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●
長
す
ぎ
る
前
書
き

　

例
え
ば
、
あ
な
た
の
好
き
な
楽
曲
の
冒
頭
を

思
い
浮
か
べ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
の
始
ま
り
。
期
待
に
満
ち
た
静

寂
の
中
か
ら
、
最
初
の
音
が
立
ち
上
が
り
、
つ

い
で
、
静
か
に
、
あ
る
い
は
華
や
か
に
、
音

楽
が
会
場
に
満
ち
て
い
く
あ
の
瞬
間
。
最
初
の

テ
ー
マ
が
、少
し
ず
つ
形
を
変
え
な
が
ら
、パ
ー

ト
か
ら
パ
ー
ト
へ
と
受
け
継
が
れ
、
音
に
よ
っ

て
時
間
が
紡
が
れ
、
音
に
よ
っ
て
空
間
が
満
た

さ
れ
て
い
く
…
…
。

　

音
楽
の
こ
と
ば
を
人
の
こ
と
ば
に
置
き
換
え

る
こ
と
は
、
困
難
な
だ
け
で
な
く
、
あ
る
い
は

無
意
味
な
試
み
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
音

楽
に
疎
く
、
音
痴
を
自
認
す
る
自
分
に
も
、
そ

う
し
た
瞬
間
に
、
音
楽
が
語
り
か
け
る
も
の
、

音
楽
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
が
、
確
か

に
存
在
す
る
と
い
う
実
感
は
あ
る
。

　

高
校
の
国
語
の
教
師
に
な
っ
て
三
十
余
年
、

教
科
書
の
編
集
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

も
十
年
ほ
ど
に
な
る
。

　

と
も
か
く
お
も
し
ろ
い
教
科
書
を
、
生
徒
と

先
生
が
そ
れ
を
ネ
タ
に
興
奮
し
て
語
り
合
え
る

よ
う
な
教
科
書
を
つ
く
り
た
い
と
、
や
み
く
も

に
や
っ
て
き
て
み
て
、
最
近
に
な
っ
て
よ
う
や

く
わ
か
っ
て
き
た
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
生
来
の

鈍
さ
を
告
白
す
る
よ
う
で
、
今
さ
ら
言
う
の
も

恥
ず
か
し
い
が
、
そ
れ
は
、
国
語
の
教
科
書
と

い
う
も
の
は
、
数
あ
る
教
科
書
の
中
で
も
き
わ

め
て
特
異
な
存
在
で
あ
る
ら
し
い
、
と
い
う
こ

と
だ
。

　

例
え
ば
、
物
理
の
教
科
書
、
日
本
史
の
教
科

書
を
想
像
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
は
執
筆

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
国
語

の
教
科
書
は
、
編
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
編
集

委
員
が
執
筆
す
る
部
分
も
な
い
で
は
な
い
が
、

大
半
は
、
ひ
と
さ
ま
の
文
章
で
あ
る
。
ひ
と
さ

ま
の
文
章
を
、
失
礼
千
万
に
も
、
選
定
し
、
配

列
し
、
授
業
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
方
向
付
け
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
を
僭
越
と
言
わ
ず
し
て
、
何
を

僭
越
と
言
お
う
か
。

　

そ
の
僭
越
な
行
為
が
、
と
り
あ
え
ず
許
さ
れ

て
い
る
の
は
な
ぜ
か
？

　

無
茶
を
承
知
で
断
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
フ
ァ

ン
だ
か
ら
で
あ
る
。
編
集
委
員
が
、
そ
の
文
章

の
（
教
科
書
に
置
か
れ
た
形
に
お
け
る
）
最
初

の
読
者
で
あ
り
、最
初
の
フ
ァ
ン
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
フ
ァ
ン
の
甘
え
で
あ
る
。

し
か
し
、
フ
ァ
ン
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
と
い

う
こ
と
も
、
暗
黙
の
了
解
事
項
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
フ
ァ
ン
に
も
何
も
か
も
が
許
さ

れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
個
人
と
し

て
楽
し
む
の
な
ら
、
ど
の
よ
う
に
読
も
う
が
、

ど
の
よ
う
に
切
り
刻
も
う
が
自
由
で
あ
る
。
し

か
し
、
一
応
教
科
書
と
し
て
出
版
さ
れ
る
以
上

（
一
応
！
）、
公
的
な
説
明
責
任
は
果
た
さ
れ
ね

二
つ
の
テ
ー
マ
の
響
き
合
う
世
界
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ば
な
ら
な
い
。
そ
の
エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ズ
に
お
い

て
、
私
た
ち
の
乱
暴
狼
藉
は
、
辛
う
じ
て
お
目

こ
ぼ
し
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
説
明
責
任
の
た
め
の
文
章
を
編
集
方
針

と
い
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
う
い
う
し
か

つ
め
ば
っ
た
話
題
は
避
け
た
い
。も
っ
と
自
由
に
、

穏
や
か
に
、
そ
う
、
流
れ
て
く
る
音
楽
に
身
を

委
ね
る
よ
う
に
、
こ
の
教
科
書
の
語
り
か
け
て

く
る
も
の
に
耳
を
澄
ま
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

●
二
つ
の
テ
ー
マ

　
『
新
編
国
語
総
合
』
を
音
楽
に
な
ぞ
ら
え
て

語
る
な
ら
ば
、
こ
の
音
楽
は
、
二
つ
の
テ
ー
マ

と
そ
の
変
奏
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

表
紙
裏
の
見
返
し
か
ら
、
口
絵
写
真
、
冒
頭

教
材
で
あ
る
「
水
の
惑
星
」
に
至
る
流
れ
は
、

そ
の
緩
や
か
な
序
奏
で
あ
る
。
そ
こ
で
静
か
に

提
示
さ
れ
る
の
は
、
近
代
文
明
の
行
き
着
い
た

二
十
世
紀
に
、
わ
れ
わ
れ
人
類
が
到
達
し
た
自

己
認
識
の
ひ
と
つ
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
決
し
て
目
を
驚
か
す
よ
う
な
も
の
で

は
な
い
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
未
来
を
志
向
す
る

静
か
な
意
志
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
教
科
書
に
流
れ
る
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
は
、

こ
の
よ
う
に
し
て
提
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
単
な

る
ラ
ン
ク
付
け
と
し
て
の
「
標
準
」
で
は
な
く
、

正
統
性
を
踏
ま
え
た
と
い
う
意
味
で
の
「
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
」。

　

個
々
の
教
材
の
内
容
に
も
、
教
材
の
配
列
に

も
、
学
習
の
手
引
き
の
付
け
方
に
も
、
私
た
ち

が
ま
ず
目
指
し
た
の
は
、
高
校
の
教
室
の
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
で
あ
っ
た
。
今
回
の
改
訂
で
、
現
代

文
で
は
、
随
想
を
減
ら
し
、
代
わ
り
に
評
論
を

増
や
し
た
の
も
、
古
文
の
内
容
を
見
直
し
て
日

記
や
紀
行
を
導
入
し
、
す
べ
て
の
ジ
ャ
ン
ル
を

網
羅
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
も
、
そ
う
し
た

ね
ら
い
の
結
果
で
あ
る
。

　

こ
の
テ
ー
マ
に
絡
む
よ
う
に
し
て
、
少
し
遅

れ
て
二
つ
め
の
テ
ー
マ
が
始
ま
る
。
も
っ
と
も
、

そ
れ
が
明
白
に
意
識
さ
れ
る
た
め
に
は
、
も
う

少
し
教
材
を
読
み
進
ん
で
、「
ユ
ー
ジ
ー
ン
へ

の
旅
」
に
至
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

「
読
ん
で
話
し
合
お
う
」
と
い
う
方
向
付
け

自
体
が
す
で
に
テ
ー
マ
の
一
部
で
あ
り
、
ユ
ー

ジ
ー
ン
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
イ
ン
テ

グ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
現
状
報
告
と
い
う
内
容
が
、

テ
ー
マ
の
中
核
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
提
示
さ
れ
る
テ
ー
マ
は
、「
ユ
ニ
ー
ク
」。

本
質
的
な
意
味
で
の
「
ユ
ニ
ー
ク
」。

　

こ
の
教
材
自
体
は
、
決
し
て
新
し
い
も
の
で

は
な
い
。
最
初
に
教
科
書
に
採
録
さ
れ
た
の
は
、

十
年
ほ
ど
前
の
『
新
編
国
語
Ⅰ
』
で
あ
っ
た
と

記
憶
す
る
。
そ
れ
以
来
、
一
貫
し
て
こ
の
教
材

は
『
新
編
国
語
』
シ
リ
ー
ズ
に
採
録
さ
れ
、
シ

リ
ー
ズ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
作
っ
て
き

た
。
そ
の
内
容
は
、
十
年
を
経
て
今
な
お
古
び

て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
時
の
経
過
と
と

も
に
、
ま
す
ま
す
そ
の
問
題
意
識
は
重
要
な
意

味
を
も
っ
て
き
て
い
る
。
時
代
が
よ
う
や
く
追

い
つ
い
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

同
様
の
こ
と
は
、
後
半
に
あ
る
「
ナ
ガ
サ
キ

の
郵
便
配
達
」
に
も
言
え
る
。
こ
の
教
材
も
ま

た
、
三
省
堂
が
独
自
に
教
科
書
に
採
録
し
て
十

年
以
上
に
な
る
。
現
在
の
国
語
総
合
に
な
っ

て
新
た
に
採
用
し
た
「
読
ん
で
話
し
合
お
う
」

と
い
う
位
置
づ
け
と
と
も
に
、
こ
の
教
科
書
の

ユ
ニ
ー
ク
な
個
性
を
形
成
し
て
い
る
。

　

古
文
に
つ
い
て
言
え
ば
、「
異
界
と
出
会
う
」

と
名
付
け
ら
れ
た
単
元
に「
ユ
ニ
ー
ク
」の
テ
ー

マ
は
強
く
響
い
て
い
る
。
宇
治
拾
遺
物
語
か
ら

採
ら
れ
た
二
つ
の
話
は
、
教
科
書
で
は
あ
ま
り

な
じ
み
の
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
単
に
奇
を

て
ら
い
、
生
徒
の
興
味
に
迎
合
し
た
も
の
で
は

な
い
。
物
語
の
起
源
が
、
ま
ず
不
思
議
を
伝
え

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
む
し
ろ
文

学
の
伝
統
を
踏
ま
え
た
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
教

材
選
択
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

　

漢
文
も
ま
た
し
か
り
。「
捜
神
記
」に
よ
る「
復

活
」
の
物
語
が
、
ま
さ
に
同
じ
テ
ー
マ
を
奏
で

「

」
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て
い
る
。

　

教
材
の
配
列
に
つ
い
て
も
、
ユ
ニ
ー
ク
な
仕

掛
け
が
見
ら
れ
る
。
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
応
じ
て
、

一
年
間
使
用
に
も
二
年
間
使
用
に
も
対
応
で
き

る
よ
う
に
、
教
材
の
配
列
は
二
つ
の
ユ
ニ
ッ
ト

で
構
成
さ
れ
て
い
る
。「
現
代
文
」
で
そ
れ
は

最
も
顕
著
だ
が
、「
古
文
」
に
も
「
漢
文
」
に

も
、
緩
や
か
な
形
で
そ
れ
は
意
識
さ
れ
て
い
る
。

●
テ
ー
マ
の
変
奏

　
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
と
「
ユ
ニ
ー
ク
」。
こ
の

ふ
た
つ
の
テ
ー
マ
は
、
以
上
述
べ
て
き
た
以
外

に
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
変
奏
さ
れ
て
、
こ
の
教
科

書
の
あ
ち
こ
ち
に
響
い
て
い
る
。

　

ま
ず
、
現
代
文
を
見
て
み
よ
う
。

　

た
と
え
ば
、
小
説
で
あ
る
。
小
説
教
材
の
、

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
中
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド「
羅
生
門
」

に
配
す
る
の
は
、「
草
之
丞
の
話
」
と
い
う
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
で
あ
り
、
手
練
れ
の
ス
ト
リ
ー
テ

ラ
ー
太
宰
治
の
ユ
ニ
ー
ク
な
小
説
「
猿
が
島
」

に
配
す
る
の
は
、
現
代
小
説
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
で
あ
る
。

　

あ
る
い
は
、
評
論
で
あ
る
。
評
論
教
材
の
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
「
水
の
東
西
」
と
と
も
に
新
し
い

評
論
「
世
界
観
の
変
貌
」
が
置
か
れ
、
認
識
論
、

言
語
論
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド「
コ
イ
ン
は
円
形
か
」

「
言
語
は
色
眼
鏡
で
あ
る
」
に
は
、「
情
報
と
身

体
」
と
い
う
イ
キ
の
い
い
現
代
評
論
が
配
さ
れ

て
い
る
。

　

古
典
を
見
て
み
よ
う
。

　

冒
頭
に
置
か
れ
る
「
古
典
の
響
き
」
は
、
組

み
合
わ
さ
れ
る
写
真
と
と
も
に
、
そ
れ
自
体
が

こ
の
教
科
書
の
ユ
ニ
ー
ク
な
個
性
で
あ
る
と
と

も
に
、古
典
を
読
む
楽
し
み
の
根
底
に
、「
調
べ
」

や
「
響
き
」
を
味
わ
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う
当

た
り
前
の
事
実
を
思
い
出
さ
せ
る
と
い
う
意
味

で
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
も
指
向
し
て
い
る
。

　

同
様
の
指
向
性
は
、「
う
た
う
心
」
の
単
元

に
も
見
ら
れ
る
。
和
歌
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
「
百

人
一
首
」
と
と
も
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
高

校
の
教
科
書
に
は
あ
ま
り
採
ら
れ
る
こ
と
の
な

い
歌
謡
集
「
梁
塵
秘
抄
」
で
あ
り
「
閑
吟
集
」

で
あ
る
。
古
典
文
学
の
本
流
が
韻
文
に
あ
っ
た

こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
教
材
配
列

の
中
に
も
、
古
典
文
学
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
へ
の

指
向
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

漢
文
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、「
漢
文
入
門
」
に
置
か
れ
た
「
五

十
歩
百
歩
」の
扱
い
で
あ
る
。多
く
の
教
科
書
が
、

故
事
成
語
と
し
て
、
前
後
の
文
脈
か
ら
切
り
離

し
た
形
で
こ
の
小
話
を
採
録
し
て
い
る
の
に
対

し
、
こ
の
教
科
書
で
は
、
リ
ー
ド
文
を
使
っ
て

前
後
の
文
脈
を
示
し
、
そ
こ
に
こ
の
話
を
位
置

づ
け
る
形
で
読
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
全
訳

が
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
漢
文
初
学
者
へ
の

単
な
る
配
慮
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
学
習
を
成

立
さ
せ
る
た
め
の
積
極
的
な
方
策
で
あ
る
。
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、「
手
引
き
」
も
ま
た
、
そ

れ
を
踏
ま
え
た
形
で
展
開
し
て
い
る
。

●
フ
ィ
ナ
ー
レ
の
後
で

　
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
と
「
ユ
ニ
ー
ク
」。
そ

れ
は
一
見
矛
盾
す
る
テ
ー
マ
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
教
科
書
を

手
に
取
り
、
こ
の
文
章
を
こ
こ
ま
で
読
ん
で
き

て
く
だ
さ
っ
た
あ
な
た
に
は
、
こ
の
ふ
た
つ
の

テ
ー
マ
は
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
密
接
に
つ
な
が
っ
た
一
つ
の
テ
ー
マ

の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
？　

響
き
合
う
二
つ
の
テ
ー
マ
が
相
ま
っ
て
、

全
体
と
し
て
一
つ
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
奏
で
て
い

る
、
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
。

小
池
秀
男
（
こ
い
け
ひ
で
お
）
高
校
で
の
三
十
年

余
り
の
教
員
生
活
の
の
ち
、
昨
春
、
養
護
学
校
に

移
る
。
こ
と
ば
と
こ
と
ば
の
な
い
世
界
と
の
狭
間

で
、
人
間
と
は
何
か
を
繰
り
返
し
自
問
す
る
日
々
。


