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川

透

 
中
原
中
也
に
お
け
る
ダ
ダ
イ
ス
ム
の
問
題
に
つ
い
て
、
わ
た
し
は
か
っ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
ユ

「
〈
ダ
ダ
〉
の
視
角
1
『
ダ
ダ
イ
ス
ト
新
吉
の
詩
』
を
中
心
に
」
と
い
う
小

論
を
書
い
た
。
こ
れ
以
外
に
も
、
わ
た
し
は
し
ば
し
ば
中
也
と
〈
ダ
ダ
〉
の
関

連
に
言
及
し
て
き
た
、
と
思
う
。
沢
山
の
中
原
中
也
論
が
、
こ
れ
ま
で
に
書
か

れ
て
き
た
が
、
こ
の
〈
ダ
ダ
〉
の
重
視
と
い
う
点
が
、
わ
た
し
の
中
也
像
の
特

色
を
な
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

 
先
に
あ
げ
た
小
論
で
も
、
わ
た
し
は
《
中
原
中
也
と
〈
ダ
ダ
〉
と
の
出
会
い

そ
の
も
の
が
既
に
宿
命
的
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
、
宿
命
的
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、

中
也
の
中
の
自
己
資
質
が
〈
ダ
ダ
〉
を
避
け
る
す
べ
を
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
》
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
見
方
を
、
わ
た
し
は
い
ま
も
変
え
て
い
な
い
が
、

た
だ
、
〈
自
己
資
質
〉
と
い
う
概
念
を
、
あ
い
ま
い
に
使
っ
て
い
る
た
め
に
、

大
事
な
も
の
を
取
り
落
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
だ
い
ぶ
以
前

か
ら
気
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
、
こ
れ
ま
で
の
考
え
の
延
長
の
上
で
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
、
や
は
り
、
先
の
小
論
の
次
の
部
分
を
引
い
て
お
き
た
い
、

と
思
う
。
中
也
の
「
我
が
詩
観
」
の
中
の
〈
詩
的
履
歴
書
〉
の
記
述
、
つ
ま
り
、

大
正
十
二
年
春
に
、
《
文
学
に
耽
り
て
落
第
》
し
て
、
京
都
立
命
館
中
学
に
転

校
し
た
申
也
が
、
そ
の
秋
の
暮
に
、
古
本
屋
で
『
ダ
ダ
イ
ス
ト
新
吉
の
詩
』
を

読
む
く
だ
り
を
引
用
し
た
後
の
、
わ
た
し
の
文
章
で
あ
る
。

 
こ
の
時
、
中
也
は
十
六
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
す
で
に
か
な
り
の

量
の
短
歌
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
当
時
の
年
齢
を
考
え
て
み
れ
ば
、
そ

れ
ら
は
抜
き
ん
出
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
こ
に
は

周
囲
の
期
待
や
世
俗
的
な
立
身
を
求
め
る
眼
差
し
を
は
じ
き
か
え
し
て
、
ア

ナ
ー
キ
ー
な
不
安
と
祈
り
の
問
を
揺
れ
動
く
心
的
な
秩
序
が
認
め
ら
れ
る
。

一
見
対
極
的
に
見
え
る
定
型
短
歌
か
ら
入
ダ
ダ
〉
へ
の
試
行
錯
誤
的
葡
旬
の

中
に
、
実
は
同
一
資
質
の
心
事
を
歩
む
中
原
中
也
の
詩
の
発
見
が
か
け
ら
れ

て
い
た
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 
 
 
 
 
（
「
〈
ダ
ダ
〉
の
視
角
」
）

 
つ
ま
り
、
短
歌
の
定
型
性
と
〈
ダ
ダ
〉
の
言
語
破
壊
の
意
志
と
い
う
、
対
極

的
な
志
向
を
つ
な
ぐ
〈
同
一
資
質
〉
と
し
て
、
わ
た
し
は
《
ア
ナ
ー
キ
ー
な
不

安
と
祈
り
の
間
を
揺
れ
動
く
心
的
な
秩
序
》
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
〈
心
的
な
秩
序
〉
と
い
う
点
で
は
、
そ
れ
で
い
い
に
し
て
も
、
中
也
の

資
質
の
説
明
と
し
て
は
ど
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
そ
こ
に
残
る
。
『
ダ
ダ
イ
ス

ト
新
吉
の
詩
』
を
読
ん
で
強
く
共
振
し
、
〈
ダ
ダ
〉
が
中
也
の
意
志
と
化
し
た
時
、
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そ
れ
が
彼
の
自
己
資
質
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
変
容
を
む
か
え
た
の
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
ど
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
は
、
「
ダ
ダ
音
楽

の
歌
詞
」
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
也
が
上
京
す
る
以
前
の
、
京
都
に

お
け
る
い
わ
ゆ
る
〈
ダ
ダ
時
代
〉
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
作
品
で
、
河
上

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
 

徹
太
郎
の
「
中
原
中
也
の
手
紙
」
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
戦
災
に
よ
る
消

失
か
ら
ま
ぬ
が
れ
た
二
篇
の
う
ち
の
一
篇
で
あ
る
。

ウ
ハ
キ
は
ハ
ミ
ガ
キ

ウ
ハ
バ
ミ
は
ウ
ロ
コ

太
陽
が
落
ち
て

太
陽
の
世
界
が
始
ま
っ
た

テ
ツ
ポ
ー
は
戸
袋

ヒ
ヨ
ー
タ
ン
は
キ
ン
チ
ヤ
ク

太
陽
が
上
っ
て

夜
の
世
界
が
始
つ
た

オ
ハ
グ
ロ
は
妖
怪

下
痢
は
ト
ブ
ク
ロ

レ
イ
メ
イ
と
日
暮
が
直
径
を
描
い
て

ダ
ダ
の
世
界
が
始
つ
た

（
そ
れ
を
繹
迦
が
眺
め
て

そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
が
感
心
す
る
）

（「

_
ダ
音
楽
の
歌
詞
」
）

 
十
六
歳
の
早
熟
な
少
年
の
戯
れ
歌
と
言
っ
て
も
よ
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て

は
整
い
過
ぎ
て
い
る
し
、
こ
と
ば
遊
び
に
真
剣
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
何
よ
り
も

不
思
議
な
感
に
う
た
れ
る
の
は
、
題
名
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
〈
ダ
ダ
V
と
く
音

楽
V
の
観
念
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
も
そ
も
〈
こ
と
ば
の
音
楽
〉
と

は
、
韻
律
（
リ
ズ
ム
）
と
か
、
リ
フ
レ
ー
ン
（
畳
句
）
と
か
、
音
声
の
ひ
び
き

の
流
れ
と
し
て
現
象
す
る
。
そ
れ
は
形
式
（
定
型
）
志
向
な
く
し
て
は
あ
り
え

な
い
。

 
一
九
二
一
二
年
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
の
作
品
や
「
タ
バ
コ
と
マ
ン
ト

の
恋
」
、
そ
し
て
、
「
ノ
ー
ト
ー
9
2
4
」
に
書
き
残
さ
れ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る

〈
ダ
ダ
詩
〉
の
特
徴
は
、
大
岡
昇
平
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
《
破
格
語
法
、
綺

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
ヨ

語
の
使
用
、
名
詞
の
突
飛
な
組
合
せ
》
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
《
初
期
短

歌
の
中
で
詩
型
に
縛
ら
れ
て
、
は
け
口
の
見
付
か
ら
な
か
っ
た
も
の
が
、
ダ
ダ

的
格
言
詩
に
解
放
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
》
と
、
い
ち
お
う
は
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
、
こ
の
「
ダ
ダ
音
楽
の
歌
詞
」

に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
破
格
語
法
と
は
言
い
な
が
ら
、
整
い
過
ぎ
た

印
象
は
、
こ
れ
が
明
ら
か
に
定
型
性
を
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
き
て
い
る
は

ず
だ
。

 
つ
ま
り
、
中
也
に
お
け
る
〈
ダ
ダ
〉
受
容
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
音
楽
（
定
型

性
）
と
融
和
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
コ
言
語
破
壊
の
意
志
が
定
型

性
と
結
び
つ
く
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
い
っ
た
い
世
界
の
ど
こ
の
ダ
ダ
イ
ス
ム

に
起
こ
り
え
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
わ
が
十
六
歳
の
中
也
は
た
や
す
く
実
現
し

て
し
ま
っ
た
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
短
歌
の
よ
う
な
七
五
調
の
リ
ズ
ム
の
音
楽
で

は
な
い
。
で
は
、
ど
う
い
う
音
楽
か
を
、
「
ダ
ダ
音
楽
の
歌
詞
」
で
見
て
み
る
。
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ま
ず
、
最
後
の
四
連
目
を
除
い
て
、
ど
の
連
も
は
じ
め
の
二
行
は
、
音
韻
的

な
連
想
が
老
い
℃
い
て
も
、
意
味
と
し
て
は
関
連
の
な
い
二
つ
の
名
詞
を
、
〈
は
〉

で
結
び
つ
け
る
語
法
の
繰
り
返
し
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
意
味
の
文
脈
を

破
壊
し
た
、
ナ
ン
セ
ン
ス
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
ダ
ダ
的
で
あ
る
が
、

〈
…
…
は
…
…
〉
と
い
う
語
法
の
反
復
と
い
う
定
型
性
は
、
こ
の
詩
の
音
楽
の

骨
格
を
つ
く
っ
て
い
る
。
〈
男
は
度
胸
、
女
は
愛
敬
〉
と
い
う
よ
う
な
表
現
を

対
句
と
い
う
が
、
こ
の
対
句
の
形
式
性
だ
け
を
借
り
て
、
こ
れ
を
繰
り
返
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

 
そ
れ
ぞ
れ
の
連
の
後
半
二
行
も
、
同
じ
形
式
の
表
現
の
繰
り
返
し
で
成
り

立
っ
て
い
る
。
〈
…
…
が
…
…
て
／
・
…
・
・
の
世
界
が
始
ま
っ
た
〉
と
い
う
よ
う
に
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
も
太
陽
が
落
ち
て
、
夜
の
世
界
が
始
ま
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

い
の
に
、
昼
の
世
界
が
始
ま
り
、
太
陽
が
上
っ
て
、
昼
の
世
界
が
始
ま
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
の
に
、
夜
の
世
界
が
始
ま
る
。
自
然
の
巡
り
の
夜
と
昼
、
明
と
暗
の
対

称
性
を
正
反
対
に
表
現
す
る
こ
と
で
、
意
味
の
文
脈
を
破
壊
し
て
い
る
と
い
う

点
で
、
ダ
ダ
的
な
破
格
語
法
な
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
の
表
現
の
形
式
性
そ
の

も
の
は
、
定
型
的
な
語
法
の
反
復
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
《
ダ
ダ
音
楽
V

と
い
う
ち
ょ
っ
と
考
え
る
と
矛
盾
す
る
二
つ
の
概
念
は
、
中
也
の
表
現
の
意
識

の
中
で
は
自
然
に
融
合
し
て
い
る
。

 
も
う
一
点
、
こ
の
作
品
の
音
楽
性
は
、
中
也
が
同
音
の
音
声
の
ひ
び
き
合
い

を
意
識
し
て
い
惹
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ウ
ハ
キ
ハ
ミ
ガ
キ
ウ
ハ
バ
ミ
ウ
ロ
コ
ト
ブ

ク
ロ
オ
ハ
グ
ロ
…
…
、
こ
れ
ら
の
ユ
ー
モ
ア
と
い
う
よ
り
は
、
ば
か
ば
か
し
さ
、

滑
稽
さ
を
印
象
さ
せ
る
同
音
の
ひ
び
き
合
い
は
、
し
か
し
、
後
の
詩
に
な
る
と
、

卓
抜
な
詩
的
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
の
用
法
に
、
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

そ
の
観
点
で
み
る
と
、
こ
れ
も
や
は
り
〈
ダ
ダ
音
楽
〉
の
一
つ
の
要
素
な
の
で

悪
魔
の
伯
父
さ
ん
が
来
る
所

中
原
中
也
〈
ダ
ダ
音
楽
〉
の
行
方

あ
る
。

 
先
に
も
述
べ
た
こ
の
時
期
の
も
う
一
篇
の
作
品
「
タ
バ
コ
と
マ
ン
ト
の
恋
」

も
、
「
ダ
ダ
音
楽
の
歌
詞
」
ほ
ど
の
音
楽
性
は
も
っ
て
い
な
い
が
、
や
は
り
、

タ
バ
コ
と
マ
ン
ト
を
対
照
さ
せ
て
、
《
マ
ン
ト
は
重
い
が
風
を
含
み
／
タ
バ
コ

は
細
い
が
軽
か
っ
た
の
で
V
と
い
う
対
句
性
を
も
っ
て
お
り
、
反
復
と
い
う
音

楽
性
を
内
在
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
後
に
書
か
れ
た
「
ノ
ー
ト
ー
9
2

4
」
の
く
ダ
ダ
詩
〉
す
べ
て
に
、
そ
の
よ
う
な
自
覚
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
確
実
に
そ
の
方
向
性
は
持
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
よ
く
引
か
れ
る
「
古

代
土
器
の
印
象
」
の
終
話
《
泣
く
も
笑
ふ
も
此
の
時
ぞ
／
此
の
時
ぞ
／
泣
く
も

笑
ふ
も
》
も
、
単
純
に
《
泣
く
も
笑
ふ
も
此
の
時
ぞ
〉
の
繰
り
返
し
で
は
な
く
、

こ
の
一
行
の
前
後
の
句
を
倒
置
し
て
、
下
五
音
の
句
《
此
の
時
ぞ
》
を
前
に
出

し
、
上
七
音
の
《
泣
く
も
笑
ふ
も
》
を
三
行
目
に
も
っ
て
ゆ
く
、
そ
の
間
（
余

白
）
の
取
り
方
の
絶
妙
な
呼
吸
に
、
反
復
の
音
楽
の
自
覚
が
感
じ
ら
れ
る
。

 
こ
れ
も
よ
く
引
用
さ
れ
る
「
（
名
詞
の
扱
ひ
に
）
」
も
、
一
般
に
注
目
さ
れ
て

い
る
の
は
、
第
一
連
の
《
名
詞
の
扱
ひ
に
／
ロ
ジ
ッ
ク
を
忘
れ
た
象
徴
さ
／
俺

の
詩
は
〉
の
三
行
で
あ
る
。
〈
ダ
ダ
〉
の
破
格
語
法
は
、
ウ
ハ
キ
と
ハ
ミ
ガ
キ

と
か
、
タ
バ
コ
と
マ
ン
ト
と
か
、
意
味
的
に
関
連
の
な
い
、
つ
ま
り
、
《
ロ
ジ

ッ
ク
を
忘
れ
た
》
接
合
に
特
徴
を
も
．
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
も
、
そ

う
し
た
〈
ダ
ダ
〉
へ
の
自
己
言
及
の
な
か
に
、
や
は
り
、
同
語
あ
る
い
は
同
義

反
復
を
も
っ
て
い
て
、
〈
ダ
ダ
音
楽
〉
の
形
式
へ
の
配
慮
が
感
じ
ら
れ
る
。

宣
言
と
作
品
と
の
関
係
は

有
…
機
的
抽
象
と
無
機
的
具
象
と
の
関
係
だ

物
質
名
詞
と
印
象
と
の
関
係
だ
。
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ダ
ダ
、
つ
て
ん
だ
よ

木
馬
、
つ
て
ん
だ

原
始
人
の
ド
モ
リ
、
で
も
好
い

（
又
名
詞
の
扱
ひ
に
）
」
第
二
、
第
三
連
）

 
こ
の
作
品
の
形
式
性
も
、
第
二
連
で
は
《
…
…
と
…
…
と
の
関
係
…
…
》
の

三
行
に
わ
た
る
繰
り
返
し
で
あ
り
、
第
三
連
は
〈
ダ
ダ
〉
の
言
い
換
え
を
三
度

繰
り
返
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
の
時
期
の
、
何
度
も
試
み
ら
れ
る
、
反
復
と

い
う
型
の
自
覚
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
無
意
識
と
言
っ
て
も
よ
い
自
覚
は
、
後
の
「
詩

と
其
の
伝
統
」
（
「
文
学
界
」
一
九
三
四
年
七
月
号
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に

明
確
に
論
理
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

 
詩
と
は
、
何
か
の
形
式
の
リ
ズ
ム
に
よ
る
、
詩
心
（
或
ひ
は
歌
心
と
云
っ

て
も
よ
い
）
の
容
器
で
あ
る
。
で
は
、
短
歌
、
俳
句
と
は
ど
う
違
ふ
か
と
云

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ど
あ
ひ

ふ
に
、
そ
の
最
も
大
事
だ
と
思
は
れ
る
点
は
、
短
歌
・
俳
句
よ
り
も
、
度
合

的
に
で
は
あ
る
が
、
繰
返
し
、
あ
の
折
句
だ
の
畳
句
だ
の
と
呼
ば
れ
る
も
の

の
容
れ
ら
れ
る
余
地
が
、
殆
ど
質
的
と
云
っ
て
も
好
い
程
に
詩
の
方
に
存
し

て
み
る
。
繰
返
し
、
旋
回
、
謂
は
ば
回
帰
的
傾
向
を
、
詩
は
も
と
も
と
大
い

に
要
求
し
て
み
る
。
平
た
く
云
へ
ば
、
短
歌
・
俳
句
よ
り
も
、
詩
は
そ
の
過

程
が
ゆ
た
り
ゆ
た
り
し
て
み
る
。
短
歌
・
俳
句
は
、
一
詩
心
の
一
度
の
指
示
、

或
ひ
は
一
度
の
暗
示
に
終
始
す
る
が
、
詩
で
は
（
根
本
的
に
は
や
は
り
一
篇

に
就
き
一
度
の
も
の
だ
ら
う
と
も
）
そ
れ
の
旋
回
の
可
能
性
を
、
其
庭
で
、

事
実
上
旋
回
す
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
用
意
し
て
み
る
も
の
で
あ
る
。
で
、
こ

れ
を
一
と
先
づ
「
ゆ
た
り
ゆ
た
り
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
、
／
此
の
ゆ
た
り

 
ゆ
た
り
が
、
日
猫
浅
く
大
衆
の
も
の
と
な
っ
て
み
な
い
の
で
、
つ
ま
り
「
あ

 
あ
い
ふ
も
の
か
」
と
ば
か
り
分
り
易
い
も
の
と
な
っ
て
み
な
い
の
で
、
大
衆

 
は
詩
に
親
し
み
に
く
い
の
だ
し
、
詩
人
の
方
も
産
出
困
難
な
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
詩
と
其
の
傅
統
」
）

 
こ
こ
で
中
也
は
、
詩
が
何
ら
か
の
形
式
の
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
で
、

詩
が
こ
と
ば
の
音
楽
で
あ
る
こ
と
を
見
定
め
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
詩
の
原
理
的

な
把
握
と
し
て
は
半
面
の
真
し
か
言
い
え
て
い
な
い
が
、
中
也
自
身
の
詩
法
の

説
明
と
し
て
は
納
得
で
き
る
。
次
に
、
短
歌
・
俳
句
の
音
楽
性
と
の
違
い
を
、

《
繰
返
し
、
旋
回
、
謂
は
ば
回
帰
的
傾
向
》
と
い
う
と
こ
ろ
に
見
定
め
て
い
る
。

こ
れ
も
く
度
合
的
〉
と
い
う
注
意
深
い
言
い
方
を
し
て
い
る
に
し
て
も
、
音
数

律
の
リ
ズ
ム
に
触
れ
な
い
と
い
う
点
で
は
、
半
面
の
真
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、

や
は
り
、
中
也
の
詩
法
を
語
る
も
の
と
し
て
は
、
十
分
説
得
力
が
あ
る
。
し
か

も
、
そ
の
反
復
の
音
楽
性
を
、
《
ゆ
た
り
ゆ
た
り
》
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
な
ど
は
、

い
か
に
も
中
也
ら
し
い
ユ
ニ
ー
ク
な
命
名
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
反
復
、
繰
り
返
し
と
は
、
心
的
な
状
態
と
し
て
は
同
じ
場
面
に

お
け
る
揺
れ
、
あ
る
い
は
円
周
上
を
旋
回
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
帰
る
こ
と

を
前
提
に
し
た
往
復
運
動
だ
か
ら
、
回
帰
的
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
お
そ
ら
く
こ
の
反
復
、
旋
回
に
お
い
て
こ
そ
、
中
也
は
あ
の
「
芸
術

論
覚
え
書
」
で
言
う
、
《
「
こ
れ
が
手
だ
」
と
、
「
手
」
と
い
う
名
辞
を
口
に

す
る
前
》
の
く
手
〉
を
感
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
最
初
に
疑
問
と
し
て
出

し
て
お
い
た
中
也
の
自
己
資
質
は
、
こ
こ
に
こ
そ
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
い
か

に
彼
の
資
質
の
深
い
と
こ
ろ
に
根
ざ
し
て
い
る
か
は
、
草
稿
と
し
て
残
さ
れ
て

い
た
＝
つ
の
境
涯
」
の
次
の
部
分
に
示
さ
れ
て
い
る
。
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「
あ
ん
よ
が
出
來
出
す
一
寸
至
宝
は
、
一
寸
の
油
断
も
な
ら
な
い
の
で
、

 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

行
李
の
蓋
底
に
お
し
め
を
沢
山
敷
い
て
、
そ
の
中
に
入
れ
と
い
た
も
の
だ
が
、

す
る
と
そ
の
お
し
め
を
一
枚
轟
々
、
行
李
の
外
へ
出
し
て
、
そ
れ
を
全
部
出

し
終
る
と
、
今
度
は
ま
た
そ
れ
を
一
枚
華
々
、
行
李
の
中
へ
入
れ
た
も
の
だ

よ
。
」
i
さ
う
云
は
れ
て
み
れ
ば
今
で
も
自
分
の
そ
ん
な
癖
は
あ
っ
て
、

な
に
か
そ
れ
は
Φ
×
9
き
σ
q
Φ
と
い
ふ
こ
と
の
面
白
さ
だ
と
思
ふ
の
だ
が
、
そ
れ

は
今
私
も
子
供
を
持
っ
て
、
や
っ
と
誕
生
を
迎
へ
た
ば
か
り
の
そ
の
子
供
が
、

硝
子
の
こ
ち
ら
で
バ
ア
と
い
っ
て
母
親
を
見
て
、
直
ぐ
次
に
は
硝
子
の
あ
ち

ら
側
か
ら
バ
ア
と
い
っ
て
笑
ひ
興
ず
る
、
そ
の
こ
と
に
も
思
ひ
合
さ
れ
て
自

分
に
は
面
白
い
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
何
か
化
学
的
と
い
ふ
よ
り
も
物
理

的
な
気
質
の
或
物
を
現
は
し
て
は
み
ま
い
か
。
 
 
 
 
（
「
一
つ
の
境
涯
」
）

 
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
括
弧
の
中
の
証
言
は
、
中
也
の
母
親
の
も
の
で
あ
る
。
母

に
語
ら
れ
る
自
分
の
癖
と
、
自
分
の
子
供
の
そ
れ
を
重
ね
合
わ
せ
て
意
味
づ
け

て
い
る
。
実
は
こ
の
よ
う
な
癖
は
、
別
に
中
也
や
そ
の
子
供
に
特
有
な
癖
で
は

な
く
、
広
く
幼
児
期
に
み
ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
三
十
歳
近

く
に
な
っ
た
中
也
が
、
自
分
に
特
有
な
気
質
と
し
て
意
味
づ
け
る
と
こ
ろ
に
、

当
時
の
彼
の
資
質
へ
の
自
覚
が
あ
る
、
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
中
也
の

《
①
×
畠
雪
α
q
Φ
と
い
ふ
こ
と
の
面
白
さ
V
と
は
、
た
と
え
ば
先
の
詩
の
例
で
言
え

ば
、
〈
ダ
ダ
〉
を
〈
木
馬
〉
の
交
換
概
念
と
し
て
使
い
、
さ
ら
に
そ
れ
を
〈
原

始
人
の
ド
モ
リ
〉
と
交
換
可
能
な
概
念
と
し
て
使
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
語

の
単
純
な
意
味
、
あ
る
い
は
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
で
あ

り
な
が
ら
、
〈
ダ
ダ
〉
と
い
う
文
脈
の
中
で
は
同
義
化
さ
れ
、
交
換
可
能
な
概

念
の
反
復
と
な
る
、
そ
の
面
白
さ
で
あ
る
。
単
な
る
反
復
で
は
な
く
、
意
義
の

悪
魔
の
伯
父
さ
ん
が
来
る
所

中
原
中
也
〈
ダ
ダ
音
楽
〉
の
行
方
1

変
化
、
あ
る
い
は
無
化
を
含
ん
だ
そ
れ
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
と
こ
ろ
で
「
ノ
ー
ト
ー
9
2
4
」
の
く
ダ
ダ
〉
時
代
の
延
長
線
上
に
、
企

九
二
五
・
一
〇
・
七
〉
と
い
う
、
た
ぶ
ん
執
筆
時
期
を
示
す
日
付
の
入
っ
た
作

品
「
秋
の
愁
嘆
」
が
現
わ
れ
、
わ
た
し
た
ち
は
驚
く
こ
と
に
な
る
。
大
岡
昇
平

も
、
こ
の
未
刊
詩
篇
に
つ
い
て
、
《
そ
の
嘲
笑
的
な
道
化
調
と
奇
矯
な
発
想
に

ダ
ダ
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
が
、
一
つ
の
主
題
に
統
一
さ
れ
、
詩
句
の
展
開
も

伸
び
や
か
で
あ
る
》
と
評
し
て
い
る
。
〈
ダ
ダ
音
楽
〉
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
明

ら
か
な
転
位
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

あ
・
、
秋
が
来
た

眼
に
舷
榔
の
涙
沁
む
。

あ
・
、
秋
が
来
た

胸
に
舞
踏
の
終
ら
ぬ
う
ち
に

も
う
ま
た
秋
が
、
お
ぢ
ゃ
っ
た
お
ぢ
ゃ
っ
た
。

野
辺
を
 
野
辺
を
 
畑
を
 
町
を

人
達
を
躁
躍
に
秋
が
お
ぢ
ゃ
っ
た
。

そ
の
着
る
着
物
は
寒
冷
紗

両
手
の
先
に
は
 
軽
く
囲
い
銀
の
玉

薄
い
横
級
平
ら
な
お
顔
で

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

笑
へ
ば
籾
殻
か
し
ゃ
か
し
や
と
、

ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

へ
ち
ま
の
や
う
に
か
す
か
す
の

悪
魔
の
伯
父
さ
ん
、
お
ぢ
ゃ
っ
た
お
ぢ
ゃ
っ
た
。

（「

H
の
愁
嘆
」
〉
幽
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こ
の
作
品
は
、
一
見
古
め
か
し
く
見
え
る
が
、
し
か
し
、
新
し
さ
と
か
古
さ

と
か
い
う
対
位
を
超
え
た
、
中
也
の
こ
の
時
期
の
詩
の
可
能
性
、
言
い
か
え
れ

ば
〈
ダ
ダ
音
楽
〉
の
可
能
性
を
よ
く
開
い
た
も
の
だ
。
一
見
古
め
か
し
く
見
え

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
 

る
の
は
、
そ
の
背
後
に
富
永
太
郎
の
散
文
詩
を
置
く
か
ら
だ
。
富
永
太
郎
は
、

中
也
の
「
ノ
ー
ト
ー
9
2
4
」
と
同
じ
時
期
に
、
「
秋
の
悲
歎
」
を
書
い
て
い
る
。

小
林
秀
雄
宛
の
書
簡
で
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
み
ず
か
ら
《
ラ
ン
ボ
オ
ば
り
》

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
ホ
ら

と
称
し
、
《
日
本
流
行
の
「
情
調
派
」
で
は
な
い
》
と
も
述
べ
て
い
る
が
、

た
し
か
に
こ
の
作
品
は
当
時
の
表
現
の
水
位
の
な
か
で
は
、
飛
び
抜
け
て
新
し

い
詩
意
識
を
見
せ
て
い
る
だ
ろ
う
。

 
し
か
し
、
そ
れ
と
比
べ
て
、
中
也
の
「
秋
の
愁
嘆
」
が
古
い
と
言
え
る
だ
ろ

う
か
。
わ
た
し
は
そ
こ
に
は
微
妙
な
問
題
が
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
そ
う
は
言
え

な
い
、
と
思
っ
て
い
る
。
《
ラ
ン
ボ
オ
ば
り
》
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
サ
ン
ボ
リ
ス

ム
の
流
れ
の
な
か
に
、
自
分
の
詩
意
識
を
位
置
づ
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
中
也

の
〈
ダ
ダ
音
楽
〉
だ
っ
て
、
そ
れ
よ
り
も
な
お
先
端
的
な
、
ダ
ダ
イ
ス
ム
の
言

語
破
壊
の
波
に
触
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
ば
が
な
か
ば

冗
談
と
し
て
し
か
響
か
な
い
の
は
、
幽
《
ラ
ン
ボ
オ
ば
り
》
が
小
林
秀
雄
か
ら
送

ら
れ
て
き
た
「
地
獄
の
季
節
」
の
書
き
抜
き
を
、
下
宿
の
壁
に
貼
り
つ
け
て
毎

日
眺
め
て
い
た
と
い
う
、
富
永
の
光
景
か
ら
離
れ
て
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
り
、

ま
た
、
〈
ダ
ダ
音
楽
〉
が
、
京
都
の
丸
太
町
橋
際
の
古
本
屋
の
店
頭
に
置
い
て
あ
っ

た
、
『
ダ
ダ
イ
ス
ト
新
吉
の
詩
』
を
読
ん
で
感
激
し
て
い
る
少
年
の
光
景
か
ら

引
き
剥
せ
な
い
か
ら
だ
。

 
み
ず
か
ら
も
「
重
る
心
の
一
季
節
一
散
文
詩
」
と
い
う
《
ラ
ン
ボ
オ
ば
り
》

 
 
 
 
 
 

の
試
み
を
す
る
こ
と
で
、
こ
の
く
世
界
V
と
の
落
差
を
計
測
し
な
が
ら
、
中

也
は
「
秋
の
愁
嘆
」
を
、
何
よ
り
も
富
永
太
郎
の
「
秋
の
悲
歎
」
の
パ
ロ
デ
ィ
ー

と
し
て
成
立
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
批
評
的
な
意
味
の
重
要
性
だ
け
は
こ
こ
で
強

調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
先
に
書
か
れ
た
「
秋
の
悲
歎
」
を
一
瞥

す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

 
私
は
透
明
な
秋
の
薄
暮
の
中
に
墜
ち
る
。
戦
標
は
去
っ
た
。
道
路
の
あ
ら

ゆ
る
直
線
が
甦
る
。
あ
れ
ら
の
こ
ん
も
り
と
し
た
貧
禁
な
樹
々
さ
へ
も
闇
を

招
い
て
は
み
な
い
。

 
私
は
た
“
微
か
に
煙
を
挙
げ
る
私
の
パ
イ
プ
に
よ
っ
て
の
み
生
き
る
。
あ

の
、
ほ
っ
そ
り
と
し
た
白
陶
土
製
の
か
の
女
の
頸
に
、
私
は
千
の
静
か
な
接

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
か
ず
ね

吻
を
も
惜
し
み
は
し
な
い
。
今
は
あ
の
銅
色
の
空
を
蓋
ふ
公
孫
樹
の
葉

の
、
光
沢
の
な
い
非
道
な
存
在
を
も
赦
さ
う
。
オ
ー
ル
ド
ロ
ー
ズ
の
お
か
つ

ば
さ
ん
は
埃
も
立
て
ず
に
土
塀
に
沿
っ
て
行
く
の
だ
が
、
も
う
そ
ん
な
後
姿

も
要
り
は
し
な
い
。
風
よ
、
街
上
に
光
る
あ
の
野
営
を
掻
き
乱
し
て
く
れ
る

な
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
秋
の
悲
歎
」
初
め
の
部
分
）

'
こ
の
作
品
の
冒
頭
一
行
を
平
叙
的
に
表
現
す
る
と
す
れ
ば
、
〈
私
は
澄
み
切
っ

た
秋
の
夕
暮
れ
の
な
か
に
た
た
ず
ん
で
い
る
〉
、
と
い
う
こ
と
に
で
も
な
ろ
う
。

し
か
し
、
富
永
は
《
私
ば
透
明
な
秋
の
薄
暮
の
中
に
墜
ち
る
》
と
表
現
す
る
。

こ
れ
を
生
硬
な
醗
訳
的
文
脈
と
だ
け
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
先
に
わ
た
し

が
し
た
よ
う
な
平
叙
的
な
表
現
で
は
、
ど
ん
な
に
薄
闇
が
せ
ま
っ
て
き
て
も
、

な
お
、
ガ
ラ
ス
の
よ
う
に
物
質
的
な
透
明
感
を
失
わ
な
い
秋
へ
の
感
覚
は
表
現

で
き
な
い
し
、
ま
た
、
ど
こ
ま
で
も
透
明
な
物
象
の
な
か
に
失
墜
し
て
ゆ
く
感

覚
は
あ
ら
わ
せ
な
い
か
ら
だ
。

 
つ
ま
り
、
こ
こ
に
お
い
て
、
秋
が
そ
の
よ
う
な
物
質
的
な
透
明
感
に
お
い
て

（122）



と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
な
か
の
物
象
も
あ
ら
わ
に
さ
れ
る
。
た

と
え
ば
《
ほ
っ
そ
り
と
し
た
白
陶
土
製
の
か
の
女
の
頸
》
も
、
《
公
孫
樹
の
葉

の
、
光
沢
の
な
い
非
道
な
存
在
V
も
、
《
オ
ー
ル
ド
ロ
ー
ズ
の
お
か
つ
ば
さ
ん
》

も
、
《
街
上
に
光
る
あ
の
白
疾
》
も
、
そ
れ
ら
の
あ
ら
わ
に
さ
れ
た
物
象
、
裸

形
に
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
こ
そ
は
、
〈
秋
〉
の
メ
タ
フ
ァ
ー
な
の
で
あ
る
。
秋
の

季
節
を
《
心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
知
ら
れ
け
り
鴨
立
つ
沢
の
秋
の
夕
暮
れ
》

（
西
行
）
と
、
も
の
の
あ
わ
れ
の
情
感
で
と
ら
え
る
感
性
を
、
伝
統
的
な
あ
る

い
は
短
歌
的
な
好
情
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
欧
文
脈
を
仮
装
し
た
、
そ

れ
と
は
ま
っ
た
く
別
の
知
的
な
操
作
が
あ
る
。
季
節
の
情
感
か
ら
、
い
っ
さ
い

の
感
傷
性
を
抜
き
と
り
、
硬
い
人
工
的
な
物
象
で
と
ら
え
る
、
こ
の
よ
う
な
メ

タ
フ
ァ
ー
の
文
体
が
、
わ
が
国
の
詩
史
に
は
じ
め
て
、
ま
だ
、
い
く
ら
か
弱
々

し
げ
な
骨
格
の
ま
ま
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
そ
れ
は
登
場
と
ほ
と
ん
ど
同
時
に
、
中
原
中
也
と
い
う
対
立
者
に

よ
っ
て
撃
た
れ
る
こ
と
に
な
る
。
両
者
の
緊
張
を
実
感
し
て
い
る
大
岡
昇
平
が
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

中
也
の
「
秋
の
愁
嘆
」
を
、
《
嘲
笑
的
な
道
化
調
》
（
傍
点
）
と
と
ら
え
て
い

る
こ
と
は
先
に
触
れ
た
。
わ
た
し
は
嘲
笑
的
と
は
思
わ
な
い
が
、
し
か
し
、
富

永
の
「
秋
の
悲
歎
」
が
も
っ
て
い
る
知
的
操
作
の
く
そ
ま
じ
め
ぶ
り
、
禁
欲
性

を
笑
い
と
ば
す
快
楽
を
、
「
秋
の
愁
嘆
」
が
も
っ
て
い
る
、
と
は
思
う
。
し
か
し
、

ま
っ
た
く
方
向
の
違
う
作
品
に
、
優
劣
や
新
し
さ
古
さ
を
持
ち
こ
む
こ
と
は
で

き
な
い
。
た
だ
中
也
の
作
品
が
、
「
秋
の
悲
歎
」
に
比
べ
て
古
い
と
だ
け
は
言

え
な
い
こ
と
を
、
立
証
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
ま
ず
、
富
永
の
「
秋
の
悲
歎
」
は
、
基
本
的
に
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
語
る
民

タ
フ
ァ
ー
の
詩
で
あ
る
。
そ
こ
で
き
び
し
く
対
抗
さ
れ
て
い
る
の
は
、
日
本
的

な
〈
情
調
〉
で
あ
り
、
短
歌
的
な
韻
律
で
あ
り
、
音
楽
性
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

悪
魔
の
伯
父
さ
ん
が
来
る
所
-
中
原
中
也
〈
ダ
ダ
音
楽
〉
の
行
方
1

し
て
、
中
也
の
「
秋
の
愁
嘆
」
は
、
基
本
的
に
反
復
の
リ
ズ
ム
に
よ
る
音
楽
の

詩
で
あ
る
。
秋
は
擬
人
法
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
て
、
中
也
も
日
本
的
な
「
情

調
」
を
拒
ん
で
い
る
が
、
短
歌
的
な
韻
律
（
七
五
調
な
ど
）
を
部
分
的
に
残
し

て
い
る
。
し
か
し
、
反
復
の
リ
ズ
ム
が
作
品
の
骨
格
を
つ
く
っ
て
い
る
た
め
に
、

七
五
調
は
目
立
た
ず
、
こ
の
作
品
の
音
楽
の
㎝
要
素
を
成
し
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
。
そ
し
て
、
音
楽
性
と
い
う
こ
と
で
、
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
道
化
ぶ
っ

て
使
用
さ
れ
て
い
る
俗
語
が
、
詩
的
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
の
音
声
の
流
れ
を
つ
く
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

 
さ
て
、
反
復
、
繰
り
返
し
が
、
い
か
に
こ
の
作
品
の
根
本
的
骨
格
を
つ
く
っ

て
い
る
か
は
、
全
篇
が
意
味
と
し
て
は
、
《
秋
が
来
た
》
の
繰
り
返
し
で
成
っ

て
い
る
と
こ
ろ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
第
一
連
は
一
行
目
、
三
行
目

で
《
秋
が
来
た
》
が
繰
り
返
さ
れ
、
五
行
目
、
七
行
目
で
は
、
道
化
ぶ
っ
た
変

奏
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
第
二
連
で
は
《
悪
魔
の
伯
父
さ
ん
》

に
擬
人
化
さ
れ
た
秋
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
姿
の
形
容
に
、
こ
と
ば
が
尽
さ
れ
て
い

る
が
、
し
か
し
、
意
味
的
に
は
《
秋
が
来
た
》
こ
と
の
繰
り
返
し
以
上
の
こ
と

は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
作
品
の
基
調
を
な
す
《
秋
が
来
た
》
の
反
復
の
リ
ズ

ム
の
な
か
に
、
さ
ら
に
《
お
ぢ
ゃ
っ
た
お
ぢ
ゃ
っ
た
》
《
野
辺
を
 
野
辺
を

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

畑
を
 
町
を
》
《
か
し
や
か
し
や
〉
《
か
す
か
す
》
の
繰
り
返
し
が
組
み
合
わ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
《
か
し
や
か
し
や
》
や
《
か
す
か
す
V
は
、
そ
も
そ

も
同
音
反
復
と
し
て
し
か
成
り
立
た
な
い
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
で
あ
る
。
《
お
ぢ
ゃ

っ
た
〉
は
く
来
た
〉
と
い
う
語
の
俗
語
的
な
表
現
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
繰
り
返

す
こ
と
で
こ
の
語
自
体
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
化
し
て
お
り
、
こ
の
い
わ
ば
道
化
の

音
楽
こ
そ
は
、
〈
ダ
ダ
音
楽
〉
の
転
位
に
お
い
て
姿
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
中
也
は
い
わ
ば
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
の
形
式
を
と
る
こ
と
で
、
詩
が
く
知
V
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の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
へ
の
批
判
を
、
そ
の
反
復
と
オ
ノ
マ
ト
ペ

ア
の
音
楽
の
な
か
に
内
在
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
中
也
は
後
に
「
芸
術
論
覚
え
書
」
の
な
か
で
、
《
芸
術
と
は
、
物
と
物
と
の

比
較
以
前
の
世
界
内
の
こ
と
だ
。
笑
ひ
が
生
ず
る
以
前
の
興
味
だ
》
と
か
、
《
芸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

術
は
、
認
識
で
は
な
い
》
と
か
、
《
芸
術
と
い
ふ
の
は
名
辞
以
前
の
世
界
の
作

業
》
だ
と
か
、
《
生
命
の
豊
か
さ
熾
烈
さ
だ
け
が
芸
術
に
と
っ
て
重
要
》
と
か
、

同
じ
よ
う
な
内
容
の
こ
と
を
さ
ま
ざ
ま
に
言
い
換
え
て
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ

で
の
く
芸
術
〉
と
は
、
ほ
ぼ
詩
の
こ
と
だ
と
考
え
て
よ
い
が
、
結
局
そ
こ
で
主

張
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
知
の
体
系
と
も
、
小
主
観
的
な
感
情
と
も
区
別
さ
れ
る
、

未
知
の
感
覚
の
揺
動
で
あ
り
、
波
動
で
あ
る
。
そ
の
《
物
と
物
と
の
比
較
以
前

の
世
界
内
》
に
お
け
る
意
識
の
揺
動
が
、
反
復
の
リ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
ば
の
音

楽
を
内
的
に
要
請
し
た
の
だ
、
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。

 
と
こ
ろ
で
、
こ
の
中
也
の
「
秋
の
愁
嘆
」
は
、
富
永
太
郎
の
「
秋
の
悲
歎
」

の
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
成
立
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
お
も
し
ろ
い
の
は
そ

れ
が
同
時
に
、
北
原
白
秋
の
『
東
京
景
物
詩
及
其
他
』
の
な
か
の
「
秋
」
の
パ

ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
も
成
立
し
て
い
る
こ
と
だ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
わ
か

波
う
ち
ぎ
は
を
東
京
の
若
紳
士
め
く
靴
の
さ
き
。

午
前
十
時
の
日
の
光
海
の
お
も
て
に
広
重
の

あ
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
プ
ラ
チ
ナ
 
 
 
 
 
ひ
ら

藍
を
燃
し
て
、
虫
の
ご
と
白
金
の
ご
と
重
め
け
り
。

 
 
 
 
 
 
そ
よ
か
ぜ
 
 
し
ほ

か
ら
く
冷
た
き
微
風
も
鰍
を
ふ
く
み
て
薄
青
し
、

 
 
 
は
や
り

「
秋
」
は
流
行
の
細
巻
の

黒
の
蠕
幅
傘
さ
し
て
ゆ
く
。

日
曜
の
朝
、
「
秋
」
は
匂
ひ
も
新
ら
し
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
く
し

新
聞
紙
折
り
、
さ
は
や
か
に
衣
嚢
に
入
れ
て
歩
み
ゆ
く
、

寄
せ
て
く
つ
る
る
波
が
し
ら
、

 
 
つ
ま

靴
の
爪
さ
き
、

 
 
 
 
 
 
ぎ
ん
す
な

濡
れ
て
つ
ぶ
や
く
銀
砂
の
、

足
の
さ
き
、
パ
ッ
チ
パ
ッ
チ
と
虫
も
鳴
く
。

 
 
 
 
は
や
り

「
秋
」
は
流
行
の
細
巻
の

黒
の
編
蟷
傘
さ
し
て
ゆ
く
。

（「

H
」
）
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日
曜
の
朝
、
「
秋
」
は
銀
か
な
具
の
細
巻
の

 
 
 
 
 
か
う
も
り

絹
薄
き
黒
の
編
中
置
さ
し
て
ゆ
く
、

紺
の
背
広
に
夏
帽
子
、

黒
の
編
蟷
傘
さ
し
て
ゆ
く

し
ょ
う
し
ゃ

瀟
酒
に
わ
か
き
姿
か
な
。
「
秋
」
は
カ
フ
ス
も
新
ら
し
く

カ
ラ
も
真
白
に
つ
つ
ま
し
く
ひ
と
り
さ
み
し
く
歩
み
來
ぬ
。

 
こ
れ
は
く
東
京
景
物
〉
、
つ
ま
り
風
俗
と
し
て
の
く
秋
〉
で
あ
る
。
擬
人
法

的
に
〈
秋
〉
を
と
ら
え
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
一
見
す
る
と
中
也
の
詩
と
同
じ
レ

ベ
ル
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
中
也
の
〈
秋
〉
は
、
《
悪
魔
の
伯
父
さ
ん
》

と
い
う
、
非
在
の
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
し
か
現
前
し
て
こ
な
い
、
ほ
と
ん
ど
メ

タ
フ
ァ
ー
に
近
い
擬
人
法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
白
秋
の
「
秋
」
で
は
、
紺
の

背
広
に
夏
帽
子
を
か
ぶ
り
、
絹
張
で
細
巻
き
の
黒
の
騙
蟷
傘
を
さ
し
、
新
し
い

ワ
イ
シ
ャ
ツ
の
カ
フ
ス
や
襟
の
真
白
い
カ
ラ
ー
を
つ
け
て
、
イ
ン
ク
の
匂
い
も



新
し
い
新
聞
紙
を
背
広
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
さ
し
入
れ
、
き
ら
き
ら
日
の
光
も
ま
ぶ

し
い
波
打
ち
際
を
、
革
靴
で
さ
っ
そ
う
と
歩
む
若
紳
士
め
い
た
〈
秋
〉
な
の
で

あ
る
。

 
こ
の
作
品
の
言
語
は
、
あ
ま
り
に
大
正
末
年
の
東
京
の
先
端
的
な
（
つ
ま
り
、

お
し
ゃ
れ
な
）
風
俗
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
り
過
ぎ
た
た
め
に
、
い
ま
か
ら
読

む
と
微
笑
ま
し
い
ほ
ど
古
く
さ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
中
也
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
は
、

こ
う
し
た
風
俗
と
し
て
の
言
語
に
対
す
る
批
評
性
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
仮
に

富
永
の
「
秋
の
悲
歎
」
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
か
ら
は
古
く
見
え
た
と
し
て
も
、
白
秋

の
「
秋
」
と
比
べ
た
新
し
さ
は
歴
然
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
く
ダ
ダ
〉

の
言
語
破
壊
の
波
に
洗
わ
れ
た
、
中
也
の
詩
意
識
の
も
う
一
つ
の
意
味
が
あ
る
。

 
も
う
一
点
、
こ
と
ば
の
音
楽
性
と
い
う
点
で
レ
ベ
ル
を
は
か
れ
ば
、
こ
の
作

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
や
り

品
も
《
黒
の
蠕
幅
傘
さ
し
て
ゆ
く
V
が
四
回
、
《
「
秋
」
は
流
行
の
細
巻
の
》

が
二
回
繰
り
返
さ
れ
る
他
に
、
同
じ
形
式
性
を
も
っ
た
表
現
の
繰
り
返
し
が
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
こ
の
作
品
の
骨
格
を
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
作
品
の
音
楽
の
基
調
は
、
や
は
り
、
七
五
調
の
韻
律
で
あ
る
こ
と
は
、
＜
く

ろ
の
か
う
も
り
・
さ
し
て
ゆ
く
〉
〈
こ
ん
の
せ
び
う
に
・
な
つ
ぼ
う
し
〉
〈
し
ょ

う
し
ゃ
に
わ
か
き
・
す
が
た
か
な
〉
〈
あ
き
は
カ
フ
ス
も
・
あ
た
ら
し
き
〉
以
降
、

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
行
が
そ
う
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
れ
ば
明
ら
か
だ
ろ
う
。

音
楽
の
基
調
を
七
五
調
に
し
た
、
い
わ
ば
風
俗
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
う
の
が
、

白
秋
の
詩
の
特
色
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
中
也
は
、
富
永
太
郎
と
い
う
言
語

の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
、
白
秋
と
い
う
風
俗
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
両
面
に
対
す
る
批
評

性
と
し
て
、
「
秋
の
愁
嘆
」
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
を
成
り
立
た
せ
た
こ
と
に
な
る
。

 
し
か
し
、
中
也
の
作
品
史
を
た
ど
る
と
、
こ
の
「
秋
の
愁
嘆
」
に
お
け
る
〈
ダ

ダ
音
楽
〉
の
可
能
性
を
、
必
ず
し
も
開
き
き
る
方
向
に
、
彼
が
進
ま
な
か
っ
た

悪
魔
の
伯
父
さ
ん
が
来
る
所

中
原
中
也
〈
ダ
ダ
音
楽
〉
の
行
方
1

こ
と
に
気
づ
く
。
た
と
え
ば
「
我
が
詩
観
」
の
な
か
の
く
詩
的
履
歴
書
〉
に
お

け
る
、
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
年
）
五
月
の
記
述
に
、
「
朝
の
歌
」
を
書
い

て
小
林
秀
雄
に
は
じ
め
て
見
せ
た
こ
と
、
《
つ
ま
り
「
朝
の
歌
」
に
て
ほ
“
方

針
〉
が
立
っ
た
、
と
い
ケ
中
也
の
自
覚
に
そ
れ
は
関
連
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
ど
れ
ほ
ど
確
乎
た
る
自
覚
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
朝
の
歌
」
は
四
連
十
四
行
、

一
行
ご
と
に
二
字
分
下
げ
て
あ
る
が
、
典
型
的
な
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
で
書
か
れ
て

い
る
。

 
 
 
 
あ
か

天
井
に
 
食
き
い
ろ
い
で

 
 
戸
の
隙
を
 
洩
れ
入
る
光
、

鄙
び
た
る
 
軍
楽
の
憶
ひ

 
 
手
に
て
な
す
な
に
ご
と
も
な
し
。

小
鳥
ら
の
 
う
た
は
き
こ
え
ず

 
 
空
は
今
日
 
は
な
だ
色
ら
し
、

倦
ん
じ
て
し
人
の
こ
こ
ろ
を

 
 
諌
め
す
る
 
な
に
も
の
も
な
し

（「

ｩ
の
歌
」
は
じ
の
二
連
）

 
こ
の
詩
が
形
式
的
に
整
然
と
し
た
印
象
が
あ
る
の
は
、
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
と
い

う
こ
と
も
あ
る
が
、
五
七
調
の
韻
律
に
は
じ
め
か
ら
終
り
ま
で
貫
か
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
空
覚
な
る
も
の
の
性
格
に
、
〈
ダ
ダ
〉
は
な
お
余

韻
を
と
ど
め
て
い
る
が
、
し
か
し
、
音
楽
性
と
い
う
点
で
み
る
と
、
完
全
な
五

七
調
の
リ
ズ
ム
が
定
型
を
つ
く
っ
て
お
り
、
〈
ダ
ダ
音
楽
〉
か
ら
は
遠
く
な
っ

て
い
る
。
そ
こ
に
同
型
の
表
現
の
繰
り
返
し
は
あ
る
が
、
反
復
の
リ
ズ
ム
を
つ
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く
る
ほ
ど
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
詩
的
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
に
よ
る
ひ
び
き
の
音
楽

も
な
い
ゆ
も
し
、
中
也
が
こ
の
方
向
に
だ
け
行
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
古
風
な
〈
う

た
（
定
型
詩
）
〉
を
復
興
し
た
詩
人
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
だ
ろ
う
。

 
し
か
し
、
〈
ダ
ダ
音
楽
〉
の
可
能
性
が
、
そ
こ
で
閉
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
な

い
こ
と
は
、
「
朝
の
歌
」
よ
り
少
し
前
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
「
サ
ー
カ
ス
」

を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
別
に
く
わ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
い
分
析
を
書
い
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、
こ
れ
こ
そ
は
「
秋

の
愁
嘆
」
の
く
ダ
ダ
音
楽
〉
の
可
能
性
、
つ
ま
り
、
反
復
の
リ
ズ
ム
と
詩
的
オ

ノ
マ
ト
ペ
ア
が
、
み
ご
と
に
融
合
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
そ
れ
が
主
題
を
成
し

て
い
る
作
品
で
も
あ
っ
た
。
〈
ダ
ダ
音
楽
〉
は
中
也
の
作
品
の
な
か
で
、
大
き

く
鳴
り
ひ
び
い
た
り
、
ほ
と
ん
ど
隠
れ
る
よ
う
に
消
え
か
か
っ
た
り
し
て
持
続

す
る
が
、
そ
の
行
き
つ
い
た
果
て
は
ど
の
作
品
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は

そ
れ
を
ほ
ぼ
、
「
曇
天
」
コ
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
「
正
午
」
の
三
作
品
の
上
に
見

て
い
る
。

 
ま
ず
、
「
曇
天
」
の
音
楽
性
の
基
調
は
、
時
空
を
超
え
た
空
の
中
に
黒
い
旗
が
、

《
は
た
は
た
 
は
た
め
く
》
こ
と
が
、
反
復
的
に
う
た
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
成
立

し
て
い
る
。
こ
の
作
品
も
ま
た
、
反
復
の
リ
ズ
ム
と
詩
的
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
が
融

合
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
と
ば
の
音
楽
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
〈
ダ

ダ
音
楽
〉
の
な
か
で
こ
そ
、
非
在
の
黒
い
旗
だ
け
が
、
空
無
と
向
き
合
う
心
の

凶
相
を
映
し
出
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
現
前
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
く
ダ
ダ
音
楽
〉
の
可
能
性
を
見
せ
て
い
る
も
の
と
し
て
、

コ
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
を
く
わ
し
く
読
ん
で
み
よ
う
。

秋
の
夜
は
、
・
は
る
か
の
彼
方
に
、

小
石
ば
か
り
の
、
河
原
が
あ
っ
て
、

そ
れ
に
陽
は
、
さ
ら
さ
ら
と

さ
ら
さ
ら
と
射
し
て
み
る
の
で
あ
り
ま
し
た
。

陽
と
い
っ
て
も
、
ま
る
で
硅
石
か
何
か
の
や
う
で
、

 
 
 
マ
マ

非
常
な
個
体
の
粉
末
の
や
う
で
、

さ
れ
ば
こ
そ
、
さ
ら
さ
ら
と

か
す
か
な
音
を
立
て
て
も
み
る
の
で
し
た
。

さ
て
小
石
の
上
に
㍉
今
し
も
一
つ
の
蝶
が
と
ま
り
、

淡
い
、
そ
れ
で
み
て
く
っ
き
り
と
し
た

影
を
落
と
し
て
み
る
の
で
し
た
。

 
や
が
て
そ
の
蝶
が
み
え
な
く
な
る
と
、
い
つ
の
ま
に
か
、

 
今
迄
流
れ
て
も
み
な
か
っ
た
川
床
に
、
水
は

 
さ
ら
さ
ら
と
、
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
て
み
る
の
で
あ
り
ま
し
た
…
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
コ
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
）

 
こ
の
作
品
も
、
「
朝
の
歌
」
と
同
じ
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
を
も
っ
て
い
る
が
、
し

か
し
、
音
楽
性
と
い
う
観
点
で
ま
っ
た
く
違
う
の
は
、
こ
ち
ら
は
音
数
律
に
よ

る
定
型
詩
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
、
「
朝
の
歌
」
と
同
じ
よ
う
に

モ
デ
ル
の
舞
台
が
問
題
に
な
る
が
、
そ
し
て
、
こ
ち
ら
は
山
口
市
吉
敷
川
の
水

無
河
原
が
想
定
さ
れ
る
に
し
て
も
、
し
か
し
、
基
本
的
に
は
超
現
実
の
夢
幻
の

世
界
で
あ
る
。
ど
こ
が
夢
幻
か
と
言
え
ば
、
ま
ず
、
夜
に
陽
が
射
し
て
い
る
と

い
う
よ
う
に
、
時
間
を
超
越
し
た
世
界
だ
か
ら
だ
。
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と
こ
ろ
で
、
夜
に
陽
が
射
し
て
い
る
世
界
と
言
え
ば
、
「
ダ
ダ
音
楽
の
歌
詞
」

が
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
《
太
陽
が
落
ち
て
／
太
陽
の
世
界
が
始
ま
V
る

の
で
あ
り
、
《
太
陽
が
上
っ
て
／
夜
の
世
界
が
始
V
ま
る
の
で
あ
る
。
「
ダ
ダ

音
楽
の
歌
詞
」
に
あ
る
よ
う
に
、
《
レ
イ
メ
イ
と
日
暮
が
直
径
を
描
い
て
／
ダ

ダ
の
世
界
が
始
》
ま
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
し
く
夜
に
陽
が
射
し
て
い
る
＝
つ

の
メ
ル
ヘ
ン
」
の
世
界
も
ま
た
、
そ
の
〈
ダ
ダ
〉
の
延
長
上
に
あ
る
、
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

 
さ
ら
に
こ
の
世
界
の
超
現
実
性
は
、
そ
の
陽
が
《
さ
ら
さ
ら
と
／
さ
ら
さ
ら

と
》
音
を
立
て
て
射
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
《
さ
ら
さ
ら
と
》
と
い

う
詩
的
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
は
、
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
反
復
の
リ
ズ
ム
を

成
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
共
に
．
そ
れ
は
使
わ
れ
る
た
び
に
、
意
味
を
変
え
る
の

で
あ
る
。
第
一
連
に
お
け
る
《
さ
ら
さ
ら
》
は
陽
が
射
す
状
態
の
音
象
化
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

り
、
第
二
連
に
お
け
る
そ
れ
は
《
個
体
の
粉
末
の
や
う
〉
な
擬
音
を
あ
ら
わ

し
て
お
り
、
そ
し
て
、
第
四
連
に
お
け
る
《
さ
ら
さ
ら
》
は
水
の
流
れ
る
音
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
詩
的
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
《
さ
ら
さ
ら
》
は
、

反
復
さ
れ
る
ご
と
に
、
異
な
っ
た
状
態
、
意
味
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

 
そ
し
て
、
第
一
連
、
二
連
に
お
け
る
《
さ
ら
さ
ら
》
の
非
条
理
性
は
死
の
世

界
の
そ
れ
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
印
象
的
な
〈
蝶
〉
の
イ
メ
ー

ジ
は
、
死
へ
の
怖
れ
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
死
の
予
感
で
あ
る

く
蝶
〉
が
消
え
る
と
と
も
に
、
現
実
性
が
回
復
さ
れ
、
川
底
に
さ
ら
さ
ら
と
水

が
流
れ
だ
す
の
で
あ
る
。
〈
ダ
ダ
音
楽
〉
は
こ
こ
で
、
中
也
の
無
意
識
の
世
界

を
か
い
ま
見
せ
る
、
深
い
奥
行
き
を
獲
得
し
て
い
る
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い

か
。
し
か
も
、
こ
の
作
品
の
音
楽
は
、
《
の
で
あ
り
ま
し
た
V
と
《
の
で
し
た
〉

と
い
う
文
末
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
巧
み
な
語
り
の
調
子
と
渾
然
一
体
化
七
て

悪
魔
の
伯
父
さ
ん
が
来
る
所
一
中
原
中
也
〈
ダ
ダ
音
楽
〉
の
行
方
1

い
る
。

 
最
後
に
「
正
午
」
と
い
う
作
品
が
、
中
也
の
〈
ダ
ダ
音
楽
〉
の
究
極
の
姿
を

示
し
て
い
る
と
思
う
の
は
、
こ
れ
が
ほ
と
ん
ど
反
復
の
リ
ズ
ム
だ
け
を
詩
の
契

機
と
し
て
出
来
て
い
る
作
品
だ
か
ら
だ
。

 
あ
・
十
二
時
半
サ
イ
レ
ン
だ
、
サ
イ
レ
ン
だ
サ
イ
レ
ン
だ

 
ぞ
ろ
ぞ
う
ぞ
ろ
ぞ
ろ
出
て
く
る
わ
、
出
て
く
る
わ
出
て
く
る
わ

・
月
給
取
り
の
午
休
み
、
ぶ
ら
り
ぶ
ら
り
と
手
を
振
っ
て

 
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
出
て
く
る
わ
、
出
て
く
る
わ
出
て
く
る
わ

 
大
き
な
ビ
ル
の
眞
ツ
黒
い
、
小
ツ
ち
や
な
小
ツ
ち
や
な
出
入
口

 
空
は
ひ
ろ
び
ろ
薄
曇
り
、
薄
曇
り
、
蘇
り
も
少
々
立
っ
て
る
る

 
ひ
よ
ん
な
眼
付
で
見
上
げ
て
も
、
眼
を
落
と
も
て
も
…
…
…

 
な
ん
の
お
の
れ
が
桜
か
な
、
桜
か
な
桜
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
正
午
i
丸
ビ
ル
風
景
」
前
半
部
分
）

 
こ
の
作
品
の
い
・
ち
じ
る
し
い
特
色
は
、
各
行
の
主
と
し
て
文
末
の
句
が
繰
り

返
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
当
然
、
意
味
…
機
能
の
上
で
だ
け
言
え
ば
、
一
回
用

い
れ
ば
す
む
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
回
、
用
い
た
だ
け
で
は
、
単
に
お
昼

時
の
〈
丸
ビ
ル
風
景
〉
を
お
も
し
ろ
が
っ
て
描
写
し
た
だ
け
の
こ
と
に
な
る
。

，
《
サ
イ
レ
ン
ダ
》
に
し
て
も
、
《
出
て
く
る
わ
V
に
し
て
も
、
《
桜
か
な
》

に
し
て
も
、
そ
れ
が
三
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
無
意
味
化
し
、
し
か
も
、

《
ぞ
ろ
ぞ
う
ぞ
ろ
ぞ
ろ
》
や
《
ぶ
ら
り
ぶ
ら
り
》
《
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
》
な

ど
の
ひ
び
き
と
も
融
合
し
な
が
ら
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
と
同
じ
よ
う
な
音
声
の
波

動
を
つ
く
り
だ
す
。
つ
ま
り
、
反
復
と
ひ
び
き
の
音
楽
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。

 
こ
う
し
て
、
こ
と
ば
が
普
通
の
意
味
を
も
ち
な
が
ら
、
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
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る
こ
と
で
、
意
味
よ
り
も
聴
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
、
音
声
の
波
動
に
変
質
し
て
い

る
こ
と
が
、
こ
の
作
品
を
特
別
な
詩
た
ら
し
め
て
い
る
。
中
也
の
〈
ダ
ダ
音
楽
〉

の
行
き
つ
い
た
先
は
、
詩
が
ど
こ
で
く
こ
と
ば
の
音
楽
〉
と
い
う
詩
に
な
る
の

か
、
と
い
う
問
い
を
生
む
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
 
、

 
つ
た
か
は
ま
だ
知
ら
な
い
。
》

＊
7
 
「
『
サ
ー
カ
ス
』
考
」
（
「
中
原
中
也
研
究
」
創
刊
号

96

E
4
）

註
記

＊
1
 
「
ユ
リ
イ
カ
」
7
4
・
1
2
。
後
に
『
中
原
中
也
わ
が
展
開
』
に
所
収
。

＊
2
 
「
文
学
界
」
3
8
・
1
0

＊
3
 
『
中
原
中
也
全
集
』
（
角
川
版
）
第
一
巻
「
解
説
」

＊
4
 
加
藤
典
洋
著
『
批
評
へ
』
第
3
章
4
節
「
中
原
中
也
-
言
葉
に
な
ら
な

 
い
も
の
」
の
な
か
に
、
次
の
よ
う
な
把
握
が
あ
る
。
《
…
…
「
秋
の
愁
嘆
」

 
は
、
一
見
手
軽
な
「
秋
の
悲
歎
」
へ
の
パ
ロ
デ
ィ
と
見
え
て
、
中
原
が
硬
質

 
で
「
新
し
い
」
富
永
の
詩
に
た
い
す
る
に
一
見
古
め
か
し
い
「
う
た
」
を
も
つ

 
て
す
る
こ
と
を
方
向
と
し
て
示
し
た
、
お
そ
ら
く
は
じ
め
て
の
試
み
だ
っ
た

 
の
で
あ
る
。
》

＊
5
 
「
小
林
秀
雄
宛
書
簡
」
大
正
十
三
年
十
月
二
十
三
日
付

＊
6
 
中
也
に
は
「
秋
の
愁
歎
」
よ
り
わ
ず
か
に
先
だ
っ
て
書
か
れ
た
と
思
わ

 
れ
る
、
草
稿
「
或
る
心
の
一
季
節
 
 
散
文
詩
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
《
ラ
ン

 
ボ
オ
ば
り
》
と
い
う
よ
り
、
〈
富
永
太
郎
ば
り
〉
と
い
う
方
が
、
よ
り
ふ
さ

 
わ
し
い
か
も
知
れ
な
い
。
初
め
の
部
分
の
み
を
か
か
げ
る
。
《
最
早
、
あ
ら

 
ゆ
る
も
の
が
目
を
覚
ま
し
た
。
黎
明
は
来
た
。
私
の
心
の
中
に
住
む
幾
多
の

 
フ
ェ
ア
リ
ユ
達
は
、
朝
露
の
傍
で
は
草
の
葉
つ
ば
の
す
が
す
が
し
い
線
を
描

 
い
た
。
／
私
は
過
去
の
夢
を
訂
し
げ
な
眼
で
見
返
る
…
…
…
何
故
に
夢
で
あ
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