
黒
人
霊
歌
と
そ
の
起
源
論
争

桜
　
　
升

雅
　
　
人

（1）　黒人霊歌とその起源論争

は
じ
め
に

　
ア
メ
リ
カ
民
俗
学
の
出
発
点
を
ア
メ
リ
カ
民
俗
学
会
の
創
立

（
一
八
八
八
）
に
と
る
と
す
る
な
ら
ぱ
、
ア
メ
リ
カ
黒
人
の
民
俗

文
化
は
民
俗
学
成
立
以
前
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

中
で
も
黒
人
霊
歌
は
そ
の
代
表
と
し
て
人
々
の
関
心
を
呼
び
収

集
や
研
究
が
始
め
ら
れ
て
い
た
。
黒
人
霊
歌
が
黒
人
文
化
の
基

層
を
築
い
て
き
た
と
い
う
印
象
に
は
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て

い
る
と
し
て
も
、
未
だ
に
黒
人
霊
歌
が
好
ま
れ
て
い
る
と
い
う

事
実
は
変
わ
ら
な
い
し
、
ま
た
黒
人
霊
歌
を
と
お
し
て
黒
人
文

化
全
体
を
見
続
け
た
り
想
像
し
て
き
た
人
々
は
少
な
く
な
い
。

　
し
か
し
、
も
う
一
方
で
は
、
黒
人
霊
歌
に
ま
つ
わ
る
い
く
つ

か
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
と
に
起
源
お
よ
び
成
立
に

関
す
る
論
議
は
当
初
か
ら
長
年
に
わ
た
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
、

未
だ
に
細
々
と
く
す
ぶ
り
続
け
て
い
る
。
ま
た
、
歌
の
持
つ

（
な
い
し
は
伝
え
る
）
意
味
の
解
釈
方
法
は
様
々
で
あ
り
、
同
一

の
「
テ
キ
ス
ト
」
が
時
と
し
て
正
反
対
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
扱
う
に
は
、
そ
れ
ら
の
主
張
の
検
討

と
と
も
に
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
題
材
が
持
ち
出
さ
れ
て
重
要
視

さ
れ
た
の
か
、
ま
た
い
か
な
る
背
景
と
意
義
を
持
っ
て
い
た
の

か
を
、
考
え
て
い
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

二
　
黒
人
霊
歌
と
は
何
か

一
般
に
黒
人
霊
歌
と
呼
ぱ
れ
て
い
る
歌
謡
は
そ
れ
ほ
ど
均
質
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な
も
の
で
は
な
く
、
黒
人
霊
歌
と
そ
れ
以
外
の
歌
と
の
区
別
は

明
瞭
で
は
な
い
。
実
際
の
歌
集
や
レ
コ
ー
ド
・
ア
ル
バ
ム
に
収

め
ら
れ
て
い
る
「
黒
人
霊
歌
」
を
た
く
さ
ん
集
め
て
き
て
、
そ

こ
か
ら
共
通
の
特
徴
を
抽
出
し
よ
う
と
し
て
も
「
黒
人
が
関
与

し
た
（
と
考
え
ら
れ
る
）
宗
教
的
な
歌
」
程
度
の
漠
然
と
し
た

意
味
合
い
が
汲
み
取
れ
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、

な
か
に
は
今
世
紀
（
つ
ま
り
奴
隷
制
以
後
）
の
歌
、
い
わ
ゆ
る

芸
術
歌
曲
、
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
・
ソ
ン
グ
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
も
あ
る
し
、
ゴ
ス
ベ
ル
と
称
し
て
い
る
歌
唱
に
も
霊
歌
と

同
じ
レ
バ
ー
ト
リ
ー
が
散
見
さ
れ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
く
つ
か
の
比
較
的
共
通

す
る
特
徴
も
見
い
だ
せ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
名
称
が
規
定

し
て
い
る
民
族
性
（
ア
フ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
）
と
宗
教
性
（
キ

リ
ス
ト
教
）
は
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
た
だ
し
、
前
老
は
起
源

を
意
味
す
る
の
か
あ
る
い
は
脈
絡
を
示
す
の
か
に
よ
っ
て
違
い

は
あ
る
し
、
後
老
の
特
徴
は
主
に
歌
詞
に
依
存
す
る
と
は
い
え

宗
教
性
の
有
無
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

　
ま
た
、
成
立
の
時
期
や
条
件
と
し
て
奴
隷
制
度
を
重
視
す
れ

ぱ
、
黒
人
霊
歌
は
「
奴
隷
の
歌
」
な
い
し
は
「
プ
ラ
ン
テ
ー
シ

ヨ
ン
・
ソ
ン
グ
L
の
一
種
と
な
る
。
実
際
に
初
め
は
そ
の
よ
う

に
呼
ぱ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
霊
歌
以
外
の
奴
隷
の
歌
は
ほ

と
ん
ど
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
。
黒
人
霊
歌
の
枠
組
み
は
「
黒
人

奴
隷
の
宗
教
歌
謡
」
で
あ
り
、
奴
隷
状
態
と
い
う
背
景
を
考
慮

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
は
「
共
同
杜
会
に
住
む
文
字
を
知

ら
な
い
名
も
無
い
民
衆
に
よ
っ
て
自
然
発
生
的
に
作
ら
れ
口
頭

で
伝
え
ら
れ
て
き
た
歌
謡
」
つ
ま
り
「
民
謡
」
と
み
な
さ
れ
て

き
た
。
そ
し
て
初
期
の
起
源
論
争
は
こ
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
主
義

的
民
謡
観
を
背
景
と
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
脈
絡
（
コ
ン
テ
ク
ス
ト
）
と
歌
唱

（
バ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
）
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
多
く
の
現
代

人
（
日
本
人
も
含
め
）
が
知
っ
て
い
る
「
黒
人
霊
歌
」
と
は
、

こ
れ
ら
二
点
に
お
い
て
大
き
な
相
違
が
あ
る
。
脈
絡
は
都
会
の

音
楽
会
場
な
ど
で
あ
り
、
専
門
の
音
楽
家
に
よ
っ
て
ク
ラ
ヅ
シ

ク
風
に
編
曲
さ
れ
歌
わ
れ
る
（
し
か
も
し
ぱ
し
ぱ
西
欧
の
大
作

曲
家
の
歌
曲
と
並
べ
ら
れ
て
演
奏
曲
目
に
加
え
ら
れ
る
）
。
た

と
え
歌
詞
と
旋
律
に
は
手
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
と
仮
定
し
て

み
て
も
、
演
奏
老
・
演
奏
方
法
・
場
面
・
聴
衆
は
こ
と
ご
と
く

異
な
っ
て
い
る
。
本
来
は
ダ
ン
ス
や
手
抽
手
な
ど
と
融
合
し
て
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い
た
が
歌
詞
と
旋
律
だ
け
が
取
り
出
さ
れ
て
い
る
し
、
レ
バ
ー

ト
リ
ー
は
声
楽
的
な
効
果
が
期
待
さ
れ
る
も
の
な
ど
に
限
ら
れ
、

テ
キ
ス
ト
は
し
ぱ
し
ぱ
著
名
な
音
楽
家
に
よ
る
「
決
定
版
」
が

作
ら
れ
て
歌
詞
・
旋
律
の
み
な
ら
ず
伴
奏
（
歌
曲
風
な
ピ
ア
ノ

伴
奏
な
ど
）
も
固
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
「
コ
ン
サ
i

ト
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
に
は
民
謡
の
持
つ
動
的
な
特
質
は
ほ

　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。
聴
衆
（
た
い
て
い
は
自
人
）
は
歌
い

手
（
た
い
て
い
は
黒
人
）
が
西
洋
歌
曲
風
に
「
洗
練
」
さ
れ
た

「
宗
教
的
」
な
歌
を
「
哀
愁
」
と
「
陽
気
さ
」
を
た
だ
よ
わ
せ
て

う
た
う
こ
と
に
満
足
感
を
覚
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
お
そ
ら

く
は
、
そ
こ
か
ら
想
定
さ
れ
る
も
の
は
現
実
の
黒
人
文
化
で
は

な
く
、
む
し
ろ
き
わ
め
て
西
洋
的
な
黒
人
観
で
あ
っ
て
、
ス
テ

ィ
ー
ヴ
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
な
ど
の
歌
謡
に
見
ら
れ
る
押
し
付
け

の
温
情
主
義
と
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
隔
た
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
霊
歌
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
二
言
述
べ
て
お
く
。
こ

れ
は
聖
書
の
中
に
あ
る
「
霊
の
歌
（
ス
ピ
リ
チ
ュ
ァ
ル
・
ソ
ン

グ
）
」
（
「
工
ペ
ソ
人
へ
の
手
紙
」
五
・
一
九
、
「
コ
ロ
サ
イ
人
へ

の
手
紙
」
三
・
ニ
ハ
）
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
、
そ
れ
ま
で
伝

統
的
に
教
会
で
使
わ
れ
て
い
た
詩
編
歌
や
賛
美
歌
の
テ
キ
ス
ト

と
区
別
す
る
た
め
に
初
期
の
出
版
物
（
賛
美
歌
集
な
ど
）
で
用

い
ら
れ
た
。
た
と
え
ぱ
ア
イ
ザ
ヅ
ク
・
ウ
ォ
ヅ
ツ
『
賛
美
歌
と

霊
の
歌
』
（
一
七
〇
九
）
を
始
め
と
し
て
一
八
か
ら
一
九
世
紀
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

ぱ
の
賛
美
歌
集
の
タ
イ
ト
ル
に
し
ぱ
し
ぱ
使
わ
れ
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
は
民
謡
で
は
な
い
し
白
人
・
黒
人
の
区
別
も

し
て
い
な
い
。
ま
た
、
一
九
世
紀
初
頭
に
は
野
外
集
会
（
キ
ャ

ン
プ
：
・
・
ー
テ
ィ
ン
グ
）
用
賛
美
歌
も
「
ス
ビ
リ
チ
ュ
ア
ル
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

ソ
ン
グ
」
と
呼
ぱ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
い
つ
ご
ろ
か
ら
現
在
の
よ
う
な
使
い
か
た
（
ス
ビ
リ
チ
ュ
ア

ル
“
霊
歌
、
黒
人
霊
歌
）
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
正
確
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
）

は
不
明
で
あ
る
が
、
南
北
戦
争
以
後
の
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

一
八
六
〇
年
代
に
は
一
般
的
な
用
法
と
な
っ
た
。
南
北
戦
争
中

に
黒
人
の
連
隊
を
率
い
て
戦
い
、
後
に
そ
の
軍
隊
生
活
を
本
に

し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
ト
マ
ス
・
ウ
ェ
ン
ト
ワ
ス
・
ヒ
ギ
ン

ソ
ン
は
一
八
六
七
年
に
「
私
は
何
年
も
の
問
こ
の
種
の
歌
を
ニ

グ
ロ
・
ス
ビ
リ
チ
ュ
ア
ル
と
い
う
名
称
で
呼
ぱ
れ
る
の
を
聞
い

　
＾
6
）

て
き
た
」
と
書
い
て
い
る
。
同
じ
年
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ラ
ン

シ
ス
・
ア
レ
ン
は
黒
人
た
ち
が
「
ス
ペ
リ
チ
ル
（
名
①
ユ
O
巨
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
ス
ビ
リ
チ
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ユ
ア
ル
L
と
称
す
る
歌
は
西
洋
的
な
賛
美
歌
よ
り
も
か
な
り
広

い
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
、
は
た
し
て
公
の
礼
拝
で
実
際
に
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
〕

わ
れ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
論
議
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
は
（
ま
た
そ
の
後
で
も
し
ば
し
ば
）
ア
ン
セ
ム

（
彗
艘
①
ヨ
）
、
賛
美
歌
（
耳
昌
コ
）
、
霊
の
歌
（
名
三
g
巴

ω
o
づ
o
q
）
、
ジ
ュ
ビ
リ
ー
・
ソ
ン
グ
（
言
巨
－
①
①
ω
o
目
①
q
）
、
ゴ
ス
ペ
ル

（
①
q
o
省
g
、
あ
る
い
は
奴
隷
の
歌
（
色
婁
①
ω
昌
⑰
q
）
、
奴
隷
小

屋
・
ブ
ラ
ン
テ
ー
シ
目
ン
の
歌
（
8
巨
目
彗
o
竺
彗
冨
饒
g

ω
◎
目
①
q
）
、
ニ
グ
ロ
・
メ
ロ
デ
ィ
ー
（
目
①
宵
o
昌
Φ
－
o
o
＜
）
、
プ
ラ
ン

テ
ー
シ
目
ン
賛
美
歌
（
旦
彗
冨
ユ
g
耳
ヨ
コ
）
な
ど
と
呼
ば
れ

て
お
り
一
定
し
て
い
な
い
。
歌
集
の
標
題
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

ル
・
ソ
ン
グ
で
は
な
く
て
単
な
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
を
用
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

本
は
、
ジ
目
ー
ジ
・
プ
リ
ン
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
リ
ス
ト
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

と
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
兄
弟
の
『
ア
メ
リ
カ
黒
人
霊
歌
集
』
（
一
九
二

五
）
が
初
め
て
で
あ
る
。
な
お
、
霊
歌
に
は
白
人
霊
歌
（
ホ
ワ

イ
ト
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
）
も
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
霊
歌
を
大

別
す
る
と
黒
人
、
自
人
（
英
語
）
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
・
ダ
ヅ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

チ
（
ド
イ
ツ
語
の
方
言
）
の
三
種
類
に
な
る
。

三
　
黒
人
霊
歌
の
普
及

　
明
ら
か
に
黒
人
霊
歌
（
少
な
く
と
も
黒
人
の
宗
教
歌
謡
）
と

思
わ
れ
る
歌
の
記
録
は
一
九
世
紀
初
頭
か
ら
で
あ
る
。
一
八
一

九
年
に
ジ
ョ
ン
・
ワ
ト
ソ
ン
は
自
分
が
見
た
キ
ャ
ン
プ
＝
・
・
ー

テ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
『
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
遇
ち
』
と
い
う
本
の
中

で
「
た
い
て
い
文
盲
の
黒
人
た
ち
が
作
曲
し
て
歌
い
始
め
た
賛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

美
歌
」
に
つ
い
て
言
及
し
そ
の
悪
影
響
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

そ
の
後
い
ろ
い
ろ
な
日
記
・
旅
行
記
・
雑
誌
記
事
・
（
元
）
奴

隷
の
話
な
ど
の
中
で
黒
人
の
歌
や
歌
唱
が
記
録
さ
れ
て
い
る

（
た
だ
し
こ
れ
ら
の
記
録
は
南
北
戦
争
以
後
に
発
表
さ
れ
て
い

る
が
）
。
ま
た
、
も
っ
と
も
近
く
に
い
た
は
ず
の
奴
隷
所
有
者

の
記
録
が
案
外
と
少
な
い
の
は
、
黒
人
奴
隷
の
生
活
が
彼
ら
と

は
分
離
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
黒

人
霊
歌
が
広
く
（
北
部
に
も
）
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

一
つ
に
は
南
北
戦
争
に
よ
っ
て
北
部
の
兵
士
や
民
問
人
（
新
聞

記
者
・
宣
教
師
・
教
師
な
ど
）
が
南
部
の
黒
人
（
南
部
出
身
お

よ
ぴ
南
部
在
住
）
と
接
触
し
た
た
め
で
あ
り
、
本
格
的
に
は
一

八
六
七
年
の
ア
レ
ン
ら
に
よ
る
『
合
衆
国
の
奴
隷
歌
謡
集
』
の
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出
版
お
よ
び
一
八
七
一
年
に
始
ま
る
フ
ィ
ス
ク
・
ジ
ュ
ビ
リ

ー
・
シ
ン
ガ
ー
ズ
の
公
演
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

　
南
北
戦
争
以
前
に
本
物
の
「
黒
人
の
歌
」
と
思
わ
れ
て
い
た

の
は
「
ニ
グ
ロ
＝
・
・
ン
ス
ト
レ
ル
」
の
歌
（
こ
れ
ら
は
プ
ラ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
・
ソ
ン
グ
と
か
エ
チ
オ
ピ
ァ
ン
・
メ
ロ
デ
ィ
ー
な

ど
と
呼
ぱ
れ
た
）
で
あ
り
、
南
部
へ
の
旅
行
老
も
黒
人
が
「
オ
、

ー
ル
ド
・
ブ
ラ
ヅ
ク
・
ジ
目
l
」
な
ど
を
歌
う
こ
と
を
期
待
し

て
出
掛
け
て
お
り
、
そ
の
期
待
に
答
え
て
そ
の
よ
う
な
歌
を
う

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

た
う
黒
人
も
い
た
と
い
う
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
フ
ォ
ス
タ
i
の

歌
が
黒
人
的
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
こ
の
時
代
の
も
の
で
あ
り
、

間
接
的
に
若
干
の
影
響
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
自
身
は

お
そ
ら
く
黒
人
（
お
よ
ぴ
南
部
）
の
生
活
は
知
ら
な
か
っ
た
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
M
）

黒
人
の
歌
を
聞
い
た
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

、
・
・
ン
ス
ト
レ
ル
・
ソ
ン
グ
と
黒
人
歌
謡
は
別
も
の
で
あ
る
と
い

　
（
1
5
）

う
論
文
が
発
表
さ
れ
た
の
は
一
八
五
五
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

り
、
ア
レ
ン
の
歌
謡
集
や
フ
ィ
ス
ク
の
合
唱
団
以
前
に
「
本
物
」

の
黒
人
歌
謡
は
お
お
や
け
に
は
（
つ
ま
り
北
部
の
白
人
を
中
心

と
し
た
層
に
は
）
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
）

　
ア
レ
ン
ら
の
『
奴
隷
歌
謡
集
』
は
三
六
ぺ
ー
ジ
か
ら
な
る
長

い
序
文
と
四
つ
の
地
域
別
に
ま
と
め
た
二
三
ハ
曲
の
歌
（
多
く

は
霊
歌
）
か
ら
成
る
。
現
在
の
研
究
水
準
か
ら
み
る
と
記
譜
方

法
、
南
部
や
白
人
民
謡
に
つ
い
て
の
知
識
の
欠
如
な
ど
に
お
い

て
様
々
な
欠
陥
が
あ
る
が
、
民
俗
学
も
民
族
音
楽
学
も
生
ま
れ

て
い
な
か
っ
た
時
代
の
記
録
と
し
て
は
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
白
人
民
謡
が
本
格
的
に
収
集
・
研
究
さ
れ
る
の
は

二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
し
、
楽
譜
の
記
録
は

録
音
機
械
の
な
い
時
代
に
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
序
文
で
素
直
に
記
譜
の
難
し
さ
を
述
べ
て
お
り
、
「
紙
と

タ
イ
フ
で
は
せ
い
ぜ
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
ぼ
ん
や
り
と
写
し
取
る

こ
と
し
か
出
来
な
い
。
黒
人
の
声
に
は
ま
ね
の
出
来
な
い
独
特

の
性
質
が
あ
り
、
た
っ
た
一
人
の
歌
い
手
で
さ
え
そ
の
イ
ン
ト

ネ
ー
シ
目
ン
や
徴
妙
な
ヴ
ァ
リ
ェ
ー
シ
目
ン
を
紙
の
上
に
再
現

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
」
と
告
白
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
指
摘
は
現
代
で
も
当
て
は
ま
り
、
ハ
ロ
ル
ド
・
力
ー
ラ
ン
ダ

ー
も
「
黒
人
の
生
き
て
い
る
民
俗
音
楽
と
印
刷
さ
れ
た
提
示
物

と
の
相
違
は
大
き
い
。
月
並
み
で
予
見
の
結
果
で
あ
る
［
西
洋

音
楽
の
］
形
式
に
押
し
込
め
る
と
、
黒
人
音
楽
の
多
く
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

格
別
な
特
質
が
犠
牲
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
と
言
う
。
ま
た
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次
の
記
述
も
、
表
現
法
は
別
に
し
て
も
、
基
本
的
に
は
正
し
い

で
あ
ろ
う
。

　
　
黒
人
音
楽
の
主
要
な
部
分
に
は
「
文
明
化
」
と
い
う
特
徴

　
　
が
あ
る
。
つ
ま
り
部
分
的
に
白
人
の
影
響
の
下
に
作
曲
さ

　
　
れ
、
部
分
的
に
自
人
の
音
楽
を
実
際
に
模
倣
し
た
も
の
で

　
　
あ
る
。
概
し
て
言
う
と
、
ま
さ
に
文
字
ど
お
り
オ
リ
ジ
ナ

　
　
ル
な
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
（
中
略
）
ご
く
数
は
少
な
い

　
　
が
歌
の
中
に
は
な
じ
み
の
あ
る
旋
律
［
白
人
の
歌
］
が
た

　
　
だ
ち
に
跡
付
け
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
多
分
そ
れ
ほ

　
　
ど
な
じ
み
は
な
い
旋
律
を
含
む
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
は
主

　
　
人
が
歌
っ
た
り
演
奏
し
た
り
し
た
の
を
奴
隷
た
ち
が
聞
い

　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
た
も
の
で
あ
る
。

　
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
黒
人
霊
歌
を
広
め
た
の
は
フ
ィ
ス
ク
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
）

ジ
ュ
ビ
リ
ー
・
シ
ン
ガ
ー
ズ
で
あ
る
。
テ
ネ
シ
ー
州
ナ
ヅ
シ
ュ

ビ
ル
の
フ
ィ
ス
ク
犬
学
（
一
八
六
〇
年
創
立
さ
れ
た
黒
人
犬

学
）
で
大
学
の
資
金
調
達
の
た
め
に
白
人
の
音
楽
教
師
ジ
目
ー

ジ
・
L
・
ホ
ワ
イ
ト
の
指
導
の
も
と
に
結
成
さ
れ
た
こ
の
グ
ル

ー
プ
は
、
西
洋
風
の
声
楽
の
訓
練
を
受
け
た
九
名
の
黒
人
学
生

（
う
ち
一
名
は
ビ
ア
ニ
ス
ト
を
兼
ね
る
）
か
ら
な
る
合
唱
団
（
ダ

ブ
ル
・
カ
ル
テ
ヅ
ト
）
で
あ
る
。
一
八
七
一
年
か
ら
北
部
（
中

西
部
・
東
部
）
・
イ
ギ
リ
ス
・
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
大
陸
を
巡
業
し
、

ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ゥ
ス
や
ビ
ク
ト
リ
ァ
女
王
の
前
で
も
公
演
し
、

一
旦
解
散
す
る
一
八
七
八
年
ま
で
に
総
額
一
五
万
ド
ル
の
収
益

を
あ
げ
た
。
と
く
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
大
学
の
名
を
広
め

基
金
を
集
め
た
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
は
じ
め
て
黒
人
霊
歌
を
欧

米
に
広
く
知
ら
し
め
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
グ
ル
ー

プ
は
黒
人
霊
歌
を
歌
う
た
め
に
結
成
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

当
初
の
レ
バ
ー
ト
リ
ー
は
「
白
人
の
音
楽
」
で
あ
り
、
こ
れ
は

あ
ま
り
受
け
が
よ
く
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
奴
隷
の
歌
を
加
え
た

と
こ
ろ
評
判
に
な
り
、
以
後
黒
人
霊
歌
を
歌
う
合
唱
団
と
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
1
）

た
の
で
あ
る
。
編
曲
は
賛
美
歌
風
で
あ
り
、
歌
唱
ス
タ
イ
ル
も

相
当
に
「
白
人
風
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
は
じ
め
か
ら
黒
人

色
が
か
な
り
薄
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
合
唱
団
の
人
気
に
刺
激
さ
れ
て
ハ
ン
プ
ト
ン
・
イ
ン
ス

テ
ィ
チ
ュ
ー
ト
な
ど
で
も
同
様
の
合
唱
団
が
組
織
さ
れ
た
。
ま

た
、
編
曲
さ
れ
た
霊
歌
集
も
次
々
と
出
版
さ
れ
た
。
し
か
し
、

収
集
家
た
ち
も
こ
ぞ
っ
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
の
霊
歌

は
消
え
つ
つ
あ
っ
た
。
「
コ
ン
サ
ー
ト
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
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は
こ
れ
に
反
比
例
し
て
起
こ
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意

味
に
お
い
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
黒
人
霊
歌
は
初
め
か
ら
コ

ン
サ
ー
ト
用
の
歌
曲
で
あ
り
黒
人
の
民
謡
で
は
な
か
っ
た
。

　
フ
ィ
ス
ク
．
ジ
ュ
ビ
リ
ー
・
シ
ン
ガ
ー
ズ
の
歌
唱
の
伝
統
に

も
っ
と
も
近
い
の
は
合
唱
団
（
現
代
で
は
ロ
バ
ー
ト
・
シ
冒
ー

と
か
ロ
ジ
ェ
ー
・
ワ
グ
ナ
ー
な
ど
）
な
い
し
は
ゴ
ス
ペ
ル
．
カ

ル
テ
ヅ
ト
（
た
と
え
ば
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ゲ
イ
ト
・
カ
ル
テ
ヅ

ト
）
な
ど
で
あ
ろ
う
（
も
ち
ろ
ん
後
老
の
編
曲
・
歌
唱
の
ほ
う

が
ず
っ
と
黒
人
的
で
は
あ
ろ
う
が
）
。
ま
た
、
再
結
成
さ
れ
た

フ
ィ
ス
ク
．
ジ
ュ
ビ
り
1
・
シ
ン
ガ
ー
ズ
と
一
時
期
（
一
九
一

一
年
こ
ろ
）
一
緒
に
仕
事
を
し
て
、
後
に
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
や
ア
メ

リ
カ
国
内
で
活
躍
し
た
ロ
ー
ラ
ン
ド
・
ヘ
イ
ズ
（
一
八
八
七

～
一
九
七
七
）
は
黒
人
霊
歌
を
独
唱
歌
曲
と
し
て
広
め
、
こ
の

伝
統
は
ポ
ー
ル
・
ロ
ー
ブ
ソ
ン
や
マ
リ
ア
ン
・
ア
ン
ダ
ソ
ン
、

そ
し
て
ジ
ェ
シ
ー
・
ノ
ー
マ
ン
、
バ
ー
バ
ラ
・
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク

ス
、
キ
ャ
ス
リ
ー
ン
・
バ
ト
ル
な
ど
へ
と
続
く
。

　
当
初
の
黒
人
霊
歌
の
人
気
は
二
点
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
一

つ
は
、
無
学
文
盲
で
野
蛮
な
（
あ
る
い
は
陽
気
で
楽
天
的
な
）

人
種
と
思
わ
れ
て
い
た
黒
人
た
ち
が
極
め
て
宗
教
的
で
独
創
的

な
歌
謡
を
作
り
出
し
て
い
た
こ
と
を
「
発
見
」
し
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
、
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
・
シ
ヨ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
し
か
持

ち
合
わ
せ
の
な
い
観
客
・
聴
衆
に
は
、
新
鮮
な
驚
き
を
与
え
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
西
洋
風
な
編
曲
と
演
奏
に
よ
り
「
文

明
的
」
な
味
付
け
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
強
い
拒
絶

反
応
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
こ
れ
に
対
し
て
奴
隷
制
時

代
の
黒
人
歌
謡
の
記
述
を
見
る
と
「
野
生
的
」
で
「
奇
妙
」
な

ど
と
評
さ
れ
て
ま
と
も
な
音
楽
と
み
な
さ
れ
て
い
な
い
）
。
も

う
一
つ
は
、
ア
メ
リ
カ
に
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
文
化
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
W
．
E
・
B
・
デ
ュ
ボ
イ
ス
（
一
八
六
八

～
一
九
六
三
）
は
『
黒
人
の
た
ま
し
い
』
（
一
九
〇
三
）
の
最
終

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
2
〕

章
「
哀
し
み
の
歌
に
つ
い
て
」
の
中
で
黒
人
霊
歌
を
「
唯
一
の

ア
メ
リ
カ
音
楽
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
文
化
に
対
す

る
劣
等
感
を
く
す
ぐ
る
よ
う
な
形
で
登
場
し
た
黒
人
霊
歌
に
注

目
が
集
ま
っ
た
の
は
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ

れ
ら
の
背
景
に
は
「
自
然
な
人
間
生
活
を
理
想
化
し
て
原
始
状

　
　
　
　
＾
2
3
）

態
を
崇
拝
す
る
」
風
潮
も
あ
っ
た
。
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四
　
ア
フ
リ
カ
起
源
説

　
起
源
に
つ
い
て
の
論
点
は
お
お
ま
か
に
言
う
と
、
ア
フ
リ
カ

起
源
説
・
ヨ
ー
ロ
ツ
バ
起
源
説
・
混
交
説
の
三
種
と
な
ろ
う
が
、

初
め
の
二
種
で
あ
っ
て
も
単
に
ア
フ
リ
カ
か
ら
来
た
の
か
あ
る

い
は
ヨ
ー
ロ
ツ
バ
か
ら
来
た
の
か
と
い
う
よ
う
な
二
老
択
一
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刎
）

形
で
論
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
い
ず
れ
の
論
老
も
、
黒
人
た

ち
が
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
上
陸
し
た
時
に
「
黒
人
霊
歌
」
を
歌
っ

て
い
た
と
か
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
系
の
音
楽
を
そ
っ
く
り
ま
ね
し
た

だ
け
の
も
の
で
あ
り
ア
フ
リ
カ
的
な
要
素
は
ま
っ
た
く
な
い
、

と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ぱ
、
黒
人
霊
歌
が
い

か
に
ア
フ
リ
カ
附
と
い
っ
て
も
一
言
葉
（
1
－
英
語
）
と
内
容
（
H

キ
リ
ス
ト
教
）
と
は
西
洋
的
白
人
文
化
の
伝
統
に
影
響
を
受
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
〕

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
し
、
黒
人
霊
歌
を
見
れ
ば
（
あ

る
い
は
、
聞
け
ぱ
）
ヨ
ー
ロ
ツ
バ
系
の
宗
教
歌
謡
に
は
見
ら
れ

な
い
（
な
い
し
は
希
薄
な
）
要
素
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
。
間
題
は
、
そ
の
中
で
い
か
な
る
要
素
を
本
質
的

な
も
の
と
し
て
重
視
し
て
論
じ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
多

く
の
論
老
は
起
源
が
本
質
を
説
明
す
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。

　
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
う
と
、
初
め
は
ア
フ
リ
カ
起
源
説
が
優
勢

で
あ
り
、
一
九
三
〇
年
代
こ
ろ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
起
源
説
が
強

力
に
主
張
さ
れ
、
四
〇
年
代
以
降
か
ら
混
交
説
が
主
流
と
な
る

の
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
の
置
き
か
た
や
前
提
や
論
法
は
異

な
っ
て
お
り
、
そ
も
そ
も
違
っ
た
「
土
俵
」
で
相
撲
を
取
っ
て

い
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
た
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
ア
レ
ン
ら

は
「
結
論
」
を
避
け
る
態
度
を
取
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
「
混
交
説
」
に
近
か
っ
た
し
、
時
代
的
に
学

説
が
次
々
と
変
化
し
た
と
も
簡
単
に
は
言
え
な
い
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
一
九
一
四
年
の
ヘ
ン
リ
ー
・
エ
ド
ワ
ー
ド
．
ク

レ
イ
ビ
ー
ル
の
『
ア
フ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
民
謡
論
－
人
箪

　
　
　
　
　
　
　
　
（
脆
）

的
・
国
民
的
音
楽
の
研
究
』
の
出
版
を
頂
点
と
し
て
、
初
め
は

ア
フ
リ
カ
起
源
説
主
流
の
時
代
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

　
ク
レ
イ
ビ
ー
ル
は
薯
名
な
音
楽
学
老
で
あ
り
、
彼
の
薯
書
は

初
め
て
の
本
格
的
な
黒
人
霊
歌
の
研
究
書
で
あ
る
。
そ
の
主
張

は
著
書
の
タ
イ
ト
ル
に
要
約
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ

は
、
黒
人
の
歌
は
「
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
の
民
謡
」
で
あ
っ

て
「
人
種
的
（
民
族
的
）
か
つ
国
民
的
な
音
楽
」
で
あ
る
と
い
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（9〕　黒人霊歌とその起源論争

う
も
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
ず
「
民
謡
」
と
い
う
も
の
を
一
九
世

紀
的
な
ロ
マ
ン
主
義
民
謡
観
に
従
っ
て
「
民
族
の
喜
び
・
悲
し

み
・
願
望
を
声
に
出
し
て
示
し
た
自
然
な
発
露
」
と
し
て
と
ら

え
、
人
工
的
で
個
人
的
な
歌
謡
（
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〃
）

ま
れ
た
も
の
）
と
対
比
さ
せ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
黒
人
歌
謡
は

民
謡
で
あ
り
、
し
か
も
唯
一
の
ア
メ
リ
カ
民
謡
と
な
る
（
当
時

の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
民
謡
・
民
間
伝
承
の
存
在
は
一
般
に
は

あ
ま
り
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
）
。
南
部
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ

ョ
ン
ほ
ど
民
謡
の
発
達
に
重
要
な
情
緒
的
生
活
が
つ
ち
か
わ
れ

た
場
は
な
か
っ
た
し
、
こ
の
歌
謡
に
は
ア
フ
リ
カ
か
ら
は
る
ぱ

る
運
び
こ
ま
れ
た
要
素
（
曇
o
昌
ω
）
が
含
ま
れ
て
お
り
、
歌
と

し
て
ア
メ
リ
カ
の
杜
会
制
度
の
中
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、

と
一
言
う
。
約
五
〇
〇
曲
を
分
析
し
て
ア
フ
リ
カ
か
ら
移
入
さ
れ

た
と
さ
れ
る
要
素
を
ま
と
め
る
と
、
（
一
）
広
範
囲
な
五
音
音
階

の
使
用
、
（
二
）
長
音
階
と
短
音
階
に
お
け
る
調
性
の
逸
脱
、
た

と
え
ぱ
第
七
音
の
フ
ラ
ヅ
ト
化
と
か
第
三
音
の
中
立
化
（
い
わ

ゆ
る
ブ
ル
ー
・
ノ
ー
ト
の
使
用
）
、
（
三
）
卓
立
し
た
リ
ズ
ム
、

（
四
）
大
量
の
シ
ン
コ
ベ
ー
シ
目
ン
の
使
用
、
（
五
）
ソ
目
イ
ス

ト
と
コ
ー
ラ
ス
・
レ
フ
レ
イ
ン
に
よ
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
・
ラ
イ
ン

提
示
の
構
造
的
バ
タ
ー
ン
（
つ
ま
り
、
コ
ー
ル
・
ア
ン
ド
・
リ

　
　
　
　
　
　
　
（
竪

ス
ポ
ン
ス
）
、
と
な
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
説
に
十
分
な
裏
付
け
が
あ
っ
た
と
は
言
え
な

い
。
黒
人
歌
謡
そ
の
も
の
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
な

い
。
若
干
の
世
俗
歌
謡
の
研
究
は
あ
る
も
の
の
宗
教
歌
謡
以
外

は
ほ
と
ん
ど
注
目
も
さ
れ
ず
に
い
た
。
ク
レ
イ
ビ
ー
ル
も
世
俗

歌
謡
は
少
な
い
と
言
う
。
ア
フ
リ
カ
の
音
楽
に
つ
い
て
；
阜
を

割
い
て
は
い
る
が
、
当
時
の
研
究
水
準
か
ら
し
て
ア
フ
リ
カ
音

楽
の
知
識
は
き
わ
め
て
不
足
し
て
い
た
。
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
自

人
民
謡
の
収
集
・
研
究
は
始
ま
っ
た
ぱ
か
り
で
あ
り
、
し
か
も

ク
レ
イ
ビ
ー
ル
は
そ
の
若
干
の
成
果
に
も
言
及
し
て
い
な
い
。

彼
が
民
俗
学
の
動
向
に
無
知
で
あ
っ
た
の
は
、
当
時
の
一
般
的

手
法
と
し
て
西
欧
の
「
高
級
な
」
文
化
と
黒
人
の
民
俗
芸
術
と

を
対
比
し
て
い
た
た
め
で
も
あ
る
。
彼
は
、
せ
い
ぜ
い
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
の
影
響
（
ス
コ
ヅ
チ
・
ス
ナ
ソ
プ
お
よ
び
五
音
音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

階
）
が
も
し
か
し
た
ら
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
言
う
程
度
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
「
結
論
」
を
導
く
こ
と
に
な
っ
た
資

料
は
限
定
さ
れ
た
「
テ
キ
ス
ト
」
で
あ
り
、
そ
の
「
テ
キ
ス
ト
」

も
記
譜
な
ど
の
信
頼
性
に
問
題
が
あ
っ
た
。
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し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
ク
レ
イ
ビ
ー
ル
の
見
解
は
強
い
影
響
を

与
え
る
。
一
つ
に
は
、
白
人
民
謡
に
つ
い
て
の
無
知
も
あ
っ
て
、

黒
人
が
独
自
の
文
化
を
作
っ
た
と
い
う
結
論
が
あ
ま
り
た
い
し

た
裏
付
け
も
示
さ
な
い
ま
ま
に
提
示
さ
れ
、
す
べ
て
は
そ
の
結

論
の
補
強
と
さ
れ
た
。
し
か
も
、
宗
教
歌
謡
を
黒
人
歌
謡
の
中

心
に
あ
る
も
の
と
み
な
し
て
、
豊
富
な
世
俗
歌
謡
の
伝
統
に
は

ほ
と
ん
ど
目
が
向
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
兄
弟
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㏄
）

「
霊
歌
は
純
粋
で
唯
一
の
ア
メ
リ
カ
黒
人
の
創
造
で
あ
る
」
と

し
て
、
白
人
模
倣
説
を
厳
し
く
批
判
す
る
。
ク
レ
イ
ビ
ー
ル
に

代
表
さ
れ
る
見
解
は
あ
る
種
の
信
仰
に
近
い
と
こ
ろ
も
あ
り
、

批
判
に
対
し
て
は
感
情
的
な
反
論
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
ク
レ
イ
ビ
ー
ル
の
否
定
と
ま
で
は
い
か
な
く
と
も

修
正
の
意
見
が
出
さ
れ
始
め
る
。
ナ
タ
リ
ー
・
力
ー
テ
ィ
ス
・

バ
ー
リ
ン
は
、
「
本
能
的
和
声
」
・
リ
ズ
ム
・
調
性
の
点
で
は
強

い
ア
フ
リ
カ
的
要
素
を
認
め
る
が
、
白
人
の
影
響
も
か
な
り
あ

る
と
す
る
。
シ
エ
ラ
・
レ
オ
i
ネ
出
身
の
ニ
コ
ラ
ス
・
バ
ラ
ン

タ
は
、
白
人
と
は
違
っ
た
音
階
・
リ
ズ
ム
感
が
ア
フ
リ
カ
音
楽

に
は
あ
っ
て
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
歌
謡
に
反
映
さ
れ
て
い

る
、
と
言
う
。
オ
ー
ダ
ム
と
ジ
目
ン
ソ
ン
、
お
よ
ぴ
ド
ロ
シ

1
・
ス
カ
ー
バ
ラ
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
な
世
俗
歌
謡
を
紹
介
し
、

ジ
ャ
ズ
や
ブ
ル
ー
ス
（
こ
れ
に
は
民
俗
的
特
徴
を
有
す
る
も
の

が
多
い
）
や
ゴ
ス
ペ
ル
が
注
目
を
集
め
始
め
る
。

五
　
ヨ
ー
口
一
ソ
バ
模
倣
説

　
ル
イ
ー
ズ
・
バ
ウ
ン
ド
の
始
源
調
査
（
一
九
一
八
）
に
よ
る

と
、
ク
レ
イ
ビ
ー
ル
が
例
示
し
た
「
ウ
ィ
ー
ピ
ン
グ
・
メ
ア
リ
」

は
彼
女
の
母
親
が
一
八
二
六
～
三
〇
年
に
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
の

メ
ソ
ジ
ス
ト
・
リ
バ
イ
バ
ル
で
覚
え
た
歌
で
あ
る
か
ら
、
黒
人

が
初
め
て
作
っ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
言
い
黒
人
起
源
に
異
論

　
　
＾
3
1
）

を
唱
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
む
し
ろ
修
正
意
見

で
あ
っ
た
。

　
本
格
的
な
反
論
は
一
九
二
六
年
お
よ
び
一
九
二
八
年
の
工
ー

リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ホ
ル
ン
ボ
ス
テ
ル
の
論
文
に
始
ま
る
。
彼
は

ド
イ
ツ
の
音
楽
学
考
で
あ
り
、
ア
フ
リ
カ
と
ア
メ
リ
カ
の
音
楽

の
両
方
を
直
接
耳
に
し
た
最
初
の
学
者
で
あ
る
主
言
わ
れ
る
。

彼
は
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
奴
隷
と
そ
の
子
孫
た
ち
は
、
自
身
の

音
楽
ス
タ
イ
ル
を
捨
て
去
っ
て
自
人
の
主
人
た
ち
の
ス
タ
イ
ル

に
順
応
し
、
そ
の
ス
タ
イ
ル
で
新
し
い
民
俗
音
楽
を
生
み
出
し
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111）　黒人霊歌とその起源論争

た
L
と
結
論
づ
け
る
。
た
だ
し
黒
人
霊
歌
の
記
譜
と
演
唱
（
バ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
）
の
相
違
に
は
注
目
し
「
要
す
る
に
、
ア
メ
リ

カ
黒
人
歌
謡
は
ス
タ
イ
ル
と
パ
タ
ー
ン
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
バ

的
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
民
衆
と
文
化
の
中
で
生
ま
れ
た
の
だ

か
ら
ア
メ
リ
カ
の
民
謡
で
あ
り
、
黒
人
が
歌
っ
た
場
合
に
は
ア

　
　
　
　
　
（
㏄
〕

フ
リ
カ
的
で
あ
る
」
と
も
言
う
。
彼
は
ス
タ
イ
ル
（
楽
譜
に
記

録
で
き
る
様
式
）
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ヨ
ー

ロ
ヅ
バ
的
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
る
調
査
を
一
九
一
五
年
に
ニ
ュ
ー

マ
ン
・
ア
イ
ビ
ー
・
ホ
ワ
イ
ト
が
始
め
そ
の
結
果
を
一
九
二
八

年
に
ま
と
め
る
。
彼
は
テ
キ
ス
ト
を
歴
史
的
に
検
討
し
、
単
な

る
模
倣
・
借
用
と
は
言
っ
て
は
い
な
い
が
、
黒
人
に
よ
る
完
全

な
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
い
う
の
は
正
し
く
な
く
不
正
確
で
あ
る
と
す

る
。
た
だ
し
「
今
日
の
黒
人
の
歌
は
疑
い
も
な
く
黒
人
の
歌
で

あ
り
白
人
の
も
の
で
は
な
い
」
と
も
言
う
。
簡
単
に
言
う
な
ら

ぱ
「
再
創
造
説
」
で
あ
り
、
資
料
（
賛
美
歌
集
・
現
存
す
る
白

人
の
宗
教
歌
謡
）
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
初
か
ら
黒
人

歌
謡
は
白
人
歌
謡
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
キ
ャ
ン
プ
・
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
の
時
代
に
自
人
の
宗
教
活
動
か
ら
生
ま
れ
た
歌
が
黒

人
た
ち
に
引
き
継
が
れ
、
肉
体
的
束
縛
と
い
う
条
件
の
中
で
再

解
釈
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
不
全
完
な
理
解
と
記
憶
お
よ
ぴ
基

本
的
に
異
な
っ
た
音
楽
観
に
よ
り
き
ち
ん
と
模
倣
で
き
な
か
っ

た
も
の
で
あ
る
、
と
言
う
。

　
音
楽
的
研
究
は
ア
ン
・
G
・
ギ
ル
ク
リ
ス
ト
（
一
九
二
八
）

が
先
鞭
を
つ
け
、
原
始
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
な
ど
の
賛
美
歌
集
に
黒

人
歌
謡
と
の
類
似
曲
を
見
い
だ
す
。
一
九
三
〇
年
に
は
ガ
イ
・

B
・
ジ
冒
ン
ソ
ン
が
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
セ
ン
ト
・
ヘ
リ

ー
ナ
島
の
民
俗
文
化
研
究
に
お
い
て
白
人
歌
謡
の
影
響
を
論
じ

た
。
キ
ャ
ン
ブ
＝
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
歌
集
と
セ
シ
ル
・
シ
ャ
ー

プ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
使
っ
て
、
内
容
・
歌
詞
は
類
似
な
い
し

は
同
一
で
あ
り
、
曲
は
驚
く
ほ
ど
似
て
い
る
、
音
階
の
逸
脱
・

五
音
音
階
も
白
人
歌
謡
に
見
ら
れ
る
、
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
冒
ン
は

白
人
歌
謡
に
も
見
ら
れ
る
が
こ
れ
は
「
ア
フ
リ
カ
的
バ
タ
ー
ン

に
あ
と
づ
け
ら
れ
る
数
少
な
い
要
素
の
一
つ
で
あ
る
」
と
言
い
、

い
く
つ
か
の
歌
に
お
い
て
白
人
歌
謡
が
古
い
と
い
う
旋
律
上
の

「
借
用
関
係
」
を
示
す
。

　
こ
の
仕
事
を
引
き
継
い
で
完
成
さ
せ
た
の
が
ジ
ョ
ー
ジ
・
プ

リ
ン
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
で
あ
る
。
黒
人
宗
教
歌
謡
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
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の
核
は
白
人
霊
歌
か
ら
発
達
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
彼
は
結
論

づ
け
る
。
ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
白
人
霊
歌
研
究
の
第
一
人
老
で
あ
り
、

多
く
の
白
人
歌
謡
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
墾

で
黒
人
霊
歌
と
の
比
較
を
行
っ
た
。
彼
は
八
九
二
の
黒
人
歌
謡

と
五
五
五
の
白
人
霊
歌
（
イ
ギ
リ
ス
も
含
め
）
を
比
較
し
て
、

一
一
六
に
は
同
種
で
あ
る
と
い
う
関
連
が
認
め
ら
れ
、
し
か
も

記
録
は
白
人
霊
歌
の
ほ
う
が
古
い
。
残
り
の
霊
歌
に
つ
い
て
は
、

自
人
と
同
じ
く
、
聞
き
覚
え
た
曲
を
限
り
な
く
繰
り
返
し
て
歌

い
、
限
り
な
く
必
然
的
で
付
随
的
な
分
化
に
よ
っ
て
作
っ
た
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
。
黒
人
音
楽
に
特
徴
的
と
い
わ
れ
る
五
音

音
階
・
調
性
な
ど
は
白
人
民
謡
に
も
認
め
ら
れ
る
。
コ
ー
ル
・

ア
ン
ド
・
リ
ス
ポ
ン
ス
や
繰
り
返
し
や
シ
ン
コ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も

ア
フ
リ
カ
と
結
び
付
け
る
べ
き
で
は
な
く
、
キ
ャ
ン
プ
＝
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
で
の
自
人
の
歌
唱
か
ら
発
達
し
、
黒
人
が
特
に
強
調

し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
で
ア
フ

リ
カ
的
な
響
き
が
す
る
と
さ
れ
る
「
サ
ー
ジ
・
ソ
ン
グ
（
誓
轟
①

ω
昌
①
q
）
」
で
さ
え
も
一
八
世
紀
詩
編
歌
の
古
い
ス
タ
イ
ル
の
カ

ン
ト
リ
ー
風
歌
唱
の
残
存
と
み
な
す
。
起
源
に
つ
い
て
の
主
張

は
ひ
と
ま
ず
別
に
し
て
も
、
黒
人
の
音
楽
に
み
ら
れ
る
様
々
な

テ
キ
ス
ト
と
ス
タ
イ
ル
の
特
徴
は
当
初
考
え
ら
れ
て
い
た
ほ
ど

黒
人
独
特
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　
し
か
し
『
白
人
霊
歌
と
黒
人
霊
歌
』
の
最
終
章
は
「
ア
フ
リ

カ
よ
さ
ら
ば
」
と
題
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
文
化
は
信
じ
ら
れ
て
い

る
ほ
ど
黒
人
的
で
は
な
い
し
、
イ
ギ
リ
ス
系
ア
メ
リ
カ
の
文
化

は
も
っ
と
深
く
、
強
く
、
美
し
く
、
永
続
的
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
だ
ろ
う
、
ま
た
ア
フ
リ
カ
の
残
存
の
可
能
性
を
否
定
は
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拠
）

な
い
が
自
分
は
何
一
つ
発
見
で
き
な
か
っ
た
、
と
述
べ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
反
発
が
あ
っ
た
。
ジ
ャ
ク

ソ
ン
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
し
な
い
「
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
・
ス

コ
ラ
ー
」
と
呼
び
、
初
出
の
記
録
が
そ
の
ま
ま
起
源
の
前
後
を

示
す
も
の
で
は
な
い
し
、
自
人
の
ほ
う
が
黒
人
の
歌
を
借
用
し

た
の
だ
と
い
う
逆
の
主
張
も
あ
っ
た
が
、
裏
付
け
に
乏
し
い
。

ま
た
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
し
て
ス
タ
ン
リ

ー
・
エ
ド
ガ
ー
・
ハ
イ
マ
ン
は
「
ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
南
部
の
自
人

至
上
主
義
老
で
あ
り
、
黒
人
は
下
等
な
人
種
で
あ
る
か
ら
霊
歌

の
よ
う
な
一
級
の
芸
術
を
ほ
と
ん
ど
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
確
信
を
似
非
音
楽
学
の
装
飾
を
ほ
ど
こ
し
て
こ

　
　
＾
3
5
〕

ね
あ
げ
た
」
と
評
し
た
。
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（13）　黒人霊歌とその起源論争

六
　
合
成
説
・
混
交
説
・
折
衷
説

　
中
間
的
立
場
を
と
る
人
は
当
初
か
ら
い
た
が
、
い
か
な
る
要

素
が
交
じ
り
あ
っ
て
出
来
上
が
っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は

様
々
な
見
解
が
あ
っ
た
し
、
民
俗
文
化
と
か
民
俗
音
楽
に
対
す

る
考
え
方
や
態
度
も
一
様
で
は
な
い
。
し
か
し
今
世
紀
の
後
半

に
な
っ
て
民
俗
学
が
次
第
に
形
を
整
え
て
単
純
な
起
源
論
争
を

避
け
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
の
と
並
行
し
て
黒
人
霊
歌
も
異
な

っ
た
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
テ
キ
ス
ト
を
中
心

と
し
た
起
源
論
争
も
正
面
切
っ
て
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
き
た
。

　
こ
の
動
き
に
強
い
影
響
を
与
え
た
の
は
人
類
学
老
の
メ
ル
ヴ

ィ
ル
・
ハ
ー
ス
コ
ヴ
ィ
ヅ
ツ
で
あ
ろ
う
。
彼
は
『
黒
人
の
過
去

の
神
話
』
（
一
九
四
〇
）
に
お
い
て
、
黒
人
の
劣
等
性
を
正
当
化

す
る
「
神
話
」
を
（
一
）
厳
し
い
杜
会
条
件
を
す
ぐ
に
受
け
入

れ
る
幼
児
的
性
格
が
あ
る
、
（
二
）
奴
隷
化
さ
れ
た
の
は
知
的
に

劣
っ
た
種
族
で
あ
る
、
（
三
）
様
々
杢
言
語
・
文
化
を
持
つ
奴
隷

た
ち
は
分
配
さ
れ
部
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
失
っ
た
の
で

理
解
力
・
行
動
に
お
い
て
共
通
の
要
素
は
な
い
、
（
四
）
ア
フ
リ

カ
の
文
化
は
文
明
の
程
度
か
ら
み
て
野
蛮
で
低
級
な
の
で
ヨ
ー

ロ
ヅ
バ
の
習
慣
に
接
し
て
土
着
の
伝
統
を
捨
て
去
っ
た
、
（
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
銃
）

黒
人
は
過
去
を
持
た
な
い
人
で
あ
る
、
と
ま
と
め
て
こ
れ
ら
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

こ
と
占
こ
と
く
厳
し
く
批
判
し
た
。
霊
歌
は
そ
の
中
の
ほ
ん
の
一

　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

部
で
扱
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
し
起
源
論
争
に
終
始
符
を
打

っ
た
も
の
で
も
な
い
が
、
豊
富
な
証
拠
を
検
討
し
な
が
ら
文
化

全
般
の
中
で
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
そ
れ
ま

で
の
霊
歌
論
争
は
宗
教
歌
謡
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
黒
人
に
あ

ま
り
に
も
注
意
を
向
け
す
ぎ
た
の
で
あ
っ
て
、
世
俗
歌
謡
や
他

の
文
化
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
以
外
の
黒
人
文
化
が
検
討
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
西
イ
ン
ド
諸
島
や
南
ア
メ
リ
カ
の
事
例

を
も
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
粋
の
ア
フ
リ
カ
の
旋
律
・

リ
ズ
ム
が
保
持
さ
れ
る
の
は
例
外
的
で
は
あ
る
が
ア
フ
リ
カ
的

伝
統
が
ま
っ
た
く
埋
没
し
て
し
ま
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
し
、

い
く
ら
強
く
て
長
い
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
音
楽
と
の
接
触
が
あ
っ
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
〕

ア
フ
リ
カ
的
伝
統
は
生
き
残
る
、
と
の
結
論
を
得
る
。
つ
ま
り

文
化
変
容
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
と
の
接
触
の
み
な

ら
ず
様
々
な
ア
フ
リ
カ
文
化
の
相
互
作
用
の
中
か
ら
新
し
い
文

化
が
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
霊
歌
は
幾
つ
か
の
西
ア
フ
リ
カ

の
音
楽
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
る
。
さ
ら
に
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彼
は
「
白
人
の
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
リ
ズ
ム
で
さ
え
黒
人
の
行
動
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ω
）

あ
る
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
反
映
で
あ
る
」
主
言
う
。

　
す
で
に
ブ
ル
ー
ス
や
ジ
ャ
ズ
や
ゴ
ス
ベ
ル
は
ア
メ
リ
カ
文
化

の
中
で
犬
き
な
影
響
力
を
示
し
て
い
た
が
、
初
期
の
民
俗
学
考

（
た
と
え
ぱ
ジ
ョ
ン
・
A
・
ロ
ー
マ
ッ
ク
ス
）
は
「
ロ
マ
ン
主
義

的
国
民
主
義
」
な
い
し
は
「
反
都
会
的
田
園
主
義
」
に
囚
わ
れ

て
い
た
た
め
に
「
純
粋
で
汚
染
さ
れ
て
い
な
い
民
謡
」
を
求
め

て
お
り
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
目
ン
的
な
隔
離
さ
れ
た
情
況
（
刑
務

所
や
港
湾
労
働
老
の
宿
舎
）
に
お
け
る
黒
人
民
謡
を
重
視
し
て

お
り
、
ジ
ャ
ズ
な
ど
は
「
黒
人
歌
謡
の
堕
落
し
た
子
孫
」
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
〕

る
と
い
う
見
解
を
採
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
新
し
い
音

楽
に
も
関
心
が
強
ま
る
に
つ
れ
て
、
問
題
は
記
録
さ
れ
た
音
楽

（
楽
譜
）
よ
り
は
バ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
（
演
奏
・
演
唱
）
に
移
っ
て

く
る
。
ル
ー
デ
ィ
・
ブ
レ
ッ
シ
ュ
は
、
黒
人
が
「
ア
フ
リ
カ
音

楽
特
有
の
音
階
・
調
性
・
交
唱
・
ポ
リ
リ
ズ
ム
に
合
い
や
す
い

白
人
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
ハ
ー
モ
ニ
ー
」
を
採
用
し
た
、
と
す
る
。

つ
ま
り
、
選
択
的
な
借
用
と
変
形
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
素

材
（
テ
キ
ス
ト
）
は
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
的
で
様
態
（
演
奏
）
は
ア
フ

リ
カ
的
と
な
る
。
ま
た
、
初
期
の
田
舎
の
労
働
歌
に
は
ア
フ
リ

力
的
要
素
が
多
く
、
日
々
の
生
活
に
結
ぴ
付
い
た
ア
フ
リ
カ
的

伝
統
の
中
で
霊
歌
や
ブ
ル
ー
ス
は
適
応
と
変
形
と
い
う
過
程
を

た
ど
っ
て
新
し
い
音
楽
形
式
と
な
っ
た
、
と
言
う
。

　
白
人
の
民
俗
音
楽
と
西
ア
フ
リ
カ
の
民
俗
音
楽
の
類
似
性
を

指
摘
し
、
そ
れ
ら
が
ア
フ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
音
楽
の
形
成
に
寄

与
し
た
と
す
る
の
は
、
た
と
え
ぱ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
W
・
ス
タ
ー

ン
ズ
で
あ
る
。
彼
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
民
謡
は
和
声
的
に
よ
り
複

雑
で
あ
り
ア
フ
リ
カ
部
族
音
楽
は
リ
ズ
ム
の
点
で
よ
り
複
雑
で

あ
る
が
、
い
ず
れ
に
も
全
音
音
階
や
和
声
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

混
交
し
や
す
く
な
っ
た
、
と
言
う
。
ブ
ル
ー
ノ
・
ネ
ト
ル
も
基

本
的
に
は
こ
の
立
場
で
あ
り
、
ア
フ
リ
カ
は
も
と
も
と
音
楽
的

に
孤
立
し
た
地
域
で
は
な
く
、
こ
の
二
つ
は
他
の
地
域
（
た
と

え
ぱ
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
）
に
比
べ
る
と
均
質
性
が
あ

る
し
、
す
で
に
い
く
ら
か
は
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
音
楽
の
影
響
を
受
け

て
い
た
り
交
流
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ア
フ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ

バ
の
伝
承
ス
タ
イ
ル
の
類
似
性
に
よ
っ
て
新
大
陸
で
の
同
化
を

容
易
に
し
た
。
ま
た
、
西
イ
ン
ド
諸
島
と
ブ
ラ
ジ
ル
の
音
楽
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
）

合
衆
国
よ
り
も
ア
フ
リ
カ
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
リ
チ
ャ

ー
ド
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
マ
ン
に
よ
る
と
、
宗
教
的
混
合
が
許
容
さ
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れ
た
ブ
ラ
ジ
ル
・
ハ
イ
チ
・
キ
ュ
ー
バ
な
ど
で
は
ア
フ
リ
カ
的

宗
教
音
楽
が
残
っ
た
し
世
俗
音
楽
に
対
す
る
ア
フ
リ
カ
の
影
響

も
強
い
が
、
混
合
が
不
可
能
な
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
な
ど
の
）

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
地
域
で
は
ア
フ
リ
カ
的
影
響
は
再
解
釈
と
い

う
広
範
囲
な
過
程
を
と
る
。
た
だ
し
、
西
ア
フ
リ
カ
音
楽
の
基

本
的
特
徴
が
保
持
さ
れ
て
き
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
影
響
が

　
　
　
＾
蝸
）

か
な
り
あ
る
。
ネ
ト
ル
は
、
起
源
説
を
（
一
）
ハ
ー
ス
コ
ヴ
ィ

ヅ
ツ
ら
の
残
存
説
（
讐
ミ
才
竺
ω
昌
）
、
（
二
）
ウ
ォ
ー
タ
ー
マ
ン

ら
の
混
合
説
（
ω
着
q
①
豪
昌
）
、
（
三
）
ジ
ャ
ク
ソ
ン
ら
の
非
残

存
説
（
目
昌
窒
；
－
童
豪
冒
）
、
（
四
）
折
衷
説
（
8
旨
肩
o
邑
器

亭
8
q
）
に
分
け
て
、
折
衷
説
が
も
っ
と
も
真
理
に
近
い
と
言

う
。
そ
の
要
点
は
、
「
自
人
の
曲
を
引
き
継
い
で
、
そ
れ
と
ア
フ

リ
カ
の
ス
タ
イ
ル
的
特
性
（
ホ
ヅ
ト
リ
ズ
ム
、
多
量
の
バ
リ
エ

ー
シ
冒
ン
、
バ
ー
ト
シ
ン
ギ
ン
グ
、
交
唱
、
リ
ス
ポ
ン
ス
）
と

　
　
　
　
　
＾
仙
）

を
交
ぜ
合
わ
せ
た
」
の
で
あ
る
。

　
　
　
七
　
お
わ
り
に

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
黒
人
霊
歌
の
起
源
に
つ
い
て
は

様
々
な
説
が
出
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
民
俗
学
か
ら
み
る
と

こ
れ
は
主
要
な
課
題
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
ま
で
登
場

し
た
学
者
た
ち
も
多
く
は
「
民
俗
学
者
」
で
は
な
か
っ
た
。
ア

メ
リ
カ
民
俗
学
の
歴
史
を
扱
っ
た
最
近
の
書
物
に
も
こ
の
「
論

争
」
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
幾
つ

か
の
避
け
ら
れ
な
い
問
題
点
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。　

第
一
に
、
民
俗
と
か
伝
承
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
の
か
、

と
い
う
聞
題
で
あ
る
。
当
初
の
議
論
は
テ
キ
ス
ト
（
歌
詞
と

曲
）
を
中
心
に
繰
り
広
げ
ら
れ
、
起
源
を
追
及
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
独
自
性
を
探
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
。
そ
の
背
景
に

は
「
自
然
発
生
的
」
と
か
「
純
粋
性
」
と
か
の
要
因
が
重
視
さ

れ
、
必
然
的
に
目
は
過
去
に
向
け
ら
れ
た
。
し
か
し
テ
キ
ス
ト

を
支
え
る
要
因
つ
ま
り
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
か
バ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

が
次
第
に
注
目
さ
れ
る
に
つ
れ
、
テ
キ
ス
ト
の
み
に
依
存
し
た

研
究
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
「
結
論
」
は
い
か
に
も
強
引
で
、
そ

れ
は
「
事
実
」
と
い
う
よ
り
も
研
究
老
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
く
る
。
実
際
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
の
研
究
者
が
利
用
し
た
証
拠
は
か
な
り
共
通
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
驚
く
ほ
ど
異
な
っ
た
「
結
論
」
を
引
き
出
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す
こ
と
も
あ
っ
た
。
民
俗
学
が
民
俗
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
に
注

目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
れ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は
な
い
。

歌
と
い
う
も
と
も
と
ダ
イ
ナ
ミ
ヅ
ク
な
題
材
を
検
討
す
る
に
は
、

歌
詞
と
曲
を
記
録
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
し
、
そ
の
調

査
や
記
録
の
方
法
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
現
在

の
民
俗
学
は
民
俗
を
「
も
の
」
と
し
て
見
る
と
い
う
よ
り
は

「
こ
と
」
と
し
て
見
る
立
場
が
強
い
。
す
で
に
消
減
し
た
り
消

滅
し
つ
つ
あ
る
民
俗
を
テ
キ
ス
ト
の
み
か
ら
観
察
す
る
の
は
相

当
に
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
に
な
り
や
す
い
と
い
う
危
険
を
伴
う
し
、

ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
ナ
シ
百
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
（
白
人
・
黒

人
双
方
の
）
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

　
も
う
一
点
、
黒
人
霊
歌
の
起
源
論
争
に
関
し
て
、
ア
フ
リ
カ

と
し
よ
う
が
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
と
し
よ
う
が
、
多
く
の
黒
人
に
と
っ

て
は
起
源
は
関
心
の
外
に
置
か
れ
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
と
す

る
な
ら
黒
人
に
は
独
創
性
が
欠
け
て
い
た
と
い
う
含
み
が
あ
る

し
、
ア
フ
リ
カ
と
す
る
な
ら
「
暗
黒
大
陸
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
付
き
ま
と
い
「
原
始
的
な
」
民
族
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
や
す

い
。
奴
隷
制
時
代
の
遺
物
は
解
放
後
の
黒
人
た
ち
に
と
っ
て
忘

れ
去
ら
れ
る
べ
き
文
化
で
も
あ
っ
た
し
民
俗
文
化
の
保
持
は
杜

会
的
・
経
済
的
な
上
昇
の
妨
げ
で
も
あ
っ
た
。
黒
人
霊
歌
が
西

洋
的
な
装
い
を
こ
ら
し
て
コ
ン
サ
ー
ト
の
曲
目
と
し
て
呈
示
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
く
の
白
人
た
ち
（
お
よ
び
少
数
の
黒
人

た
ち
）
の
聴
衆
か
ら
称
賛
を
受
け
た
の
は
、
き
わ
め
て
「
文
明

化
」
さ
れ
た
姿
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
し
、
そ
こ
に
は
白
人
に

よ
る
文
化
的
優
越
主
義
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
「
柔

順
な
黒
人
た
ち
に
よ
る
哀
愁
と
諦
観
、
時
と
し
て
陽
気
さ
を
交

え
た
歌
」
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
た
め
受
け
入
れ
や
す
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　
残
さ
れ
た
問
題
の
中
に
は
、
黒
人
霊
歌
の
解
釈
（
意
味
）
と

い
う
課
題
が
あ
る
。
は
た
し
て
黒
人
た
ち
は
奴
隷
制
度
を
与
え

ら
れ
た
試
練
と
し
て
素
直
に
受
け
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ

る
い
は
不
当
で
憎
む
べ
き
制
度
と
し
て
反
抗
心
を
示
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ぱ
、
霊
歌
の
中
に
し
ぱ
し
ぱ
出
て
く
る

「
天
国
（
ぼ
婁
9
）
に
行
き
た
い
」
と
い
う
表
現
が
絶
望
感
か
ら

生
ま
れ
た
「
死
の
み
が
苦
し
み
を
解
消
で
き
る
」
と
い
う
意
味

な
の
か
、
あ
る
い
は
積
極
的
に
逃
げ
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
現
実

の
制
度
に
反
抗
す
る
と
い
う
意
味
な
の
か
は
、
奴
隷
制
度
の
中

で
の
杜
会
的
・
歴
史
的
・
宗
教
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
参
照
す
る
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黒人霊歌とその起源論争（17〕

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
決
定
で
き
る
。
意
味
解
釈
の
問
題
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蝸
）

て
は
す
で
に
フ
ィ
ヅ
シ
ャ
ー
や
コ
ー
ン
な
ど
の
研
究
や
奴
隷
制

時
代
の
杜
会
・
文
化
の
研
究
が
あ
る
が
、
起
源
問
題
に
か
か
わ

っ
て
い
る
限
り
正
当
な
理
解
は
望
め
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
音
声
面
の
み
で
あ
っ
て
も
民
俗
的
な
黒
人
宗
教
歌
謡

　
（
黒
§
ぎ
§
吻
ざ
ミ
｝
9
卜
o
奏
㌧
留
“
辻
“
§
ぎ
き
§
§
ぎ

　
s
ミ
、
o
ミ
ミ
§
§
げ
Q
s
§
8
ぎ
§
旨
ぎ
s
げ
■
ぎ
§
、
争
s
§

　
9
§
、
ぎ
s
ω
昌
岸
尿
o
目
萱
目
＼
｝
o
寿
ξ
印
湯
ω
句
き
8
ご
蟹
§
§

　
o
o
§
“
ま
吻
き
ト
§
ミ
ミ
、
㌧
ト
蟹
ミ
§
県
氏
ミ
§
、
完
“
、
“
・

　
魯
“
§
麦
“
o
㌔
－
≦
亮
、
O
O
－
曽
冒
な
ど
）
と
は
犬
き
な
相
違

　
が
あ
る
。

（
2
）
0
8
『
需
勺
昌
昌
旨
〔
訂
o
P
§
“
鳶
§
“
着
§
留
享

　
、
§
涼
㌧
§
“
寺
卜
鳶
留
s
ミ
s
ミ
、
き
§
寺
曹
（
畠
宣
一
U
與

　
○
岩
o
レ
㊤
富
）
の
巻
末
に
あ
る
リ
ス
ト
（
暑
、
墨
蜆
－
ω
0
H
）
に
よ

　
れ
ぱ
、
一
八
三
二
年
ま
で
に
二
三
冊
の
歌
集
の
標
題
に
、
、
名
三
－

　
ε
巴
ω
冒
鵯
．
．
が
使
わ
れ
て
い
る
。

（
3
）
目
一
①
昌
ω
昌
ま
①
員
§
“
麦
“
o
呉
■
ざ
黒
』
§
雫

　
｝
§
婁
㌧
ト
奏
ざ
ミ
一
ぎ
』
①
o
’
（
－
竃
H
一
2
o
ユ
o
貝
畠
o
o
ω
）
一
p

　
O
O
蜆
1（

4
）
O
①
冨
－
昏
ω
匡
貝
臼
さ
、
§
§
吻
亀
ミ
専
ミ
“
§
涼
一

　
b
ぎ
象
き
宗
麦
汁
ざ
き
“
Q
ミ
、
§
、
（
c
邑
く
．
o
二
…
目
o
尿

　
勺
鳥
ω
9
畠
ミ
）
一
p
曽
㊤
．

（
5
）
ω
昌
亭
①
∋
ら
」
雷
1

（
6
）
↓
ぎ
冒
葛
ミ
8
尋
o
『
亭
雪
o
自
阻
冨
o
P
、
．
Z
①
宵
o
留
三
－

　
巨
巴
．
．
（
H
o
o
薯
）
一
ぎ
§
“
＞
縛
§
亀
ミ
、
婁
き
き
ざ
ミ
ぎ

　
峯
ミ
“
討
“
ミ
き
I
o
“
s
ぎ
ミ
き
、
o
§
§
沫
一
＆
．
｝
2
8
－
碧
斤
ω
o
目

　
（
ζ
邑
く
．
o
｛
↓
①
x
竃
勺
『
霧
9
岩
①
べ
）
一
p
o
o
ω
1

（
7
）
奉
自
麦
昌
～
曽
q
ω
≧
一
〇
貝
O
巨
ユ
窃
雲
o
訂
a
ミ
彗
o

　
印
目
o
－
膏
く
；
o
穴
｛
昌
o
胃
ユ
ω
o
目
一
吻
ざ
§
吻
o
§
県
§
“

　
§
“
ミ
⑦
ざ
雪
（
冨
雪
、
g
胃
ω
邑
員
H
8
H
）
一
署
』
彗
o

　
■
く
■

（
8
）
ω
o
暮
ぎ
∋
ら
」
婁

（
9
）
注
（
2
）
の
リ
ス
ト
。

（
1
0
）
　
現
在
で
は
続
編
と
合
わ
せ
て
一
巻
本
の
言
∋
易
ミ
①
5
昌

　
－
o
｝
旨
ω
o
目
凹
目
α
－
肉
o
ω
四
ヨ
o
目
庄
－
o
－
目
ω
o
貝
o
庄
ω
’
§
雨
き
o
雪

　
県
㌧
§
“
辻
§
ミ
鳶
§
留
“
辻
ぎ
涼
（
畠
覇
凹
昌
o
－
竃
①
一
く
寿
－

　
一
温
L
㊤
き
二
㊤
3
）
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。

（
1
1
）
　
｝
；
8
－
■
o
斥
m
o
貝
．
．
↓
ゴ
①
9
o
q
ω
o
目
o
q
ω
o
｛
亭
①
－
昌
庄
一
．
、

　
ぎ
◎
ミ
、
ト
ざ
“
轟
『
§
き
民
o
§
、
㌧
§
§
、
§
き
o
辻
o
ミ
ざ

　
ト
§
“
辻
§
ミ
き
き
ざ
ミ
一
＆
．
↓
ユ
ω
旨
印
昌
雫
o
o
ヨ
p
（
｝
鶉
ざ

　
｝
o
o
訂
一
H
塞
o
o
）
一
〇
1
昌
o
o
．

（
1
2
）
　
国
－
①
9
ω
o
暮
ざ
昌
一
＆
’
完
“
s
き
§
ぎ
b
ざ
象
㌧
§
ミ
ー

　
“
§
s
妻
ぎ
N
目
庄
o
o
l
（
－
睾
ご
之
o
斗
o
貝
畠
o
o
ω
）
ら
p
竃
－
震
一

　
向
o
g
色
p
p
曽
o
o
．

（
1
3
）
　
向
湯
冨
巨
一
P
冒
H
I
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（18〕一橋論叢 第109巻第3号 平成5年（1993年）3月号

（
1
4
）
－
o
＝
目
↓
胆
ω
斥
實
曽
o
峯
胃
戸
望
患
ざ
s
，
o
良
ミ
一

㌧
§
竜
辻
§
げ
　
ぎ
ミ
｝
亀
き
ミ
、
　
（
H
㊤
ω
』
一
　
目
o
ミ
　
①
o
’
　
O
『
o
ミ
①
＝
一

崖
3
）
一
峯
…
討
昌
峯
．
＞
易
巨
員
。
⑦
§
s
ミ
ミ
s
、
、
、
旨
s
ミ
ミ
“
、
、

s
ミ
、
、
、
§
㎞
o
ミ
き
茅
ミ
き
§
“
、
．
㌧
§
“
讐
§
呉

ω
慧
ぎ
ミ
き
吻
膏
、
ぎ
§
雰
饒
§
“
ざ
Q
ミ
δ
（
…
與
o
ヨ
…
閂
貝

岩
富
一
N
目
o
①
庄
．
一
岩
o
o
↓
）
．

（
1
5
）
ド
ω
．
2
凹
艘
o
屋
o
貝
、
．
之
①
o
q
；
…
巨
ω
旨
9
ω
き
＞
篶
－
①
鼻

四
目
匝
竃
o
庄
①
ヨ
一
、
．
巨
』
與
o
斥
ω
o
員
§
“
着
§
s
ミ
、
婁

き
§
ざ
ミ
一
〇
〇
－
ω
①
－
s
．

（
1
6
）
　
こ
の
歌
集
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
向
湯
置
員
　
君
。
ω
8
－

匿
o
o
I

（
1
7
）
＞
＝
①
コ
9
竺
’
o
り
二
く
1
く
．

（
1
8
）
　
雪
四
『
o
E
O
o
＝
『
ζ
目
o
o
『
一
＞
曾
§
蟹
§
言
§
ト
ざ
｝
s
§
亀

（
O
印
河
岩
①
P
岩
①
ω
）
一
P
ド

（
1
9
）
＞
二
〇
目
9
巴
二
〇
．
三
1

（
2
0
）
　
以
下
は
－
甲
↓
。
竃
胃
ω
戸
§
“
ω
ざ
ミ
県
き
“
旨
｝
鳶
“

ω
ぎ
恕
δ
㌧
ミ
｝
き
§
“
寺
撃
§
（
H
o
o
o
o
〇
一
＞
竃
ψ
畠
曽
）
な

ど
に
よ
る
。

（
2
1
）
　
…
胃
争
の
巻
末
を
見
よ
。

（
2
2
）
　
こ
の
章
は
ω
o
巨
ぎ
ヨ
一
完
§
ミ
§
一
暑
』
8
－
胃
－
に
再
録
。

（
2
3
）
言
冒
o
5
匡
マ
宵
戸
、
、
冬
o
o
①
∋
箒
ド
Z
o
9
巴
牲
P
凹
『
己

ω
昌
手
①
∋
｝
O
弄
－
O
篶
ω
ε
昌
①
9
↓
亭
O
鶉
O
艮
旨
巨

－
o
昌
｝
戸
．
、
旨
ミ
§
良
呉
㌧
§
“
辻
§
s
き
§
ざ
ミ
一
く
o
－
．
－
冨

（
岩
㊤
N
）
一
や
H
胃
－

（
刎
）
　
起
源
論
争
に
つ
い
て
は
、
p
声
奉
后
易
一
×
轟
ざ
－

』
§
“
、
§
ミ
き
雪
o
轟
ω
き
o
ざ
δ
淳
曹
包
ミ
§
－
o
o
竃
（
丙
巨
藺
q
①
冨

∈
。
勺
。
岩
竃
）
も
P
ω
島
－
竃
ト
の
補
遺
（
、
．
↓
ぎ
Z
晶
『
O
l
考
巨
8

ω
ロ
ユ
巨
巴
，
．
）
が
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
な
お
、
以
下

の
三
節
に
お
い
て
典
拠
が
示
し
て
い
な
い
部
分
は
ミ
旨
易
に

拠
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
他
に
は
＞
轟
易
ε
ω
ピ
o
奏
竃
o

＜
片
o
q
自
＞
．
O
－
罵
戸
①
o
ω
’
向
ミ
§
ミ
9
雨
、
ざ
県
■
ざ
〔
“
ト
§
“
辻
§

（
畠
o
〇
一
一
〇
與
O
印
o
〇
一
H
㊤
o
o
｛
）
一
ω
．
く
．
ζ
目
色
o
＼
ω
q
『
岸
＝
巴
ω
1
0
ユ
ー

o
q
巨
ω
一
－
印
目
o
q
ω
8
目
＝
＝
o
q
＝
鶉
o
目
α
＞
昌
団
｝
o
巨
①
昌
蕩
一
①
o
ω
’

§
“
b
s
s
沖
県
＞
膏
§
事
き
ぎ
ミ
　
（
O
o
匹
P
…
⑦
頸
庄
俸
O
o
l
一

岩
㎝
O
O
）
一
b
P
ミ
㊤
1
0
0
3
勺
顯
巨
○
－
き
5
冬
顯
メ
＝
四
目
－
ω
O
目
印
目
O

ミ
昌
宣
昌
｝
o
－
o
o
冒
一
§
雨
き
ミ
Ω
§
§
o
o
魯
具
b
ぎ
8
s
s
、

旨
農
（
畠
o
o
〇
一
z
o
『
8
p
畠
o
o
①
）
一
℃
o
．
－
－
宣
こ
o
＝
目
－
o
く
①
＝
｝
二

b
ざ
寒
ω
o
轟
㌧
§
雨
き
§
s
ミ
、
ミ
、
ざ
§
“
（
岩
富
一

勺
胃
鍔
旨
｝
o
島
9
岩
o
o
①
）
一
向
o
ω
匡
目
な
ど
も
参
照
し
た
。

（
2
5
）
　
た
だ
し
、
黒
人
霊
歌
は
ア
フ
リ
カ
の
英
雄
叙
事
詩
の
伝
統

に
基
づ
い
て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
（
旨
；
奉
．
丙
o
げ
胃
亘

ぎ
§
ミ
菱
膏
、
ざ
昏
、
§
s
ミ
㌧
§
“
■
ぎ
〔
沖
き
き
き
§

ぎ
⑦
ざ
§
ミ
s
ミ
、
～
“
～
o
§
一
ζ
ま
く
一
艮
勺
①
…
一
ω
芭
く
凹
目
討

勺
s
ω
9
H
㊤
o
o
ρ
o
p
昌
㊤
ー
ぎ
）
。

（
2
6
）
匡
o
目
ξ
■
o
峯
軸
『
庄
穴
冨
三
U
庁
一
き
－
ト
§
雨
辻
§
s
き
黒
－

淳
§
㌧
㌧
吻
§
喜
ぎ
完
§
ざ
、
亀
§
～
き
、
“
o
s
ミ
奏
ξ
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（19）　黒人霊歌とその起源論争

　
　
（
H
旨
f
軍
＆
巴
艮
∈
長
員
H
彗
蜆
）
．

（
2
7
）
琴
o
亭
邑
ら
．
§

（
㎎
）
　
－
o
峯
印
目
匝
O
＝
津
一
P
蜆
o
ド

（
2
9
）
寄
①
亭
邑
ら
』
ω
－

（
3
0
）
旨
巨
ω
昌
彗
α
旨
；
蜆
昌
ら
．
H
べ
．

（
3
1
）
　
こ
の
見
解
は
－
o
巨
器
勺
o
…
♀
き
“
導
O
曇
．
§
§
“

　
　
ぎ
寒
§
、
（
－
竃
ご
勾
葛
ω
①
＝
俸
カ
自
窃
①
＝
一
岩
s
）
一
君
．
H
轟
－

　
㊤
で
も
繰
り
返
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
3
2
）
　
O
＝
く
①
『
9
巴
’
o
1
9

（
3
3
）
　
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
白
人
霊
歌
研
究
は
§
ぎ
留
ミ
“
§
ヶ
ぎ

§
讐
ミ
ぎ
§
s
ざ
§
昏
（
畠
墨
一
∪
o
く
p
岩
雷
）
一
留
“
ミ
§
、

き
宗
－
蟹
§
ミ
§
喜
ト
§
ミ
§
（
畠
署
一
U
o
く
胃
一
H
㊤
ε
一

　
b
s
ミ
s
－
寮
、
留
“
ぎ
ぎ
サ
s
ミ
、
O
き
軸
δ
　
（
－
o
ト
ω
一
U
団
O
印
O
〇
一

　
畠
富
）
な
ど
、
黒
人
霊
歌
と
の
比
較
は
§
ぎ
§
、
雪

　
留
｝
辻
、
§
涼
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
3
4
）
旨
o
訂
昌
一
§
“
き
s
ミ
鳶
§
留
“
ミ
§
ケ
暑
．
N
竃
－
ω
1

（
3
5
）
奉
＝
管
ω
ら
．
ε
司
（
9
冨
竃
）
．

（
3
6
）
…
①
；
＝
①
－
雪
o
易
ぎ
ま
ω
一
§
雨
き
き
ミ
き
雨
＞
雪

ま
“
（
岩
昌
－
S
8
目
睾
①
揮
崖
蟹
）
一
署
．
H
－
N
l

（
3
7
）
自
胃
艮
o
阜
ω
ら
P
墨
㌣
㊤
1

（
3
8
）
匡
①
易
ぎ
丘
鼻
君
．
墨
H
－
o
I

（
3
9
）
＝
①
易
ぎ
く
豪
ら
．
墨
↓
1

（
4
0
）
雪
①
冨
ぎ
三
亘
P
S
㎝
‘

（
蛆
）
雪
易
9
ら
．
H
睾

（
4
2
）
零
昌
o
ξ
員
麦
“
こ
ミ
ミ
§
ミ
ミ
“
9
§
ミ
（
串
胃
・

≦
a
⊂
．
～
’
岩
3
）
一
暑
．
竃
N
－
㎝
1

（
4
3
）
雪
o
臣
己
≧
竃
ミ
斗
9
昌
彗
一
、
．
≧
ま
彗
；
旨
昌
8
9

艘
⑦
＞
昌
邑
s
ω
，
、
（
岩
s
）
二
目
き
き
ミ
ミ
、
㌧
ざ
§
き
“

ζ
棄
ミ
轟
黒
ミ
、
．
．
完
§
§
§
ぎ
§
§
膏
さ
ミ
§
“
§
県

さ
ざ
』
§
茎
§
§
き
宗
ざ
§
①
包
．
≧
印
目
冒
邑
窃
（
；
一
＜
－
o
｛

塞
一
色
ω
ω
冒
旦
軍
鶉
9
H
竃
ω
一
H
竃
o
）
ら
ー
o
ω
1

（
4
4
）
Z
①
匡
ら
ー
H
軍

（
4
5
一
；
雲
ζ
胃
片
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