
日
本
人
で
あ
れ
ば
一
度
は
聴き

い
た
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
「
ド

シ
ラ
、
ド
シ
ラ
、
ド
シ
ラ
ソ
ラ

シ
ド
シ
ラ
…
」
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
。

そ
れ
が
何
の
曲
で
あ
る
か
を
知

ら
な
く
て
も
、
ど
こ
か
で
耳
に

し
た
こ
と
が
あ
る
は
ず
で
す
。
こ
の
あ
ま
り
に
も
有
名
な
曲
、
そ
う
、

映
画
「
ゴ
ジ
ラ
」
の
音
楽
を
生
み
出
し
た
の
が
伊
福
部

昭

で
し
た
。

い

ふ
く

べ

あ
き
ら

昭
は
一
九
一
四
年
、
現
在
の
釧
路
市
幣
舞
で
伊
福
部
家
の
三
男
と

く
し

ろ

ぬ
さ
ま
い

し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
伊
福
部
家
は
因
幡
国
（
現
在
の
鳥
取
県
東
部
）

い
な
ば
の
く
に

の
古
代
豪
族
の
血
筋
で
し
た
。
神
奈
川
県
の
警
察
官
で
あ
っ
た
父

利
三
が
辞
令
を
受
け
て
釧
路
警
察
署
長
に
な
る
た
め
、
家
族
は
釧
路

と
し
ぞ
う

じ

れ
い

に
移
り
住
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
昭
の

出

生

地
が
北
海
道
の
釧

し
ゅ
っ
し
ょ
う

ち

路
で
あ
る
の
は
、
そ
う
し
た
理
由
か
ら
で
し
た
。

そ
の
後
、
家
族
は
、
根
室
や
網
走
に
移
り
住
み
、
父
利
三
が
日
本

ね

む
ろ

あ
ば
し
り

で
一
番
広
い
村
と
当
時
言
わ
れ
て
い
た
音
更
村
村
長
に

就

任
し
た

お
と
ふ
け

し
ゅ
う
に
ん

日
本
作
曲
界
の
開
拓
者

伊
福
部

昭「作曲にのぞむ」〔伊福部極蔵〕

＊

＊

の
を
機
に
、
音
更
に
移
り
、
昭
は
九
歳
の
時
に
音
更
尋

常
小
学
校

じ
ん
じ
ょ
う

に
編
入
し
ま
し
た
。

こ
の
音
更
の
地
で
過
ご
し
た
三
年
間
の
体
験
が
、
昭
の
独
創
的
な

作
曲
活
動
に
大
き
な
影

響

を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

え
い
き
ょ
う

帯
広
か
ら
音
更
に
向
か
う
途
中
に
は
、
先

住

民
族
で
あ
る
ア
イ

せ
ん
じ
ゅ
う
み
ん
ぞ
く

ヌ
の
人
た
ち
の
コ
タ
ン
が
あ
り
ま
し
た
。

ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
は
、
和
人
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
親
密
に
な
ら
な
い

生
活
を
営
ん
で
い
ま
し
た
。
音
更
の
住
民
も
、
ど
こ
と
な
く
ア
イ
ヌ

の
人
た
ち
を
敬
遠
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
昭
は
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
と
頻
繁
に
交
流
の
場
を
も
つ
こ

ひ
ん
ぱ
ん

と
で
、
魚
や
鳥
の
捕
ま
え
方
、
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
の
民
族
楽
器
で
あ

つ
か

る
ム
ッ
ク
リ
、
ト
ン
コ
リ
な
ど
の

扱

い
方
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し

あ
つ
か

た
。
彼
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
文
化
に
も
接
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
父
が
村
長
を
し
て
い
た
関
係
も
あ
り
、
昭
は
自
然
な
形
で
ア
イ

ヌ
の
人
た
ち
の
生
活
に
入
り
込
ん
で
い
き
ま
し
た
。

こ

特
に
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
は
、
よ
く
出
身
地
の
民
謡
を
口
ず
さ
み
ま

み
ん
よ
う

し
た
。
幼
い
日
の
昭
の
耳
に
も
、
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
知
ら
な
い
う

ち
に
染
み
つ
い
て
い
き
ま
し
た
。
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
と
交
流
す
る
こ

し

と
全
て
が
伊
福
部
音
楽
の
一
つ
の
大
き
な
土

壌

と
な
り
ま
し
た
。

ど

じ
ょ
う

ま
た
、
音
楽
・
詩
・
舞
踊
が
一
つ
に
融
け
合
い
、
心
情
の
お
も
む
く

ぶ

よ
う

と
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ま
ま
に
歌
い
、
踊
る
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
の
民
族
音
楽
・
民
族
舞
踊
か

ら
発
す
る
音
楽
は
、
昭
を
夢
中
に
さ
せ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
民
族
文

化
に
接
す
る
中
で
、
あ
る
出
来
事
が
昭
を
作
曲
へ
の
道
に
導
く
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

昭
が
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
の
家
に
遊
び
に
行
っ
た
と
き
の
こ
と
で

す
。
そ
の
家
の
家
族
が
飼
っ
て
い
る
犬
の
姿
が
見
え
な
か
っ
た
の
で
、

理
由
を
聞
き
ま
し
た
。
す
る
と
友
人
が
「
死
ん
だ
の
だ
。
」
と
答
え

ま
し
た
。
二
人
の
会
話
を
家
の
奥
で
聞
い
て
い
た
友
人
の
祖
父
が
、

お
く

「
あ
れ
は
い
い
犬
だ
っ
た
。
犬
が
死
ん
で
こ
ん
な
悲
し
い
こ
と
は
な

い
。
か
わ
い
そ
う
な
こ
と
を
し
た
。
」
な
ど
と
つ
ぶ
や
き
始
め
ま
し

た
。
そ
の
悲
し
み
は
や
が
て
歌
の
よ
う
な
節
と
な
っ
て
い
き
、
祖
父

は
延
々
と
犬
を
失
っ
た
悲
し
み
を
歌
い
続
け
ま
し
た
。
昭
は
圧
倒
さ

え
ん
え
ん

あ
つ
と
う

れ
、
い
い
よ
う
の
な
い
感
動
を
覚
え
ま
し
た
。
歌
い
終
え
た
祖
父
に
、

昭
は
「
何
と
い
う
歌
で
す
か
。
」
と
聞
き
ま
し
た
。
「
た
っ
た
い
ま

作
っ
た
歌
だ
よ
。
」
と
祖
父
は
答
え
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
昭
は
民

族
が
異
な
る
と
、
音
楽
と
い
う
も
の
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
違
う
と
い

う
こ
と
を
、
肌
身
で
知
り
ま
し
た
。「
音
楽
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、

は
だ

み

そ
れ
ほ
ど
大
げ
さ
な
こ
と
で
は
な
い
。
構
え
て
作
る
も
の
で
も
な
い
。

自
発
的
に
生
ま
れ
て
く
る
の
が
本
当
の
音
楽
だ
。
自
分
の
感
情
に
任

せ
れ
ば
よ
い
の
だ
。
自
分
に
し
か
で
き
な
い
音
楽
を
作
り
た
い
。
」

昭
の
中
に
、
こ
う
し
た
思
い
が
日
々
強
く
な
り
ま
し
た
。

元
号
が
大
正
か
ら
昭
和
に
変
わ
っ
た
年
、
昭
は
音
更
か
ら
札
幌
に

出
て
、
札
幌
第
二
中
学
校
（
現
札
幌
西
高
等
学
校
）
、
北
海
道
帝
国

て
い
こ
く

大
学
（
現
北
海
道
大
学
）
農
学
部
へ
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。
中
学
校

に
入
る
前
か
ら
独
学
で
励
ん
で
い
た
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
は
、
当
時
の
一

流
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
で
あ
り
、
札
幌
新
交
響
楽
団
の
創
設
者
兼

そ
う
せ
つ
し
や
け
ん

初
代
指
揮
者
で
あ
っ
た
田
上
義
也
に
教
え
を
受
け
る
こ
と
で
腕
前
は

た
の
う
え
よ
し

や

う
で
ま
え

上
達
し
、
「
あ
ん
た
に
は
も
う
教
え
る
と
こ
ろ
が
ね
え
や
。
」
と
言

わ
せ
る
ほ
ど
で
し
た
。

大
学
卒
業
後
、
昭
は
厚
岸
町
の
森
林
事
務
所
に
林
務
官
と
し
て
赴

あ
っ
け
し

り
ん

む

か
ん

ふ

任
し
、
春
か
ら
秋
は
松
の
苗
を
育
て
、
冬
は
樹
木
を
伐
採
し
て
売

却

に
ん

な
え

ば
っ
さ
い

ば
い
き
ゃ
く

す
る
業
務
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
仕
事
に
従
事
す
る

傍
か
た
わ

ら
、
ア
マ
チ
ュ
ア
作
曲
家
と
し
て
作
曲
活
動
に
没
頭
し
て
い
き
ま
し

ぼ
っ
と
う

た
。
そ
し
て
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
作
品
「
日
本

狂

詩

曲

」
を
完
成
さ

き
ょ
う

し

き
ょ
く

せ
た
の
で
す
。

昭
は
こ
の
曲
を
パ
リ
の
チ
ェ
レ
プ
ニ
ン
賞
作
曲
コ
ン
ク
ー
ル
に
応お

う

募
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
日
本
か
ら
の
応
募
作
品
を
日
本
の
審
査
員

ぼ

し
ん

さ

い
ん

が
取
り
ま
と
め
る
際
に
は
、
「
こ
れ
は
ひ
ど
い
。
」
「
日
本
の
恥
だ
。
」

は
じ

「
対
象
外
に
し
よ
う
。
」
「
小
さ
な
町
の
無
名
の
二
十
一
歳
の
若
者

な
ん
て
。
」
と
い
う
声
が
上
が
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
作
曲
家
で
あ
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＊る
大
木
正
夫
の
「
審
査
す
る
の
は
パ
リ
な
の
だ
か
ら
、
と
に
か
く
作

お
お

き

ま
さ

お

品
は
送
る
べ
き
だ
。
」
と
い
う
強
い
反
論
に
日
本
の
審
査
員
も
納
得

な
っ
と
く

し
、
チ
ェ
レ
プ
ニ
ン
賞
作
曲
コ
ン
ク
ー
ル
に
応
募
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

そ
の
結
果
、「
日
本
狂
詩
曲
」
は
第
一
位
に
入
賞
し
た
の
で
し
た
。

こ
の
知
ら
せ
に
日
本
の
審
査
員
は
驚
き
、
北
海
道
の
厚
岸
と
い
う
小

さ
な
町
に
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
作
品
を
書
け
る
作
曲
家
な
ど
い
る
は
ず

が
な
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
入
賞
は
間
違
い
で
は
な
い
か
と
パ
リ
に

問
い
合
わ
せ
の
電
報
を
送
っ
た
ほ
ど
で
し
た
。

入
賞
し
た
後
、
「
日
本
狂
詩
曲
」
は
ボ
ス
ト
ン
・
ピ
ー
プ
ル
ス
交

響
楽
団
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
で
初
め
て
演
奏
さ
れ
、
海
外
か
ら
高
評
価

を
獲
得
し
ま
し
た
。

か
く
と
く

海
外
で
高
評
価
を
得
て
も
な
お
、
何
事
も
西
洋
風
を
重
ん
じ
て
い

た
当
時
の
日
本
音
楽
界
で
は
、
昭
の
土
俗
的
な
音
楽
は
、
「
こ
ん
な

ど

ぞ
く
て
き

の
音
楽
じ
ゃ
な
い
。
」
と
評
論
家
に
言
わ
れ
、
昭
は
「
異
端
児
」
扱

い

た
ん

じ

い
さ
れ
ま
し
た
。
昭
は
周
囲
か
ら
「
孤
高
の
人
」
と
言
わ
れ
、
作
曲

こ

こ
う

し
た
曲
は
海
外
で
は
演
奏
さ
れ
て
も
、
日
本
で
演
奏
さ
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
チ
ェ
レ
プ
ニ
ン
賞
作
曲
コ
ン
ク
ー
ル
で
第
一

位
を
受
賞
し
て
約
半
年
後
、
昭
の
音
楽
に
感
動
し
て
い
た
チ
ェ
レ
プ

ニ
ン
は
、
来
日
し
た
際
に
昭
を
呼
び
出
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
昭
は
チ
ェ
レ
プ
ニ

ン
か
ら
一
ヶ
月
と
い
う
短
期

間

な

が

ら

も

、

作

曲

法

、

管
弦
楽
法
の
個
人
レ
ッ
ス
ン

か
ん
げ
ん
が
く

ほ
う

を
受
け
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で

独
学
で
音
楽
を
学
ん
で
き
た

昭
は
、
進
ん
で
い
る
方
向
性

が
正
し
い
こ
と
を
チ
ェ
レ
プ

ニ
ン
に
認
め
ら
れ
、
自
分
の

考
え
が
間
違
っ
て
い
な
い
こ

と
を
確
信
し
ま
し
た
。
昭
の
胸
の
内
に
は
自
信
と
確
か
な
手
ご
た
え

が
芽
生
え
、
己
の
や
り
方
を
突
き
詰
め
て
い
こ
う
と
決
心
し
ま
し
た
。

つ

つ

一
九
五
四
年
、
映
画
「
ゴ
ジ
ラ
」
の
音
楽
を
手
が
け
、
映
画
の
大

ヒ
ッ
ト
と
と
も
に
昭
の
名
も
世
間
一
般
に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

い
つ
ぱ
ん

り
ま
し
た
。
そ
の
後
に
制
作
さ
れ
た
多
く
の
「
ゴ
ジ
ラ
」
映
画
の
中

で
も
昭
の
作
っ
た
フ
レ
ー
ズ
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
昭
は
『
管
弦
楽
法
』
と
い
う
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
用
い
ら
れ
る

楽
器
の
奏
法
、
音
域
、
音
色
の
特
性
な
ど
を
ま
と
め
た
音
楽
の
理
論 「チェレプニンのレッスン」〔伊福部極蔵〕
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書
を
書
き
上
げ
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
世
界
に
類
を
見
な
い
、
唯
一
無
二
の
理
論
書
と
し
て
、

ゆ
い
い
つ

む

に

音
楽
界
で
圧
倒
的
な
存
在
感
を
放
ち
続
け
、
昭
の
音
楽
に
対
す
る
探

究
心
が
計
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
の

証

と
な
り
ま
し
た
。

あ
か
し

ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
の
音
楽
に
影
響
を
受
け
、
土
地
に
根
ざ
す
作
品

を
独
学
で
探
究
し
た
伊
福
部
昭
は
こ
う
語
り
ま
す
。

「
誰
で
も
理
屈
な
し
に
、
音
楽
の
美
し
さ
に
心
を
動
か
さ
れ
た
経
験

だ
れ

り

く
つ

を
一
度
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
の
真
の
美
し

さ
を
発
見
す
る
た
め
に
は
、
教
養
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
否
定
す
る
位

の
心
が
ま
え
が
必
要
で
す
。
」

そ
こ
に
は
、
「
本
能
を
揺
さ
ぶ
る
リ
ズ
ム
に
こ
そ
本
質
が
あ
る
。
」

ゆ

と
い
う
独
自
の
考
え
に
基
づ
い
て
、
物
事
を
創
り
出
そ
う
と
す
る
強

い
気
持
ち
が
表
れ
て
い
ま
す
。

昭
は
二
〇
〇
六
年

享

年
九
十
一
歳
で
こ
の
世
を
去
り
ま
し
た
。

き
ょ
う
ね
ん

し
か
し
、
「
ゴ
ジ
ラ
」
の
テ
ー
マ
曲
を
は
じ
め
、
昭
が
残
し
た
作
品

は
、
永
遠
に
私
た
ち
の
耳
と
心
に
生
き
続
け
て
い
ま
す
。

＊
ム
ッ
ク
リ
…
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
の
民
族
楽
器
、
口
琴
の
一
種

＊
ト
ン
コ
リ
…
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
の
民
族
楽
器
、
弦
楽
器
の
一
種

＊
大
木
正
夫
…
古
典
や
万
葉
の
世
界
、
神
話
等
を
素
材
と
す
る
作

曲
を
得
意
と
し
た
日
本
の
作
曲
家

＊
土
俗
…
そ
の
土
地
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
習
慣

＊
異
端
児
…
あ
る
分
野
で
、
特
異
な
存
在
と
み
ら
れ
て
い
る
人

＊
孤
高
…
世
間
か
ら
離
れ
て
、
自
分
の
志
を
守
る
こ
と

＊
唯
一
無
二
…
こ
の
世
で
た
だ
一
つ
し
か
な
い
こ
と

一
九
一
四

釧
路
市
幣
舞
町
で
生
ま
れ
る

一
九
二
三

音
更
尋
常
小
学
校
に
編
入
す
る

ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
の
音
楽
に
触
れ
る
（
九
歳
）

一
九
二
六

札
幌
第
二
中
学
校
に
入
学
す
る
（
十
二
歳
）

一
九
三
二

北
海
道
帝
国
大
学
に
入
学
す
る
（
十
八
歳
）

一
九
三
五

北
海
道
庁
地
方
林
課
の
厚
岸
森
林
事
務
所
に
勤
務
す
る

チ
ェ
レ
プ
ニ
ン
賞
作
品
コ
ン
ク
ー
ル
で
第
一
位
と
な
る
（
二
十
一
歳
）

一
九
四
六

東
京
音
楽
学
校
（
現
在
の
東
京
藝
術
大
学
）
の

げ

い

じ
ゅ
つ

作
曲
科
講
師
に
就
任
す
る
（
三
十
二
歳
）

一
九
五
四

映
画
「
ゴ
ジ
ラ
」
、
「
座
頭
市
」
な
ど
の
音
楽
を

ざ

と

う

い

ち

担
当
す
る
（
四
十
歳
）

二
〇
〇
六

死
去
す
る
（
九
十
一
歳
）
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