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音
楽
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心
平

（1）

は
じ
め
に

　
マ
ー
ラ
ー
の
交
響
曲
第
－
番
「
巨
人
」
の
第
1
楽
章
は
、
静
寂
と
朝
露
の
中
か
ら
森
の
情
景

が
立
ち
現
れ
て
く
る
よ
う
な
楽
想
で
始
ま
る
。
木
管
楽
器
が
鳥
の
鳴
き
声
を
奏
で
、
ホ
ル
ン
が

牧
歌
的
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
歌
う
と
遠
く
か
ら
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
の
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
が
鳴
り
響
い

て
く
る
。
し
か
し
、
舞
台
上
に
は
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
奏
者
は
い
な
い
。
実
は
こ
の
と
き
、
ト
ラ
ン

ペ
ッ
ト
奏
者
は
舞
台
裏
に
い
て
そ
こ
で
演
奏
し
て
い
る
の
だ
。
音
源
の
距
離
感
で
遠
近
感
を
表

現
し
た
見
事
な
手
法
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
音
に
よ
っ
て
ま
る
で
映
像
を
見
て
い
る
か
の
よ
う

に
一
つ
の
情
景
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
曲
の
芸
術
性
を
強
く
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　
音
の
強
弱
や
音
源
の
距
離
感
を
最
大
限
に
利
用
し
た
表
現
方
法
は
、
早
く
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

の
交
響
曲
第
6
番
「
田
園
」
の
第
4
楽
章
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
音
の
強
弱
や
管
楽

器
・
打
楽
器
を
組
み
合
わ
せ
た
表
現
で
、
嵐
の
吹
き
荒
れ
る
様
子
や
、
そ
れ
が
収
ま
り
、
雷
鳴

が
徐
々
に
遠
ざ
か
っ
て
い
く
様
子
、
嵐
が
過
ぎ
去
っ
た
情
景
な
ど
を
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
手
法
は
、
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
の
幻
想
交
響
曲
第
3
楽
章
に
も
見
ら
れ
る
。

　
音
楽
で
は
、
音
量
の
変
化
、
音
の
強
弱
、
音
色
の
変
化
、
リ
ズ
ム
な
ど
の
要
素
を
組
み
合
わ

せ
て
、
一
つ
の
ド
ラ
マ
を
語
り
、
情
景
を
描
い
て
い
く
。
こ
う
し
た
音
楽
的
手
法
を
詩
の
朗
読

に
も
生
か
せ
な
い
か
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
の
は
、
し
ば
し
ば

詩
を
声
に
出
し
て
読
ん
で
み
る
と
、
そ
こ
に
音
楽
性
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
考
え
て
み
れ
ば
、
古
典
和
歌
が
五
音
と
七
音
を
組
み
合
わ
せ
て
で
き
て
い
る
の
も
、
言
葉
の

リ
ズ
ム
性
を
意
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
か
つ
て
私
も
藤
原
長
能
の
和
歌
に
つ
い
て
考

　
　
　
　
ハ
ヒ
　

察
し
た
と
き
、
同
音
の
反
復
や
ア
行
音
の
多
用
な
ど
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ

と
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
言
葉
の
持
つ
リ
ズ
ム
や
響
き
と
い
っ
た
音
楽
性
を
最
大
限
に
利
用

し
た
表
現
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
本
来
、
韻
文
と
音
楽
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
．

　
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
指
摘
は
従
来
か
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
坂
本
英
一
は
コ
種
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ね

リ
ズ
ム
を
持
つ
も
の
」
を
詩
の
「
音
楽
性
」
と
定
義
し
て
い
る
。
詩
を
朗
読
す
る
際
に
は
、
そ

の
リ
ズ
ム
や
音
の
響
き
を
意
識
し
て
読
む
と
い
う
の
は
半
ば
常
識
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
こ
こ
で
私
が
考
え
た
い
の
は
、
そ
れ
を
さ
ら
に
進
め
て
、
リ
ズ
ム
や
音
の
響
き
だ
け
で
は

な
く
、
音
の
強
弱
、
音
色
と
い
っ
た
こ
と
も
最
大
限
に
生
か
し
て
詩
を
朗
読
す
る
方
法
な
の
で

あ
る
。
朗
読
は
、
音
声
に
よ
る
表
現
で
あ
る
。
そ
の
音
声
の
可
能
性
を
最
大
限
に
生
か
し
た
朗



音楽性を生かした詩の朗読指導

読
を
試
行
錯
誤
す
る
こ
と
で
、
そ
の
詩
の
お
も
し
ろ
さ
、
魅
力
を
ま
た
違
っ
た
角
度
か
ら
感
じ

取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
う
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
、
検
討
し
た
い
。

詩
の
朗
読
指
導

　
現
行
『
学
習
指
導
要
領
」
「
読
む
こ
と
」
の
中
学
校
第
一
学
年
言
語
活
動
例
に
は
「
さ
ま
ざ

ま
な
種
類
の
文
章
を
音
読
し
た
り
朗
読
し
た
り
す
る
こ
と
。
」
と
あ
る
が
、
特
に
詩
教
材
の
音

読
・
朗
読
指
導
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
詩
の
朗
読
指
導
に
つ
い
て
は
す
で
に
谷
川
俊
太
郎
・
竹
内
敏
晴
・
稲
垣
忠
彦
の
三
氏
に
よ
る

「
国
語
教
育
を
学
ぶ
会
」
の
研
究
会
記
鎚
、
あ
る
い
は
菅
吉
信
に
よ
る
一
連
の
朗
読
指
導
に
関

す
る
研
究
成
栗
な
ど
が
あ
る
。
特
に
菅
は
、
「
朗
読
」
の
語
義
に
つ
い
て
、

　
　
朗
読
と
は
、
聞
き
手
の
存
在
を
意
識
し
な
が
ら
、
理
解
し
た
文
章
を
そ
の
ま
ま
音
声
化
し
、

　
　
そ
の
文
章
の
内
容
を
聞
き
手
に
正
確
に
、
印
象
的
に
伝
達
す
る
と
と
も
に
、
朗
読
者
自
身

　
　
が
そ
の
文
章
内
容
の
理
解
を
深
め
て
い
く
行
為
の
全
体
を
指
す
。
（
菅
一
九
八
八
・
二
七

　
　
頁
）

と
明
確
に
定
義
し
、
そ
れ
に
も
と
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
語
教
材
の
朗
読
指
導
の
実
際
を
報

告
し
て
お
り
、
そ
の
功
績
は
大
き
い
。

　
た
だ
、
一
方
で
菅
は
「
詩
教
材
を
用
い
た
指
導
法
の
研
究
」
に
お
い
て
、
「
音
声
面
に
焦
点

を
当
て
て
詩
教
材
の
指
導
を
し
た
と
い
う
レ
ポ
ー
ト
が
な
い
」
（
菅
一
九
八
八
・
九
七
頁
）
、
少

な
く
と
も
「
朗
読
の
積
極
的
な
利
用
」
を
取
り
入
れ
た
論
文
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

小
学
校
国
語
科
授
業
に
お
け
る
詩
教
材
に
つ
い
て
は
、
柴
崎
弘
光
が
「
詩
歌
の
朗
読
法
の
指

導
ア
イ
デ
覧
」
を
提
案
す
る
な
ど
若
干
の
研
究
は
あ
る
漉
、
中
学
校
・
高
等
学
校
の
詩
教
材
を

め
ぐ
る
論
考
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
詩
を
ど
う
教
え
る
か
、
そ
の
構
造
を
ど
う
と
ら
え
さ
せ
る
か
と

い
っ
た
こ
と
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
、
朗
読
指
導
に
目
を
向
け
た
論
考
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
国
語
教
育
研
究
者
よ
り
も
む
し
ろ
音
楽
家
の
立
場
か
ら
、
新
垣
壬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ア
シ

敏
（
あ
ら
が
き
つ
ぐ
と
し
）
に
よ
っ
て
注
目
す
べ
き
提
案
が
な
さ
れ
た
。
新
垣
は
作
曲
家
の
立

場
か
ら
、
詩
に
限
ら
ず
、
言
語
を
声
に
出
し
て
読
む
と
い
う
こ
と
全
般
を
対
象
に
し
て
考
察
し

て
い
る
。
新
垣
は
「
典
礼
音
楽
、
歌
曲
、
合
唱
曲
、
オ
ペ
ラ
等
の
音
楽
の
大
部
分
は
、
言
葉
を

伴
う
音
楽
で
」
（
一
＝
頁
）
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
朗
読
は
音
楽
の
原
初
形
態
」
で
あ
る
と
指
摘
し
、

「
朗
読
は
音
楽
の
最
初
の
形
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
朗
読
の
心
構
え
は
演
奏
に
繋
が
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
」
（
五
頁
）
と
述
べ
る
。

　
そ
し
て
、
「
言
葉
を
伴
う
音
楽
」
に
は
「
（
一
）
か
た
り
（
朗
読
）
、
（
二
）
う
た
い
（
朗
詠
・

朗
唱
）
、
（
三
）
う
た
（
歌
謡
）
」
の
三
形
態
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
音
楽
を
成
立
さ
せ
る
四
要

素
と
し
て
は
、
「
（
一
）
長
さ
（
音
長
）
、
（
二
）
高
さ
（
音
高
）
、
（
三
）
強
さ
（
音
強
）
、
（
四
）

音
色
（
音
質
）
」
が
あ
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら
四
要
素
は
単
独
で
現
れ
る
こ
と
は
な
く
、
常
に
総

合
的
に
現
れ
る
、
す
な
わ
ち
こ
の
四
要
素
は
す
べ
て
含
ま
れ
た
形
で
音
楽
の
中
に
現
れ
る
こ

と
な
ど
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
新
垣
は
朗
読
に
必
要
な
各
要
素
と
し
て
「
ア
ー

テ
ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
歯
切
れ
・
活
舌
）
、
ア
ク
セ
ン
ト
（
強
勢
）
、
ポ
ー
ズ
（
間
）
、
リ
ズ

ム
（
流
れ
・
関
係
性
）
、
フ
レ
ー
ジ
ン
グ
（
句
節
法
）
、
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
（
抑
揚
・
語
調
・

調
子
）
、
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
（
強
調
）
」
の
各
項
目
を
挙
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
解
説
す
る
と

と
も
に
練
習
課
題
を
も
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
各
要
素
は
音
楽
用
語
で
あ
り
、

楽
曲
の
演
奏
で
は
常
に
演
奏
者
が
意
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
朗
読
と
音
楽
と
の
関
わ
り
に
つ
い

て
明
確
に
指
摘
し
、
そ
れ
を
生
か
し
た
朗
読
を
提
唱
し
た
の
は
斬
新
的
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

　
筆
者
は
、
本
稿
冒
頭
で
「
し
ば
し
ば
詩
を
声
に
出
し
て
読
ん
で
み
る
と
、
そ
こ
に
音
楽
性
を

感
じ
る
こ
と
が
あ
る
」
と
述
べ
た
が
、
新
垣
の
指
摘
は
そ
う
し
た
私
の
感
覚
と
大
い
に
結
び
つ

く
。
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
詩
が
音
楽
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・

ポ
エ
ム
と
い
わ
れ
る
絵
画
的
な
詩
の
場
合
は
、
朗
読
す
る
こ
と
す
ら
不
可
能
で
あ
る
場
合
も
あ

る
。
音
楽
性
を
生
か
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
自
ず
と
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
詩
教
材
を
選

ぶ
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
音
楽
性
を
生
か
し
た
作
品
と
し
て
注
目
し
た
い
の
が
草
野
心
平

の
詩
な
の
で
あ
る
。

一一

趨
?
S
平
の
詩
と
音
楽

　
草
野
心
平
は
蛙
を
題
材
に
し
た
詩
を
多
く
残
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
表
現
方

法
に
お
い
て
は
、
文
字
の
視
覚
的
要
素
、
音
の
聴
覚
的
要
素
を
組
み
合
わ
せ
た
斬
新
的
、
実
験

的
な
詩
を
多
く
残
し
て
い
る
。
視
覚
的
要
素
と
し
て
は
、
完
全
に
文
字
を
廃
し
、
左
下
に
た
っ

た
一
つ
「
●
」
だ
け
を
示
し
た
代
表
作
「
冬
眠
」
を
ま
ず
思
い
浮
か
べ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、

蛙
の
鳴
き
声
の
表
現
に
は
、
視
覚
的
な
工
夫
が
大
い
に
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
長
大
な
詩
と
し
て
も
知
ら
れ
る
「
誕
生
祭
」
（
「
『
定
本
　
蛙
』
所
収
）
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
カ
ザ

無
数
の
蛙
た
ち
の
鳴
き
声
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

り
｜
り
ー

り
ー
h
ソ
ー

り
り
る
　
り
り
る
　
り
っ
ふ
っ
ふ
っ
ふ

り
り
る
　
り
り
る
　
り
つ
ふ
っ
ふ
っ
ふ

　
　
り
り
ん
ふ
　
ふ
け
ん
く

（2）
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ふ
け
ん
く
　
け
け
っ
け

け
く
っ
く
　
け
く
っ
く
　
け
ん
さ
り
り
を
る

　
け
く
っ
く
　
け
く
っ
く
　
け
ん
さ
り
り
を
る

　
　
　
　
び
い
だ
ら
ら
　
び
い
だ
ら
ら

　
　
　
　
び
ん
び
ん
　
び
が
ん
く

　
　
　
　
び
い
だ
ら
ら
　
び
い
だ
ら
ら

　
　
　
　
び
ん
び
ん
　
び
が
ん
く

び
が
ん
く
　
び
が
ん
く
　
が
っ
が
っ
が
り
り
き

び
が
ん
く
　
び
が
ん
く
　
が
っ
が
っ
が
り
り
き

　
　
　
　
が
り
り
き
　
き
く
っ
く
　
が
っ
が
っ
が
り
り
き

　
　
　
　
　
が
り
り
き
　
き
く
っ
く
　
く
っ
く
く
　
ぐ
ぐ
ぐ

　
　
　
　
　
　
き
く
つ
く
　
く
く
つ
く
　
く
つ
く
く
　
ぐ
ぐ
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
ぐ
ぐ
ぐ
　
ぐ
ぐ
ん
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
ぐ
ぐ
ぐ
　
ぐ
ぐ
ん
く

ぐ
る
る
つ
　
ぐ
る
る
っ
　
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い

ぐ
る
る
つ
　
ぐ
る
る
っ
　
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い

　
　
　
が
あ
ん
び
や
ん
　
が
あ
ん
び
や
ん

　
　
　
　
　
わ
れ
ら
の
ゆ
め
は

　
　
　
　
　
よ
あ
け
の
あ
の
い
ろ

　
　
　
　
　
わ
れ
ら
の
う
た
は

ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
う
ろ
う
ろ
り
っ

ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
う
ろ
う
ろ
り
っ

ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
う
ろ
う
ろ
り
っ

ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
う
ろ
う
ろ
り
っ

ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
う
ろ
う
ろ
り
っ

ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
う
ろ
う
ろ
り
っ

ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
う
ろ
う
ろ
り
っ

ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
う
ろ
う
ろ
り
っ

ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
う
ろ
う
ろ
り
っ

ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
う
ろ
う
ろ
り
っ

ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
う
ろ
う
ろ
り
っ

ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
う
ろ
う
ろ
り
っ

ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
う
ろ
う
ろ
り
っ

ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
う
ろ
う
ろ
り
つ

ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
う
ろ
う
ろ
り
っ

ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
う
ろ
う
ろ
り
っ

ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
う
ろ
う
ろ
り
っ

ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
う
ろ
う
ろ
り
っ

ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
う
ろ
う
ろ
り
っ

ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
う
ろ
う
ろ
り
っ

ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
う
ろ
う
ろ
り
っ

　
た
だ
し
、
こ
の
蛙
の
鳴
き
声
の
表
現
は
、
単
に
視
覚
的
な
効
果
だ
け
を
狙
っ
た
も
の
で
は
な

い
。
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
蛙
の
鳴
き
声
を
ラ
行
音
、
力
行
音
、
ガ
行
音
、
バ
行
音
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
音
で
表
し
て
い
る
点
と
、
各
行
の
書
き
出
し
の
高
さ
が
異
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
の
擬
声
語
の
書
き
方
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
①
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
蛙
が
鳴
い
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

　
②
蛙
の
鳴
き
声
の
質
が
違
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

　
③
書
き
出
し
が
高
い
も
の
は
か
ん
高
い
声
を
表
し
、
低
い
位
置
か
ら
書
き
出
さ
れ
て
い
る
声

　
　
は
低
音
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
そ
れ
に
続
く
二
十
一
行
に
及
ぶ
「
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
う
ろ
う
ろ

り
っ
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
蛙
た
ち
が
一
斉
に
声
を
合
わ
せ
て
鳴
き
出
し
た
こ
と
を
表
現

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
の
鳴
き
声
は
い
つ
止
む
と
も
わ
か
ら
ず
、
ず
っ
と
続
い
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て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
み
取
れ

る
。　

こ
の
よ
う
に
、
草
野
心
平
の
詩
で
は
、
文
字
列

に
よ
る
視
覚
的
表
現
が
聴
覚
的
イ
メ
ー
ジ
に
直
接

結
び
つ
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
現

代
音
楽
の
楽
譜
に
も
通
じ
る
書
き
方
で
あ
る
。
現

代
音
楽
の
楽
曲
の
中
に
は
、
い
わ
ゆ
る
音
符
に
よ

る
音
の
指
示
で
は
な
く
、
五
線
譜
上
に
さ
ま
ざ
ま

（3）



音楽性を生かした詩の朗読指導

な
文
様
の
よ
う
な
も
の
が
書
か
れ
、
演
奏
者
は
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
っ
て
演
奏
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
「
誕
生
祭
」
に
は
そ
う
い
っ
た
要
素
も
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　
実
は
、
明
ら
か
に
現
代
音
楽
の
楽
譜
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ベ

品
に
、
「
宕
0
9
ξ
5
P
ζ
0
8
m
5
画
勺
目
唱
゜
」
と
い
う
詩
が
あ
る
。

　
こ
の
詩
は
初
期
の
詩
集
『
第
百
階
級
』
に
所
収
さ
れ
た
作
品
だ
が
、
上
部
に
月
ら
し
い

「
●
」
と
そ
の
右
側
に
波
線
が
2
本
付
さ
れ
、
下
部
に
は
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
ら
し
き
も
の
が
波

線
と
と
も
に
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
文
字
は
な
く
絵
と
も
デ
ザ
イ
ン
と
も
言
え
な
い
図
像
し

か
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ま
ず
そ
の
題
名
が
「
ノ
ク
タ
ー
ン
　
月
と
蛙
」
で
あ
り
、
し
か
も
下

部
に
書
か
れ
た
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
は
音
符
を
連
想
さ
せ
る
の
で
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
音
楽
を
意

識
し
た
、
楽
譜
と
も
解
釈
で
き
る
作
品
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
草
野
は
、
詩
と
音
楽
の
融
合
、
あ

る
い
は
詩
を
楽
譜
よ
う
な
発
想
で
表
現
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
の
よ
う
に
、
草
野
心
平
ど
音
楽
と
は
か
な
り
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

ほ
か
に
も
、
『
定
本
　
蛙
」
の
巻
末
に
は
初
版
本
の
段
階
か
ら
、
草
野
心
平
の
詩
に
深
井
史
郎

が
曲
を
つ
け
た
「
蛙
・
祈
り
の
歌
」
の
楽
譜
が
載
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
曲
は
、
バ
リ
ト
ン
と

ピ
ア
ノ
の
た
め
の
曲
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
る
る
る
葬
送
」
（
『
定
本
　
蛙
』
）
に
は
、
題
名
に
「
＞
8
0
§
廿
碧
庁
ユ
ピ
×
0
プ
名
日
．
ω

日
5
0
邑
日
曽
合
」
（
「
シ
ョ
パ
ン
の
葬
送
行
進
曲
を
伴
奏
に
」
）
と
い
う
添
え
書
き
が
加
え
ら

　
　
　
ハ
む

れ
て
い
る
。

る
る
る
は
し
ろ
い
。

ほ
の
ほ
に
な
つ
て
。

る
る
る
は
ゐ
な
い
。

う
つ
く
し
い
る
る
る
は
も
う
ゐ
な
い
。

ひ
か
る
は
な
び
ら
。

る
る
る
に
そ
そ
げ
。

ひ
か
る
は
な
び
ら
。

る
る
る
に
そ
そ
げ
。

ひ
と
す
ち
の
さ
ざ
な
み
た
て
て
み
お
く
り
の
。

歌
が
し
つ
か
に
流
れ
だ
す
。

日
本
砂
漠
の
闇
の
な
か
。

い
つ
と
は
な
し
に
そ
の
歌
も
。

は
る
か
か
な
た
に
と
ほ
の
い
て
。

螢
の
あ
は
い
。

ひ
も
絶
え
絶
え
に
き
え
て
ゆ
く
。

か
た
む
く
天
に

鉤
の
月
。

（4）

る
る
る
葬
送

　
　
＞
8
0
日
窯
巨
a
●
ぺ
0
ぎ
O
日
．
切
司
⊆
⇒
巽
巴
日
曽
o
ひ

し
つ
か
に
す
す
む
一
列
の
。

な
が
い
無
言
の
一
列
の
。

蛙
の
列
が
す
す
ん
で
ゆ
く
。

ひ
た
ひ
に
青
い
螢
を
と
も
し
。

万
の
蛙
等
す
す
ん
で
ゆ
く
。

日
本
砂
漠
の
砂
を
ふ
み
。

砂
漠
の
く
ら
い
闇
を
ふ
み
。

し
つ
か
に
し
つ
か
に
す
す
ん
で
ゆ
く
。

　
シ
ョ
パ
ン
の
葬
送
行
進
曲
は
ピ
ア
ノ
ソ
ナ
タ
第
2
番
の
第
3
楽
章
で
、
あ
ま
り
に
も
よ
く
知

ら
れ
た
曲
で
あ
る
た
め
に
単
独
で
も
演
奏
さ
れ
る
機
会
も
多
い
名
曲
で
あ
る
。
そ
の
葬
送
行
進

曲
を
伴
奏
に
（
＞
8
0
ヨ
廿
昌
江
9
9
8
日
．
°
。
2
g
邑
日
閂
口
汀
）
と
わ
ざ
わ
ざ
書
き
加
え
て

あ
る
点
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

　
こ
の
詩
で
は
各
行
末
に
句
点
が
打
た
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
葬
送
行
進
曲
」
の
フ
レ
ー
ズ

を
意
識
し
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
。
ま
た
、
全
体
が
四
連
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う

ち
の
第
一
連
か
ら
第
三
連
ま
で
は
、
原
曲
「
葬
送
行
進
曲
」
が
3
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ

と
を
意
識
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
第
二
連
は
す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
書
か
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
「
葬
送
行
進
曲
」
の
中
間
部
が
ハ
短
調
か
ら
変
イ
長
調
に
転
調
さ
れ
、
天
上
の
歌
の
よ

う
に
清
ら
か
で
透
明
感
の
あ
る
メ
ロ
デ
ィ
に
な
る
が
、
そ
れ
を
強
く
意
識
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。



　
こ
の
よ
う
に
、
草
野
心
平
自
身
が
、
音
楽
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、

詩
と
音
楽
と
は
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
草
野
心
平
「
河
童
と
蛙
」
の
朗
読
指
導

草
野
の

　
と
こ
ろ
で
、
国
語
科
教
科
書
に
採
用
さ
れ
て
い
る
草
野
の
詩
に
は
、
教
育
出
版
『
伝
え
合
う

言
葉
　
中
学
国
語
1
』
の
「
河
童
と
蛙
」
と
、
学
校
図
書
『
中
学
校
国
語
2
』
の
「
お
た
ま

じ
ゃ
く
し
た
ち
四
五
匹
」
の
二
作
品
が
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
、
音
楽
性
と
い
う
点
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
「
河
童
と
蛙
」
（
単
元
名
は
「
表
現

に
立
ち
止
ま
る
」
）
で
あ
る
。
（
本
文
は
同
教
科
書
に
よ
る
。
『
草
野
心
平
全
集
』
と
は
拗
音
・

促
音
の
表
記
、
仮
名
遣
い
等
で
若
干
違
い
が
あ
る
。
）

月
も
じ
ゃ
ぼ
じ
ゃ
ぼ
沸
い
て
い
る
。

る
ん
る
ん
　
る
る
ん
ぶ

る
る
ん
ぶ
　
る
る
ん

つ
ん
つ
ん
　
つ
る
ん
ぶ

つ
る
ん
ぶ
　
つ
る
ん

立
っ
た
。
立
っ
た
。
水
の
上
。

河
童
が
い
き
な
り
ぶ
る
る
っ
と
た
ち
。

天
の
あ
た
り
を
ね
め
ま
わ
し
。

そ
れ
か
ら
。
そ
の
ま
ま
。

河
童
と
蛙

る
ん
る
ん
　
る
る
ん
ぶ

る
る
ん
ぶ
　
る
る
ん

つ
ん
つ
ん
　
つ
る
ん
ぶ

つ
る
ん
ぶ
　
つ
る
ん

河
童
の
皿
を
月
す
べ
り
。

じ
ゃ
ぶ
じ
ゃ
ぶ
水
を
じ
ゃ
ぶ
つ
か
せ
。

か
お
だ
け
出
し
て
。

踊
っ
て
る
。

る
ん
る
ん
　
る
る
ん
ぶ

る
る
ん
ぶ
　
る
る
ん

つ
ん
つ
ん
　
つ
る
ん
ぶ

つ
る
ん
ぶ
　
つ
る
ん

も
う
そ
の
唄
も
き
こ
え
な
い
。

沼
の
底
か
ら
泡
が
い
く
つ
か
あ
が
っ
て
き
た
。

兎
と
杵
の
休
火
山
な
ど
も
は
っ
き
り
映
し
。

月
だ
け
ひ
と
り
。

動
か
な
い
。

（5）
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る
ん
る
ん
　
る
る
ん
ぶ

る
る
ん
ぶ
　
る
る
ん

つ
ん
つ
ん
　
つ
る
ん
ぶ

つ
る
ん
ぶ
　
つ
る
ん

大
河
童
沼
の
ぐ
る
り
の
山
は
。

ぐ
る
り
の
山
は
息
を
の
み
。

あ
し
だ
の
手
だ
の
ふ
り
ま
わ
し
。

ぐ
ぶ
う
と
一
と
声
。

蛙
が
な
い
た
。

　
ま
ず
は
、
こ
の
詩
の
分
析
か
ら
始
め
よ
う
。

　
こ
の
詩
で
は
、
「
る
ん
る
ん
　
る
る
ん
ぶ
」
で
始
ま
る
四
行
と
、
情
景
を
語
る
連
と
が
交
互

に
現
れ
る
。
こ
の
「
る
ん
る
ん
　
る
る
ん
ぶ
」
で
始
ま
る
四
行
は
、
第
八
連
に
「
も
う
そ
の
唄

も
き
こ
え
な
い
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
河
童
が
踊
り
な
が
ら
歌
っ
て
い
る
そ
の
歌
を
表
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。



音楽性を生かした詩の朗読指導

　
さ
て
、
第
二
連
で
は
、

　
　
河
童
の
皿
を
月
す
べ
り
。

　
　
じ
ゃ
ぶ
じ
ゃ
ぶ
水
を
じ
ゃ
ぶ
つ
か
せ
。

　
　
か
お
だ
け
出
し
て
。

　
　
踊
っ
て
る
。

と
、
水
面
に
顔
だ
け
出
し
て
踊
っ
て
い
る
河
童
の
姿
が
描
か
れ
る
。
「
河
童
の
皿
を
月
す
べ

り
。
」
は
河
童
の
頭
頂
部
の
皿
に
水
が
た
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
月
が
映
っ
て
い
る
こ
と
を

表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
「
月
す
べ
り
」
と
あ
る
か
ら
、
時
間
が
経
過
す
る
に
し
た
が
っ
て
、

徐
々
に
月
影
は
皿
の
上
を
移
動
し
て
い
る
。

　
第
四
連
で
は
、

　
　
あ
し
だ
の
手
だ
の
ふ
り
ま
わ
し
。

　
　
月
も
じ
ゃ
ぼ
じ
ゃ
ぼ
沸
い
て
い
る
。

と
あ
る
の
で
、
そ
の
河
童
の
踊
り
が
激
し
さ
を
増
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
あ
し
だ
の
手

だ
の
ふ
り
ま
わ
し
。
」
と
あ
る
か
ら
、
顔
だ
け
を
出
し
て
い
た
河
童
の
身
体
は
、
も
う
少
し
水

面
か
ら
上
に
出
て
き
て
い
る
だ
ろ
う
。
踊
り
が
激
し
さ
を
増
す
と
同
時
に
、
少
し
ず
つ
河
童
の

身
体
が
上
に
せ
り
出
し
て
き
て
い
る
点
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
「
月
も
じ
ゃ
ぼ
じ
ゃ
ぼ
沸
い

て
い
る
。
」
は
河
童
の
動
作
が
激
し
く
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
皿
の
上
の
水
も
「
じ
ゃ
ぼ
じ
ゃ

ぼ
」
と
湧
き
上
が
っ
て
い
る
様
子
を
表
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
第
六
連
で
は
、
カ
ッ
パ
は
水
上
に
立
つ
。
そ
し
て
天
を
ぐ
る
っ
と
ね
め
ま
わ
す
。
そ

し
て
、
「
そ
れ
か
ら
。
そ
の
ま
ま
。
」
と
語
ら
れ
る
の
だ
が
、
第
入
連
で
は
、

　
　
も
う
そ
の
唄
も
き
こ
え
な
い
。

　
　
沼
の
底
か
ら
泡
が
い
く
つ
か
あ
が
っ
て
き
た
。

と
あ
る
の
で
、
河
童
は
立
ち
上
が
っ
た
そ
の
姿
勢
の
ま
ま
、
歌
を
歌
い
な
が
ら
再
び
沼
の
中
へ

と
沈
ん
で
い
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
、
舞
台
が
奈
落
へ
と
ま
っ
す
ぐ
降
下

し
て
い
く
か
の
よ
う
な
沈
み
方
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
沼
の
底
か
ら
」
上
が
っ
て
き
た

「
泡
」
は
河
童
の
吐
く
息
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
続
い
て
、

　
　
兎
と
杵
の
休
火
山
な
ど
も
は
っ
き
り
写
し
。

　
　
月
だ
け
ひ
と
り
。

　
　
動
か
な
い
。

と
あ
る
の
で
、
沼
は
再
び
静
寂
を
取
り
戻
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
兎
と
杵
の
休
火
山
」
は
改

め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
月
の
ク
レ
ー
タ
ー
で
あ
る
。

　
第
九
連
の

　
　
ぐ
ぶ
う
と
一
と
声
。

　
　
蛙
が
な
い
た
。

は
、
一
連
の
出
来
事
の
終
了
を
示
す
合
図
の
よ
う
な
役
目
を
し
て
い
る
。
か
っ
ぱ
が
激
し
く

踊
っ
て
い
た
と
き
は
全
く
そ
の
存
在
が
描
か
れ
な
か
っ
た
蛙
が
、
河
童
が
姿
を
消
す
と
あ
ら
わ

れ
、
あ
た
か
も
「
お
し
ま
い
」
と
で
も
読
者
に
告
げ
る
か
の
よ
う
に
「
ぐ
ぶ
う
」
と
鳴
く
の
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
河
童
の
踊
り
が
だ
ん
だ
ん
激
し
さ
を
増
し
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を

迎
え
た
か
と
思
う
と
、
こ
ん
ど
は
す
っ
と
フ
ェ
イ
ド
ア
ウ
ト
し
て
い
く
様
子
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
に

語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
て
、
同
教
科
書
で
は
単
元
の
目
標
と
し
て
、
「
文
字
や
声
の
一
つ
一
つ
の
背
後
に
息
づ
く

イ
メ
ー
ジ
を
、
受
け
手
と
し
て
豊
か
に
想
像
し
、
思
考
を
深
め
る
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
教
科

書
の
学
習
の
手
引
き
に
あ
た
る
「
み
ち
し
る
べ
」
（
七
九
頁
）
に
は
、

　
　
3
「
る
ん
る
ん
　
る
る
ん
ぶ
」
で
始
ま
る
四
行
の
言
葉
が
表
し
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
繰

　
　
　
り
返
し
の
効
果
な
ど
を
考
え
て
、
こ
の
詩
を
朗
読
し
よ
う
。

と
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
朗
読
す
る
に
は
」
（
七
九
頁
）
と
い
う
コ
ラ
ム
で
は
い
く
つ
か
の
朗
読
の

ポ
イ
ン
ト
や
ヒ
ン
ト
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
、

　
　
・
二
、
四
、
六
、
八
連
を
ど
の
よ
う
に
読
み
分
け
る
か
、
河
童
の
動
き
に
合
わ
せ
て
工
夫
し

　
　
　
て
み
よ
う
。
ま
た
、
一
、
三
、
五
、
七
連
を
ど
う
読
む
か
、
さ
ら
に
八
連
と
九
連
の
間
で

　
　
　
は
ど
の
程
度
の
間
を
と
る
か
、
音
読
を
繰
り
返
し
て
読
み
方
を
考
え
よ
う
。

　
　
・
場
面
に
合
わ
せ
て
、
読
む
人
数
を
決
め
よ
う
。
盛
り
上
が
っ
て
い
く
場
面
で
は
人
数
を

　
　
　
増
や
し
た
り
、
静
か
に
な
る
場
面
で
は
一
人
に
し
た
り
す
る
な
ど
、
ど
う
し
た
ら
効
果

　
　
　
的
な
朗
読
が
で
き
る
か
を
考
え
、
役
割
を
決
め
よ
う
。

と
も
、
指
示
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
教
科
書
で
は
、
偶
数
連
の
読
み
方
を
ま
ず
第
一
に
問
題
視
し
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ

で
も
ち
ろ
ん
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
が
、
私
は
む
し
ろ
、
奇
数
連
の
「
る
ん
る
ん
　
る
る
ん

ぶ
」
で
始
ま
る
四
行
の
読
み
方
が
重
要
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　
こ
の
四
行
は
4
拍
子
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
き
わ
め
て
音
楽
的
で
あ
る
。

　
　
①
る
ん
る
ん
②
る
る
ん
ぶ
　
③
る
る
ん
ぶ
　
④
る
る
ん

　
　
①
つ
ん
つ
ん
②
つ
る
ん
ぶ
③
つ
る
ん
ぶ
④
つ
る
ん

　
こ
の
音
楽
性
を
生
か
し
て
朗
読
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
先
ほ
ど
分
析
し
た
と
お
り

（6）



教職課程センター紀要第2号

河
童
の
動
き
は
次
第
に
激
し
さ
を
増
し
て
い
く
。
当
然
そ
の
と
き
の
河
童
の
歌
声
も
だ
ん
だ
ん

激
し
く
大
き
く
な
っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
ど
う
表
現
す
る
の
か
が
、
こ
の
詩
の
朗
読

で
は
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
想
起
し
た
い
の
は
、
「
誕
生
祭
」
の
蛙
の
鳴
き
声
の
書
き
方
が
、
現
代
音
楽
の
楽
譜

の
よ
う
に
も
見
え
る
こ
と
や
、
「
る
る
る
葬
送
」
の
「
シ
ョ
パ
ン
の
葬
送
行
進
曲
を
伴
奏
に
」

と
い
う
添
え
書
き
で
あ
る
。
草
野
の
詩
に
、
そ
う
し
た
楽
曲
的
・
音
楽
的
な
要
素
が
色
濃
く
見

え
る
こ
と
や
新
垣
の
指
摘
を
勘
案
す
る
と
、
も
っ
と
積
極
的
に
こ
の
詩
を
音
楽
的
に
朗
読
で
き

な
い
か
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　
具
体
的
に
は
、
第
一
連
は
音
量
で
い
う
と
己
」
（
ピ
ア
ノ
）
、
第
二
連
は
ひ
そ
や
か
に
さ
さ

や
く
よ
う
に
、
第
三
連
は
「
日
己
（
メ
ゾ
フ
ォ
ル
テ
）
、
第
四
連
も
三
連
と
同
じ
音
量
で
大
き

な
声
で
読
む
。
そ
し
て
、
第
五
連
は
「
⌒
」
（
フ
ォ
ル
テ
）
か
ら
「
邑
（
フ
ォ
ル
テ
ッ
シ
モ
）
へ

と
ク
レ
ッ
シ
ェ
ン
ド
し
て
い
く
。
こ
こ
は
河
童
が
水
中
か
ら
せ
り
出
し
て
く
る
場
面
で
あ
る
。

第
六
連
は
こ
の
詩
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
る
。
そ
し
て
、
第
七
連
は
「
h
」
か
ら
「
℃
」
へ
と

デ
ィ
ク
レ
ッ
シ
ェ
ン
ド
（
デ
ィ
ミ
ヌ
エ
ン
ド
）
し
て
い
く
。
河
童
が
「
そ
れ
か
ら
。
そ
の
ま

ま
。
」
水
中
へ
と
沈
ん
で
い
く
様
子
を
音
量
の
変
化
で
表
す
の
で
あ
る
。
第
八
連
は
静
か
に
読

む
。
音
楽
で
い
え
ば
、
コ
ー
ダ
の
よ
う
な
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
八
、
九
連
の
問
は
少
し

間
を
と
り
、
低
く
小
さ
な
声
で
読
む
。
特
に
、
蛙
の
鳴
き
声
「
ぐ
ぶ
う
」
は
楽
曲
の
終
わ
り
で
、
・

短
く
終
了
の
音
を
ぽ
ん
と
鳴
ら
す
イ
メ
ー
ジ
で
読
む
と
い
い
だ
ろ
う
。
参
考
に
、
楽
譜
で
用
い

る
音
量
の
指
示
記
号
で
示
す
。

る
ん
る
ん
　
る
る
ん
ぶ

る
る
ん
ぶ
　
る
る
ん

つ
ん
つ
ん
　
つ
る
ん
ぶ

つ
る
ん
ぶ
　
つ
る
ん

河
童
の
皿
を
月
す
べ
り
。

じ
ゃ
ぶ
じ
ゃ
ぶ
水
を
じ
ゃ
ぶ
つ
か
せ
。

か
お
だ
け
出
し
て
。

踊
っ
て
る
。

P
（
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
）

P
（
さ
さ
や
く
よ
う
に
）

る
ん
る
ん
　
る
る
ん
ぶ

る
る
ん
ぶ
　
る
る
ん

つ
ん
つ
ん
　
つ
る
ん
ぶ

つ
る
ん
ぶ
　
つ
る
ん

大
河
童
沼
の
ぐ
る
り
の
山
は
。

ぐ
る
り
の
山
は
息
を
の
み
。

あ
し
だ
の
手
だ
の
ふ
り
ま
わ
し
。

月
も
じ
ゃ
ぼ
じ
ゃ
ぼ
沸
い
て
い
る
。

る
ん
る
ん
　
る
る
ん
ぶ

る
る
ん
ぶ
　
る
る
ん

つ
ん
つ
ん
　
つ
る
ん
ぶ

つ
る
ん
ぶ
　
つ
る
ん

立
っ
た
。
立
っ
た
。
水
の
上
。

河
童
が
い
き
な
り
ぶ
る
る
っ
と
た
ち
。

天
の
あ
た
り
を
ね
め
ま
わ
し
。

そ
れ
か
ら
。
そ
の
ま
ま
。

る
ん
る
ん
　
る
る
ん
ぶ

る
る
ん
ぶ
　
る
る
ん

つ
ん
つ
ん
　
つ
る
ん
ぶ

つ
る
ん
ぶ
　
つ
る
ん

も
う
そ
の
唄
も
き
こ
え
な
い
。

沼
の
底
か
ら
泡
が
い
く
つ
か
あ
が
っ
て
き
た

兎
と
杵
の
休
火
山
な
ど
も
は
っ
き
り
映
し
。

月
だ
け
ひ
と
り
。

動
か
な
い
。

P㎡㎡ff狂∬任PPP
（
さ
さ
や
く
よ
う
に
）

（7）



音楽性を生かした詩の朗読指導

ぐ
ぶ
う
と
一
と
声
。

蛙
が
な
い
た
。

四
　
朗
読
指
導
と
音
楽

即
（
「
ぐ
ぶ
う
」
だ
け
や
や
強
く
）

P

　
従
来
は
、
詩
の
朗
読
と
い
う
と
、
菅
（
一
九
八
入
）
の
主
張
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

い
か
に
作
品
に
描
か
れ
た
世
界
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
そ
の
ま
ま
声
で
伝
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
に

主
眼
が
置
か
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
そ
れ
で
正
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、
全
く
視
点
を
変
え
て
、
伝

え
る
と
い
う
よ
り
も
表
現
す
る
、
そ
の
詩
の
持
つ
音
楽
的
要
素
、
絵
画
的
要
素
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
要
素
を
自
由
な
発
想
で
表
現
す
る
、
と
い
う
試
み
に
も
っ
と
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
も
よ
い
の
で

は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
特
に
、
草
野
心
平
の
詩
の
場
合
は
、
声
に
出
し
て
歌
う
、
あ
る

い
は
楽
器
で
演
奏
す
る
の
と
同
様
な
発
想
で
朗
読
す
る
よ
う
に
工
夫
す
る
こ
と
が
、
そ
の
詩
の

魅
力
に
気
づ
く
契
機
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　
新
垣
は
「
朗
読
者
の
基
本
姿
勢
と
し
て
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
『
読
み
手

で
あ
る
自
分
が
、
第
一
の
聴
き
手
で
あ
る
」
と
い
う
意
識
で
す
」
と
述
べ
る
が
、
こ
れ
を
教
室

に
当
て
は
め
れ
ば
、
い
か
に
相
手
に
伝
え
る
か
と
い
う
視
点
だ
け
で
は
な
く
、
い
か
に
声
に
出

し
て
読
む
こ
と
を
楽
し
む
か
、
い
か
に
朗
読
す
る
こ
と
の
可
能
性
を
切
り
開
い
て
い
く
か
、
と

い
う
こ
と
を
試
行
錯
誤
す
る
こ
と
も
重
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
奇
を
て
ら
っ
た

読
み
方
は
本
道
を
外
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
声
の
可
能
性
を
模
索
し
、
声
に
出
す
こ
と
の
、

表
現
す
る
こ
と
の
楽
し
さ
に
目
を
向
け
て
い
く
こ
と
も
、
詩
教
材
の
指
導
に
は
欠
か
せ
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る

　
詩
の
朗
読
の
可
能
性
を
広
げ
て
い
く
試
み
を
、
授
業
の
中
で
展
開
し
て
い
く
こ
と
は
、
学
習

者
の
新
た
な
発
見
や
学
び
を
深
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
は
、
草
野
心
平
の

詩
を
一
例
に
、
詩
の
音
楽
性
を
生
か
し
た
、
音
楽
的
な
朗
読
と
い
う
こ
と
の
可
能
性
を
考
察
し
、

提
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
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落
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右
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縦
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。
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