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は
じ
め
に

　

三
十
一
音
に
凝
縮
さ
れ
た
こ
と
ば
の
中
に
込
め
ら

れ
た
作
者
の
思
い
は
深
く
、
時
に
は
し
み
じ
み
と
、

時
に
は
激
し
く
私
た
ち
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
読
み
手
は
こ
と
ば
に
委
ね
ら
れ
た
意
味
を
一
つ

一
つ
ひ
も
と
く
努
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。

　

生
徒
が
、
短
歌
を
読
み
込
み
、
そ
の
よ
さ
を
体
感

で
き
る
方
法
は
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
今
回
、
話
し
合
い
活
動
を
通
し
た
、
短
歌

の
こ
と
ば
に
立
ち
返
り
、
自
分
の
こ
と
ば
を
紡
ぎ
出

す
読
み
の
授
業
に
取
り
組
ん
だ
。

１　

こ
と
ば
の
抽
出
・
再
構
成
・
対
照
化

　

授
業
の
最
初
の
課
題
で
あ
る
。

「
短
歌
で
『
作
者
が
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
』
を
作
文

に
し
よ
う
。」

　

ま
ず
、
作
者
が
今
い
る
場
所
や
時
間
、
季
節
、
登

場
す
る
「
も
の
」
や
「
人
」
を
明
記
さ
せ
た
。

　

生
徒
は
こ
と
ば
を
一
つ
一
つ
整
理
し
、
ノ
ー
ト
に

書
き
込
ん
で
い
く
。
短
歌
の
中
に
登
場
す
る
「
も

の
」・「
人
」は
書
い
て
あ
る
か
ら
わ
か
る
。
し
か
し
、

そ
の
後
で
あ
る
。
皆
、
頭
を
抱
え
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
斎
藤
茂
吉
の
「
み
ち
の
く
の
母
の
い
の

ち
を
一
目
見
ん
一
目
見
ん
と
ぞ
た
だ
に
急
げ
る
」
を

例
に
挙
げ
る
。「
も
う
す
ぐ
亡
く
な
る
母
の
姿
を
見

た
い
」
こ
と
は
わ
か
る
。
し
か
し
、
作
者
は
今
、
ど

こ
に
い
て
、
何
を
し
て
い
る
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。

　

短
歌
は
短
い
こ
と
ば
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え

に
、
中
学
生
に
と
っ
て
は
、
場
面
を
想
起
し
、
作
者

の
思
い
を
読
み
と
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
よ
う

だ
。
そ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
指
導
を
行
う
。

①　

�「
抽
出
」
し
た
こ
と
ば
を
「
再
構
成
」
し

た
り
「
対
照
化
」
す
る
こ
と
。

②　

必
要
に
応
じ
て
「
補
足
」
す
る
こ
と
。

　

生
徒
は
、

場
所　
　
　
「
み
ち
の
く
（
山
形
県
）」

時
間　
　
　
「
夜
」

登
場
人
物　
「
母
（
死
）」・「
急
ぐ
作
者
」

と
い
う
こ
と
ば
を
抽
出
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
次
の

課
題
を
与
え
る
。

課
題
⑴ �「
み
ち
の
く
」
の
母
に
会
い
に
行
く
の

で
あ
れ
ば
、作
者
は「
ど
こ
」に
い
る
？

課
題
⑵ �

ど
ん
な
手
段
で
会
い
に
行
っ
て
い
る
？

　

こ
こ
か
ら
、
生
徒
の
話
し
合
い
活
動
に
よ
る
そ
の

こ
と
ば
の
再
構
成
と
対
照
化
が
始
ま
る
。

　

⑴
・
⑵
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
時
間
を
要
し
な

か
っ
た
。「
作
者
は
『
み
ち
の
く
』
か
ら
は
ず
っ
と

離
れ
た
場
所
（
例
え
ば
東
京
）
に
い
た
は
ず
だ
。」

「
だ
っ
た
ら
、
汽
車
に
乗
っ
て
る
よ
。」

　

た
だ
、「
急
い
で
い
る
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
な

の
か
、
生
徒
の
こ
と
ば
が
詰
ま
る
。

短
歌
を
読
ん
で
自
分
の
こ
と
ば
を
紡
ぐ

〜
話
し
合
い
活
動
と
リ
ラ
イ
ト
を
通
し
て
〜
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そ
の
気
持
ち
の
状
態
を
表
現
し
た
の
で
は
な
い
か

と
。
客
車
の
椅
子
に
座
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
出

口
の
ド
ア
の
前
で
、
こ
の
ド
ア
が
開
く
の
は
ま
だ
か

ま
だ
か
と
待
っ
て
い
る
の
で
は
と
解
釈
す
る
生
徒
も

い
る
。作
者
の
短
歌
に
込
め
た
こ
と
ば
が
少
し
ず
つ
、

生
徒
の
心
に
し
み
て
い
く
の
を
実
感
し
た
。

３　

作
品
の
リ
ラ
イ
ト

　

最
後
に
次
の
課
題
を
与
え
た
。

「
斎
藤
茂
吉
が
、
こ
の
短
歌
を
作
文
に
し
た
と
し
よ

う
。
ど
ん
な
文
章
を
書
く
だ
ろ
う
。
君
た
ち
が
茂
吉

に
な
り
か
わ
っ
て
二
百
字
前
後
で
書
い
て
ご
ら
ん
。」

　

短
歌
か
ら
、「
こ
と
ば
」
の
意
味
を
紡
ぎ
出
し
た

彼
ら
は
、
黙
々
と
書
き
始
め
た
。
そ
の
筆
が
、
な
ぜ

か
止
ま
ら
な
い
。
二
百
字
詰
原
稿
用
紙
の
余
白
ま
で

書
く
生
徒
や
、
授
業
が
終
わ
っ
て
も
、
ま
だ
書
い
て

い
る
生
徒
が
い
た
。
休
み
時
間
に
は
、
書
い
た
作
品

を
読
み
合
う
姿
も
見
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の

生
徒
が
作
品
を
書
き
あ
げ
た
の
だ
っ
た
。

　

次
に
生
徒
の
作
品
を
挙
げ
る
。
作
品
の
こ
と
ば
一

つ
一
つ
を
ひ
も
と
き
、
そ
こ
か
ら
作
者
の
思
い
を
紡

ぎ
出
し
た
結
果
で
あ
る
。

作
品
１

　

僕
は
汽
車
の
窓
を
見
つ
め
な
が
ら
、
内
心
と

て
も
焦
っ
て
い
た
。早
く
、早
く
着
い
て
く
れ
！

２　

こ
と
ば
の「
補
足
」と
作
品
の
追
体
験

　

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
作
品
を
客
観
的
に
見
て
い
た

生
徒
に
、
作
品
の
こ
と
ば
の
中
に
隠
れ
て
い
る
も
の

を
紡
ぎ
出
す
た
め
の
課
題
を
与
え
る
。
補
足
の
読
み

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
は
客
観
的
な

読
み
を
離
陸
し
て
、
作
品
の
中
に
入
り
込
み
、
作
者

の
追
体
験
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
た
だ
に
い
そ
げ
る
」
が
、
生
徒
が
一
番
思
い
あ
ぐ

ね
る
こ
と
ば
の
よ
う
だ
。
生
徒
は
、
何
ら
か
の
手
段

で
急
い
で
移
動
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
こ
と

ば
と
解
釈
す
る
。
そ
こ
で
、
最
後
に
補
足
の
課
題
を

示
す
。

課
題
⑶ 

「
急
い
で
い
る
」
も
の
は
何
？

　
　
　

 

「
何
が
」「
急
い
で
」
い
る
？

　

当
時
、
一
番
早
い
交
通
手
段
は
汽
車
で
あ
る
。
そ

ん
な
汽
車
に
乗
っ
て
い
な
が
ら
「
急
い
で
い
る
」
と

は
作
者
の
ど
ん
な
状
況
を
表
し
て
い
る
の
か
。

　

生
徒
の
中
で
、
少
し
ず
つ
短
歌
の
こ
と
ば
か
ら
の

紡
ぎ
出
し
が
始
ま
る
。

　

ど
ん
な
事
情
が
あ
る
に
せ
よ
、
汽
車
の
速
度
は
一

定
で
あ
る
。
そ
う
な
ら
ば
、
急
い
で
い
る
の
は
汽
車

で
は
な
く
、
自
分
の
気
持
ち
な
の
で
は
な
い
か
、
と

生
徒
は
気
づ
く
。「
母
の
限
り
あ
る
命
に
会
い
に
行

く
」
た
め
汽
車
に
飛
び
乗
っ
た
も
の
の
、
そ
の
不
安

や
緊
張
、
作
者
の
焦
り
は
ま
す
ま
す
募
っ
て
い
る
。

僕
は
何
度
も
心
の
中
で
叫
ん
で
い
た
。
駅
を
通

り
過
ぎ
る
た
び
に
い
ら
だ
ち
も
募
る
一
方
だ
。

あ
と
五
駅
、
あ
と
三
駅
…
。
僕
は
汽
車
の
出
口

の
前
に
立
ち
、
今
か
今
か
と
ド
ア
の
開
く
の
を

待
っ
て
い
る
。

作
品
２

　

私
は
急
い
で
い
る
。
焦
り
と
不
安
で
汗
だ
ら

け
の
手
。
電
車
の
音
と
共
に
、
私
の
鼓
動
も
大

き
く
、
速
く
な
る
。
母
の
こ
と
を
思
え
ば
な
お

さ
ら
、
じ
ん
わ
り
と
し
た
汗
が
、
私
の
ほ
お
を

伝
う
。
あ
あ
、
早
く
、
も
っ
と
早
く
！　

母
が

生
き
て
い
る
う
ち
に
、
列
車
の
ド
ア
よ
、
早
く

開
い
て
く
れ
…
。

お
わ
り
に

　

作
品
を
読
み
味
わ
う
方
法
は
様
々
で
あ
る
。た
だ
、

何
度
も
「
こ
と
ば
」
に
立
ち
返
り
、
そ
こ
か
ら
見
え

隠
れ
す
る
「
こ
と
ば
」
の
持
つ
力
、
そ
し
て
そ
こ
に

込
め
ら
れ
た
作
者
の
思
い
を
探
究
で
き
る
生
徒
を
一

人
で
も
多
く
育
て
た
い
。
そ
の
力
が
ひ
い
て
は
、
生

徒
の
生
き
た
こ
と
ば
と
し
て
日
常
生
活
の
中
で
活
用

さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。
─
と
て
も
シ
ン

プ
ル
に
。
よ
り
深
く
。

も
ろ
ふ
じ
　
と
も
か
ず 

生
徒
の
伝
え
合
い
学
習
と
課
題
解
決

学
習
を
中
心
に
据
え
た
国
語
の
授
業
を
展
開
中
。「
わ
か
っ
た
」

と
言
え
る
生
徒
を
一
人
で
も
多
く
し
た
い
と
思
う
毎
日
で
す
。
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