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単
な
る
号
泣
で
も
、
個
人
的
な
つ
ぶ
や
き
で
も
な
い
。
一
定
の
音
楽
的

形
式
を
も
っ
た
泣
く
行
為
（
カ
デ
ィ
ナ
テ
ィ
）
と
、
一
定
の
形
式
に
そ
っ

た
言
葉
掛
け
（
ク
ィ
ガ
ケ
）
と
い
う
、
複
数
の
声
の
様
式
が
交
錯
す
る
た

だ
な
か
、
普
段
は
人
前
で
睦
う
た
わ
な
い
と
い
、
フ
一
人
の
近
親
者
が
歌
い

手
に
成
る
。
一
方
、
歌
の
音
楽
的
な
様
式
は
葬
儀
の
み
な
ら
ず
、
野
良
仕

事
、
遊
び
と
い
う
人
の
生
活
の
局
面
ご
と
を
横
断
し
て
い
た
が
、
う
た
い

手
た
ち
は
ゆ
る
や
か
な
区
分
感
覚
を
も
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
酒
井
正
子

氏
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
た
、
歌
声
の
生
成
の
場
も
、
流
動
す
る
ジ
ャ
ン
ル

生
成
の
様
態
も
、
古
代
の
葬
送
歌
謡
や
万
葉
挽
歌
と
の
関
係
、
万
葉
の
恋

歌
や
旅
歌
・
挽
歌
と
の
関
係
、
古
代
歌
謡
の
漢
字
表
記
化
と
「
琴
歌
譜
」

…
へ
と
連
想
を
誘
う
刺
激
的
な
も
の
だ
っ
た
。

し
か
し
私
た
ち
は
民
俗
音
楽
研
究
の
酒
井
氏
の
報
告
を
、
興
味
関
心
に

従
っ
て
単
純
に
古
代
文
学
研
究
に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
は

も
は
や
立
ち
得
な
い
。
沖
繩
の
他
の
地
域
と
の
歌
の
交
渉
が
ど
う
な
っ
て

い
る
か
。
親
族
中
心
・
歌
中
心
の
「
別
れ
」
と
い
っ
て
も
、
仏
教
者
や
民

間
宗
教
者
の
関
与
は
歴
史
的
に
皆
無
で
あ
っ
た
の
か
。
音
楽
面
で
の
ジ
ャ

ン
ル
の
横
断
と
歌
詞
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
当
日
こ
う
し
た

質
疑
が
出
た
の
は
、
第
一
に
は
与
那
国
の
事
例
を
与
那
国
の
問
題
と
し
て

徹
底
的
に
知
り
た
い
、
と
い
う
姿
勢
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
だ

け
で
は
あ
る
ま
い
。
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例
会
５
０
０
回
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〈
古
代
文
学
研
究
の
新
世
紀
へ
〉

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画
意
図
に
そ
っ
て
、
酒
井
氏
は
「
別
れ
」
の
場
面

を
う
た
い
手
の
側
か
ら
、
歌
が
生
成
す
る
瞬
間
に
焦
点
化
し
て
再
構
成
し

て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
れ
が
「
生
成
と
生
態
」
へ
の
回
答
の
ひ
と
つ
で
あ
る

と
し
て
、
で
は
地
域
的
・
社
会
的
な
広
が
り
や
歴
史
的
な
諸
関
係
を
「
生

成
」
「
生
態
」
と
い
う
切
り
口
で
語
り
得
る
の
か
。
歌
の
声
（
音
楽
性
）

と
歌
の
言
葉
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
語
り
得
る
の
か
。
と
、
古
代
の
歌

で
あ
れ
、
与
那
国
の
歌
で
あ
れ
、
そ
の
「
生
成
と
生
態
」
を
語
る
方
法
じ

た
い
が
、
議
論
さ
れ
よ
、
７
と
し
た
の
だ
と
思
う
。
古
代
文
学
研
究
者
も
フ

ィ
ー
ル
ド
研
究
に
お
い
て
は
酒
井
氏
と
同
じ
土
俵
に
立
つ
。
と
す
れ
ば
、

そ
の
土
俵
は
ど
こ
に
設
定
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

岡
部
隆
志
氏
は
「
歌
の
掛
け
合
い
を
持
続
さ
せ
る
も
の
」
を
、
二
五
分

し
か
持
続
し
な
か
っ
た
歌
垣
の
例
外
的
事
例
の
、
歌
詞
の
面
か
ら
考
え
て

い
た
。
あ
る
べ
き
歌
垣
の
形
を
想
定
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
歌
が
生

成
す
る
一
つ
一
つ
の
場
に
寄
り
添
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
中
国
少
数
民

族
の
白
族
、
小
石
宝
山
観
音
会
で
の
歌
垣
。
雨
宿
り
し
た
観
音
廟
の
ひ
さ

し
の
下
、
午
前
四
時
の
真
っ
暗
な
中
。
三
人
の
女
た
ち
を
男
た
ち
が
と
り

か
こ
み
、
「
触
っ
た
り
肩
を
抱
い
た
り
し
て
い
る
。
女
達
は
、
そ
の
場
で

身
を
縮
め
て
い
る
と
い
う
様
子
」
。
そ
れ
で
も
一
組
の
男
女
の
間
に
歌
の

掛
け
合
い
が
始
ま
る
。
が
、
掛
け
合
い
は
た
っ
た
二
五
分
で
終
了
。
な
ぜ

歌
は
持
続
し
な
か
っ
た
の
か
、
持
続
で
き
な
か
っ
た
理
由
に
こ
そ
、
歌
を

猪
股
と
き
わ
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持
続
さ
せ
る
も
の
を
考
え
る
手
が
か
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
岡
部

氏は問う。

そ
の
折
の
歌
詞
を
見
る
と
、
他
の
場
合
に
比
べ
て
互
い
に
ほ
め
あ
う
挨

拶
の
部
分
が
短
く
、
花
な
ど
の
植
物
を
使
っ
た
遠
回
り
の
表
現
が
少
な

く
、
直
接
的
な
言
葉
で
歌
が
展
開
し
て
い
る
。
歌
詞
の
中
に
、
ほ
め
る
、

た
と
え
る
、
あ
え
て
遠
回
り
す
る
と
い
っ
た
表
現
と
、
名
を
聞
く
、
年
を

聞
く
、
家
を
聞
く
と
い
っ
た
「
覚
め
た
要
素
」
と
の
落
差
が
、
な
い
。
落

差
の
な
い
こ
と
が
、
今
回
の
掛
け
合
い
を
す
ぐ
に
終
わ
ら
せ
て
し
ま
っ
た

のではないかとい、フ。

暗
闇
の
中
、
身
体
的
な
至
近
さ
を
強
い
ら
れ
た
状
態
で
、
ま
ず
歌
を
発

し
た
の
は
女
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
、
圧
倒
的
に
男
の
数
が
多
く
、
無
法
地

帯
の
よ
う
な
こ
の
場
に
、
言
葉
の
形
・
歌
の
形
を
介
入
さ
せ
よ
う
と
し
た

の
か
。
歌
は
、
こ
の
場
面
の
女
に
と
っ
て
、
相
手
の
男
か
ら
距
離
を
と
る

手
立
て
と
し
て
あ
る
よ
、
フ
に
思
え
た
。
「
牡
丹
の
花
」
を
持
ち
出
す
歌
詞

に
対
し
て
、
男
側
の
答
歌
は
「
恋
人
が
い
な
け
れ
ば
あ
な
た
と
話
を
し
た

い
。
」
と
、
た
し
か
に
直
語
的
で
、
比
嚥
の
応
報
が
な
り
立
っ
て
い
な
い

よ
う
に
見
え
た
。
比
喰
の
役
割
、
ほ
め
る
こ
と
の
機
能
が
議
論
で
も
話
題

に
な
っ
て
い
た
。
だ
が
よ
り
印
象
深
か
っ
た
の
は
、
現
代
日
本
語
へ
翻
訳

さ
れ
た
歌
詞
を
分
析
し
て
、
白
族
の
歌
垣
の
歌
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
、
白
族
の
掛
け
合
い
歌
の
表
現
構
造
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と

い
っ
た
、
言
葉
の
分
析
の
根
本
へ
の
関
心
で
あ
る
。

古
代
文
学
の
研
究
を
す
る
者
が
一
方
で
中
国
少
数
民
族
の
歌
垣
の
調
査

を
す
る
。
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
沖
繩
・
南
島
古
謡
や
そ
の
言
語
文
化
の
諸

相
か
ら
古
代
を
考
え
る
発
生
論
に
対
し
て
、
さ
ら
に
東
ア
ジ
ア
文
化
全
域

ま
で
を
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
文
学
の
発
生
論
も
古
代
社
会
像
も
構
築
で

き
な
い
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
岡
部
氏
が
共
同
研
究
で
出
さ
れ
て
い

る
中
国
少
数
民
族
の
歌
垣
調
査
の
報
告
書
は
、
そ
う
し
た
立
場
を
鮮
明
に

打
ち
出
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
白
族
の
歌
垣
に
行
き
さ
え
す
れ
ば
、
古
代
さ

な
が
ら
の
歌
の
掛
け
合
い
に
立
ち
会
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
同
一
の
歌
垣

文
化
圏
と
い
う
大
き
な
視
野
の
中
に
立
っ
た
と
き
、
現
代
と
古
代
と
い
う

歴
史
的
な
差
異
も
、
地
域
的
な
相
違
も
明
ら
か
に
な
る
。
言
語
文
化
の
相

違
に
も
直
面
す
る
。

歴
史
的
な
背
景
や
現
代
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
ふ
く
め
た
中
国
少
数
民

族
の
歌
の
現
場
を
直
視
す
る
。
そ
の
た
め
の
方
法
そ
の
も
の
が
、
古
代
文

学
研
究
を
照
射
す
る
の
で
は
な
い
か
。
白
族
の
言
葉
を
今
学
び
つ
つ
あ
る

と
い
う
岡
部
氏
が
「
翻
訳
」
に
関
す
る
質
疑
に
対
し
て
、
「
古
代
文
学
の

研
究
で
も
、
常
に
現
代
日
本
語
に
翻
訳
し
て
歌
の
言
葉
を
考
え
ざ
る
を
得

な
い
で
は
な
い
か
、
そ
れ
と
同
じ
だ
」
と
答
え
る
と
き
、
ま
さ
に
こ
こ
か

ら
、
古
代
文
学
研
究
と
白
族
の
歌
垣
の
研
究
が
と
も
に
始
ま
る
。

古
代
文
学
研
究
者
は
な
ぜ
、
フ
ィ
ー
ル
ド
研
究
の
現
在
と
対
話
し
よ
う

と
し
、
あ
る
い
は
自
ら
に
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
課
す
の
だ
ろ
う
か
。
古
代

の
文
献
世
界
が
、
あ
ま
り
に
も
「
生
成
と
生
態
」
か
ら
遠
い
か
ら
で
あ
ろ

う
か
。
い
や
、
活
字
に
よ
っ
て
古
代
の
言
語
に
触
れ
る
と
き
、
そ
の
遠
さ

す
ら
も
、
見
失
う
の
は
容
易
い
。
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
に
出
か
け
、
現
場
を

つ
か
む
た
め
の
身
の
こ
な
し
や
方
法
を
模
索
す
る
こ
と
。
フ
ィ
ー
ル
ド
調

査
研
究
と
文
献
研
究
の
共
通
の
土
俵
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
こ
と
。
そ
の

い
ず
れ
に
し
ろ
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
文
献
資
料
や
テ
キ
ス
ト
を
も

含
む
広
い
意
味
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
（
場
）
へ
の
接
近
の
、
新
た
な
第
一
歩

で
あ
れ
ば
、
と
願
う
。
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