
鳴
り
響
き
続
け
る
「
ぼ
く
」

―
―
安
部
公
房
『
カ
ン
ガ
ル
ー
・
ノ
ー
ト
』
試
論

河

田

綾

１

聴
覚
を
め
ぐ
る
問
題
意
識

安
部
公
房
に
と
っ
て
生
涯
最
後
の
長
編
小
説
と
な
っ
た
『
カ
ン
ガ
ル
ー
・

ノ
ー（
１
）ト』
は
、「
い
つ
も
ど
お
り
の
朝
に
な
る
は
ず
だ
っ
た
」
と
い
う
冒
頭

の
一
文
が
示
す
と
お
り
、
日
常
の
崩
壊
か
ら
物
語
の
幕
が
開
か
れ
る
。
文
房

具
会
社
の
開
発
を
担
当
す
る
「
ぼ
く
」
の
日
常
を
崩
壊
さ
せ
る
も
の
、
そ
れ

は
突
如
と
し
て
脛
に
生
え
て
き
た
《
か
い
わ
れ
大
根
》
で
あ
る
。
突
然
生
じ

た
身
体
の
異
変
に
す
っ
か
り
狼
狽
し
た
「
ぼ
く
」
は
、
そ
の
日
の
う
ち
に
医

師
の
診
断
を
受
け
る
た
め
に
病
院
へ
と
赴
く
の
で
あ
る
が
、《
か
い
わ
れ
大

根
》
の
脛
へ
の
自
生
と
い
う
異
常
事
態
を
前
に
医
師
は
有
効
な
治
療
を
施
す

こ
と
も
で
き
ず
、ベ
ッ
ド
と
と
も
に
病
院
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

以
後
、「
ぼ
く
」
は
日
常
の
世
界
か
ら
荒
唐
無
稽
と
も
言
え
る
よ
う
な
「
夢
」

の
世
界
へ
と
「
意
識
の
ジ
ャ
ン（
２
）プ」
を
繰
り
返
す
。時
に
地
獄
の
賽
の
河
原
、

時
に
キ
ャ
ベ
ツ
畑
、
時
に
病
院
、
と
い
っ
た
次
第
に
、
イ
メ
ー
ジ
の
転
変
に

伴
っ
て
舞
台
も
一
所
に
留
ま
る
こ
と
が
な
い
。
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
エ

ピ
ソ
ー
ド
は
、そ
れ
ぞ
れ
が
前
章
か
ら
の
話
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
も
、自
走
ベ
ッ

ド
の
行
先
に
従
っ
て
「
夢
」
の
世
界
を
転
々
と
し
て
い
く
。

こ
う
し
た
本
作
の
形
式
に
つ
い
て
、
丹
生
谷
貴
志
は
「
七
回
の
悪
夢
、
死

に
い
た
る
七
日
間
の
悪
夢
」
が
「
緊
密
な
結
び
つ
き
も
展
開
も
受
け
ぬ
ま
ま

に
間
歇
的
に
吹
き
出
し
、
投
げ
捨
て
ら
れ
て
行
く
」、「
地
獄
巡
り
の
ジ
ェ
ッ

ト
・
コ
ー
ス
タ
ー
」
を
思
わ
せ
る
も
の
と
位
置
づ
け
、
そ
こ
に
安
部
の
「
死

の
切
迫
」
に
対
す
る
意
識
を
読
み
取
っ
て
い（
３
）る。こ
の
よ
う
な
作
品
理
解
は
、

そ
の
後
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
に
よ
っ
て
、「
安
部
さ
ん
が
ベ
ッ
ド
で
寝
て
い

た
間
見
た
さ
ま
ざ
ま
の
夢
を
忠
実
に
記
録
し
た
」、「
文
字
通
り
の
私�

小
説
で

あ
る
（
傍
点
マ
マ
）」
と
い
っ
た
指（
４
）摘へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
安
部
の

「
私
小
説
」
と
捉
え
る
作
品
理
解
の
背
景
に
は
、
本
作
が
単
行
本
化
さ
れ
た

際
、
帯
文
に
「
闇
莫
の
私
小
説
」
と
書
か
れ
た
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
一
九
九

〇
年
七
月
か
ら
東
海
大
学
病
院
に
二
ヶ
月
間
入
院
し
た
時
に
本
作
が
執
筆
さ

れ
た
こ
と
、
実
母
ヨ
リ
ミ
の
他
界
と
い
っ
た
作
品
内
容
と
関
連
す
る
実
体
験

が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
要
因
と
も
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

他
方
、
近
年
で
は
特
に
「
ぼ
く
」
の
脛
に
《
か
い
わ
れ
大
根
》
が
自
生
す

る
と
い
っ
た
「
ぼ
く
」
の
身
体
を
問
題
化
し
た
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
た
と

え
ば
、
中
野
和
典
は
、《
か
い
わ
れ
大
根
》
が
全
身
に
繁
茂
す
る
こ
と
に
よ
っ
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て
「
お
ぞ
ま
し
い
怪
物
」
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
る
「
ぼ
く
」
の
恐
怖
の
内
実

を
、「
他
者
の
視
線
が
介
在
す
る
こ
と
で
生
じ
る
劣
等
感
の
深
ま
り
に
よ
っ

て
自
分
自
身
を
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
」
と
位
置
づ
け
、
そ
の
「
劣
等
感
の

深
ま
り
」
に
陥
っ
た
際
に
生
ま
れ
る
「
孤
独
感
」
こ
そ
が
、「
ぼ
く
」
を
苦

し
め
る
直
接
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す（
５
）る。
あ
る
い
は
、
蒋
�
は
、

自
走
ベ
ッ
ド
に
乗
っ
て
「
夢
」
の
世
界
を
彷
徨
す
る
「
ぼ
く
」
の
姿
に
、
一

九
九
一
年
に
公
開
さ
れ
た
Ｓ
Ｆ
ア
ニ
メ
映
画
『
老
人
Ｚ
』
と
の
共
通
点
を
見

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

出
し
、「
機
械
と
生
体
の
複
合
体
」
と
し
て
の
「
サ
イ
ボ
ー
グ
的
な
イ
メ
ー

ジ
」
を
読
み
取
り
こ
う
し
た
両
義
的
な
「
ぼ
く
」
の
身
体
が
、
常
に
「
外
と

内
と
の
境
界
」、「
人
間
の
身
体
と
機
械
と
の
境
界
を
、
撹
乱
し
続
け
て
い
る
」

と
言
及
す（
６
）る。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
で
は
、
と
り
わ
け
「
ぼ
く
」
の
皮
膚
を

問
題
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
脛
に
植
物
が
自
生
し
た
「
怪
物
」、
あ
る

い
は
ベ
ッ
ド
と
一
体
化
し
た
「
サ
イ
ボ
ー
グ
」
と
い
っ
た
次
第
に
、
非
「
人

間
」
的
身
体
と
で
も
言
う
べ
き
皮
膚
の
特
異
性
こ
そ
が
、「
ぼ
く
」
に
他
者

と
の
隔
た
り
を
生
じ
さ
せ
、
孤
独
へ
と
陥
れ
る
と
い
っ
た
論
旨
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
ぼ
く
」
の
皮
膚
へ
と
注
目
が
集
ま
る
な
か
、
本
論
に
お

い
て
特
に
問
題
化
し
た
い
の
は
、「
ぼ
く
」
の
聴
覚
に
関
わ
る
表
現
に
つ
い

て
で
あ
る
。
本
作
は
、
そ
の
帯
文
に
「
ハ
ナ
コ
ン
ダ
／
ア
ラ
コ
ン
ダ
／
ア
ナ

ゲ
ン
タ
…
…
／
冥
府
と
の
臨
界
に
こ
だ
ま
す
る
、
闇
莫
の
私
小
説
（
傍
線
は

引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
。）」、「
脛
に
自
生
し
た
〈
か
い
わ
れ
大
根
〉
を
気

づ
か
う
男
を
乗
せ
て
、
／
自
走
ベ
ッ
ド
は
郷
愁
の
パ
ル
ス
を
正
確
に
刻
み
な

が
ら
、
／
賽
の
河
原
を
疾
走
す
る
―
―
。
／
オ
タ
ス
ケ

オ
タ
ス
ケ

オ
タ

ス
ケ
ヨ
／
オ
ネ
ガ
イ
ダ
カ
ラ

タ
ス
ケ
テ
ヨ
…
…
／
小
鬼
た
ち
の
唱
和
す
る

コ
ー
ラ
ス
を
記
憶
に
残
し
、
／
新
た
な
駆
動
を
開
始
し
た
ベ
ッ
ド
の
行
き
つ

く
先
は
い
か
な
る
臨
界
点
か
。」
と
い
っ
た
聴
覚
に
関
わ
る
表
現
が
特
筆
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
Ｊ
・
オ
ン
グ
が
「
音
は
、
聴
く
者
の

内
部
に
注
ぎ
込
ま
れ
る
」
と
指
摘
し（
７
）たよ
う
に
、
音
声
は
身
体
へ
と
直
接
的

に
働
き
か
け
る
側
面
が
あ
り
、
こ
れ
は
皮
膚
が
他
者
と
の
「
境
界
」
を
意
識

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
の
と
対
照
的
な
身
体
感
覚
を
描
出
す
る
。

加
え
て
、
晩
年
の
安
部
は
、
医
学
者
で
あ
る
角
田
忠
信
の
聴
覚
に
よ
る
言

語
理
解
の
研
究
に
、
自
ら
の
小
説
や
戯
曲
な
ど
の
創
作
意
識
を
接
続
さ
せ
た

発
言
を
繰
り
返
し
行
っ
て
い（
８
）る。
角
田
は
そ
の
著
書
の
中
で
、
左
脳
が
音
を

言
語
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
優
れ
、
右
脳
が
非
言
語
音
を
感
覚
的
に
捉
え
る

こ
と
に
優
れ
て
い
る
と
い
っ
た
実
証
を
踏
ま
え
た
上
で
、
日
本
人
の
脳
の
特

徴
が
非
言
語
的
音
声
を
「
言
語
脳
」
で
あ
る
左
脳
に
よ
っ
て
処
理
す
る
点
に

あ
る
こ
と
を
指
摘
し（
９
）た。
こ
う
し
た
角
田
の
言
及
を
基
に
、
安
部
は
自
ら
の

「
小
説
」
創
作
の
問
題
意
識
を
、「
左
脳
の
言
語
と
い
う
も
の
を
媒
介
に
し

て
、
い
か
に
非
言
語
に
挑
戦
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
僕
の
課
題
で
す
」
と
の

発
言
を
し
て
い（

１０
）る。
こ
う
し
た
安
部
の
「
言
語
」（「
デ
ジ
タ
ル
」）
に
よ
っ

て
「
非
言
語
」（「
ア
ナ
ロ
グ
」）
を
表
象
し
よ
う
と
す
る
「
挑
戦
」
は
、『
カ

ン
ガ
ル
ー
・
ノ
ー
ト
』
発
表
の
同
時
期
に
な
る
と
、
日
本
人
の
擬
声
語
・
擬

音
語
に
対
す
る
問
題
へ
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い（

１１
）く。
安
部
は
「
十
分
に
噛
ん

だ
チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム
の
感
覚
」
を
「
ア
ナ
ロ
グ
感
覚
」、
そ
れ
を
「
ネ
チ
ャ

ネ
チ
ャ
」
と
表
現
す
る
の
を
「
デ
ジ
タ
ル
感
覚
」
と
位
置
づ
け
、
こ
う
し
た

「
ア
ナ
ロ
グ
感
覚
」
の
「
デ
ジ
タ
ル
」
変
換
を
問
題
化
す
る
。「
ア
ナ
ロ
グ

感
覚
」
を
「
擬
声
化
さ
れ
た
デ
ジ
タ
ル
表
示
」
に
捉
え
な
お
す
こ
と
に
秀
で

た
日
本
人
の
音
声
認
識
の
在
り
様
は
、「
ほ
と
ん
ど
カ
オ
ス
に
近
い
自
然
情

報
」
を
「
擬
声
語
」
と
い
う
「
他
者
と
共
有
す
る
た
め
の
簡
易
転
換
装
置
」

に
よ
っ
て
捉
え
な
お
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、「
そ
の
代
償
と
し
て
自
然
か

ら
カ
オ
ス
を
奪
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
」
こ
と
を
危
惧
す
る
。
そ
う
し
て
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「
日
本
人
の
場
合
、
む
し
ろ
日
本
人
ら
し
さ
の
紋
章
で
あ
る
擬
声
語
（
類
型

依
存
）
か
ら
の
脱
出
に
努
め
る
べ
き
だ
」
と
の
見
解
を
示
す
。こ
の
よ
う
に
、

一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
の
安
部
の
問
題
意
識
に
は
、
言
語
化
不
可
能
な

「
ア
ナ
ロ
グ
感
覚
」
を
言
語
（「
デ
ジ
タ
ル
」）
に
よ
っ
て
表
象
す
る
こ
と
と

も
に
、
音
声
認
識
を
類
型
的
に
言
語
化
す
る
擬
声
語
へ
の
疑
義
が
内
在
し
て

い
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
論
で
は
、『
カ
ン
ガ
ル
ー
・
ノ
ー
ト
』
に
お

け
る
聴
覚
表
現
を
問
題
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
に
よ
る
類
型
化
を
拒

む
「
ア
ナ
ロ
グ
感
覚
」
を
描
こ
う
と
す
る
作
家
の
「
挑
戦
」
を
読
み
解
い
て

い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
れ
は
、
先
走
っ
て
言
え
ば
、
言
語
化
で
き
な

い
も
の
を
言
語
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
一
つ
の
現
れ
と
し
て
、「
ぼ
く
」

と
い
う
主
体
の
在
り
様
を
捉
え
な
お
す
取
り
組
み
だ
と
言
え
る
。

２

決
定
不
可
能
な
音

先
に
も
述
べ
た
が
、
本
作
は
「
夢
」
と
も
幻
覚
と
も
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な

世
界
を
意
識
の
上
で
「
ジ
ャ
ン
プ
」
し
て
い
く
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
「
夢
」
を
転
々
と
し
て
い
く
事
の

発
端
は
、「
１

か
い
わ
れ
大
根
」
で
の
、「
ト
ン
ボ
眼
鏡
」
を
か
け
た
「
下

が
り
目
」
の
看
護
婦
（「
Ａ
」）
か
ら
、
採
血
と
称
し
た
麻
酔
注
射
を
受
け
る

と
こ
ろ
か
ら
大
き
く
展
開
し
て
ゆ
く
。
こ
こ
で
「
ぼ
く
」
は
、「
何
時
間
経
っ

た
の
か
分
か
ら
な
い
。
夜
か
昼
か
も
分
か
ら
な
い
」
と
い
っ
た
時
間
間
隔
の

混
乱
し
た
な
か
、「
誰
の
も
の
と
も
知
れ
な
い
会
話
」
を
断
片
的
に
「
思
い

だ
」
し
な
が
ら
、
遠
く
に
聞
こ
え
る
「
ラ
ジ
オ
の
試
験
電
波
を
思
わ
せ
る
風

の
唸
り
」
を
耳
に
す
る
。
す
る
と
、「
経
過
し
て
い
く
時
間
の
速
度
が
な
く

な
っ
た
み
た
い
」
と
感
じ
な
が
ら
、「
ハ
ナ
コ
ン
ダ
、
ア
ラ
コ
ン
ダ
、
ア
ナ

ゲ
ン
タ
…
…
」
と
い
う
「
風
」
の
「
歌
」
を
聞
く
。
突
如
と
し
て
挿
入
さ
れ

る
「
ハ
ナ
コ
ン
ダ
、
ア
ラ
コ
ン
ダ
、
ア
ナ
ゲ
ン
タ
…
…
」
と
い
う
節
回
し
は
、

作
中
七
箇
所
に
挿
入
さ
れ
る
の
だ
が
、こ
れ
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、「
２

緑
面
の
詩
人
」
で
は
、
ベ
ッ
ド
の
走
行
が
「
無
秩
序

な
振
動
」
か
ら
「
規
則
的
な
揺
れ
」
へ
と
変
わ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
レ

ー
ル
の
継
ぎ
目
の
ひ
た
す
ら
正
確
な
振
動
」
を
聞
く
と
、「
ハ
ナ
コ
ン
ダ

ア
ラ
ゴ
ン
ダ

ア
ナ
ゲ
ン
タ
／
唐
芥
子
ノ
油
ヲ
塗
ッ
テ

バ
ナ
ナ
ノ
皮
デ
ク

ル
ミ
マ
ス
／
（
中
略
）
／
ア
ナ
ベ
ン
ダ

ア
ナ
ゴ
ン
タ

ア
ナ
ゲ
ン
タ
／
唐

芥
子
ノ
油
ヲ
塗
ッ
テ

バ
ナ
ナ
ノ
皮
デ
ク
ル
ミ
マ
ス
」
と
の
節
回
し
を
想
起

す
る
。
こ
の
節
回
し
は
、「
ご
く
普
通
に
出
て
く
る
間
の
手
ふ
う
の
文
句
」

と
し
て
、「
意
味
は
な
い
の
だ
が
、
ち
ゃ
ん
と
レ
ー
ル
の
リ
ズ
ム
に
乗
っ
て

い
る
」
と
「
ぼ
く
」
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
正
確
」
な
「
レ
ー
ル

の
リ
ズ
ム
」
を
言
語
化
し
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

「
ハ
ナ
コ
ン
ダ
」
が
「
ア
ナ
ベ
ン
ダ
」
へ
、「
ア
ラ
コ
ン
ダ
」
が
「
ア
ラ
ゴ

ン
ダ
」
へ
と
変
わ
り
、
あ
る
い
は
「
唐
芥
子
ノ
油
ヲ
塗
ッ
テ

バ
ナ
ナ
ノ
皮

デ
ク
ル
ミ
マ
ス
」
と
い
っ
た
文
言
が
付
け
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
節
回

し
は
同
一
音
と
し
て
言
語
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
僅
か
な
ず
れ
を
伴
い
な

が
ら
反
復
さ
れ
て
い（

１２
）る。

こ
う
し
た
音
声
の
言
語
化
（
文
字
化
）
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、
次
に
確

認
し
て
お
き
た
い
の
が
、「
３

火
炎
河
原
」
で
の
、
小
鬼
の
歌
う
御
詠
歌

を
聴
く
場
面
だ
。
突
如
と
し
て
た
ど
り
着
い
た
賽
の
河
原
で
、「
ぼ
く
」
が

小
鬼
の
歌
を
初
め
て
聴
く
時
に
は
、「
し
で
の
や
ま
じ
の
す
そ
の
な
る

さ

い
の
か
わ
ら
の
も
の
が
た
り
／
き
く
に
つ
け
て
も
あ
わ
れ
な
り
（
後
略
）」

と
い
っ
た
よ
う
に
、
耳
に
し
た
内
容
が
表
音
文
字
で
あ
る
平
仮
名
に
よ
っ
て
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記
述
さ
れ
る
。
こ
こ
で
「
ぼ
く
」
は
、「
暗
記
し
た
だ
け
ら
し
い
の
で
、
意

味
は
半
分
も
分
か
ら
な
い
。
読
ん
で
い
る
小
鬼
自
身
に
も
よ
く
は
分
か
っ
て

い
な
い
の
だ
ろ
う
」
と
感
じ
る
の
で
あ
る
が
、
次
に
老
人
た
ち
の
前
で
シ
ョ

ー
を
し
て
い
る
の
を
聴
く
際
に
は
、
職
員
か
ら
歌
詞
の
紙
を
受
け
取
っ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、「
死
出
の
山
路
の
裾
野
な
る

賽
の
河
原
の
物
語
／
聞
く
に

つ
け
て
も
あ
わ
れ
な
り
（
後
略
）」
と
い
っ
た
よ
う
に
漢
字
交
じ
り
の
記
述

へ
と
変
化
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
ぼ
く
」
は
、「
な
る
ほ
ど
、
た
し
か
に

文
章
で
な
ぞ
っ
た
ほ
う
が
、
ず
っ
と
理
解
し
や
す
い
」
と
の
感
慨
を
抱
く
。

こ
の
よ
う
に
、
音
声
の
み
で
聞
き
取
ら
れ
て
い
る
段
階
で
は
「
意
味
は
半
分

も
分
か
ら
な
い
」
の
に
対
し
、
音
声
に
文
字
と
い
う
視
覚
情
報
が
加
わ
る
と

「
ず
っ
と
理
解
し
や
す
」
く
な
る
と
い
う
。

併
せ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
ぼ
く
」
が
ハ
ン
マ
ー
・
キ
ラ
ー
氏

の
荒
療
治
に
よ
っ
て
入
院
す
る
こ
と
と
な
っ
た
病
院
で
聞
く
「
満
願
駐
車
場

カ
ラ
ノ
オ
知
ラ
セ
デ
ス
。
ア
ナ
コ
ン
ダ
地
蔵
尊
ノ
オ
告
ゲ
ニ
ヨ
ッ
テ
、
タ
ダ

イ
マ
閉
門
サ
セ
テ
イ
タ
ダ
キ
マ
ス
。」
と
い
う
院
内
放
送
を
め
ぐ
る
、
同
室

の
患
者
「
縄
文
人
」
と
交
わ
す
や
り
取
り
で
あ
る
。
院
内
放
送
を
聞
い
た

「
ぼ
く
」
は
、「
何
だ
ろ
う
、
満
願
駐
車
場
っ
て
…
…
」
と
問
い
か
け
る
の

だ
が
、
対
し
て
「
縄
文
人
」
は
、「
珍
し
い
ね
、
そ
ん
な
風
に
聞
こ
え
た
？
」、

「
私
は
チ
ェ
ン
マ
イ
駐
車
場
っ
て
聞
こ
え
る
ん
だ
」、「
人
に
よ
っ
て
、
聞
こ

え
方
が
違
う
ら
し
い
よ
。
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、
医
者
に
も
看
護
婦
に
も
、
定

説
が
な
い
ら
し
い
し
…
…
」
と
応
答
す
る
。
こ
の
「
縄
文
人
」
の
発
言
に
も

示
さ
れ
る
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
音
声
は
、「
人
に
よ
っ
て
、
聞
こ
え
方
が
違
」

い
、
正
し
く
何
と
言
っ
て
い
る
か
の
「
定
説
」
が
無
い
。
こ
の
よ
う
に
作
中

に
お
け
る
音
声
は
、
個
人
差
や
聞
き
間
違
い
に
よ
っ
て
正
確
な
内
容
を
聴
取

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
、
音
声
認
識
に
お
け
る
曖
昧
性
が
問
題
化

さ
れ
続
け
て
い
る
。「
人
に
よ
っ
て
、
聞
こ
え
方
が
違
う
」
た
め
、
あ
る
一

つ
の
音
声
は
そ
の
意
味
や
所
在
の
「
定
説
」
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
で

あ
り
、
結
局
は
そ
れ
ぞ
れ
の
聴
取
者
の
理
解
に
任
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。

以
上
の
よ
う
に
、本
作
の
「
ぼ
く
」
は
音
声
の
意
味
付
け
に
失
敗
し
続
け
、

意
味
や
所
在
の
「
定
説
」
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
音

声
は
、
耳
に
し
た
人
に
よ
っ
て
異
な
る
理
解
を
も
た
ら
し
、
反
復
さ
れ
る
な

か
で
少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
く
。
そ
の
意
味
で
、
本
作
に
お
け
る
音
声
と
は

極
め
て
流
動
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
流
動
的
で
意
味
を
確
定
さ
せ

る
こ
と
の
で
き
な
い
音
声
は
、
次
節
に
お
い
て
確
認
す
る
「
ぼ
く
」
の
自
己

認
識
と
通
底
す
る
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。

３

定
ま
ら
な
い
「
ぼ
く
」
の
自
己
認
識

本
作
に
お
け
る
聴
覚
表
現
の
特
徴
と
し
て
、擬
声
語
に
よ
る
表
現
を
避
け
、

直
喩
や
隠
喩
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
「
あ

れ
は
音
楽
だ
ろ
う
か
？

サ
ー
カ
ス
向
き
の
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
の
よ
う
で
も
あ

り
、歌
謡
曲
の
よ
う
で
も
あ
り
、た
だ
の
風
の
よ
う
で
も
あ
り
…
…
」
と
い
っ

た
よ
う
に
直
喩
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
音
を
捉
え
よ
う
と
し
た
り
、「
波

の
う
ね
り
が
し
だ
い
に
幅
を
狭
め
て
き
た
。
船
だ
ろ
う
か
？

櫓
を
漕
ぐ
ひ

そ
か
な
き
し
み
、
船
縁
を
た
た
く
水
の
音
。
ま
る
っ
き
り
ピ
ン
ク
・
フ
ロ
イ

ド
の
『
鬱
』
の
出
だ
し
と
そ
っ
く
り
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
っ
た
よ
う
に
過
去

に
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
音
と
結
び
つ
け
る
形
で
理
解
さ
れ（

１３
）る。
こ
う
し
た
表

現
を
鑑
み
る
上
で
重
要
視
し
た
い
の
は
、
認
識
し
た
音
を
表
現
す
る
際
に
強

い
結
び
つ
き
を
持
つ
記
憶
と
の
関
連
で
あ
る
。
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ベ
ッ
ド
自
身
は
信
じ
が
た
く
頑
丈
だ
が
、
そ
の
ぶ
ん
重
量
が
あ
り
、

車
輪
の
径
が
小
さ
い
の
で
、滑
ら
か
な
動
き
は
期
待
で
き
そ
う
に
な
い
。

し
か
し
実
際
に
動
い
て
み
る
と
、
滑
走
し
て
い
る
感
じ
な
の
だ
。（
中

略
）
最
近
は
工
場
な
ん
か
で
も
、
重
量
運
搬
に
空
気
ク
ッ
シ
ョ
ン
を

使
っ
て
い
る
と
い
う
し
、
こ
の
ベ
ッ
ド
は
病
院
用
と
し
て
は
な
ん
と

い
っ
て
も
世
界
最
高
の
ア
ト
ラ
ス
社
製
で
、
そ
の
精
巧
で
高
度
な
機
能

は
群
を
抜
い
て
い
る
ら
し
い
。
無
段
階
に
屈
折
す
る
電
動
背
凭
れ
、
停

電
し
て
も
十
六
時
間
は
持
つ
充
電
器
、
枕
元
の
パ
ネ
ル
に
は
無
線
式
の

警
報
装
置
、
い
ざ
と
な
れ
ば
自
動
的
に
酸
素
吸
入
器
が
作
動
す
る
と
い

う
至
れ
り
尽
く
せ
り
の
設
備
で
…
…
で
も
妙
だ
な
、
病
院
用
の
機
材
に

つ
い
て
、
ぼ
く
が
そ
ん
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
は
ず
が
な
い
。
す
べ
て

ぼ
く
の
勝
手
な
妄
想
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
…
…
そ
の
ほ
う
が
も
っ
と
悪

い
が
、
自
分
が
実
際
に
は
医
療
器
具
の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
だ
っ
た
こ
と
を

忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
？

引
用
に
お
い
て
「
ぼ
く
」
は
、「
ア
ト
ラ
ス
社
製
の
ベ
ッ
ド
」
に
対
す
る

不
自
然
と
も
思
え
る
知
識
に
つ
い
て
、「
勝
手
な
妄
想
か
」
あ
る
い
は
「
実

際
に
は
医
療
器
具
の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
だ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の

か
」
と
い
っ
た
具
合
に
、
自
己
を
認
識
す
る
上
で
の
記
憶
と
の
整
合
性
を
捉

え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
だ
が
、
本
文
冒
頭
で
「
カ
ン
ガ
ル
ー
・
ノ
ー

ト
」
と
い
う
新
商
品
の
開
発
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
か
ら
《
か
い
わ
れ
大
根
》
が

脛
に
生
じ
た
と
捉
え
て
い
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
「
ぼ
く
」
は
「
医
療
器
具

の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
」
な
ど
で
は
な
く
文
房
具
会
社
の
一
社
員
だ
っ
た
は
ず

だ
。
こ
う
し
た
「
ぼ
く
」
の
自
己
に
ま
つ
わ
る
記
憶
の
不
整
合
は
、
本
文
中

い
た
る
と
こ
ろ
に
散
見
さ
れ
る
。
父
と
の
記
憶
に
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
も

の
と
し
て
、『
大
黒
屋
爆
破
事
件
』
な
る
怪
奇
小
説
の
書
き
出
し
の
一
行
を

思
い
出
す
際
に
も
、「
こ
れ
は
た
し
か
ぼ
く
に
と
っ
て
、
と
く
に
印
象
深
い

怪
奇
小
説
の
書
き
出
し
の
一
行
だ
っ
た
は
ず
だ
」
と
い
う
よ
う
に
、
自
ら
に

と
っ
て
「
特
に
印
象
深
い
」
は
ず
の
文
に
、「
た
し
か
」、「
は
ず
だ
」
と
い
っ

た
推
定
の
表
現
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、「
ぼ
く
」
は
記
憶
と
自

己
認
識
と
の
結
び
付
き
に
対
し
て
確
証
を
得
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
た

だ
し
、
こ
れ
ら
の
記
憶
が
曖
昧
な
の
は
、
単
に
「
ぼ
く
」
の
記
憶
力
が
乏
し

い
か
ら
、
と
片
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
６

風
の
長
歌
」

で
の
、
入
院
患
者
の
一
人
で
あ
る
老
人
の
呻
き
声
に
辟
易
し
た
患
者
た
ち
と

結
託
し
て
、
老
人
の
殺
害
を
企
て
る
場
面
で
は
、「
一
度
聞
い
た
名
前
と
電

話
番
号
は
絶
対
に
忘
れ
な
い
の
が
ぼ
く
の
特
技
だ
」
と
い
っ
て
、《
日
本
安

楽
死
ク
ラ
ブ
設
立
準
備
会
》
な
る
組
織
の
経
営
者
で
も
あ
る
と
い
う
ハ
ン
マ

ー
・
キ
ラ
ー
氏
に
毒
薬
の
注
文
を
行
っ
て
も
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
、「
ぼ
く
」

の
記
憶
が
定
ま
ら
な
い
の
は
、
自
己
を
認
識
す
る
と
き
に
の
み
起
こ
る
問
題

だ
と
言
え
よ
う
。

こ
う
し
た
「
ぼ
く
」
の
自
己
認
識
の
曖
昧
さ
に
つ
い
て
考
察
す
る
上
で
、

「
ぼ
く
」
が
「
オ
タ
ス
ケ
・
マ
ー
チ
」
を
歌
う
小
鬼
達
の
中
に
い
た
「
目
尻

の
下
が
っ
た
、
知
恵
遅
れ
の
娘
」（「
Ｃ
」）
に
つ
い
て
「
記
憶
の
片
隅
に
小

屋
を
た
て
、
以
前
か
ら
ひ
っ
そ
り
住
み
つ
い
て
い
た
「
誰
か
」
の
よ
う
な
気

が
す
る
」
と
の
感
慨
を
抱
い
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。「
記
憶
の
片
隅
」

に
在
り
な
が
ら
「
誰
か
」
特
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
少
女
「
Ｃ
」
に
つ
い

て
、「
ぼ
く
」
は
、
そ
の
「
下
が
り
目
」
と
い
う
身
体
的
特
徴
か
ら
、
泌
尿

器
科
の
病
院
で
出
会
っ
た
ト
ン
ボ
眼
鏡
の
女
（「
Ａ
」）、
周
遊
列
車
で
す
れ

違
っ
た
少
女
（「
Ｂ
」）
と
、
姉
妹
ま
た
は
「
違
っ
た
年
代
に
姿
を
み
せ
た
同

一
人
物
」
で
な
い
か
と
の
類
推
を
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、「
Ａ
」
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自
ら
が
「
私
や
妹
た
ち
の
下
が
り
目
、
母
親
ゆ
ず
り
ら
し
い
の
。
私
た
ち
畠

だ
け
が
一
つ
で
、
ぜ
ん
ぶ
種
が
違
う
ん
だ
っ
て
。
父
親
が
居
つ
い
た
こ
と
な

ん
か
、
一
度
も
な
い
み
た
い
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
異
父
姉
妹
の
存
在
が
示

唆
さ
れ
て
も
い
る
。
こ
う
し
た
「
Ａ
」・「
Ｂ
」・「
Ｃ
」
の
連
続
性
に
つ
い
て
、

「
ぼ
く
」
が
次
の
よ
う
に
感
受
し
て
い
る
点
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。

ト
ン
ボ
眼
鏡
が
皮
肉
っ
ぽ
く
小
首
を
か
し
げ
、
ぼ
く
を
見
上
げ
る
。

角
度
の
せ
い
か
反
射
が
消
え
、
や
っ
と
レ
ン
ズ
の
奥
が
見
え
た
。
案
の

定
、
下
が
り
目
だ
。
い
つ
も
何
か
に
詫
び
続
け
て
い
る
視
線
。
ベ
ッ
ド

の
旅
に
出
て
か
ら
三
人
目
、
ま
ず
地
下
道
で
す
れ
ち
が
っ
た
遊
園
地
め

ぐ
り
の
電
車
の
少
女
、
次
に
賽
の
河
原
の
知
恵
遅
れ
の
小
鬼
、
そ
し
て

最
後
が
自
称
ミ
ス
採
血
の
ト
ン
ボ
眼
鏡
。
こ
の
連
鎖
に
は
エ
コ
ー
の
よ

う
に
心
に
染
み
入
る
も
の
が
あ
る
。
偶
然
だ
ろ
う
か
？

そ
れ
と
も
な

ん
ら
か
の
繋
が
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
エ
コ
ー
の
よ
う
に
心
に
染
み
入
」
っ
て
く
る
「
下
が
り
目
」
の
女
た

ち
。
こ
の
直
喩
表
現
に
お
い
て
、
彼
女
た
ち
の
連
続
性
が
「
エ
コ
ー
」
と
い

う
聴
覚
表
現
に
よ
っ
て
感
受
さ
れ
て
い
る
点
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
三
者

は
一
つ
の
音
の
発
信
源
か
ら
発
せ
ら
れ
た
「
エ
コ
ー
」
と
し
て
、「
ぼ
く
」

に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
「
エ
コ
ー
」
の
発
信
源
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、「
Ａ
」
が
自
ら

の
出
自
を
「
落
ち
目
の
オ
ケ
イ
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
「
悲
し
い
人
」

の
系
譜
に
位
置
付
け
て
い
た
よ
う
に
、
彼
女
た
ち
の
母
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ

る
。
対
し
て
「
ぼ
く
」
の
母
は
、「
眼
裂
そ
の
も
の
の
痕
跡
も
な
い
」「
不
気

味
」
な
老
女
で
あ
り
、
本
当
に
自
分
の
母
親
で
あ
る
か
を
疑
わ
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
よ
う
な
姿
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
対
比
で
見
る
と
、「
ぼ
く
」
は
、

目
の
類
似
性
に
よ
っ
て
そ
の
系
譜
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
し
か
も
、
母
と
い
う
「
ひ
と
つ
の
畠
」
か
ら
生
ま
れ
た
女
た
ち

に
対
し
、「
ぼ
く
」
の
身
体
に
は
文
字
通
り
「
畠
」
を
持
た
な
い
《
か
い
わ

れ
大
根
》
が
自
生
し
て
い
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
、「
１

か
い
わ
れ
大
根
」
の
章
に
お
い
て
「
ぼ
く
」
が
、

麻
酔
注
射
を
受
け
た
と
き
に
想
起
す
る
、《
か
い
わ
れ
大
根
》
を
め
ぐ
る
記

述
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

「
だ
い
た
い
、
こ
れ
が
本
物
の
《
か
い
わ
れ
大
根
》
か
ど
う
か
を
問
題

に
す
る
前
に
、
そ
も
そ
も
《
か
い
わ
れ
大
根
》
と
は
何
か
、
そ
の
疑
問

点
か
ら
解
明
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
が
調
査
し
た
と
こ
ろ

で
は
、
た
し
か
に
《
か
い
わ
れ
大
根
》
は
存
在
す
る
の
で
す
。
し
か
し

こ
れ
は
、
静
岡
県
に
あ
る
某
社
が
製
法
特
許
を
に
ぎ
っ
て
い
て
、
一
種

の
企
業
秘
密
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
正
体
は
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
い
。

会
社
で
は
二
十
日
大
根
の
一
種
で
、
日
本
の
大
根
栽
培
業
者
に
迷
惑
を

か
け
な
い
た
め
に
ア
メ
リ
カ
の
オ
レ
ゴ
ン
州
か
ら
種
子
を
輸
入
し
て
い

る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
で
も
、
困
っ
た
こ
と
に
、
試
験
場
で
試
験
し

た
か
ぎ
り
で
は
、
い
く
ら
手
間
暇
か
け
て
も
大
根
に
は
な
っ
て
く
れ
な

い
ん
だ
。
土
に
移
植
し
た
と
た
ん
、
へ
な
へ
な
と
腐
っ
て
し
ま
う
。
あ

れ
は
い
っ
た
い
、
何
な
ん
だ
ろ
う
ね
？
」

「
あ
ん
が
い
植
物
の
有
袋
類
み
た
い
な
も
の
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
？
」

た
し
か
に
存
在
し
な
が
ら
も
、「
正
体
は
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
」、「
植

物
の
有
袋
類
み
た
い
な
も
の
」。
こ
こ
に
こ
そ
、「
ぼ
く
」
に
つ
い
て
の
理
解
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を
深
め
る
一
つ
の
視
座
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
ぼ
く
」
と
は
、
確
か
に
そ
こ

に
存
在
し
な
が
ら
も
、「
有
袋
類
み
た
い
な
も
の
」
と
し
か
位
置
づ
け
る
こ

と
は
で
き
ず
、
記
憶
の
整
合
性
を
保
つ
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
に
そ
の
都
度

ず
れ
を
伴
っ
て
変
異
し
て
い
く
存
在
だ
と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
一
度

「
土
に
移
植
し
た
と
た
ん
、
へ
な
へ
な
と
腐
っ
て
し
ま
う
」
よ
う
に
、「
畠
」

の
上
で
は
育
た
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
親
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
、

突
然
変
異
的
に
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き（

１４
）る。

以
上
の
よ
う
に
、
音
声
認
識
に
お
け
る
曖
昧
さ
と
類
似
し
て
、「
ぼ
く
」

と
い
う
存
在
の
希
薄
さ
が
、
本
作
の
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
さ
を
印
象
づ
け
て
い

る
。
音
の
よ
う
に
、
固
定
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
ぼ
く
」。
こ
の
点
に

つ
い
て
更
に
考
察
を
進
め
る
上
で
、「
７

人
さ
ら
い
」
の
章
の
冒
頭
に
お

け
る
「
ぼ
く
」
の
態
度
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。「
む
か
し
人
さ
ら
い
は
／

子
供
た
ち
を
探
し
た
が
／
い
ま
は
子
供
た
ち
が
／
人
さ
ら
い
を
探
し
て
い

る
」
と
い
う
書
き
出
し
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
直
後
に
「
ぼ
く
」
は
「
濃
縮
さ

れ
た
情
報
の
シ
チ
ュ
ー
」
か
ら
、
自
ら
の
「
聴
覚
神
経
を
精
密
分
析
器
に
し

て
音
の
分
離
を
こ
こ
ろ
み
」
る
こ
と
で
、「
ぼ
く
を
誘
っ
て
い
る
音
」、「
呼

ん
で
い
る
声
」
を
聴
き
取
る
。
こ
こ
で
の
音
の
認
識
は
、「
濃
縮
さ
れ
た
情

報
の
シ
チ
ュ
ー
」
と
い
う
混
沌
と
し
た
音
の
中
か
ら
、「
情
報
」
を
「
分
離
」

さ
せ
て
取
捨
選
択
し
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
を
受
け
取
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
ぼ
く
」
は
、「
ぼ
く
を
誘
っ
て
い
る
音
」、「
呼

ん
で
い
る
声
」
の
主
を
「
遊
園
地
の
周
遊
電
車
」
に
乗
っ
て
い
た
「
Ｂ
」
に

よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
こ
の
「
ぼ
く
」
の
類
推
通
り
に
理
解

す
る
な
ら
ば
、「
Ｂ
」
に
と
っ
て
の
「
人
さ
ら
い
」
と
は
ま
さ
し
く
「
ぼ
く
」

の
こ
と
で
あ
っ
て
、
彼
女
に
「
自
分
が
だ
れ
か
」
を
知
ら
せ
る
存
在
だ
と
言

え
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
至
っ
て
「
ぼ
く
」
は
、
自
ら
を
「
人
さ
ら
い
」
だ

と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
は
ず
な
の
だ
。

し
か
し
、「
ぼ
く
」
は
「
Ｂ
」
に
「
人
さ
ら
い
っ
て
小
父
さ
ん
の
こ
と
じ
ゃ

な
い
の
？
」
と
尋
ね
ら
れ
て
も
、「
ま
さ
か
…
…
」
と
し
か
回
答
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
続
け
て
「
Ｂ
」
に
、「
人
さ
ら
い
」
が
「
私
が
誰
か
、
教
え

て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
も
、「
ぼ
く
」
は
「
ぼ
く

だ
っ
て
、
自
分
が
だ
れ
か
教
え
て
ほ
し
い
ね
」
と
答
え
て
し
ま
う
。
こ
の
よ

う
に
、「
ぼ
く
」
は
自
ら
を
「
人
さ
ら
い
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
み
な
ら
ず
、「
自
分
が
だ
れ
か
」
分
か
ら
な
い
と
い
う
煩
悶
の
中
に
い

る
。

４
〈
残
響
〉
と
し
て
の
「
ぼ
く
」

意
味
が
確
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
浮
遊
す
る
音
。
こ
れ
と
類
似
し
て
、「
ぼ

く
」
も
ま
た
、
確
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
揺
れ
て
い
る
。

「
音
楽
も
聞
こ
え
て
る
…
…
」

Ｂ
は
じ
っ
と
ぼ
く
を
見
詰
め
つ
づ
け
る
。
垂
れ
眼
を
薄
く
細
め
て
、

じ
っ
と
ぼ
く
の
瞳
孔
を
の
ぞ
き
つ
づ
け
る
。
ぼ
く
に
催
眠
術
を
か
け
よ

う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
ぼ
く
の
せ
い
で
催
眠
術
に
か
か
っ
て

し
ま
っ
た
の
か
。（
中
略
）

「
音
楽
っ
て
、
ど
ん
な
…
…
？
」

「
知
っ
て
い
る
は
ず
よ
」

憧
れ
を
こ
め
た
視
線
。
ど
う
し
よ
う
。
誤
解
に
ま
か
せ
、
人
さ
ら
い

の
演
技
を
続
け
る
べ
き
だ
ろ
う
か
？

誤
解
で
こ
の
娘
が
満
た
さ
れ
る

の
な
ら
、
ぼ
く
は
い
っ
こ
う
に
構
わ
な
い
。
た
だ
ま
ず
い
の
は
、
演
技
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を
続
け
ら
れ
る
ほ
ど
、
人
さ
ら
い
に
つ
い
て
知
識
が
な
い
こ
と
だ
。

「
空
耳
じ
ゃ
な
い
の
？
」

「
な
ん
だ
っ
け
？

ピ
ン
ク
・
フ
ロ
イ
ド
の
…
…
む
か
し
、
サ
ー
カ
ス

の
と
き
よ
く
聞
い
た
、『
エ
コ
ー
ズ
』
…
…
じ
ゃ
な
か
っ
た
っ
け
…
…
」

妙
な
符
号
だ
。
サ
ー
カ
ス
は
知
ら
な
い
が
、『
エ
コ
ー
ズ
』
な
ら
ぼ

く
の
大
好
き
な
曲
で
あ
る
。
夜
、
神
経
が
逆
毛
に
立
っ
て
、
眠
た
い
の

に
寝
ら
れ
な
い
よ
う
な
と
き
、
こ
の
曲
は
結
構
有
効
な
の
だ
。
狂
気
の

静
寂
っ
て
や
つ
か
な
。

「
人
さ
ら
い
」
と
し
て
の
「
演
技
」
す
ら
で
き
な
い
「
ぼ
く
」。
と
り
わ

け
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
自
ら
を
「
人
さ
ら
い
」
と
位
置

付
け
で
き
な
い
「
ぼ
く
」
の
耳
に
、
ピ
ン
ク
・
フ
ロ
イ
ド
の
「
エ
コ
ー
ズ
」

が
聞�

こ�

え�

な�

い�

と
い
う
一
事
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
で
あ
る
ピ
ン
ク
・
フ
ロ
イ
ド
に
対
し
て
安
部

は
絶
大
な
評
価
を
与
え
て
お（

１５
）り、
そ
の
影
響
に
つ
い
て
は
度
々
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
山
之
口
洋
は
、
一
九
八
七
年
九
月
に
発
売
さ
れ
た
「A

M
om
entary

Lapse
O
f
Reason

（
邦
題
「
鬱
」）」
に
収
録
さ
れ
た

「Signs
O
f
Life

（「
生
命
の
動（

１６
）向」）」
が
本
文
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
Ｃ
Ｄ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
手
が
け
た
ス
ト
ー
ム
・
ソ
ー
ガ
ソ
ン
と
の

影
響
関
係
を
読
み
取
り
、「
ピ
ン
ク
・
フ
ロ
イ
ド
の
音
楽
か
ら
ソ
ー
ガ
ソ
ン

の
影
像
へ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
安
部
公
房
の
文
学
へ
」
と
い
っ
た
連
続
性
を
指

摘
し
て
い（

１７
）る。
こ
う
し
た
指
摘
は
、
安
部
と
ピ
ン
ク
・
フ
ロ
イ
ド
と
の
影
響

関
係
を
読
む
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
お
り
、『
カ
ン
ガ
ル
ー
・
ノ
ー
ト
』

本
文
の
内
容
と
の
関
わ
り
か
ら
論
じ
ら
れ
た
も
の
は
乏
し
い
。そ
の
な
か
で
、

ホ
ッ
タ
タ
カ
シ
は
自
身
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
て
、
安
部
と
ピ
ン
ク
・
フ
ロ

イ
ド
と
ス
タ
ン
リ
ー
・
キ
ュ
ー
ブ
リ
ッ
ク
と
の
結
び
つ
き
を
指
摘
す
る
上
で

本
作
を
俎
上
に
挙
げ（

１８
）る。
そ
こ
で
ホ
ッ
タ
は
、
結
末
部
に
お
け
る
「
お
び
え

な
が
ら
の
ぞ
き
穴
を
う
か
が
う
自
分
の
後
ろ
姿
」
を
見
る
「
ぼ
く
」
の
姿
か

ら
、「
無
限
に
続
く
「
入
れ
子
構
造
」
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
看
取
し
、「
こ
れ
が

ま
さ
に
「
エ
コ
ー
ズ
」
そ
の
も
の
な
の
だ
」
と
指
摘
す
る
。
こ
こ
で
の
ホ
ッ

タ
の
指
摘
は
、本
作
と
「
エ
コ
ー
ズ
」
の
構
造
的
類
似
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、

「
エ
コ
ー
ズ
」
を
聞
く
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
「
ぼ
く
」
の
姿
を
安
部
の
創

作
意
図
と
結
び
つ
け
て
、「「
エ
コ
ー
ズ
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
り
つ
つ
も
、
最

後
に
聞
か
せ
る
の
は
自
ら
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
肉
声
だ
」
と
ま
と
め
て
お
り
、

結
局
安
部
の
ピ
ン
ク
・
フ
ロ
イ
ド
受
容
へ
と
収
斂
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
本

節
で
は
、
ピ
ン
ク
・
フ
ロ
イ
ド
の
「
エ
コ
ー
ズ
」
の
歌
詞
の
内
容
と
、
本
作

に
お
け
る
「
ぼ
く
」
の
認
識
と
の
関
連
か
ら
「
ぼ
く
」
の
主
体
の
有
り
様
を

分
析
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

「
エ
コ
ー
ズ
」
は
、
一
九
七
一
年
一
一
月
に
発
売
さ
れ
た
ア
ル
バ
ム

「M
ED
D
LE

（
邦
題
・
お
せ
っ
か
い
）」
の
最
後
を
締
め
く
く
る
楽
曲
で
、

同
バ
ン
ド
の
代
表
曲
の
一
つ
で
も
あ（

１９
）る。
そ
の
歌
い
出
し
は
、「O

verhead
the
albatross

hangs
m
otionless

upon
the
air

（
頭
上
に
は
空
中
で

じ
っ
と
動
か
ず
／
止
ま
っ
て
い
る
ア
ホ
ウ
ド
リ
）」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
時

間
の
停
止
し
た
空
間
を
提
出
す
る
。
た
だ
し
、「T

he
echo

of
a
distant

tim
e

／Com
es
w
illow

ing
across

the
sand

（
は
る
か
な
時
の
木
霊
が

／
砂
に
そ
よ
い
で
届
い
て
く
る
）」
と
い
っ
た
よ
う
に
、「
は
る
か
な
時
の
木

霊
」
が
砂
に
紛
れ
て
運
ば
れ
て
く
る
と
い
っ
た
音
の
連
続
性
は
保
た
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、「
エ
コ
ー
ズ
」
冒
頭
に
お
け
る
歌
詞
の
世
界
で
は
、
視

覚
的
時
間
と
聴
覚
的
時
間
と
の
ね
じ
れ
が
生
じ
て
い
る
。
そ
う
し
た
時
空
間

に
あ
っ
て
、「A

nd
no-one

show
ed
us
to
the
land

／A
nd
no-one
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know
s
the

w
heres

or
w
hys

（
誰
も
陸
へ
の
方
向
を
教
え
て
く
れ
な

か
っ
た
／
誰
に
も
現
状
が
把
握
で
き
な
か
っ
た
）」
と
い
う
他
者
と
の
断
絶
、

混
迷
す
る
「
現
状
」
認
識
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、「som

ething
stirsand

som
ething

tries

／N
ow
startsto

clim
b
tow
ards

the
light

（
何
か
が
動
き
何
か
が
も
が
い
て
／
光
に
向

か
っ
て
進
み
始
め
る
）」
と
、
情
景
は
転
じ
、「Strangers

passing
in
the

street

／By
chance

tw
o
separate

glances
m
eet

（
街
を
通
り
過
ぎ
る

見
知
ら
ぬ
者
同
士
の
／
目
と
目
が
偶
然
に
合
う
）」
と
い
っ
た
具
合
に
他
者

と
の
視
線
を
介
し
た
認
識
が
生
ま
れ
て
く
る
。
す
る
と
、「I

am
you

and
w
hatIsee

is
m
e

（
ぼ
く
は
き
み
で
あ
り
ぼ
く
の
目
に
映
る
の
は
自
分
）」

と
い
っ
た
よ
う
に
、
視
線
を
介
し
た
他
者
の
自
己
化
、
自
己
の
他
者
化
が
お

こ
な
わ
れ
、自
他
が
溶
解
す
る
。し
た
が
っ
て
、こ
の
後
に
「A

nd
do
Itake

you
by
the
hand

／A
nd
lead

you
through

the
land

／A
nd
help

m
e
understand

the
best

I
can

（
な
ら
ば
ぼ
く
が
君
の
手
を
と
り
／
こ

の
地
を
案
内
し
て
あ
げ
れ
ば
／
ぼ
く
の
最
良
の
手
助
け
と
な
っ
て
く
れ
る
の

か
）」
と
歌
わ
れ
る
よ
う
に
、
自
己
内
他
者
と
し
て
の
「
君
」
と
の
協
同
関

係
に
よ
っ
て
「
こ
の
地
」
を
「
案
内
」
す
る
こ
と
が
、
翻
っ
て
「
ぼ
く
」
に

と
っ
て
の
「
最
良
の
手
助
け
」
と
な
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
関
係
の
中
に
あ
っ
て
、「A

nd
no-one

calls
us
to

m
ove
on

／A
nd
no-one

forces
dow
n
our
eyes

／N
o-one

speaks
and
no-one

tries

／N
o-one

flies
around

the
sun

（
誰
も
進
め
と
声

を
か
け
て
く
れ
な
い
／
誰
も
引
き
止
め
よ
う
と
し
な
い
／
誰
も
口
を
き
こ
う

と
も
し
な
い
／
誰
も
危
険
を
お
か
さ
な
い
）」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
同
曲
に

お
け
る
「
ぼ
く
」
の
耳
に
は
他
者
か
ら
の
声
が
届
い
て
こ
な
い
。そ
の
た
め
、

「So
Ithrow

the
w
indow

s
w
ide

／A
nd
callto

you
across

the
sky

（
ぼ
く
は
だ
か
ら
大
き
く
窓
を
開
け
て
／
空
の
彼
方
の
君
に
呼
び
か
け
る
）」

と
い
っ
た
よ
う
に
、
自
己
内
他
者
で
あ
り
な
が
ら
、
遠
く
「
空
の
彼
方
」
に

い
る
「
君
」
へ
と
「
呼
び
か
け
る
」
こ
と
で
、
他
者
と
し
て
の
自
己
の
声
を

聞
き
取
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
、「
エ
コ
ー
ズ
」
に
お
け
る
「
ぼ
く
」
は
、

自
己
と
同
一
化
し
た
は
ず
の
「
君
」
の
声
を
直
接
的
に
聴
取
す
る
こ
と
は
叶

わ
ず
、そ
の
耳
に
届
く
の
は
自
ら
「
呼
び
か
け
」
た
と
こ
ろ
の
「T

he
echo

ofa
distanttim

e

（
は
る
か
な
時
の
木
霊
）」
で
し
か
な
い
。そ
の
意
味
で
、

「
エ
コ
ー
ズ
」
の
「
ぼ
く
」
は
、
自
己
の
「
呼
び
か
け
」
を
も
「echo

」

と
し
か
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
時
空
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
も
で
き

て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
ピ
ン
ク
・
フ
ロ
イ
ド
の
「
エ
コ
ー
ズ
」
の
歌
詞
に
お
け
る
認

識
は
、
結
末
部
に
お
け
る
「
ぼ
く
」
の
認
識
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
重
要
な

視
座
を
も
た
ら
す
。先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、「
音
楽
も
聞
こ
え
て
く
る
…
…
」

と
呟
く
少
女
Ｂ
に
対
し
て
「
音
楽
っ
て
、
ど
ん
な
…
…
？
」
と
質
問
す
る

「
ぼ
く
」
の
耳
に
「
エ
コ
ー
ズ
」
は
届
い
て
い
な
い
。
自
己
内
他
者
へ
と

「
呼
び
か
け
」
な
が
ら
も
自
ら
の
「
エ
コ
ー
」
を
聴
取
し
て
し
ま
う
と
い
う

歌
が
聞
こ
え
な
い
「
ぼ
く
」。
本
作
に
お
け
る
「
ぼ
く
」
は
、
自
ら
の
声
の

「
エ
コ
ー
」
を
耳
に
す
る
と
い
っ
た
認
識
の
在
り
様
を
す
ら
知
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
こ
れ
を
比
喩
的
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、「
ぼ
く
」
は
、
自
己
の
「
呼

び
か
け
」
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
自
己
を

自
己
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、「
ぼ
く
」
を
「
有
袋
類
」
と
し
て
捉
え

る
見
方
は
十
分
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
本
作
に
お
け
る
「
ぼ
く
」
と
は
、

「
鏡
に
映
し
た
み
た
い
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
進
化
の
枝
を
持
」
つ
「
有
袋

類
」
で
は
な
く
、「
真
獣
類
」
た
る
自
己
を
持
た
な
い
出
所
不
明
の
「
有
袋
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類
み�

た�

い�

な�

も�

の�

（
傍
点
引
用
者
）」
で
し
か
な
い
。「
真
獣
類
」
に
あ
た
る

自
己
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
自
ら
「
呼
び
か
け
」
る
主
体
で
あ
る

こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
前
節
で
も
見
た
よ
う
に
、
発
信
源

を
確
定
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
音
と
近
似
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く

そ
の
意
味
で
、「
ぼ
く
」
の
在
り
様
と
は
音
の
出
ど
こ
ろ
の
分
か
ら
な
い
「
エ

コ
ー
」
の
、〈
残
響
〉
と
で
も
い
う
べ
き
音
な
の
だ
。
ど
こ
か
ら
と
も
な
く

聞
こ
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
自
ら
響
き
渡
ら
せ

る
こ
と
も
な
い
「
エ
コ
ー
」
の
〈
残
響
〉
と
し
て
の
「
ぼ
く
」。
こ
の
よ
う

に
、
ピ
ン
ク
・
フ
ロ
イ
ド
の
「
エ
コ
ー
ズ
」
の
読
解
を
通
し
て
浮
き
彫
り
に

な
る
本
作
の
「
ぼ
く
」
と
は
、
移
ろ
い
ゆ
く
〈
残
響
〉
の
よ
う
な
主
体
で
あ

る
。

結
語

本
作
の
結
末
部
で
「
ぼ
く
」
は
、
少
女
「
Ｂ
」
の
歌
を
聴
き
つ
つ
、
小
鬼

た
ち
の
手
に
よ
っ
て
「
硬
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
み
の
粘
り
と
堅
さ
」
を
持
っ

た
「
箱
」
へ
と
閉
じ
込
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
覗
き
穴
か
ら
、
自
ら
の

姿
を
覗
く
自
己
の
脅
え
た
「
後
ろ
姿
」
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。
こ
こ
で

「
ぼ
く
」
が
見
る
自
ら
の
姿
は
「
後
ろ
姿
」
で
し
か
な
く
、
こ
の
自
己
認
識

は
先
に
立
つ
自
己
を
追
随
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
「
ぼ
く
」

を
見
る
「
ぼ
く
」
の
背
後
に
は
ま
た
そ
れ
を
見
る
「
ぼ
く
」
の
存
在
が
示
唆

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
連
鎖
に
は
終
わ
り
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
ぼ
く
」
の

始
発
点
と
し
て
の
正
体
を
探
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
も
ま
た
到
達
不

可
能
な
も
の
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
始
点
も
終
点
も
分
か
ら
な
い
「
ぼ
く
」

の
連
鎖
。
し
た
が
っ
て
「
ぼ
く
」
が
「
恐
か
っ
た
」
と
漏
ら
す
そ
の
恐
怖
と

は
、「
ひ
ど
く
脅
え
て
い
る
よ
う
」
な
「
ぼ
く
」
の
姿
を
追
認
す
る
こ
と
へ

の
「
脅
え
」
な
の
で
あ
り
、
こ
の
連
鎖
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
こ

と
に
対
す
る
恐
怖
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
の
「
脅
え
」
も
ま
た
、
何
に

「
脅
え
」
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
恐
怖
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
不
確
か

な
も
の
だ
。
何
に
「
脅
え
」
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
る

「
脅
え
」、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
恐
怖
。
こ
れ
こ

そ
本
作
の
結
末
部
に
お
け
る
「
ぼ
く
」
の
恐
怖
の
内
実
で
あ
る
と
言
え
る
。

本
文
の
末
尾
に
挿
入
さ
れ
る
「
新
聞
記
事
の
抜
粋
」
も
ま
た
、「
死
因
」

も
「
身
元
」
も
分
か
ら
ぬ
変
死
体
の
存
在
を
告
げ
る
だ
け
だ
。「
脛
に
カ
ミ

ソ
リ
を
当
て
た
ら
し
い
傷
跡
が
多
数
見
ら
れ
一
見
た
め
ら
い
傷
を
疑
わ
せ
た

が
、
死
因
と
は
認
め
が
た
い
」、「
事
故
と
事
件
の
両
面
か
ら
調
査
を
す
す
め
、

身
元
の
確
認
を
急
い
で
い
る
」
と
い
う
「
新
聞
記
事
の
抜
粋
」
は
、
一
つ
の

死
体
の
存
在
を
示
す
だ
け
で
、そ
れ
以
外
の
何
物
を
も
明
ら
か
に
は
し
な
い
。

「
ぼ
く
」
の
言
説
に
よ
っ
て
紡
が
れ
た
そ
れ
ま
で
の
記
述
と
は
異
な
る
位
相

の
記
述
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
新
聞
記
事
」
に
お
い
て
も
ま
だ
、「
ぼ
く
」
へ

と
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
本
作
の
「
ぼ
く
」
と
い
う
主
体
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
と
、

そ
れ
は
常
に
暫
定
的
で
、
固
定
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
理
解
さ
れ

る
。
音
声
が
連
続
性
の
中
で
の
み
現
れ
て
く
る
よ
う
に
、〈
残
響
〉
と
し
て

の
「
ぼ
く
」
も
ま
た
、
鳴
り
響
き
続
け
る
こ
と
で
の
み
出
現
し
得
る
。
し
た

が
っ
て
、「
ぼ
く
」
と
は
何
か
を
表
象
す
る
こ
と
は
、
連
続
性
の
な
か
で
移

ろ
い
変
化
し
て
い
く
軌
跡
と
し
て
の
み
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

晩
年
の
安
部
の
小
説
は
「
自
ら
を
密
室
の
な
か
へ
と
幽
閉
し
て
い
く
志
向

を
も
つ
よ
う
に
な（

２０
）る」
な
ど
と
た
び
た
び
評
さ
れ
る
が
、
附
言
す
る
な
ら
ば

そ
れ
は
自
己
を
固
定
化
さ
せ
て
い
く
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
自
ら
を
「
密
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室
」
へ
と
内
閉
し
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
自
己
は
掴
み
ど
こ
ろ
な
く
雲
散
霧

消
し
て
い
く
の
だ
。
安
部
が
そ
の
生
涯
最
後
に
遺
し
た
小
説
に
て
描
出
し
た

「
ぼ
く
」
と
は
、〈
残
響
〉
の
よ
う
に
鳴
り
響
き
な
が
ら
、
次
第
に
消
え
て

い
く
主
体
の
在
り
様
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
こ
そ
、
生
涯
を
通
し

て
自
己
存
在
を
問
い
続
け
た
作
家
の
、
一
つ
の
到
達
点
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。

注

（
１
）
初
出
は
『
新
潮
』（
新
潮
社
）
の
一
九
九
一
年
一
月
〜
七
月
号
。
一
九

九
一
年
一
一
月
二
五
日
に
新
潮
社
よ
り
単
行
本
化
さ
れ
た
。
初
出
で
は
連

作
短
編
と
し
て
発
表
さ
れ
て
お
り
、
一
回
の
短
編
が
単
行
本
で
の
各
章
に

対
応
し
て
い
る
。
本
文
の
引
用
は
『
安
部
公
房
全
集

第
二
九
巻
』（
新

潮
社
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
一
〇
日
）
に
よ
っ
て
い
る
。

（
２
）
石
崎
等
「『
カ
ン
ガ
ル
ー
・
ノ
ー
ト
』
ノ
ー
ト
」（『
國
文
學
―
―
解
釈

と
教
材
の
研
究
―
―
』、
學
燈
社
、
一
九
九
七
年
八
月
号
）

（
３
）
丹
生
谷
貴
志
「
地
獄
の
デ
ィ
ズ
ニ
ー
・
ラ
ン
ド
―
―
安
部
公
房
『
カ
ン

ガ
ル
ー
・
ノ
ー
ト
』」（『
新
潮
』、
新
潮
社
、
一
九
九
二
年
二
月
）

（
４
）
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
「『
カ
ン
ガ
ル
ー
・
ノ
ー
ト
』
再
読
」（『
新
潮
』、

新
潮
社
、
一
九
九
四
年
一
月
号
）

（
５
）
中
野
和
典
「
劣
性
の
思
想
―
―
安
部
公
房
『
カ
ン
ガ
ル
ー
・
ノ
ー
ト
』

論
」（『
九
大
日
文
』、
九
州
大
学
日
本
語
文
学
会
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）

（
６
）
蒋
�
「
安
部
公
房
『
カ
ン
ガ
ル
ー
・
ノ
ー
ト
』
論
―
―
身
体
を
視
座
と

し
て
―
―
」（『
国
文
』、
お
茶
の
水
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
、
二
〇
一

二
年
七
月
）

（
７
）
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
Ｊ
・
オ
ン
グ
著
、
桜
井
直
文
・
林
正
寛
・
糟
谷
啓
介
訳

『
声
の
文
化
と
文
字
の
文
化
』（
藤
原
書
店
、
一
九
九
一
年
一
〇
月
）

（
８
）
安
部
は
一
九
七
八
年
一
〇
月
一
八
日
に
早
稲
田
大
学
小
野
講
堂
に
て
行

わ
れ
た
講
演
の
中
で
角
田
の
『
日
本
人
の
脳
―
―
脳
の
働
き
と
東
西
の
文

化
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
七
八
年
二
月
）
に
つ
い
て
紹
介
を
し
て
い
る

（「
言
葉
と
肉
体
の
あ
い
だ
」、『
安
部
公
房
全
集

第
二
六
巻
』、
新
潮
社
、

一
九
九
九
年
一
二
月
）。
安
部
は
た
び
た
び
角
田
の
著
作
に
つ
い
て
言
及

し
て
お
り
、
一
九
八
九
年
八
月
五
日
に
は
「
角
田
理
論
追
試
の
た
め
の
研

究
会
」
と
称
し
て
、
安
部
と
角
田
、
江
戸
文
化
研
究
者
で
あ
る
田
中
優
子

（
当
時
、
法
政
大
学
助
教
授
）
を
招
い
た
研
究
会
を
行
っ
て
い
る
（『
安

部
公
房
全
集

第
二
八
巻
』、
新
潮
社
、
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
）。

（
９
）
角
田
忠
信
『
日
本
人
の
脳
―
―
脳
の
働
き
と
東
西
の
文
化
』
同
前

（
１０
）
「
言
葉
と
肉
体
の
あ
い
だ
」
同
前

（
１１
）
「
ネ
チ
ネ
チ
、
ク
チ
ャ
ク
チ
ャ
、
ベ
タ
ベ
タ
」（『
芸
術
新
潮
』、
新
潮
社
、

一
九
九
一
年
八
月
）

（
１２
）
他
で
も
「
ア
ラ
ベ
ン
タ

ハ
ナ
ゴ
ン
タ

ア
ナ
ゲ
ン
タ
」（「
２

緑
面

の
詩
人
」）、「
ハ
ナ
コ
ン
ダ

ア
ラ
ゴ
ン
ダ

ア
ナ
ゲ
ン
タ
／
唐
芥
子
ノ

油
ヲ
塗
ッ
テ

バ
ナ
ナ
ノ
皮
デ
ク
ル
ミ
マ
ス
」（「
３

火
炎
地
獄
」）、「
ア

ナ
ベ
ン
ダ

ア
ナ
ゴ
ン
ダ

ア
ナ
ゲ
ン
タ
」（「
３

火
炎
地
獄
」）、「
ハ

ナ
コ
ン
ダ

ア
ラ
ゴ
ン
ダ

ア
ナ
ゲ
ン
タ
／
唐
芥
子
ノ
油
ヲ
塗
ッ
テ

バ

ナ
ナ
ノ
皮
デ
ク
ル
ミ
マ
ス
」（「
５

新
交
通
体
系
の
提
唱
」）
と
い
っ
た

よ
う
に
、
同
じ
よ
う
な
文
言
で
あ
る
よ
う
で
、
少
し
ず
つ
そ
の
言
葉
は
異

な
っ
て
い
る
。

（
１３
）
徐
洪
は
「『
燃
え
つ
き
た
地
図
』
に
お
け
る
聴
覚
表
現
」（「
広
島
大
学

大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要

第
二
部

文
化
教
育
開
発
関
連
領
域
」、

広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）
の
中
で
、『
燃

え
つ
き
た
地
図
』
で
の
聴
覚
表
現
の
特
徴
と
し
て
「
比
喩
に
よ
る
聴
覚
的

表
現
」
が
「
否
定
的
な
音
」
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
比
喩
は
「
決
し
て
肯
定
で
き
ず
、
理
解
も
で
き
な
い

「
失
踪
」
と
い
う
状
況
を
よ
り
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
」
と
い
う
。『
燃

え
つ
き
た
地
図
』
に
お
け
る
聴
覚
描
写
が
「
否
定
的
」
か
否
か
を
論
証
す
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る
こ
と
は
稿
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
擬
声
語
を
用
い
る

こ
と
な
く
比
喩
に
よ
っ
て
聴
覚
表
現
を
行
う
と
い
っ
た
点
に
、
安
部
の
文

体
の
特
徴
の
一
つ
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
る
。

（
１４
）
『
カ
ン
ガ
ル
ー
・
ノ
ー
ト
』
執
筆
後
の
談
話
記
事
「
わ
れ
な
が
ら
変
な

小
説
」（『
波
』、
新
潮
社
、
一
九
九
一
年
一
二
月
号
）
に
お
い
て
、
安
部

は
ク
レ
オ
ー
ル
言
語
か
ら
着
想
を
得
た
「
親
な
し
文
化
」
を
テ
ー
マ
と
す

る
「
ア
メ
リ
カ
論
」
の
執
筆
を
画
策
し
て
い
る
と
発
言
し
て
い
る
。
こ
れ

は
結
局
日
の
目
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、「
コ
カ
・
コ
ー
ラ
や

ジ
ー
ン
ズ
な
ど
で
代
表
さ
れ
る
、
反
伝
統
の
生
命
力
と
魅
力
」
に
つ
い
て

考
察
す
る
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
。

（
１５
）
た
と
え
ば
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
の
中
で
安
部
は
、「
僕
は
ね
、
ビ
ー
ト

ル
ズ
よ
り
も
ピ
ン
ク
フ
ロ
イ
ド
の
ほ
う
が
、
時
代
と
い
う
も
の
の
、
過
酷

さ
と
も
ろ
さ
を
非
常
に
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
出
し
て
る
と
思
う
。
そ
り
ゃ
、

ロ
ッ
ク
の
な
か
で
は
、
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
だ
っ
て
い
う
レ
ッ
テ
ル
貼
ら
れ

た
だ
け
で
終
わ
っ
て
る
け
ど
ね
、
音
楽
的
才
能
と
し
て
は
ピ
ン
ク
フ
ロ
イ

ド
、
抜
群
だ
よ
。『
エ
コ
ー
ズ
』
と
か
ね
、
あ
あ
い
う
曲
は
、
お
そ
ら
く

将
来
ね
、
不
朽
の
名
作
と
し
て
評
価
さ
れ
る
と
き
が
来
る
と
思
う
」（「
人

物
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
・
デ
ー
タ

安
部
公
房
」、『
週
刊
宝
石
』、
光
文
社
、

一
九
八
五
年
一
月
四
日
号
）
と
い
っ
た
発
言
を
し
て
い
る
。

（
１６
）
一
九
八
五
年
六
月
に
、バ
ン
ド
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
ロ
ジ
ャ
ー
・
ウ
ォ

ー
タ
ー
ズ
が
脱
退
し
た
後
、
新
成
ピ
ン
ク
・
フ
ロ
イ
ド
の
作
品
と
し
て
発

表
さ
れ
た
ア
ル
バ
ム
の
第
一
曲
目
。
船
を
漕
ぐ
音
と
波
が
船
を
打
つ
音
か

ら
始
ま
る
イ
ン
ス
ト
ル
メ
ン
タ
ル
の
楽
曲
。

（
１７
）
山
之
口
洋
「
安
部
公
房
が
聴
い
た
ピ
ン
ク
・
フ
ロ
イ
ド
〜
「
自
走
ベ
ッ

ド
」
考
〜
」（『
文
藝
別
冊

ピ
ン
ク
・
フ
ロ
イ
ド
〈
増
補
新
版
〉』、
河
出

書
房
新
社
、
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
１８
）

http://ch.nicovideo.jp/t_hotta/blom
aga/ar693855

「
夢
み
る
機
械
〜
安
部
公
房
、キ
ュ
ー
ブ
リ
ッ
ク
、ピ
ン
ク
・
フ
ロ
イ
ド（
そ

の
１
）」
二
〇
一
四
年
一
二
月
二
六
日
記
事
（
二
〇
一
六
年
六
月
三
〇
日

閲
覧
）

（
１９
）
「M
ED
D
LE

（
お
せ
っ
か
い
）」
の
ア
ル
バ
ム
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
は
、
イ
ギ

リ
ス
の
デ
ザ
イ
ン
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
ヒ
プ
ノ
シ
ス
（
ス
ト
ー
ム
・
ソ
ー
ガ

ソ
ン
、
オ
ー
ブ
リ
ー
・
パ
ウ
エ
ル
、
ピ
ー
タ
ー
・
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
ソ
ン
）

が
担
当
し
て
お
り
、
そ
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
で
は
耳
殻
を
拡
大
撮
影
し
た
も
の

に
波
紋
を
あ
し
ら
っ
た
も
の
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
本
文
に
引
用
し
た

歌
詞
の
日
本
語
訳
は
今
野
雄
二
の
も
の
に
よ
っ
て
い
る
。

（
２０
）
鳥
羽
耕
史
『
運
動
体
・
安
部
公
房
』（
一
葉
社
、
二
〇
〇
七
年
五
月
）

（
か
わ
た
・
り
ょ
う
／
立
教
大
学
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）
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