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【
と
う
ぎ
・
ひ
で
き
】
１
９
５
９
年
、
東
京
都
出
身
。
高
校
卒
業
後
、
宮
内
庁
に
入
庁
。
式
部
職
楽
部
で

篳
篥
を
主
に
担
当
。
宮
中
儀
式
や
皇
居
で
の
雅
楽
演
奏
会
を
は
じ
め
、
海
外
で
の
公
演
に
も
参
加
し
、

日
本
の
伝
統
文
化
の
紹
介
と
国
際
親
善
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
。１
９
９
６
年
に
リ
リ
ー
ス
し
た
Ｃ
Ｄ 「
東

儀
秀
樹
」
で
脚
光
を
浴
び
、２
０
０
０
年
「
Ｔ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
Ｓ
Ｍ
２
」
で
日
本
レ
コ
ー
ド
大
賞
企
画
賞
を
受
賞
。

１
９
９
６
年
に
フ
リ
ー
に
転
身
後
は
、
作
曲
家
と
し
て
数
多
く
の
作
品
を
手
掛
け
な
が
ら
、
全
国
各
地
で

コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
す
る
他
、
俳
優
、
タ
レ
ン
ト
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
多
方
面
で
活
躍
し
て
い
る
。

東
儀 

秀
樹
さ
ん 
雅
楽
師

2

未
知
な
る
自
分
を
求
め
続
け
て
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―
―
東
儀
さ
ん
は
お
母
様
の
ご
実
家
が
奈
良
時
代

か
ら
続
く
雅
楽
の
家
系
だ
そ
う
で
す
が
、
雅
楽
は

幼
い
頃
か
ら
身
近
な
存
在
だ
っ
た
の
で
す
か
。

　

商
社
マ
ン
だ
っ
た
父
の
海
外
勤
務
に
と
も
な
っ

て
僕
は
外
国
で
の
生
活
が
長
か
っ
た
の
で
、
雅
楽

と
は
か
け
離
れ
た
生
活
を
し
て
い
ま
し
た
。
た
ま

に
母
の
実
家
へ
行
け
ば
、
祖
父
が
雅
楽
の
楽
器
の

調
整
を
し
て
い
る
音
を
聴
い
て
、「
こ
う
い
う
音

の
す
る
楽
器
が
あ
る
ん
だ
」と
思
う
く
ら
い
で
す
。

　

家
の
中
で
雅
楽
の
話
題
が
出
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
し
、
母
も
東
儀
家
の
血
を
受
け
継
い

で
い
る
と
は
言
え
、
雅
楽
は
男
子
が
継
い
で
い
く

の
で
、
若
い
頃
に
趣
味
で
笙し
ょ
うを
少
し
嗜
ん
だ
程
度

で
し
た
。

―
―
お
祖
父
様
の
雅
楽
を
耳
に
さ
れ
て
、
自
分
も

や
っ
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
は
な
ら
な
か
っ
た

の
で
す
か
。

　

両
親
も
僕
も
、ま
さ
か
雅
楽
を
や
る
な
ん
て
微
塵

も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
で
す
ね
。

　

た
だ
、
僕
に
は
物
心
つ
い
た
頃
か
ら
普
通
じ
ゃ

な
い
音
楽
の
素
養
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
幼
い
頃
、

親
が
買
っ
て
く
れ
た
ハ
ー
モ
ニ
カ
で
、
サ
ラ
ッ
と

音
階
を
確
認
し
た
だ
け
で
、父
が
よ
く
聴
い
て
い
た

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
第
九
の
メ
ロ
デ
ィ
を
間
違
え

る
こ
と
な
く
吹
い
た
そ
う
で
す
。

　

小
学
生
の
時
に
は
ピ
ア
ノ
な
ん
て
習
っ
た
こ
と

も
な
い
の
に
、教
室
に
置
か
れ
て
い
た
ピ
ア
ノ
で
、

テ
レ
ビ
で
聞
い
た
だ
け
の
歌
謡
曲
を
伴
奏
ま
で

つ
け
て
弾
い
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
僕
に
と
っ
て

自
然
な
こ
と
だ
っ
た
け
れ
ど
、
他
の
子
に
は
で
き

な
い
こ
と
だ
と
理
解
し
て
い
ま
し
た
し
、
自
分
に

は
持
っ
て
生
ま
れ
た
音
楽
の
素
養
が
あ
る
と
い
う

自
覚
は
あ
り
ま
し
た
。

―
―
確
か
に
普
通
じ
ゃ
な
い
才
能
で
す
ね
。

　

幼
稚
園
の
頃
か
ら
ビ
ー
ト
ル
ズ
が
大
好
き
で
、

中
学
生
に
な
る
と
ギ
タ
ー
や
ピ
ア
ノ
で
表
現
す
る

こ
と
が
面
白
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
高
校
で
は

ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
を
や
る
よ
う
に
な
り
、「
ギ
タ
ー

と
言
え
ば
東
儀
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
で
し
た
が
、

音
楽
が
わ
か
る
だ
け
に
、
努
力
が
嫌
い
な
自
分
に

は
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
身
に
つ
い
て
い
な
い
こ
と
に
も

気
づ
い
て
い
ま
し
た
。

　

ロ
ッ
ク
や
ジ
ャ
ズ
に
夢
中
だ
っ
た
僕
は
ギ
タ
リ

ス
ト
に
な
り
た
い
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
今
の
レ
ベ

ル
で
は
プ
ロ
に
な
れ
な
い
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、

弟
子
入
り
し
て
師
匠
の
お
世
話
か
ら
始
め
る
の
も

向
い
て
い
な
さ
そ
う
だ
し
、
が
む
し
ゃ
ら
に
練
習

す
る
の
も
無
理
だ
な
と
、
冷
静
に
自
己
分
析
し
て

い
ま
し
た
。

　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
も
性
格
的
に
向
い
て
い
な
い
し
、

進
む
な
ら
音
楽
の
道
だ
ろ
う
。
プ
レ
イ
ヤ
ー
は
無

理
で
も
、
作
曲
家
だ
っ
た
ら
で
き
そ
う
だ
な
ど
と

考
え
て
い
た
高
校
２
年
の
時
、
母
に
「
音
楽
の
道

に
進
み
た
い
な
ら
、
雅
楽
に
も
目
を
向
け
て
み
た

ら
」
と
言
わ
れ
ま
し
て
。「
雅
楽
を
や
り
な
さ
い
」

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
選
択
肢
と
し
て
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日
本
の
伝
統
文
化
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
こ
か
遠
い
存
在
だ
っ
た
雅
楽
。
そ
の
雅
楽

を
引
っ
提
げ
、
全
国
ツ
ア
ー
で
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
曲
で
観
客
を
魅
了
し
た
か
と
思
え
ば
、

テ
レ
ビ
番
組
で
は
若
者
に
大
人
気
の
曲
を
奏
で
喝
采
を
浴
び
る
。
楽
し
そ
う
に
演
奏

す
る
東
儀
秀
樹
さ
ん
の
音
楽
を
聴
く
と
、
雅
楽
が
一
気
に
身
近
な
存
在
に
な
る
。

　
宮
内
庁
の
楽
師
か
ら
フ
リ
ー
の
雅
楽
師
と
な
り
八
面
六
臂
の
活
躍
を
見
せ
る
東
儀

さ
ん
に
、
雅
楽
を
始
め
た
き
っ
か
け
か
ら
現
在
の
活
動
ま
で
話
を
伺
っ
た
。

両
親
も
僕
も
、
ま
さ
か
雅
楽
を
や
る
な
ん
て

微
塵
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
で
す
ね
。
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提
示
し
て
く
れ
ま
し
た
。
普
通
だ
っ
た
ら
そ
ん
な

こ
と
見
向
き
も
し
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
僕
が
そ

の
提
案
を
受
け
入
れ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
は
、

海
外
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

―
―
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
の
で
す
か
。

　

メ
キ
シ
コ
に
住
ん
で
い
た
中
学
生
の
時
、
日
本

の
こ
と
を
誤
解
し
て
い
る
人
た
ち
に
、本
当
の
日
本

と
い
う
も
の
を
伝
え
た
く
て
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。そ
れ
に
音
楽
だ
っ
た
ら
ど
ん
な
ジ
ャ
ン
ル

で
も
料
理
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
し
た
し
、
雅
楽

の
家
系
で
あ
る
こ
と
に
も
誇
り
を
持
っ
て
い
た
の

で
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
、
雅
楽
の
道
に
進
ん
で

み
よ
う
と
。
そ
れ
で
何
か
違
う
な
と
思
っ
た
ら
、

そ
の
時
は
や
め
れ
ば
い
い
と
考
え
た
の
で
す
。

―
―
そ
の
後
、
宮
内
庁
式
部
職
楽
部
楽
生
科
の
楽

生
と
な
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
に
雅
楽
を

習
得
さ
れ
た
の
で
す
か
。

　

雅
楽
は
す
べ
て
口
伝
で
、
ま
ず
は
先
生
が
口
ず

さ
む
メ
ロ
デ
ィ
を
真
似
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る

ん
で
す
。
一
対
一
の
授
業
で
、
先
生
が
ワ
ン
フ
レ

ー
ズ
を
口
ず
さ
ん
だ
ら
、
楽
生
は
そ
れ
を
真
似
し

て
、
先
生
が
次
の
フ
レ
ー
ズ
を
口
ず
さ
ん
で
、
ま

た
真
似
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
、
曲
を

完
全
に
覚
え
た
ら
楽
器
で
の
練
習
に
進
む
こ
と
が

で
き
ま
す
。

―
―
東
儀
さ
ん
は
管
楽
器
の
中
の
篳ひ
ち
り
き篥
を
メ
イ
ン

で
担
当
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
な
ぜ
そ
れ
を

選
択
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
？

　

同
時
に
複
数
の
音
を
鳴
ら
す
こ
と
が
で
き
る
笙

は
天
か
ら
降
り
そ
そ
ぐ
光
が
音
に
な
っ
た
と
言
わ

れ
る
楽
器
で
他
に
無
い
個
性
が
あ
る
し
、
縦
笛
で

あ
る
篳
篥
は
主
旋
律
を
奏
で
ま
す
。
ど
ち
ら
に
す

る
か
迷
い
ま
し
た
が
、
東
儀
家
が
篳
篥
を
大
事
に

し
て
き
た
家
系
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
い
た
の

で
、
篳
篥
に
決
め
ま
し
た
。

　

楽
生
は
７
年
間
の
う
ち
に
、篳
篥
を
含
む
管
楽
器

を
は
じ
め
、
琵
琶
や
琴
な
ど
の
弦
楽
器
、
鉦し
ょ
う
こ鼓

や

太
鼓
と
い
っ
た
打
楽
器
な
ど
雅
楽
の
全
楽
器
の

演
奏
、
歌
、
舞
に
加
え
て
、
チ
ェ
ロ
や
ピ
ア
ノ
、

声
楽
も
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
期
末
試
験
も

年
に
数
回
あ
り
ま
す
。
僕
は
普
通
な
ら
１
回
じ
ゃ

出
せ
な
い
よ
う
な
音
階
も
１
回
で
ス
パ
ッ
と
出
せ

ま
し
た
し
、
運
動
が
得
意
で
舞
も
う
ま
く
で
き
た

の
で
、
卒
業
ま
で
ず
っ
と
試
験
で
ト
ッ
プ
を
逃
し

た
こ
と
は
な
か
っ
た
で
す
。

―
―
そ
の
後
、
宮
内
庁
式
部
職
楽
部
の
楽
師
と
な

ら
れ
て
か
ら
は
、ご
自
身
と
し
て
満
足
い
く
仕
事
が

で
き
た
の
で
す
か
。

メ
キ
シ
コ
に
住
ん
で
い
た
時
、
日
本
の
こ
と

を
誤
解
し
て
い
る
人
た
ち
に
、
本
当
の
日
本

を
伝
え
た
く
て
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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か
っ
た
は
ず
な
の
で
、相
当
驚
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
僕
が
コ
ン
サ
ー
ト
で
演
奏
す
る
と
、
皆

さ
ん
が
楽
し
ん
だ
り
、
面
白
が
っ
て
く
れ
て
い
る

様
子
は
両
親
も
見
て
い
ま
し
た
の
で
、「
こ
れ
が

続
く
な
ら
、
き
っ
と
大
丈
夫
だ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど

メ
ジ
ャ
ー
に
は
な
ら
な
く
て
も
、
音
楽
家
と
し
て

や
っ
て
い
け
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
思
っ
た
よ
う

で
す
。

―
―
楽
師
だ
っ
た
時
と
比
べ
、
フ
リ
ー
に
な
ら
れ

て
か
ら
作
曲
の
姿
勢
に
変
化
は
あ
り
ま
し
た
か
。

　

全
く
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
僕

は
「
こ
ん
な
曲
を
ひ
ら
め
い
た
！
」
と
、
楽
し
く

作
曲
し
て
い
る
の
で
、
ど
こ
に
い
て
も
変
わ
ら
な

い
の
で
す
。
今
も
初
心
と
変
わ
ら
ず
、
無
邪
気
に

楽
し
く
曲
を
作
っ
て
い
ま
す
。

―
―
「
生
活
の
た
め
」
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
、

無
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

納
期
に
間
に
合
う
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
と
か
、

曲
の
ア
イ
デ
ア
が
出
て
こ
な
い
と
い
う
危
機
感
は

味
わ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
必
ず
納
期
を
守

っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
よ
り
、
納
期
よ
り
か
な
り

早
く
出
来
て
し
ま
い
ま
す
。「
い
つ
だ
っ
て
、ど
ん
な

曲
だ
っ
て
提
供
で
き
る
」
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
や
り
が
い
と
い
う
点
で
、楽
師
を
さ
れ
て
い
た

時
と
フ
リ
ー
で
演
奏
さ
れ
る
時
は
、
ど
の
よ
う
な

違
い
が
あ
り
ま
す
か
。

　

ど
ち
ら
に
も
そ
れ
ぞ
れ
素
晴
ら
し
い
や
り
が
い

が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
宮
内
庁
の
楽
師
と
し

て
の
仕
事
は
、
１
０
０
０
年
以
上
の
歴
史
と
伝
統

が
積
み
重
な
っ
て
き
た
仕
事
で
、
気
持
ち
の
良
い

重
責
が
あ
り
ま
し
た
。言
わ
ば
、
歴
史
に
自
分
自
身

思
い
ま
す
。
最
初
は
数
十
人
く
ら
い
だ
っ
た
お
客

さ
ん
が
、
回
を
重
ね
る
ご
と
に
ど
ん
ど
ん
増
え
て

い
き
ま
し
た
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
へ
の
出
演
依
頼
も
次
々
と
舞
い
込

む
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
仕
事
と
の
両
立
が
難
し

く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
個
人
と
し
て
発
表
の
場

が
ほ
し
い
け
れ
ど
、
仕
事
で
周
囲
に
迷
惑
を
か
け

た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
。
や
り
た
い

こ
と
が
思
う
よ
う
に
で
き
な
い
こ
と
が
フ
ラ
ス
ト

レ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
、37
歳
の
時
、
退
職
を
決
意

し
ま
し
た
。

―
―
退
職
し
て
も
や
っ
て
い
け
る
確
信
は
あ
っ
た

の
で
す
か
。

　
「
退
職
す
る
か
ら
に
は
、
か
な
り
し
っ
か
り
し

た
レ
ー
ル
を
組
み
上
げ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の

上
で
、
乗
り
換
え
る
の
だ
ろ
う
」
と
周
り
は
思
っ

て
い
た
よ
う
で
す
が
、
僕
に
は
レ
ー
ル
ど
こ
ろ
か

枕
木
の
一
つ
も
無
か
っ
た
。
で
も
、
自
分
の
音
楽

に
対
す
る
確
信
だ
け
は
あ
り
ま
し
た
。「
僕
の
音

楽
を
楽
し
ん
で
く
れ
る
人
は
必
ず
い
る
」と
い
う

確
信
で
す
。
だ
か
ら
、
心
配
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

―
―
ご
家
族
は
反
対
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
か
。

　

東
儀
家
の
祖
父
母
は
、
僕
が
宮
内
庁
の
楽
師
に

な
っ
た
こ
と
を
何
よ
り
も
喜
ん
で
く
れ
ま
し
た
。

「
孫
の
代
で
戻
っ
た
」
と
言
っ
て
。
母
も
同
じ
気
持

ち
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
言
い
出
し
た
ら
絶
対

に
引
か
な
い
僕
の
性
格
を
よ
く
知
っ
て
い
る
か

ら
、
辞
め
る
こ
と
に
つ
い
て
何
も
言
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
父
は
固
い
人
間
で
、
僕
が
国
家
公
務
員
と

し
て
勤
め
上
げ
る
こ
と
以
外
の
道
を
考
え
て
い
な

　

大
体
思
い
通
り
に
で
き
て
い
ま
し
た
ね
。
国
賓

が
来
日
し
た
時
の
歓
迎
演
奏
会
で
た
っ
た
一
人
の

舞
人
に
選
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
し
、
演
奏

の
主
軸
を
任
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
で
す
。

　

楽
師
に
な
っ
て
10
年
で
退
職
し
ま
し
た
が
、
振

り
返
れ
ば
、
そ
の
間
に
は
昭
和
天
皇
の
御
大
喪
や

平
成
天
皇
の
御
即
位
の
礼
、
皇
太
子
の
御
成
婚
な

ど
、
30
年
勤
め
て
も
立
ち
会
え
る
か
ど
う
か
わ
か

ら
な
い
よ
う
な
大
き
な
節
目
に
立
ち
会
う
こ
と
が

で
き
、
貴
重
な
経
験
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

―
―
10
年
で
退
職
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
す
が
、は
じ

め
か
ら
辞
め
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い

で
す
よ
ね
。

　

入
っ
た
時
は
、
先
の
こ
と
な
ん
て
何
も
考
え
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
宮
内
庁
の
楽
師
と
言

え
ば
雅
楽
の
世
界
で
は
最
高
峰
で
す
し
、
社
会
的

な
信
用
も
高
く
、
国
家
公
務
員
で
す
か
ら
老
後
の

生
活
も
保
証
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
雅
楽
は
基

本
的
に
一
人
で
で
き
る
音
楽
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
、
定
年
ま
で
い
る
だ
ろ
う
な
と
は
思
っ
て

い
ま
し
た
。

―
―
楽
師
は
雅
楽
を
広
く
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
を

目
的
に
、
勤
務
外
の
時
間
を
活
用
し
て
ミ
ニ
コ
ン

サ
ー
ト
で
演
奏
し
た
り
、
雅
楽
を
教
え
た
り
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
が
。

　

そ
う
で
す
ね
。
僕
も
コ
ン
サ
ー
ト
で
の
演
奏
や

企
画
を
よ
く
頼
ま
れ
て
い
ま
し
た
し
、
オ
リ
ジ
ナ

ル
曲
を
披
露
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
雅
楽
は

難
し
い
と
い
う
印
象
を
持
た
れ
が
ち
だ
け
れ
ど
、

僕
が
作
る
曲
は
ポ
ッ
プ
ス
と
同
じ
よ
う
な
感
覚
で

楽
し
め
る
の
で
、
す
ご
く
聴
き
や
す
い
の
だ
と

僕にはレールどころか枕木の一つも無かった。
でも、自分の音楽に対する確信だけはありました。



>> HIDEKI  TOGI

6

て
も
、
自
分
の
国
の
文
化
に
つ
い
て
何
一
つ
説
明

で
き
な
け
れ
ば
相
手
に
さ
れ
ま
せ
ん
。真
の
国
際
人

は
自
分
の
国
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
し
、
日
本
人

だ
っ
た
ら
雅
楽
を
知
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
と
。

　

外
国
人
か
ら
日
本
の
音
楽
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ

た
時
、「
そ
う
言
え
ば
、
東
儀
さ
ん
が
や
っ
て
い

る
雅
楽
が
あ
っ
た
な
」
と
思
い
出
し
て
く
れ
た
ら

嬉
し
い
で
す
。

―
―
学
校
に
招
か
れ
て
雅
楽
の
話
を
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
そ
う
で
す
が
。

　

そ
う
で
す
ね
。
例
え
ば
、
生
徒
の
前
で
笙
を
持

っ
て
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
時
、「
こ
の

楽
器
を
吹
い
て
み
た
い
人
、
手
を
挙
げ
て
」
と
尋

ね
ま
す
。
で
も
、
最
初
か
ら
ス
パ
ッ
と
手
を
挙
げ

る
生
徒
は
滅
多
に
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、「
も
う

一
度
聞
く
。
東
儀
秀
樹
と
間
接
キ
ス
を
す
る
チ
ャ

ン
ス
だ
ぞ
」
と
冗
談
を
言
っ
た
り
し
て
よ
う
や
く

手
が
挙
が
っ
た
ら
、
そ
の
生
徒
を
ス
テ
ー
ジ
に

呼
ん
で
笙
を
吹
い
て
も
ら
い
ま
す
。

　

笙
は
一
見
難
し
そ
う
だ
け
れ
ど
、
初
め
て
で
も

音
は
出
ま
す
。
そ
の
音
を
聴
い
て
皆
が
驚
く
し
、

何
よ
り
吹
い
た
生
徒
自
身
が
驚
き
ま
す
。そ
の
時
、

僕
は
「
Ａ
君
は
き
れ
い
に
音
が
出
せ
た
ね
。
だ
け

ど
彼
の
す
ご
い
と
こ
ろ
は
そ
こ
じ
ゃ
な
い
。
誰
も

手
を
挙
げ
な
い
の
に
一
人
だ
け
挙
げ
た
と
こ
ろ
が

す
ご
い
ん
だ
」
と
言
う
の
で
す
。「
手
を
挙
げ
ら

れ
な
か
っ
た
人
は
、
皆
の
前
で
音
を
出
せ
ず
に
凹

ん
で
し
ま
う
図
ば
か
り
を
想
像
し
て
し
ま
っ
た
ん

だ
よ
ね
。
で
も
、
初
め
て
な
ん
だ
か
ら
、
で
き
な

く
て
当
た
り
前
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
失
敗
す
る

図
を
優
先
す
る
の
か
？
」
と
。

　

雅
楽
が
完
成
し
た
当
時
、
他
の
音
楽
も
あ
っ
た

に
違
い
な
い
け
れ
ど
、
完
成
度
が
低
い
音
楽
は

時
代
の
流
れ
の
中
で
淘
汰
さ
れ
て
き
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。
力
強
い
完
成
度
を
も
っ
た
雅
楽
は
、

こ
れ
か
ら
先
も
ず
っ
と
残
り
続
け
る
で
し
ょ
う
。

　

雅
楽
を
堅
苦
し
い
と
思
う
の
は
、
儀
式
の
イ
メ

ー
ジ
が
強
過
ぎ
た
り
、
ど
う
聴
け
ば
い
い
か
わ
か

ら
な
い
と
い
う
先
入
観
が
邪
魔
を
し
て
い
る
か
ら

で
す
。
先
入
観
を
な
く
し
て
音
楽
に
身
を
委
ね
て

み
れ
ば
心
地
い
い
の
に
、
雅
楽
に
対
す
る
先
入
観

の
強
い
人
が
ま
だ
ま
だ
多
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

―
―
私
も
、
ど
う
聴
け
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い

一
人
で
す
。

　

雅
楽
の
難
し
い
曲
を
聴
か
さ
れ
る
と
、
群
れ
た

音
の
中
で
耳
が
ど
こ
に
焦
点
を
定
め
た
ら
い
い
か

わ
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
例
え
ば

「
篳
篥
は
人
が
歌
う
よ
う
に
吹
い
て
、
音
を
出
し

て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
篳
篥
を
使
い
な
が
ら
説

明
す
る
と
、「
あ
っ
！
本
当
だ
」
と
理
解
で
き
て
、

そ
の
瞬
間
か
ら
篳
篥
に
耳
が
傾
く
人
が
い
ま
す
。

笙
も「
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
の
ル
ー
ツ
な
ん
で
す
よ
」

と
説
明
す
る
と
、「
教
会
で
響
い
て
い
る
よ
う
な

音
な
の
に
、
雅
楽
な
ん
だ
！
」
と
面
白
が
っ
て
、

雅
楽
に
興
味
を
持
っ
て
く
れ
る
人
も
い
ま
す
。

―
―
そ
う
や
っ
て
雅
楽
の
普
及
に
努
め
ら
れ
て

い
る
の
で
す
か
。

　

普
及
と
い
う
よ
り
、
僕
は
、
日
本
人
は
日
本
を

知
る
こ
と
を
最
優
先
す
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る
の

で
す
。
外
国
人
と
向
き
合
っ
た
時
、
英
語
が
話
せ

る
こ
と
よ
り
、
日
本
の
文
化
を
知
っ
て
い
る
こ
と

の
ほ
う
が
ず
っ
と
評
価
さ
れ
ま
す
。
英
語
が
話
せ

を
寄
り
添
わ
せ
る
や
り
が
い
で
す
。
楽
師
だ
っ
た

頃
は
、「
自
分
は
今
、
す
ご
い
仕
事
を
さ
せ
て
も

ら
っ
て
い
る
。
あ
り
が
た
い
な
」
と
い
う
気
持
ち

で
臨
ん
で
い
ま
し
た
。
フ
リ
ー
に
な
っ
て
か
ら
は

自
分
一
人
で
考
え
て
、
自
分
の
想
い
や
好
み
を
全

部
反
映
で
き
る
と
い
う
や
り
が
い
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
タ
イ
プ
が
異
な
る
や
り
が
い
で
、ど
ち
ら

も
同
じ
く
ら
い
充
実
感
が
あ
り
ま
す
。

―
―
東
儀
さ
ん
は
、
雅
楽
の
魅
力
は
ど
こ
に
あ
る

と
お
考
え
で
す
か
。

　

１
０
０
０
年
以
上
も
昔
か
ら
変
わ
ら
ず
同
じ
こ

と
が
で
き
て
い
る
体
制
や
守
り
続
け
ら
れ
て
い
る

価
値
観
に
、
僕
は
ま
ず
感
動
し
ま
す
。
そ
れ
に
流

行
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
な
く
残
っ
て
き
た
の
は
、

神
や
仏
を
相
手
に
し
て
い
た
か
ら
じ
ゃ
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
。
自
分
を
表
現
す
る
こ
と
が
音
楽

な
の
に
、演
奏
者
の
自
我
を
表
現
す
る
こ
と
を
よ
し

と
し
な
か
っ
た
価
値
観
。
そ
れ
っ
て
普
通
あ
り
得

な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。自
分
を
捨
て
て
身
を
寄
せ

る
っ
て
、
す
ご
く
魅
力
的
だ
な
と
。

　

雅
楽
は
完
成
度
が
高
く
、
全
く
ゆ
る
ぎ
が
あ
り

ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
宇
宙
の
音
楽
と
も
言
わ

れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
雅
楽
の
メ
ロ
デ
ィ
を
奏

で
る
の
は
３
つ
の
管
楽
器
で
す
。
笙
は
降
り
そ
そ

ぐ
天
の
光
を
表
し
、
篳
篥
は
地
上
の
音
を
表
し
、

横
笛
の
一
種
で
あ
る
龍
笛
は
飛
び
回
る
龍
の
鳴
き

声
か
ら
空
を
表
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
合
奏
す

る
こ
と
で
、
天
、
地
、
空
を
一
つ
に
す
る
、
つ
ま

り
宇
宙
を
表
現
し
て
い
る
の
で
す
。だ
か
ら
こ
そ
、

ど
の
時
代
に
お
い
て
も
新
鮮
に
響
く
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

人はマイナスなことを想像したがるけれど、
一歩前に踏み出した人だけが手にできるものがある。
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後
先
を
考
え
な
い
こ
と
で
す
。
皆
、
子
ど
も
に

目
標
を
定
め
な
さ
い
っ
て
教
え
る
で
し
ょ
う
？　

で
も
、
目
標
を
定
め
た
瞬
間
に
そ
っ
ぽ
向
い
て
し

ま
う
こ
と
っ
て
、勿
体
な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。

目
標
し
か
見
え
て
い
な
い
と
、せ
っ
か
く
目
の
前
に

自
分
に
一
番
向
い
て
い
る
も
の
が
近
づ
い
て
き
て

も
、
そ
れ
を
排
除
し
て
し
ま
い
ま
す
よ
ね
。

　

で
も
、
僕
の
よ
う
に
目
標
が
無
い
人
は
、い
つ
も

好
奇
心
を
持
っ
て
面
白
い
も
の
は
な
い
か
と
探
し

て
い
て
、
気
に
な
る
も
の
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
寄
り

添
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
寄
り
添
っ
て
み
て
ダ
メ

だ
な
と
思
っ
た
ら
、
別
の
方
向
で
新
し
い
も
の
に

出
会
え
ば
い
い
わ
け
だ
し
、
ジ
グ
ザ
ク
で
も
自
分

の
直
感
で
進
ん
で
行
け
れ
ば
、
死
ぬ
前
に
「
あ
あ
、

人
生
、
面
白
か
っ
た
」
と
言
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
。

　

だ
か
ら
、
僕
は
自
分
が
何
者
か
も
決
め
な
い
こ

と
に
し
て
い
ま
す
。
今
は
雅
楽
師
だ
け
れ
ど
、
今

日
の
帰
り
道
で
「
こ
れ
だ
！
」
と
い
う
何
か
を
見

つ
け
て
、「
も
う
雅
楽
な
ん
て
や
っ
て
い
る
場
合

じ
ゃ
な
い
」
と
な
る
可
能
性
だ
っ
て
あ
る
わ
け
じ

ゃ
な
い
で
す
か
。
未
知
の
自
分
を
常
に
求
め
続
け

て
い
れ
ば
、
目
標
な
ん
か
定
め
な
く
て
い
い
と
。

死
ぬ
ま
で
の
間
に
、
ま
だ
ま
だ
僕
の
知
ら
な
い

東
儀
秀
樹
に
出
会
お
う
と
思
っ
て
い
る
の
で
、じ
っ

と
な
ん
か
し
て
い
ら
れ
な
い
で
す
。

―
―
そ
の
気
持
ち
が
新
し
い
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

さ
れ
る
原
動
力
な
の
で
す
ね
。本
日
は
お
話
し
い
た

だ
き
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。こ
れ
か
ら
の

ご
活
躍
も
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
／
ラ
イ
タ
ー　

更
田 

沙
良
）

―
―
「
失
敗
を
恐
れ
ず
、
一
歩
を
踏
み
出
す
」。

日
本
で
は
苦
手
な
人
が
多
い
気
が
し
ま
す
。

　

僕
は
３
つ
の
選
択
肢
を
示
さ
れ
て
「
ど
れ
を
選

ぶ
？
」と
尋
ね
ら
れ
た
ら
、「
３
つ
を
同
時
に
選
べ

な
い
だ
ろ
う
か
」
と
考
え
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
、

本
当
に
自
分
に
向
い
て
い
た
も
の
が
残
り
、
途
中

で
落
ち
て
い
っ
た
も
の
は
向
い
て
い
な
か
っ
た

こ
と
が
早
く
わ
か
り
ま
す
。
最
初
に
１
つ
だ
け
を

選
ん
で
し
ま
う
と
、
結
局
、
時
間
を
無
駄
に
し
て

し
ま
う
と
思
う
の
で
す
。

―
―
そ
う
い
う
発
想
だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
東
儀

さ
ん
は
趣
味
も
多
い
で
す
し
、
仕
事
も
私
生
活
も

含
め
て
人
生
を
楽
し
ま
れ
て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
。

　

僕
は
好
奇
心
旺
盛
だ
か
ら
、
人
が
楽
し
そ
う
な

こ
と
を
し
て
い
る
と
自
分
も
や
っ
て
み
た
く
な
る
。

そ
れ
に
「
同
じ
人
間
な
ん
だ
か
ら
自
分
に
も
絶
対

に
で
き
る
は
ず
だ
」
と
プ
ラ
ス
に
発
想
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、誰
か
が
乗
馬
し
て
い
る
姿
を
見
た
ら
、

自
分
の
姿
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
つ
ぶ
さ
に
観
察

し
て
、
実
際
、
自
分
が
馬
に
ま
た
が
っ
た
時
に
は

「
さ
っ
き
見
た
通
り
に
や
れ
ば
い
い
だ
け
」
と
頭

の
中
の
イ
メ
ー
ジ
を
再
現
し
よ
う
と
し
ま
す
。

「
自
分
が
さ
っ
き
や
っ
て
い
た
」
感
覚
で
ス
タ
ー
ト

で
き
る
の
で
早
く
習
得
で
き
ま
す
し
、
も
し
失
敗

し
て
も
、
そ
こ
で
へ
こ
た
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
の
ほ
う
が
早
く
楽
し
む
こ
と
が
で
き
て
、

効
率
的
で
す
。

―
―
な
る
ほ
ど
。
そ
の
よ
う
な
方
法
で
い
ろ
ん
な

楽
し
み
を
見
つ
け
て
こ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。

で
は
、
最
後
に
伺
い
ま
す
。
東
儀
さ
ん
が
人
生
で

大
切
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
何
で
す
か
。

―
―
な
か
な
か
耳
の
痛
い
話
で
す
…
。

　
「
人
は
マ
イ
ナ
ス
な
こ
と
を
想
像
し
た
が
る
け

れ
ど
、
一
歩
前
に
踏
み
出
し
た
人
だ
け
が
手
に
で

き
る
も
の
が
あ
る
。
今
日
の
場
合
、
手
を
挙
げ
た

Ａ
君
だ
け
が
、
笙
の
音
が
出
せ
た
と
い
う
感
激
を

持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
る
。
音
が
出
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
難
し
い
楽
器
な
ん
だ
と
体
感
し
た
こ
と

で
、
誰
よ
り
も
先
を
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
失
敗

を
怖
が
っ
て
い
る
場
合
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
？
」と
。

そ
う
い
う
話
を
よ
く
し
て
い
ま
す
ね
。


