年
の
聲
と
出
会
っ
て
、
翌
年
の
20
回
《
存
亡

の
秋
》
か
ら
21
回
《
無
一
物
の
生
》、
22
回
《
散
華
と
錫
杖
》、
23
回
《
四
座

講
式
》
ま
で
、
毎
回
練
習
会
場
に
姿
を
見
せ
、
天
台
・
真
言
の
僧
侶
た
ち
か

ら
積
極
的
に
聲
明
の
音
楽
情
報
を
学
習
し
て
い
た
桑
原
ゆ
う
さ
ん
に
対
し
、

30
周
年
を
迎
え
た
ス
パ
イ
ラ
ルfinal

コ
ン
サ
ー
ト
の
た
め
に
、
委
嘱
し
た

の
が
新
作
聲
明
《
螺
旋
曼
荼
羅
海
会
》
で
あ
る
。

作
曲
者
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
ナ
バ
ホ
の
創
世
神
話
に
描
か
れ
て
い
る
、

白
と
黄
の
二
本
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
に
風
の
神
が
生
命
を
吹
き
込
み
、
わ
れ
わ

れ
人
間
の
最
も
古
い
祖
先
が
つ
く
ら
れ
た
と
き
の
儀
式
を
、『
風
の
歌
』
と

『
夜
の
歌
』
の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
て
、
聲
明
の
形
式
で
翻
訳
し
再
現
す
る
よ

う
な
作
曲
を
目
指
し
ま
し
た
。
全
体
の
構
成
か
ら
音
の
要
素
な
ど
の
細
部
に

至
る
ま
で
、
ナ
バ
ホ
の
創
世
神
話
と
そ
れ
に
基
づ
く
砂
絵
の
儀
式
に
学
び
、

且
つ
、
今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
『
螺
旋
』
に
こ
だ
わ
り
ま
し
た
。
職
衆
は
四

つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
東
、
南
、
西
、
北
の
四
方
を
つ
か
さ
ど
り
ま
す
。

神
話
に
あ
る
よ
う
に
東
の
か
す
か
な
声
か
ら
始
ま
り
、
次
い
で
南
、
西
、
北

と
、
声
が
め
ぐ
っ
て
い
き
ま
す
」（
2
0
1
6
年
1
月
9
、
10
日
青
山
ス
パ

イ
ラ
ル
ガ
ー
デ
ン
初
演
）

さ
ら
に
、
翌
年
11
月
は
神
奈
川
芸
術
文
化
財
団
か
ら
、
音
楽
堂
で
聴
く
聲

明
《
月
の
光
言
》
へ
と
新
作
聲
明
の
委
嘱
は
続
い
た
。「『
あ
か
あ
か
や
』
の

和
歌
を
用
い
た
冒
頭
は
、
明
恵
上
人
が
松
林
の
な
か
坐
禅
を
組
む
様
子
が
描

か
れ
た
『
樹
上
坐
禅
像
』
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
て
《
月
の
光
言
》

全
体
の
序
と
し
て
作
曲
し
ま
し
た
。『
あ
か
あ
か
や
』
は
感
動
の
声
を
そ
の

ま
ま
連
ね
た
よ
う
な
和
歌
で
す
が
、
こ
れ
こ
そ
が
『
歌
』
の
本
来
の
姿
で
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ひ
と
は
、
心
を
動
か
さ
れ
る
事
が
あ
っ
た
と
き
、
つ
ま

り
、
外
か
ら
何
か
圧
力
が
か
か
っ
た
と
き
、
そ
の
緊
張
の
状
態
か
ら
解
放
さ

れ
る
た
め
に
、
自
身
の
内
部
に
感
じ
ら
れ
る
混
乱
を
整
え
よ
う
と
、
思
わ
ず

長
く
た
め
息
を
つ
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
、
ひ
と
が
極
め
て
自
然
に
取
る
動

作
か
ら
『
ほ
こ
ろ
び
出
』
た
、
言
葉
以
前
の
ひ
と
つ
の
声
が
、
言
葉
の
基
礎

で
あ
り
、
歌
の
基
礎
で
あ
る
か
ら
で
す
」（
2
0
1
7
年
11
月
4
日
神
奈
川

県
立
音
楽
堂
初
演
）

私
は
、
一
体
何
者
な
の
か
。
な
ぜ
、
日
本
人
と
し
て
生
ま
れ
、
作
曲
と
い

の
大
き
な
作
品
発
表
と
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
前
後
し
、
ま
た
並
行
し
て
構
想

が
練
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
。

桑
原
ゆ
う
さ
ん
の
創
作
は
、
つ
ね
に
自
ら
の
作
曲
の
原
点
を
思
索
し
つ

つ
、
古
今
と
東
西
を
つ
な
ぐ
文
化
の
深
層
を
志
向
す
る
、
あ
く
な
き
探
究
心

と
創
造
の
地
平
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。
で
き
る
だ
け
、
音
や
言
葉
の
発
生
す

る
起
源
に
ま
で
遡
る
こ
と
で
、
現
在
の
自
己
と
の
間
に
横
た
わ
る
時
間
と
空

間
の
意
味
を
問
お
う
と
す
る
、
強
靭
な
精
神
と
旺
盛
な
行
動
が
す
べ
て
の
原

動
力
と
な
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

う
行
為
を
通
し
て
、
ひ
と
の
生
き
方
と
い
う
も
の
を
考
え
よ
う
と
す
る
の
か
。

桑
原
ゆ
う
さ
ん
は
、
作
曲
家
と
し
て
自
ら
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
そ
の
問
い

に
向
き
合
い
、
日
本
の
音
や
音
楽
の
源
流
を
た
ど
ろ
う
と
、
仏
教
音
楽
の
聲

明
を
中
心
に
、
雅
楽
、
民
俗
儀
礼
や
口
頭
伝
承
な
ど
に
も
取
材
を
広
げ
て

い
っ
た
。
聲
明
の
た
め
に
曲
を
書
く
こ
と
は
、
日
本
人
で
あ
る
自
分
を
再
発

見
す
る
よ
う
な
こ
と
だ
と
い
う
。

そ
し
て
、
今
回
新
し
い
表
現
を
追
求
す
る
た
め
の
音
楽
作
品
の
創
作
と
い

う
「
淡
座
」
の
計
画
的
な
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
、
メ
ン
バ
ー
そ
れ
ぞ
れ
が

個
々
の
思
想
を
表
現
す
る
リ
サ
イ
タ
ル
シ
リ
ー
ズ
公
演
の
第
一
弾
と
し
て
、

「
桑
原
ゆ
う
個
展
」
が
開
催
さ
れ
る
。
18
歳
の
春
、
東
京
藝
術
大
学
に
入
学

し
初
め
て
書
い
た
《
ピ
グ
マ
リ
オ
ン
》
以
外
は
、
す
べ
て
近
年
海
外
で
著
名

演
奏
家
に
よ
っ
て
初
演
さ
れ
た
作
品
。
終
曲
の
《
に
ほ
ふ
》
は
、
試
演
の
の

ち
初
演
の
機
会
の
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
改
訂
を
施
し
、
今
回
が

世
界
初
演
と
な
る
。

音
楽
を
一
枚
の
絵
画
と
す
る
と
、
柄
と
地
は
絵
と
余
白
の
関
係
。
黄
昏
時

の
微
妙
を
感
じ
る
薄
暮
か
ら
漆
黒
の
時
間
軸
の
変
化
は
、
柄
と
地
の
関
係
を

余
白
が
絵
を
裏
側
で
支
え
て
反
転
す
る
。
柄
と
地
、
絵
と
余
白
、
あ
る
い
は

表
と
裏
。
こ
の
境
界
と
い
う
か
、
隙
間
か
ら
同
時
を
複
眼
で
と
ら
え
る
。
柄

と
地
の
隙
間
に
入
り
込
ん
で
、
隠
れ
た
自
然
を
効
果
的
に
浮
き
上
が
ら
せ
る
。

三
味
線
独
奏
と
7
人
の
奏
者
に
よ
っ
て
、《
柄
と
地
、
絵
と
余
白
、
あ
る
い

は
表
と
裏
》
の
〈
あ
わ
い
〉
の
時
間
帯
が
ど
の
よ
う
に
眼
前
に
展
開
さ
れ
る

の
か
、
個
人
的
に
は
楽
し
み
に
し
て
い
る
。

ボ
ス
ト
ン
、
ル
ツ
ェ
ル
ン
、
ロ
ワ
イ
ヨ
モ
ン
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
な
ど
数

多
く
渡
航
を
繰
り
返
し
、
そ
の
と
き
そ
の
場
で
な
い
と
吸
収
し
え
な
い
か
け

が
え
の
な
い
経
験
を
重
ね
た
海
外
の
音
楽
祭
で
精
力
的
に
発
表
し
て
き
た
作

品
は
、
ス
パ
イ
ラ
ル
聲
明
コ
ン
サ
ー
トfinal

《
螺
旋
曼
荼
羅
海
会
》
や
神
奈

川
芸
術
文
化
財
団
委
嘱
《
月
の
光
言
》
な
ど
1
時
間
を
超
え
る
聲
明
の
た
め

桑
原
ゆ
う
の
音
楽

「
目
に
見
え
な
い
も
の
、〈
あ
わ
い
〉を
え
が
く
」

田
村
博
巳
﹇
演
出
家
・
国
立
劇
場
調
査
養
成
部
長
﹈

たむら・ひろみ

演出家。1955年、東京生れ。79年、慶応義塾大学
文学部社会学科卒業。81年より国立劇場（日本芸
術文化振興会）勤務。国立劇場制作部長、新国立
劇場・おきなわ部長を経て、現在、国立劇場調査
養成部長。95年より静岡音楽館AOI企画会議委員。
民俗芸能、雅楽、聲明（仏教音楽）を中心に日本の
伝統芸能公演を企画・制作し、民俗儀礼や口頭伝
承の研究に立脚した創作を舞台芸術作品として構
成・演出する。また、古典芸能の保存・継承ととも
に、作曲家等と協働して伝統の素材を現在の視点
で捉えた意欲的な作品を数々発表する。

3132 桑原ゆうの音楽「目に見えないもの、〈あわい〉をえがく」



「
淡
座
」
は
、
江
戸
文
化
独
自
の
発
想
の
も
と
、「
形
の
な
い
も
の
、
目
に

見
え
な
い
も
の
」、
つ
ま
り
、
言
葉
、
文
化
、
哲
学
、
思
想
な
ど
、
ひ
と
の

生
活
を
豊
か
に
す
る
も
の
の
在
り
方
を
模
索
し
、
作
品
や
演
奏
と
し
て
発
信

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
と
い
う
。

実
の
と
こ
ろ
私
は
、
昨
年
の
第
二
回
公
演
ま
で
、
グ
ル
ー
プ
名
を
「
あ
わ

ざ
」
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
も
の
だ
か
ら
、「
形
や
光
な
ど
の
ぼ
ん
や
り
し

た
状
態
」
を
い
う
「
淡
い
」
の
言
葉
の
意
味
を
図
り
か
ね
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、「
形
の
な
い
も
の
、
夢
と
現
実
の
は
ざ
ま
、
間
（
あ
わ
い
）

を
え
が
く
」
を
意
図
し
て
名
付
け
た
こ
と
が
わ
か
り
、
向
か
い
合
う
も
の
の

あ
い
だ
、
ま
た
、
二
つ
の
も
の
の
相
互
の
関
係
に
あ
る
境
界
域
を
表
す
〈
あ

わ
い
〉
に
そ
の
本
来
の
趣
旨
が
あ
っ
た
の
だ
と
、
よ
う
や
く
「
あ
わ
い
ざ
」

の
命
名
に
合
点
が
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

2
0
1
1
年
の
旗
揚
げ
公
演
以
来
、
2
0
1
8
年
の
第
二
回
公
演
「
江
戸

×

現
代
音
楽
」
で
、
江
戸
落
語
の
第
一
人
者
古
今
亭
志
ん
輔
師
匠
と
、
夢

と
現
実
の
反
転
が
あ
り
、
こ
の
世
と
あ
の
世
の
交
わ
る
と
こ
ろ
の
気
配
を
感

じ
ら
れ
る
《
反
魂
香
》
と
《
芝
浜
》
で
協
演
し
、
そ
の
〈
あ
わ
い
〉
を
表
現

す
る
た
め
の
音
楽
を
用
い
る
こ
と
で
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
効
果
は
明
瞭
に
発
揮
さ

れ
た
。
約
4
年
に
わ
た
っ
た
志
ん
輔
師
匠
と
の
《
真
景
累
ケ
淵
》
全
段
口
演

と
い
う
協
働
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
成
果
と
な
っ
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
三
味
線
音
楽
の
名
人
、
端
唄
、
民
謡
、
民
俗
芸
能
の
採
譜
活
動
や

海
外
公
演
も
積
極
的
に
行
っ
て
き
た
本
條
秀
太
郎
師
と
は
、
幻
想
文
学
作
家 

泉
鏡
花
の
「
逢
魔
が
時
」
の
も
つ
世
界
観
か
ら
、
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
い

も
の
が
流
れ
込
ん
で
く
る
よ
う
な
黄
昏
時
の
微
妙
を
感
じ
る
〈
あ
わ
い
〉
の

時
間
帯
に
か
す
か
な
隙
間
を
見
出
し
た
。
そ
の
境
界
域
に
目
に
見
え
な
い
神

（
カ
ミ
）
が
流
れ
込
ん
で
く
る
よ
う
に
、
音
を
拾
い
集
め
こ
と
ば
を
綴
っ
た
。

そ
も
そ
も
が
「
音
」
は
、「
神
の
音
づ
れ
」
を
意
味
す
る
字
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
神
の
「
音
な
ひ
」「
訪
れ
」
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
神
の
訪
れ
は
、

夜
更
け
た
暗
闇
の
と
き
に
、
ひ
そ
か
な
「
音
づ
れ
」
と
し
て
示
さ
れ
る
。
そ

の
よ
う
に
ひ
そ
か
に
暗
示
さ
れ
る
も
の
を
音
と
い
う
。
暗
闇
と
は
た
だ
光
の

な
い
世
界
と
い
う
だ
け
で
な
く
「
神
の
音
な
ふ
」
世
界
で
あ
る
。

桑
原
ゆ
う
さ
ん
は
、
東
京
藝
術
大
学
在
学
中
に
能
楽
と
出
会
っ
て
以
来
、

純
粋
な
器
楽
曲
の
ほ
か
に
謡
や
聲
明
の
た
め
の
作
品
も
書
き
、
東
洋
の
伝
統

音
楽
の
身
体
や
呼
吸
、
発
声
な
ど
を
独
自
の
手
段
で
扱
う
方
法
論
を
開
拓
し

て
い
る
。
2
0
0
9
年
2
月
に
酒
塚
2
5
0
周
年
祭
酒
塚
涅
槃
会
（
静
岡
県

沼
津
市
日
緬
寺
）
で
初
演
さ
れ
20
名
の
僧
侶
の
合
唱
に
よ
る
音
楽
法
要
の
た

め
の
《
レ
ク
イ
エ
ム
》
は
、
そ
の
試
み
の
第
一
歩
と
な
っ
た
。
伝
統
音
楽
と

の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
経
験
か
ら
、
音
楽
と
言
葉
の
関
係
性
に
興
味
を
持

ち
、
声
を
使
っ
た
身
体
表
現
と
の
関
わ
り
合
い
か
ら
生
ま
れ
る
、
日
本
人
な

ら
で
は
の
全
く
新
し
い
形
の
交
響
詩
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
る
。

2
0
1
1
年
1
月
26
日
青
山
ス
パ
イ
ラ
ル
ガ
ー
デ
ン
で
行
わ
れ
た
ス
パ
イ

ラ
ル
聲
明
コ
ン
サ
ー
ト
シ
リ
ー
ズvol.19

〝
千
年
の
聲
〞《
阿
吽
の
音
》
の

聴
衆
の
中
に
作
曲
家
桑
原
ゆ
う
は
い
た
。
数
日
後
、
そ
の
日
の
新
作
聲
明
に

つ
い
て
非
常
に
熱
心
な
感
想
が
綴
ら
れ
、
よ
く
分
析
さ
れ
た
コ
メ
ン
ト
が
寄

せ
ら
れ
て
い
た
ブ
ロ
グ
が
目
に
留
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
1
9
9
8
年
か
ら

青
山
ス
パ
イ
ラ
ル
を
活
動
拠
点
に
、
ス
パ
イ
ラ
ル
聲
明
コ
ン
サ
ー
ト
シ
リ
ー

ズ
〝
千
年
の
聲
〞
は
始
ま
っ
た
。
24
回
を
数
え
た
〝
千
年
の
聲
〞
の
軌
跡
は
、

ガ
ー
デ
ン
と
ホ
ー
ル
の
二
つ
の
空
間
を
作
品
コ
ン
セ
プ
ト
に
よ
っ
て
切
り

替
え
な
が
ら
実
施
し
た
も
の
で
、
そ
の
ま
ま
四
半
世
紀
に
わ
た
る
聲
明
公
演

の
縮
図
と
な
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
と
き
、
声
明
の
会
・
千
年
の
聲
と
出
会
っ
て
、
翌
年
の
20
回
《
存
亡

の
秋
》
か
ら
21
回
《
無
一
物
の
生
》、
22
回
《
散
華
と
錫
杖
》、
23
回
《
四
座

講
式
》
ま
で
、
毎
回
練
習
会
場
に
姿
を
見
せ
、
天
台
・
真
言
の
僧
侶
た
ち
か

ら
積
極
的
に
聲
明
の
音
楽
情
報
を
学
習
し
て
い
た
桑
原
ゆ
う
さ
ん
に
対
し
、

30
周
年
を
迎
え
た
ス
パ
イ
ラ
ルfinal

コ
ン
サ
ー
ト
の
た
め
に
、
委
嘱
し
た

の
が
新
作
聲
明
《
螺
旋
曼
荼
羅
海
会
》
で
あ
る
。

作
曲
者
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
ナ
バ
ホ
の
創
世
神
話
に
描
か
れ
て
い
る
、

白
と
黄
の
二
本
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
に
風
の
神
が
生
命
を
吹
き
込
み
、
わ
れ
わ

れ
人
間
の
最
も
古
い
祖
先
が
つ
く
ら
れ
た
と
き
の
儀
式
を
、『
風
の
歌
』
と

『
夜
の
歌
』
の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
て
、
聲
明
の
形
式
で
翻
訳
し
再
現
す
る
よ

う
な
作
曲
を
目
指
し
ま
し
た
。
全
体
の
構
成
か
ら
音
の
要
素
な
ど
の
細
部
に

至
る
ま
で
、
ナ
バ
ホ
の
創
世
神
話
と
そ
れ
に
基
づ
く
砂
絵
の
儀
式
に
学
び
、

且
つ
、
今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
『
螺
旋
』
に
こ
だ
わ
り
ま
し
た
。
職
衆
は
四

つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
東
、
南
、
西
、
北
の
四
方
を
つ
か
さ
ど
り
ま
す
。

神
話
に
あ
る
よ
う
に
東
の
か
す
か
な
声
か
ら
始
ま
り
、
次
い
で
南
、
西
、
北

と
、
声
が
め
ぐ
っ
て
い
き
ま
す
」（
2
0
1
6
年
1
月
9
、
10
日
青
山
ス
パ

イ
ラ
ル
ガ
ー
デ
ン
初
演
）

さ
ら
に
、
翌
年
11
月
は
神
奈
川
芸
術
文
化
財
団
か
ら
、
音
楽
堂
で
聴
く
聲

明
《
月
の
光
言
》
へ
と
新
作
聲
明
の
委
嘱
は
続
い
た
。「『
あ
か
あ
か
や
』
の

和
歌
を
用
い
た
冒
頭
は
、
明
恵
上
人
が
松
林
の
な
か
坐
禅
を
組
む
様
子
が
描

か
れ
た
『
樹
上
坐
禅
像
』
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
て
《
月
の
光
言
》

全
体
の
序
と
し
て
作
曲
し
ま
し
た
。『
あ
か
あ
か
や
』
は
感
動
の
声
を
そ
の

ま
ま
連
ね
た
よ
う
な
和
歌
で
す
が
、
こ
れ
こ
そ
が
『
歌
』
の
本
来
の
姿
で
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ひ
と
は
、
心
を
動
か
さ
れ
る
事
が
あ
っ
た
と
き
、
つ
ま

り
、
外
か
ら
何
か
圧
力
が
か
か
っ
た
と
き
、
そ
の
緊
張
の
状
態
か
ら
解
放
さ

れ
る
た
め
に
、
自
身
の
内
部
に
感
じ
ら
れ
る
混
乱
を
整
え
よ
う
と
、
思
わ
ず

長
く
た
め
息
を
つ
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
、
ひ
と
が
極
め
て
自
然
に
取
る
動

作
か
ら
『
ほ
こ
ろ
び
出
』
た
、
言
葉
以
前
の
ひ
と
つ
の
声
が
、
言
葉
の
基
礎

で
あ
り
、
歌
の
基
礎
で
あ
る
か
ら
で
す
」（
2
0
1
7
年
11
月
4
日
神
奈
川

県
立
音
楽
堂
初
演
）

私
は
、
一
体
何
者
な
の
か
。
な
ぜ
、
日
本
人
と
し
て
生
ま
れ
、
作
曲
と
い

の
大
き
な
作
品
発
表
と
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
前
後
し
、
ま
た
並
行
し
て
構
想

が
練
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
。

桑
原
ゆ
う
さ
ん
の
創
作
は
、
つ
ね
に
自
ら
の
作
曲
の
原
点
を
思
索
し
つ

つ
、
古
今
と
東
西
を
つ
な
ぐ
文
化
の
深
層
を
志
向
す
る
、
あ
く
な
き
探
究
心

と
創
造
の
地
平
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。
で
き
る
だ
け
、
音
や
言
葉
の
発
生
す

る
起
源
に
ま
で
遡
る
こ
と
で
、
現
在
の
自
己
と
の
間
に
横
た
わ
る
時
間
と
空

間
の
意
味
を
問
お
う
と
す
る
、
強
靭
な
精
神
と
旺
盛
な
行
動
が
す
べ
て
の
原

動
力
と
な
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

う
行
為
を
通
し
て
、
ひ
と
の
生
き
方
と
い
う
も
の
を
考
え
よ
う
と
す
る
の
か
。

桑
原
ゆ
う
さ
ん
は
、
作
曲
家
と
し
て
自
ら
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
そ
の
問
い

に
向
き
合
い
、
日
本
の
音
や
音
楽
の
源
流
を
た
ど
ろ
う
と
、
仏
教
音
楽
の
聲

明
を
中
心
に
、
雅
楽
、
民
俗
儀
礼
や
口
頭
伝
承
な
ど
に
も
取
材
を
広
げ
て

い
っ
た
。
聲
明
の
た
め
に
曲
を
書
く
こ
と
は
、
日
本
人
で
あ
る
自
分
を
再
発

見
す
る
よ
う
な
こ
と
だ
と
い
う
。

そ
し
て
、
今
回
新
し
い
表
現
を
追
求
す
る
た
め
の
音
楽
作
品
の
創
作
と
い

う
「
淡
座
」
の
計
画
的
な
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
、
メ
ン
バ
ー
そ
れ
ぞ
れ
が

個
々
の
思
想
を
表
現
す
る
リ
サ
イ
タ
ル
シ
リ
ー
ズ
公
演
の
第
一
弾
と
し
て
、

「
桑
原
ゆ
う
個
展
」
が
開
催
さ
れ
る
。
18
歳
の
春
、
東
京
藝
術
大
学
に
入
学

し
初
め
て
書
い
た
《
ピ
グ
マ
リ
オ
ン
》
以
外
は
、
す
べ
て
近
年
海
外
で
著
名

演
奏
家
に
よ
っ
て
初
演
さ
れ
た
作
品
。
終
曲
の
《
に
ほ
ふ
》
は
、
試
演
の
の

ち
初
演
の
機
会
の
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
改
訂
を
施
し
、
今
回
が

世
界
初
演
と
な
る
。

音
楽
を
一
枚
の
絵
画
と
す
る
と
、
柄
と
地
は
絵
と
余
白
の
関
係
。
黄
昏
時

の
微
妙
を
感
じ
る
薄
暮
か
ら
漆
黒
の
時
間
軸
の
変
化
は
、
柄
と
地
の
関
係
を

余
白
が
絵
を
裏
側
で
支
え
て
反
転
す
る
。
柄
と
地
、
絵
と
余
白
、
あ
る
い
は

表
と
裏
。
こ
の
境
界
と
い
う
か
、
隙
間
か
ら
同
時
を
複
眼
で
と
ら
え
る
。
柄

と
地
の
隙
間
に
入
り
込
ん
で
、
隠
れ
た
自
然
を
効
果
的
に
浮
き
上
が
ら
せ
る
。

三
味
線
独
奏
と
7
人
の
奏
者
に
よ
っ
て
、《
柄
と
地
、
絵
と
余
白
、
あ
る
い

は
表
と
裏
》
の
〈
あ
わ
い
〉
の
時
間
帯
が
ど
の
よ
う
に
眼
前
に
展
開
さ
れ
る

の
か
、
個
人
的
に
は
楽
し
み
に
し
て
い
る
。

ボ
ス
ト
ン
、
ル
ツ
ェ
ル
ン
、
ロ
ワ
イ
ヨ
モ
ン
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
な
ど
数

多
く
渡
航
を
繰
り
返
し
、
そ
の
と
き
そ
の
場
で
な
い
と
吸
収
し
え
な
い
か
け

が
え
の
な
い
経
験
を
重
ね
た
海
外
の
音
楽
祭
で
精
力
的
に
発
表
し
て
き
た
作

品
は
、
ス
パ
イ
ラ
ル
聲
明
コ
ン
サ
ー
トfinal

《
螺
旋
曼
荼
羅
海
会
》
や
神
奈

川
芸
術
文
化
財
団
委
嘱
《
月
の
光
言
》
な
ど
1
時
間
を
超
え
る
聲
明
の
た
め

《影も溜らず》より
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