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ピ
ア
ノ
を
ス
テ
ー
ジ
の
真
ん
中
に
置
い
て
い
た
だ
い
て
、
ち
ょ

っ
と
恥
ず
か
し
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
日
は
、
朔
太
郎
の
詩
を
、

音
や
音
楽
の
観
点
か
ら
お
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ち
ょ
う

ど
、
館
内
で
も
「
萩
原
朔
太
郎
の
音
楽
」
と
い
う
展
示
を
や
っ
て

ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
の
で
、
是
非
お
帰
り
に
な
ら
れ
る
時
に
ご
覧

に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
な
と
思
い
ま
す
。
実
は
萩
原
朔
太
郎
の

ひ
と
つ
の
詩
に
、
曲
を
つ
け
て
み
た
の
で
、
歌
わ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
れ
は
後
で
、
最
後
の
ほ
う
で
、
や
ら

せ
て
く
だ
さ
い
。

　

先
ほ
ど
も
、
こ
の
文
学
館
の
企
画
展
を
ち
ょ
っ
と
見
て
い
ま
し

た
ら
、「
機
織
る
乙
女
」
で
し
た
っ
け
？
オ
ル
ゴ
ー
ル
で
、
そ
の
メ

ロ
デ
ィ
ー
が
聴
け
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
千
二
百
円
ぐ
ら
い
で
販

売
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
朔
太
郎
が
作
曲
し
た
曲
だ
そ
う
で
す
ね
、

と
て
も
き
れ
い
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
で
す
。
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
わ

た
し
も
買
っ
て
帰
ろ
う
か
な
と
思
っ
て
る
ん
で
す
が
。

　
　

マ
ン
ド
リ
ン
と
い
う
楽
器

　

朔
太
郎
が
マ
ン
ド
リ
ン
を
や
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
た
こ
と
で
す
が
、
マ
ン
ド
リ
ン
の
ほ
か
に
ギ
タ
ー
も
弾
い
て
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る
ん
で
す
ね
。
そ
の
ギ
タ
ー
の
展
示
も
あ
り
ま
し
た
が
、
マ
ン
ド

リ
ン
と
か
ギ
タ
ー
の
音
色
っ
て
い
う
の
は
、
指
の
腹
と
か
爪
で
す

か
、
そ
う
い
う
の
で
ひ
っ
か
く
わ
け
で
す
よ
ね
、
だ
か
ら
た
と
え

ば
、
同
じ
弦
楽
器
で
も
、
こ
う
い
う
ピ
ア
ノ
の
よ
う
な
ク
リ
ア
な

音
と
は
か
な
り
違
っ
て
い
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
ギ
タ
ー
や

マ
ン
ド
リ
ン
の
ほ
う
が
、
ぐ
っ
と
孤
独
感
が
深
ま
っ
た
音
と
い
う

の
で
し
ょ
う
か
、
一
音
一
音
が
人
の
つ
ぶ
や
き
声
み
た
い
な
、
バ

ラ
バ
ラ
感
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
音
の
感
触
が
、
朔
太
郎
の
詩

を
読
ん
で
い
る
と
、
言
葉
の
質
感
に
実
に
ピ
ッ
タ
リ
く
る
。
朔
太

郎
に
と
っ
て
、
マ
ン
ド
リ
ン
や
ギ
タ
ー
が
奏
で
る
音
質
と
い
う
も

の
が
、
詩
の
言
葉
の
本
質
に
ま
で
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
は
な

い
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
う
く
ら
い
で
す
。
同
じ
弦
楽
器
で
も
ヴ

ァ
イ
オ
リ
ン
と
か
ヴ
ィ
オ
ラ
だ
と
、
今
度
は
弓
を
使
っ
て
弾
き
ま

す
よ
ね
、
弓
と
い
う
介
在
物
が
そ
こ
に
入
り
ま
す
。
ギ
タ
ー
や
マ

ン
ド
リ
ン
は
も
っ
と
直
接
的
。
直
接
、
指
で
は
じ
き
、
胸
の
な
か

に
抱
え
込
む
。
人
間
の
体
に
密
着
し
た
楽
器
で
、
自
分
の
身
体
の

延
長
と
い
う
こ
と
を
、
ご
く
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
楽
器
で
あ
る
と

思
い
ま
す
。
ピ
ア
ノ
や
バ
イ
オ
リ
ン
で
な
く
、
マ
ン
ド
リ
ン
や
ギ

タ
ー
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
、
す
で
に
そ
こ
に
、
朔
太
郎
の
生
理

を
感
じ
ま
す
。

　
　

近
代
詩
の
新
し
さ
、
面
白
さ

　

わ
た
し
は
朔
太
郎
を
そ
ん
な
に
昔
か
ら
読
ん
で
い
た
わ
け
で
は

な
い
ん
で
す
。
そ
も
そ
も
、
詩
を
書
き
始
め
た
時
に
誰
か
の
作
品

に
感
動
し
て
、
じ
ゃ
あ
わ
た
し
も
書
い
て
み
よ
う
か
っ
て
い
う
ふ

う
に
思
っ
た
わ
け
で
も
な
く
て
、
何
か
こ
の
世
の
中
に
は
、
詩
的

な
働
き
と
い
う
か
、
詩
的
な
力
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
ん
だ
と
、

子
供
の
頃
に
あ
る
と
信
じ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
働
き

は
、
日
常
の
な
か
に
も
あ
る
し
、
音
楽
に
も
絵
に
も
あ
る
、
映
画

と
か
写
真
の

な
か
に
も
あ

る
。
そ
れ
を

目
に
見
え
る

か
た
ち
に
置

き
換
え
る
に

は
、
わ
た
し

の
場
合
、
ま

ず
言
葉
を
使

っ
て
、
と
思

っ
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。
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そ
の
力
を
借
り
て
生
き
生
き
と
生
き
よ
う
っ
て
い
う
ふ
う
に
決
心

し
た
ん
で
す
ね
。
当
時
は
子
供
で
し
た
の
で
、
こ
ん
な
手
際
よ
く

考
え
を
ま
と
め
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
、
そ

ん
な
ふ
う
に
思
っ
た
と
い
う
感
じ
は
残
っ
て
い
る
ん
で
す
。
で
、

そ
れ
が
7
歳
と
か
8
歳
ぐ
ら
い
の
時
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
朔
太
郎

と
い
う
詩
人
は
、
教
科
書
的
な
意
味
で
も
ビ
ッ
グ
ネ
ー
ム
で
す
か

ら
、
名
前
く
ら
い
は
知
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
そ
の

作
品
の
な
か
に
、
深
く
入
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
書
き
始
め
て
か
ら
も
実
は
ピ
ン
と
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

近
代
詩
全
般
が
、
わ
た
し
に
と
っ
て
は
と
て
も
遠
い
も
の
だ
っ
た

ん
で
す
。
詩
を
実
際
に
書
こ
う
と
思
っ
た
時
に
、
わ
た
し
の
前
に

具
体
的
に
あ
っ
た
の
は
戦
後
の
詩
で
す
ね
、『
荒
地
』と
か
。『
荒
地
』

は
わ
た
し
の
お
父
さ
ん
み
た
い
な
感
じ
で
す
。『
荒
地
』
の
詩
か
ら

は
多
く
の
も
の
を
吸
収
し
ま
し
た
。
と
に
か
く
、
朔
太
郎
も
中
也

も
遠
い
詩
人
だ
っ
た
。
そ
れ
が
面
白
く
な
っ
て
き
た
の
は
、
四
十

を
と
う
に
過
ぎ
た
あ
た
り
で
す
。
そ
の
頃
同
時
に
、
わ
た
し
は
現

代
詩
に
結
構
疲
労
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ

う
い
う
と
き
に
、
朔
太
郎
を
読
ん
で
、
朔
太
郎
の
ほ
う
が
何
か
ず

っ
と
新
し
い
よ
う
な
気
が
し
た
、
朔
太
郎
か
ら
ど
れ
く
ら
い
、
わ

た
し
た
ち
ど
こ
ら
辺
ま
で
来
た
の
か
な
と
思
っ
て
、
意
外
に
、
朔

太
郎
を
標
準
に
読
ん
で
み
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
た
い
し
た
こ
と
を
し

て
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
も
の
で
し
た
。
朔
太
郎
の
新
し
さ
が
初

め
て
目
に
付
く
よ
う
に
な
っ
て
き
た
ん
で
す
。
そ
れ
は
一
つ
に
は

オ
ノ
マ
ト
ペ
の
面
白
さ
、
擬
音
語
、
擬
態
語
の
斬
新
さ
と
い
う
点

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
生
き
物
と
か
自
然
、
植
物

な
ん
か
が
い
っ
ぱ
い
出
て
く
る
ん
で
す
ね
、
う
よ
う
よ
と
。
シ
ダ

類
と
か
い
ろ
ん
な
木
も
出
て
き
ま
す
し
、
鶏
だ
と
か
犬
だ
と
か
猫

は
も
ち
ろ
ん
で
す
け
ど
も
、
生
き
物
の
命
の
気
味
悪
さ
が
ム
ン
ム

ン
し
て
い
る
感
じ
で
、
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
今
の
現
代
詩
に
無
い
も

の
の
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
。
形
を
持
っ
た
動
植
物
の
命
と
い

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
ま
だ
形
を
成
さ
な
い
前
の
、
ぶ
よ
ぶ
よ

し
た
胎
児
的
な
も
の
。
そ
う
い
う
も
の
の
不
気
味
さ
は
、
わ
た
し

が
だ
ん
だ
ん
、
歳
を
重
ね
る
に
従
っ
て
、
わ
た
し
自
身
が
書
き
た

い
も
の
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
小
説
で
も
詩
で
も
、
わ
た
し
は
い

ま
、
そ
の
ぶ
よ
ぶ
よ
に
繋
が
り
た
い
、
そ
の
ぶ
よ
ぶ
よ
が
書
き
た

い
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
朔
太
郎
と
い
う
ト
ン
ネ
ル
の
な
か
へ
入
っ

た
。
入
っ
て
向
こ
う
側
へ
、
ど
の
よ
う
に
抜
け
ら
れ
る
か
。
わ
た

し
自
身
、
も
う
ひ
と
ふ
ん
ば
り
、
苦
し
む
覚
悟
で
す
。

　
　

朔
太
郎
の
言
葉
と
ギ
タ
ー
の
音
質
に
通
い
合
う
も
の

　

先
ほ
ど
ち
ょ
っ
と
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
が
、
わ
た
し
、
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こ
の
『
コ
ル
カ
タ
』
の
あ
と
に
『
わ
た
し
た
ち
は
ま
だ
、
そ
の
場

所
を
知
ら
な
い
』
と
い
う
長
編
小
説
を
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
朔

太
郎
を
愛
す
る
中
学
生
の
ミ
ナ
コ
が
主
人
公
に
な
っ
て
い
る
ん
で

す
。
で
、
こ
の
ミ
ナ
コ
っ
て
い
う
の
は
一
見
わ
た
し
の
よ
う
で
も

あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
わ
た
し
が
中
学
の
時
、
朔
太
郎
は
ち
ん

ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
だ
っ
た
の
で
、
わ
た
し
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
全
く

の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
す
。
た
だ
中
学
校
の
時
に
、
詩
や
小
説
が
好

き
だ
っ
た
わ
た
し
を
、
導
い
て
下
さ
っ
た
先
生
が
い
て
、
女
の
先

生
で
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
方
が
朔
太
郎
を
愛
読
し
て
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
。
と
い
う
こ
と
を
最
近
い
ろ
い
ろ
思
い
出
し
て
き
ま

し
た
。
そ
の
先
生

が
、
昔
わ
た
し
が

中
学
校
の
頃
、
朔

太
郎
っ
て
い
う
の

は
ギ
タ
ー
の
曲
を

バ
ッ
ク
に
流
し
て

読
む
と
す
ご
く
い

い
の
よ
、
と
言
っ

て
、
実
際
に
そ
の

レ
コ
ー
ド
を
後
ろ

に
流
し
て
聞
か
せ

て
く
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
と
き
読
ん
で
く
だ
さ
っ

た
の
が
、
い
ろ
い
ろ
批
判
も
さ
れ
た
、
文
語
定
型
詩
集
『
氷
島
』
の
、

冒
頭
に
入
っ
て
い
る
「
漂
白
者
の
歌
」
と
い
う
詩
で
す
。

　
　
　
　

漂
白
者
の
歌

　
　
日
は
断
崖
の
上
に
登
り

　
　
憂
ひ
は
陸
橋
の
下
を
低
く
歩
め
り
。

　
　
無
限
に
遠
き
空
の
彼
方

　
　
続
け
る
鉄
路
の
棚
の
背う
し
ろ後
に

　
　
一
つ
の
寂
し
き
影
は
漂
ふ
。

　

こ
う
い
う
風
に
始
ま
る
ん
で
す
ね
。
た
だ
、
文
語
と
い
う
だ
け

で
、
も
う
、
そ
れ
だ
け
で
、
わ
た
し
た
ち
の
世
代
以
降
の
人
間
に

と
っ
て
は
、
非
常
に
遠
い
言
葉
遣
い
で
は
あ
る
ん
で
す
が
、
当
時
、

そ
の
調
子
に
、
な
ん
と
も
言
え
な
い
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
感

じ
、
か
っ
こ
い
い
詩う
た

だ
な
と
い
う
印
象
を
持
ち
ま
し
た
。
角
川
映

画
（『
野
獣
死
す
べ
し
』）
に
、
実
は
ど
う
い
う
わ
け
か
、
こ
の
「
漂

白
者
の
歌
」
が
出
て
く
る
ん
で
す
。
ご
存
じ
で
す
か
。
亡
く
な
り

ま
し
た
が
、
俳
優
の
松
田
優
作
さ
ん
が
映
画
の
中
で
朗
読
し
て
る
。

こ
の
シ
ー
ン
を
見
る
と
、
彼
の
渋
い
声
が
文
語
に
乗
っ
て
、
ぴ
っ

● 5
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た
り
な
ん
で
す
。
詩
も
読
む
人
も
そ
の
声
も
抑
揚
も
、
若
さ
の
憂

鬱
に
激
し
く
訴
え
か
け
る
も
の
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
詩
の
朗
読
会

に
松
田
優
作
が
出
て
き
て
朔
太
郎
読
ん
だ
ら
き
っ
と
総
立
ち
で
す
。

そ
の
と
き
も
現
代
詩
に
欠
け
て
る
魅
力
を
見
た
よ
う
な
気
が
し
ま

し
た
。
と
い
う
か
、
戦
後
現
代
詩
は
、
感
情
そ
の
も
の
に
訴
え
か

け
る
も
の
す
べ
て
を
抑
制
し
捨
て
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
ア
ラ
ン
フ
ェ
ス
協
奏
曲
」
と
い
う
曲
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

ス
ペ
イ
ン
の
ホ
ア
キ
ン
・
ロ
ド
リ
ー
ゴ
と
い
う
人
が
作
っ
た
ら
し

い
ん
で
す
け
ど
、
ギ
タ
ー
の
独
奏
で
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
つ
く
ん

で
す
。
ち
ょ
っ
と
さ
わ
り
の
と
こ
ろ
だ
け
、
ど
う
い
う
メ
ロ
デ
ィ

ー
か
聴
く
と
、
あ
あ
、
あ
れ
か
と
、
す
ぐ
お
分
か
り
に
な
る
と
思

う
の
で
、
弾
い
て
み
ま
す
。（「
ア
ラ
ン
フ
ェ
ス
協
奏
曲
」
を
ピ
ア

ノ
で
演
奏
）
こ
う
い
う
メ
ロ
デ
ィ
ー
な
ん
で
す
ね
、「
ア
ラ
ン
フ
ェ

ス
協
奏
曲
」。
こ
れ
を
さ
き
ほ
ど
お
話
し
ま
し
た
、
当
時
、
中
学
の

先
生
が
バ
ッ
ク
に
流
し
て
下
さ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。「
漂
白

者
の
歌
」
に
は
ぴ
っ
た
り
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
を
聞
い
て
以
後
、

わ
た
し
は
「
漂
白
者
の
歌
」
の
活
字
を
読
む
た
び
に
、
後
ろ
に
こ

の
「
ア
ラ
ン
フ
ェ
ス
協
奏
曲
」
が
流
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

メ
ロ
デ
ィ
ー
と
活
字
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
よ
う
な
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
し
て
。
朔
太
郎
の
言
葉
に
あ
る
一
音
一
音
の
粒
立
ち

感
っ
て
い
う
ん
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
が
や
っ
ぱ
り
、
ギ
タ
ー
の
音

色
が
持
つ
粒
立
ち
に
通
い
合
う
も
の
が
あ
る
ん
で
す
。『
わ
た
し
た

ち
は
ま
だ
、
そ
の
場
所
を
知
ら
な
い
』
に
も
、
ち
ょ
っ
と
書
い
た

ん
で
す
け
ど
、
ギ
タ
ー
っ
て
い
う
の
は
本
当
に
孤
独
な
音
で
、
骨

に
響
く
よ
う
な
音
が
す
る
。
そ
し
て
朔
太
郎
の
言
葉
も
ど
こ
か
こ

う
、
骨
に
響
く
よ
う
な
。
実
際
こ
う
、
マ
ン
ド
リ
ン
と
か
ギ
タ
ー

っ
て
抱
え
て
、
こ
の
辺
り
に
こ
う
抱
え
て
弾
い
て
る
と
自
分
の
あ

ば
ら
骨
を
引
っ
掻
い
た
よ
う
な
感
じ
が
す
る
ん
で
す
ね
。
わ
た
し

も
昔
ギ
タ
ー
ち
ょ
っ
と
や
っ
て
て
、
う
ま
く
弾
け
ず
に
止
め
ち
ゃ

い
ま
し
た
け
ど
も
、
自
分
の
、
ま
る
で
あ
ば
ら
骨
を
カ
リ
カ
リ
カ

リ
カ
リ
引
っ
掻
い
て
い
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
感
じ
が
し
た
の
を

覚
え
て
い
ま
す
。
あ
の
カ
リ
カ
リ
感
を
、
朔
太
郎
の
詩
を
読
む
と

き
思
い
出
し
ま
す
。
文
字
を
聴
く
と
い
う
態
度
が
、
朔
太
郎
の
詩

を
読
む
と
き
に
は
、
自
然
、
生
ま
れ
ま
す
ね
。

　
　

朔
太
郎
の
詩
の
音
楽
性

　

音
楽
性
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
朔
太
郎
の
発
明
し
た
数
々
の

オ
ノ
マ
ト
ペ
、
も
う
み
な
さ
ん
よ
く
ご
存
知
の
と
お
り
な
ん
で
す

が
、
例
え
ば
有
名
な
「
猫
」
に
は
、「
お
わ
あ
、
こ
ん
ば
ん
は
」「
お

ぎ
や
あ
、
お
ぎ
や
あ
、
お
ぎ
や
あ
」
っ
て
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
で

て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
独
創
的
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
使
わ
れ
て
い
る

6 ●
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一
方
で
、
す
ご
く
、
な
ん
て
言
う
ん
で
し
ょ
う
、
単
純
な
音
が
、

普
通
は
こ
ん
な
に
繰
り
返
さ
な
い
よ
っ
て
い
う
ぐ
ら
い
何
度
も
何

度
も
し
つ
こ
く
出
て
く
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
「
く
さ
つ
た
蛤
」

に
は
、「
砂
利
や
潮し
ほ

み
づ
が
、
ざ
ら
、
ざ
ら
、
ざ
ら
、
ざ
ら
流
れ
て

ゐ
る
、」「
蛤
は
ま
た
舌
べ
ろ
を
ち
ら
ち
ら
と
赤
く
も
え
い
づ
る
、」

「
ち
ら
、
ち
ら
、
ち
ら
、
ち
ら
と
く
さ
つ
た
息
を
す
る
の
で
す
よ
。」

な
ど
と
ね
。「
ち
ら
ち
ら
」
も
「
ざ
ら
ざ
ら
」
も
大
発
明
と
い
う
オ

ノ
マ
ト
ペ
で
は
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
朔
太
郎
っ
て
人

は
こ
う
い
う
の
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
音
に
し
て
書
き
た
か
っ
た

ん
で
す
よ
ね
。「
雲
雀
の
巣
」
に
も
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
も
そ
ん
な

に
新
し
い
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、「
ぴ
よ
、
ぴ

よ
、
ぴ
よ
、
ぴ
よ
。
…
…
」「
ぴ
よ
」
も
２
、
３
個
だ
っ
た
ら
平
凡

な
ん
で
す
が
、
二
、
三
個
じ
ゃ
満
足
で
き
な
く
て
、「
ぴ
よ
、
ぴ
よ
、

ぴ
よ
、
ぴ
よ
、
ぴ
よ
、
ぴ
よ
、
ぴ
よ
、
ぴ
よ
と
空
で
は
雲
雀
の
親

が
鳴
い
て
ゐ
る
。」
か
な
り
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
だ

と
も
う
少
し
、
加
減
し
ま
す
ね
。
度
を
越
え
て
書
い
て
い
る
と
こ

ろ
、
お
も
し
ろ
い
な
と
思
う
ん
で
す
が
。「
薄
暮
の
部
屋
」
に
は
、

蝿
が
「
ぶ
む
ぶ
む
」。
こ
れ
旧
仮
名
な
の
で
、「
ぶ
ん
ぶ
ん
」
と
い

う
ふ
う
に
読
ん
で
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
、「
ぶ
む

ぶ
む
」
っ
て
書
い
て
あ
っ
て
、
そ
の
字
の
通
り
に
読
み
た
く
な
っ

ち
ゃ
う
。「
む4

」
っ
て
い
う
音
が
蝿
に
は
ほ
し
い
。「
ん4

」
に
す
る

と
つ
ま
ら
な
く
て
、
や
っ
ぱ
り
「
ぶ
む
ぶ
む
」
と
音
読
し
た
く
な

る
ん
で
す
。
こ
れ
も
何
か
朔
太
郎
の
特
質
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど

も
、「
恐
ろ
し
く
憂
鬱
な
る
」
と
い
う
詩
に
は
、「
て
ふ
て
ふ
」
が

出
て
き
て
、
註
に
は
、「
チ
ョ
ー
チ
ョ
ー
と
読
む
べ
か
ら
ず
」
と
は

っ
き
り
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。「
て
ふ
て
ふ
」
と
読
ん
で
ほ
し
い
っ

て
。「
蝶
の
原
音
は
、「
て
・
ふ
」
で
あ
る
。
蝶
の
翼
の
空
気
を
打

つ
感
覚
を
音
韻
に
写
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
。

　

つ
ま
り
朔
太
郎
の
詩
は
楽
譜
な
ん
で
す
ね
。
楽
譜
っ
て
い
う
の

は
、
ド
と
書
い
て
あ
っ
た
ら
、
そ
の
ま
ま
ド
を
弾
き
ま
す
。
そ
の

ま
ん
ま
、
書
い
て
あ
る
と
お
り
に
音
に
し
て
い
く
っ
て
い
う
か
、

意
味
で
な
い
音
が
重
要
な
人
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
「
鶏
」
に
は
、

こ
れ
ま
た
、
た
い
へ
ん
有
名
な
「
と
を
て
く
う
、
と
を
る
も
う
、

と
を
る
も
う
。」
っ
て
い
う
の
を
書
き
ま
し
た
。
鶏
が
ク
ク
ク
ク
ク

ッ
っ
て
い
う
ふ
う
に
く
ぐ
も
っ
た
音
を
だ
し
ま
す
よ
ね
、
わ
た
し

も
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
朔
太
郎
の
最
高
の
発
明

だ
と
思
い
ま
す
ね
、
こ
れ
を
読
む
時
に
、「
と
を
て
く
う
、
と
を
る

も
う
、
と
を
る
も
う
。」
と
い
う
ふ
う
に
、
は
っ
き
り
口
を
開
け
て

読
ん
で
も
い
い
ん
で
す
け
ど
も
、
口
を
つ
ぐ
ん
で
腹
話
術
的
に
読

ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
さ
ら
に
鶏
さ
ん
に
近
づ
け
ま
す
。
ウ
ー
ウ

ー
ウ
ー
（
鶏
の
声
の
真
似
）
と
い
っ
て
わ
た
し
は
遊
ん
で
い
る
ん

で
す
が
、
忘
れ
ら
れ
な
い
音
の
連
な
り
で
す
ね
。「
人
家
は
地
面
に

● 7
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へ
た
ば
つ
て
お
ほ
き
な
蜘
蛛
の
や
う
に
眠
つ
て
ゐ
る
。」と
始
ま
る
、

「
遺
伝
」
と
い
う
詩
が
あ
り
ま
す
。
面
白
い
タ
イ
ト
ル
で
す
よ
ね
。

こ
こ
で
も
犬
の
鳴
き
声
が
「
の
を
あ
あ
る　

と
を
あ
あ
る　

の
を

あ
あ
る　

や
わ
あ
あ
」
と
い
う
ふ
う
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。
あ
と
、

大
砲
は
、「
ど
お
ぼ
ん
！
ど
お
ぼ
ん
！
」
っ
て
い
う
ふ
う
に
書
い
て

あ
る
ん
で
す
（「
大
砲
を
撃
つ
」）。
そ
れ
か
ら
こ
れ
も
ま
た
す
ご
い

発
明
で
す
が
、「
時
計
」。「
じ
ぼ
・
あ
ん
・
じ
や
ん
！
」、
昔
の
い

か
に
も
昔
の

時
計
で
す
け

ど
、「
じ
ぼ
・

あ
ん
・
じ
や

ん
！
じ
ぼ
・

あ
ん
・
じ
や

ん
！
」
っ
て

い
う
ふ
う
に

古
び
た
さ
び

付
い
た
響
き

を
柱
時
計
が

た
て
る
ん
で

す
よ
ね
。
こ

れ
も
な
か
な

か
で
て
こ
な
い
。
す
べ
て
、
書
い
て
あ
る
と
お
り
に
、
楽
譜
の
よ

う
に
、
み
な
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ
演
奏
す
る
よ
う
に
、
お
好
き
な
よ

う
に
読
め
ば
い
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
朔
太
郎
の
詩
は
楽
譜
に
な

っ
て
い
て
、
読
者
は
そ
の
詩
を
そ
れ
ぞ
れ
の
胸
の
う
ち
で
演
奏
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
、
素
敵
だ
な
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
か
ら
さ
っ
き
言
い
か
け
た
ん
で
す
が
、
こ
う
い
う
擬
態
語
擬
音

語
で
な
く
、
普
通
の
言
葉
の
羅
列
で
も
そ
れ
が
一
つ
の
音
楽
と
化

し
て
い
く
、
例
え
ば
ど
こ
だ
っ
た
か
な
、
庭
の
詩
が
あ
っ
た
ん
で

す
け
れ
ど
も
、「
夢
に
見
る
空
家
の
庭
の
秘
密
」
で
す
ね
。

　
　
　
　

夢
に
見
る
空
家
の
庭
の
秘
密

　
　
そ
の
空
家
の
庭
に
生
え
こ
む
も
の
は
松
の
木
の
類
　

　
　
び
は
の
木
　
桃
の
木
　
ま
き
の
木
　
さ
ざ
ん
か
　
さ
く
ら
の

　
　
類

　
　
さ
か
ん
な
樹
木
　
あ
た
り
に
ひ
ろ
が
る
樹
木
の
枝

　
　
ま
た
そ
の
む
ら
が
る
枝
の
葉
か
げ
に
　
ぞ
く
ぞ
く
と
繁
茂
す

　
　
る
と
こ
ろ
の
植
物

　
　
お
よ
そ
　
し
だ
　
わ
ら
び
　
ぜ
ん
ま
い
　
も
う
せ
ん
ご
け
の

　
　
類
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い
ろ
ん
な
植
物
を
列
挙
し
て
い
く
、
こ
う
い
う
の
も
、
細
か
く

見
て
い
く
と
、
さ
く
ら
の
類
さ
か
ん
な
樹
木
、
や
っ
ぱ
り
さ4

と
さ4

が
く
っ
つ
い
て
て
、
音
で
つ
ら
れ
て
い
ろ
い
ろ
出
て
き
て
る
と
い

う
の
が
分
か
り
ま
す
。

　

一
編
、
何
か
ピ
ア
ノ
を
あ
わ
せ
て
み
ま
し
ょ
う
か
。
朔
太
郎
の

詩
を
読
ん
で
い
る
と
、
少
し
ピ
ア
ノ
を
弾
い
た
り
、
歌
っ
て
み
た

り
と
遊
び
た
く
な
っ
て
き
ま
す
。
中
也
も
歌
心
を
刺
激
さ
れ
ま
す

ね
。
ま
っ
く
ろ
け
の
猫
が
二
匹
っ
て
い
う
の
を
ち
ょ
っ
と
や
っ
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
歌
と
い
う
よ
り
も
、
弾
い
て
語
る

も
の
で
す
が
…
…
。

（
ピ
ア
ノ
を
弾
き
な
が
ら
詩
を
朗
読
）

　
　
　
　

猫

　
　
ま
つ
く
ろ
け
の
猫
が
二
疋
、

　
　
な
や
ま
し
い
よ
る
の
家
根
の
う
へ
で
、

　
　
ぴ
ん
と
た
て
た
尻
尾
の
さ
き
か
ら
、

　
　
糸
の
や
う
な
み4

か
づ
き

4

4

4

が
か
す
ん
で
ゐ
る
。

　
　『
お
わ
あ
、
こ
ん
ば
ん
は
』

　
　『
お
わ
あ
、
こ
ん
ば
ん
は
』

　
　『
お
ぎ
や
あ
、
お
ぎ
や
あ
、
お
ぎ
や
あ
』

　
　『
お
わ
あ
あ
、
こ
こ
の
家
の
主
人
は
病
気
で
す
』 

　
　

終
わ
ら
な
い
詩
「
天
景
」

　

朔
太
郎
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
ど
っ
ち
か
っ
て
い
う
と
寂
し
い
、
こ

う
、
不
安
げ
な
和
音
が
、
す
ご
く
似
合
う
人
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
、

不
協
和
音
で
す
か
。
ジ
ャ
ズ
な
ん
か
に
は
隣
り
合
っ
た
二
音
（
ピ

ア
ノ
で
和
音
を
ひ
き
な
が
ら
）、
こ
う
い
う
す
ご
く
濁
っ
た
、
い
わ

ゆ
る
汚
い
和
音
が
、
都
会
的
で
面
白
い
効
果
を
あ
げ
ま
す
。「
猫
」

な
ど
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
す
が
、
不
安
を
巻
き
起
こ
す
よ
う

な
、
こ
う
い
う
不
協
和
音
が
と
て
も
似
合
う
。
た
だ
、
朔
太
郎
に

は
、
こ
れ
は
不
協
和
音
で
は
な
く
、
ど
う
し
た
っ
て
、
き
れ
い
な

メ
ロ
デ
ィ
ー
で
歌
い
た
い
な
あ
っ
て
い
う
詩
が
あ
る
ん
で
す
。
白

秋
の
童
謡
み
た
い
な
、
シ
ン
プ
ル
な
素
朴
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
で
。「
天

景
」
と
い
う
、
と
て
も
短
い
詩
な
ん
で
す
け
ど
。
さ
き
ほ
ど
、
朔

太
郎
の
作
っ
た
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
お
話
を
し
ま
し
た
。
オ
ル
ゴ
ー
ル

で
実
際
聞
い
て
、
こ
ん
な
に
澄
み
切
っ
た
澄
み
渡
っ
た
メ
ロ
デ
ィ

ー
を
つ
く
っ
た
人
な
ん
だ
っ
て
、
少
し
ば
か
り
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け

た
ん
で
す
。
こ
の
「
天
景
」
に
、
わ
た
し
は
そ
う
い
う
透
き
通
っ

た
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
つ
け
た
い
な
あ
と
な
ん
と
な
く
思
っ
て
い
た
も

の
で
す
か
ら
、
響
き
あ
っ
た
気
が
し
て
す
ご
く
う
れ
し
か
っ
た
ん
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で
す
が
、
ま
ず
は
言
葉
だ
け
で
読
ん
で
み
ま
す
。
ご
存
知
の
方
も

き
っ
と
多
い
と
思
う
ん
で
す
が
。

　
　
　
　

天
景

　
　
し
づ
か
に
き
し
れ
四
輪
馬
車
、

　
　
ほ
の
か
に
海
は
あ
か
る
み
て
、

　
　
麦
は
遠
き
に
な
が
れ
た
り
、

　
　
し
づ
か
に
き
し
れ
四
輪
馬
車
。

　
　
光
る
魚
鳥
の
天
景
を
、

　
　
ま
た
窓
青
き
建
築
を
、

　
　
し
づ
か
に
き
し
れ
四
輪
馬
車
。 

　

し4

づ
か
に
き
し4

れ
四4

輪
馬
車
、「
し
」
と
い
う
音
が
耳
に
つ
く
ん

で
す
ね
。
こ
れ
は
「
し
」
の
変
奏
曲
、
こ
れ
だ
け
で
も
う
音
楽
な

ん
で
す
が
、
か
す
か
な
意
味
が
あ
と
か
ら
入
っ
て
く
る
。「
ほ
の
か

に
海
は
あ
か
る
み
て
」
と
い
う
部
分
が
あ
り
ま
す
。
詩
人
の
飯
島

耕
一
さ
ん
は
、
朔
太
郎
に
つ
い
て
た
く
さ
ん
い
ろ
ん
な
こ
と
を
書

い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。「
萩
原
朔
太
郎
論
」
を
上
下
、
二
巻
で

ま
と
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
わ
た
し
、
読
ん
で
て
す
ご
く

お
も
し
ろ
く
て
。
そ
の
な
か
に
、
新
鮮
な
発
見
が
書
き
と
め
ら
れ

て
あ
り
ま
し
た
。
朔
太
郎
っ
て
い
う
の
は
海
っ
て
い
う
の
を
書
か

な
か
っ
た
人
だ
、
海
が
出
て
来
な
い
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
書
い

て
い
る
ん
で
す
。
飯
島
さ
ん
の
批
評
は
、
と
て
も
直
感
的
な
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
、
ま
ず
ぱ
っ
と
、
そ
の
直
感
を
出
し
て
、
あ
と
か
ら

裏
付
け
て
い
く
。
当
た
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
て
刺
激
さ
れ
る
こ

と
が
非
常
に
多
い
ん
で
す
ね
、
そ
う
い
う
文
言
を
す
ご
く
書
き
付

け
る
方
で
す
。
そ
う
い
え
ば
前
橋
っ
て
い
う
の
は
内
陸
で
海
も
無

い
し
、
海
に
対
し
て
、
朔
太
郎
は
ど
ん
な
思
い
を
も
っ
て
た
ん
だ

ろ
う
な
っ
て
い
う
の
は
と
て
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
ん
で

す
。
蛤
の
詩
も
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
蛤
で
あ
っ
て
、
海
を
書
い

た
も
の
で
は
な
い
。
広
瀬
川
が
流
れ
て
ま
す
か
ら
、
水
と
か
流
れ

と
い
う
も
の
は
書
い
て
る
ん
で
す
が
、
海
っ
て
い
う
も
の
に
対
し

て
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
具
体
的
に
そ
こ
に
身
体
ご
と
入
っ
て
い

っ
て
自
分
自
身
が
濡
れ
る
と
い
う
よ
り
、
や
っ
ぱ
り
遠
く
遥
か
な

と
こ
ろ
に
海
が
あ
る
っ
て
い
う
ふ
う
に
、
憧
れ
つ
づ
け
た
、
そ
う

い
う
想
念
を
海
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
詩
人
な
の
か
な
っ
て
い
う

の
は
な
ん
と
な
く
ぼ
ん
や
り
と
感
じ
ま
し
た
。
で
、
こ
の
「
天
景
」

に
は
、「
ほ
の
か
に
海
は
あ
か
る
み
て
、」
っ
て
い
う
言
葉
が
あ
る

ん
で
す
ね
。
海
は
や
っ
ぱ
り
ぼ
お
っ
と
、
明
る
ん
で
遠
い
と
こ
ろ

に
あ
る
。
現
実
の
海
で
は
な
く
、
宗
教
的
な
海
で
す
。「
麦
は
遠
き

に
な
が
れ
た
り
、」
と
い
う
の
も
、
気
に
な
る
行
で
、
わ
た
し
は
詩
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っ
て
い
う
の
は
、
そ
の
一
編
で
読
ん
で
も
い
い
ん
で
す
け
ど
も
、

な
に
か
の
詩
と
響
き
あ
わ
せ
た
り
重
ね
合
わ
せ
た
り
し
て
読
み
あ

わ
せ
る
と
、
そ
こ
に
広
が
り
が
生
ま
れ
、
倍
音
効
果
で
さ
ら
に
一

層
、
楽
し
く
読
め
る
と
思
っ
て
ま
す
。
こ
の
「
天
景
」
っ
て
い
う

詩
を
読
み
な
が
ら
わ
た
し
、
エ
ミ
リ
ー
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
こ
と

を
思
い
出
し
て
。
エ
ミ
リ
ー
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
と
て
も
有
名
な

詩
に
「
わ
た
し
は
「
死
」
の
た
め
に
止
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
」
と

い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
。「
わ
た
し
は
「
死
」
の
た
め
に
止
ま
れ
な

か
っ
た
の
で
」、
最
初
の
と
こ
ろ
だ
け
、
読
ん
で
み
ま
す
。　

　
　
　
　

わ
た
し
は
「
死
」
の
た
め
に
止
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
　

　
　
わ
た
し
は
「
死
」
の
た
め
に
止
ま
れ
な
か
っ
た
の
で

　
　「
死
」
が
や
さ
し
く
わ
た
し
の
た
め
に
止
ま
っ
て
く
れ
た
　

　
　
馬
車
に
乗
っ
て
い
る
の
は
た
だ
わ
た
し
た
ち

　
　
そ
れ
と
「
不
滅
の
生
」
だ
け
だ
っ
た
。

　

こ
う
い
う
出
だ
し
で
す
。
馬
車
に
わ
た
し
と
死
と
不
滅
の
生
っ

て
い
う
の
が
乗
っ
て
、
そ
の
馬
車
で
生
涯
を
か
け
ぬ
け
て
い
く
。

最
後
は
お
墓
み
た
い
な
家
の
前
ま
で
行
く
ん
で
す
。
馬
車
が
生
涯

を
駆
け
て
い
く
ん
で
す
ね
。
最
後
、
土
が
盛
り
上
が
っ
た
よ
う
な

と
こ
ろ
に
馬
車
が
止
ま
っ
て
。
土
が
盛
り
上
が
っ
た
と
こ
ろ
っ
て
、

い
っ
た
い
何
か
、
わ
た
し
は
土
饅
頭
、
土
の
盛
り
上
が
っ
た
お
墓

を
想
像
し
ま
し
た
。
そ
こ
ま
で
行
き
着
く
あ
い
だ
、
途
中
に
や
っ

ぱ
り
麦
畑
み
た
い
の
が
あ
っ
て
、
穀
物
の
畑
で
す
ね
、
そ
れ
か
ら

学
校
も
行
き
過
ぎ
る
。
次
々
と
風
景
の
な
か
を
過
ぎ
て
ゆ
く
の
で

す
。
こ
の
馬
車
が
、
朔
太
郎
の
馬
車
と
重
な
り
ま
し
た
。
デ
ィ
キ

ン
ソ
ン
は
19
世
紀
の
女
性
詩
人
、
朔
太
郎
が
生
ま
れ
た
年
、
一
八

八
六
年
に
死
ん
で
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
、
入
れ
替
わ
り
。
ア
メ
リ

カ
と
前
橋
と
で
は
、
同
じ
穀
物
の
畑
で
も
、
風
景
は
だ
い
ぶ
異
な

っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。

で
も
、
ど
ち
ら
の
詩

も
、
馬
車
が
ど
こ
か

へ
向
か
っ
て
い
く
と

い
う
、
そ
の
状
況
の

イ
メ
ー
ジ
は
同
じ
で

す
。
い
っ
た
い
、
ど

こ
へ
、
向
か
っ
て
い

く
の
で
し
ょ
う
か
。

朔
太
郎
の
詩
に
は
、

土
饅
頭
は
出
て
き
ま

せ
ん
。
天
に
向
か
っ

● 11
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て
四
輪
馬
車
が
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
昇
っ
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

で
も
、
天
井
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
死
へ
向
か
っ
て
疾
走
し
て
い

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
し4

づ
か
に
き
し4

れ
四4

輪
馬
車
」
っ
て
い

う
こ
こ
の
と
こ
ろ
、
こ
の
音
の
固
ま
り
が
、
こ
の
詩
の
世
界
を
決

め
た
感
じ
が
あ
る
、
完
璧
な
一
行
で
す
が
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
、

何
度
も
何
度
も
読
ん
で
い
く
う
ち
に
、（
ピ
ア
ノ
で
メ
ロ
デ
ィ
ー
を

弾
く
）
こ
う
い
う
、
す
ご
く
シ
ン
プ
ル
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
で
す
け
れ

ど
も
、
浮
か
ん
で
き
て
、
な
ん
だ
か
、
ど
こ
か
で
聞
い
た
よ
う
な

気
も
す
る
の
で
す
が
、
そ
し
た
ら
そ
れ
が
頭
の
な
か
で
周
り
だ
し
、

頭
に
こ
び
り
つ
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
四4

輪
馬
車
の
よ
う

に
回
り
だ
し
て
。
朔
太
郎
の
詩
と
い
う
の
は
、
特
に
短
い
こ
う
い

う
詩
の
場
合
は
、
回
っ
て
い
る
詩
が
多
い
で
す
。
終
わ
ら
な
い
詩

っ
て
言
う
ん
で
し
ょ
う
か
、
ず
ー
っ
と
そ
の
中
で
時
間
が
ぐ
る
ぐ

る
循
環
し
て
い
て
う
ま
く
終
わ
ら
な
い
で
す
ね
。
こ
れ
を
例
え
ば

他
の
詩
で
も
ピ
ア
ノ
を
つ
け
て
み
よ
う
か
な
と
思
っ
て
い
ろ
い
ろ

や
っ
て
み
て
も
、
終
わ
っ
た
感
じ
が
し
な
く
て
、
ま
だ
こ
の
先
メ

ロ
デ
ィ
ー
が
続
い
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
い
う
、
そ
う
い
う

の
が
多
い
。
詩
と
歌
詞
の
違
い
は
、
案
外
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
歌
詞
と
は
一
応
、
終
わ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
「
天
景
」
は
終
わ
ら
な
い
。
そ
れ
は
最
初
か
ら
、
歌

う
た
め
で
な
く
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
な
し
に
、
言
葉
で
、
言
葉
だ
け
で
、

音
楽
を
作
ろ
う
と
し
た
、
そ
う
い
う
作
品
の
名
誉
で
あ
り
宿
命
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
、
最
後
に
、「
天
景
」
を
歌
い
ま

す
。（「
天
景
」
に
合
わ
せ
た
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
ピ
ア
ノ
で
弾
き
な
が

ら
詩
を
読
み
歌
う
）
こ
れ
で
、
わ
た
し
の
講
演
と
い
う
か
お
し
ゃ

べ
り
と
演
奏
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
聞
い
て
く
だ
さ
っ

て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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