
長
崎
励
朗
著
『
偏
愛
的
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
知
識
社
会
学
丨
愉
し
い
音
楽
の
語
り
方
』(

創
元
社
、

二
〇
二
一
年)
を
読
む 

木
下
浩
一 

   
 
 

一 

は
じ
め
に
丨
声
や
語
り
へ
の
着
目 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
書
は
、
長
崎
励
朗
の
新
著
『
偏
愛
的
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
知

識
社
会
学
丨
愉
し
い
音
楽
の
語
り
方
』
を
対
象
と
し
た
書
評
で

あ
る
。
少
々
肩
の
力
を
抜
い
て
評
し
た
い
。
そ
れ
は
著
者
、
長
崎

の
ス
タ
イ
ル
で
も
あ
る
。
本
書
の
文
体
だ
け
で
な
く
、
著
者
本
人

の
人
柄
、
そ
し
て
語
り
口
が
そ
う
な
の
だ
。
長
崎
は
、
都
市
出
身

者
特
有
の―

と
い
っ
て
も
首
都
な
ど
の
「
中
央
」
で
は
な
い
オ
ル

タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
都
市
に
お
け
る―

洒
脱
な
ス
タ
イ
ル
で
生
き
、

論
じ
、
語
る
人
で
あ
る
。
彼
が
大
阪
で
生
ま
れ
育
ち
、
京
都
で
学

ん
だ
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。 

本
書
の
内
容
は
、
筆
者
の
本
務
校
で
あ
る
桃
山
学
院
大
学
で

の
特
殊
講
義
を
基
に
し
て
い
る
と
い
う
。
元
々
教
科
書
と
し
て

書
か
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
講
義
内
容
は
自
由
で
あ

り
、
ま
た
版
元
の
編
集
者
か
ら
自
由
な
執
筆
が
許
さ
れ
た
よ
う

で
、
通
り
一
遍
の
テ
キ
ス
ト
然
と
し
て
い
な
い
。
著
者
に
よ
る
と

本
書
は
「
趣
味
の
本
」
だ
そ
う
だ
。
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
可
能

で
あ
り
、
大
学
生
を
想
定
読
者
と
し
て
い
る
も
の
の
、
研
究
者
に

と
っ
て
も
十
分
読
み
応
え
の
あ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。 

本
書
の
解
説
は
、
実
は
、
著
者
本
人
の
「
語
り
」（
一
）

で
聞
く

こ
と
が
で
き
る
。
註
一
に
示
し
た
Ｕ
Ｒ
Ｌ
は
、
長
崎
本
人
に
よ
る

YouTube
動
画
の
も
の
だ
。
二
〇
二
〇
年
の
新
型
コ
ロ
ナ
・
ウ
イ
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ル
ス
感
染
症
の
拡
大
以
降
、
日
本
全
国
の
大
学
が
授
業
の
オ
ン

ラ
イ
ン
対
応
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
著
者
の
本
務
校
も
同
様
で

あ
っ
た
が
、
長
崎
は
お
そ
ら
く
「
語
り
」
を
重
視
し
て
い
る
か
ら

で
あ
ろ
う
、
オ
ン
ラ
イ
ン
講
義
を
自
身
のYouTube

チ
ャ
ン
ネ

ル
「
ア
ー
カ
イ
ブ
社
会
学
講
義
」（
二
）

に
ア
ッ
プ
し
、
独
特
の
軽

妙
な
語
り
口
で
講
じ
て
い
る 

。「
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
知
識
社

会
学
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
動
画
が
、
本
書
に
つ
い
て
で
あ
る
。

是
非
一
見
さ
れ
た
い
（
三
）
。 

本
書
に
お
い
て
著
者
が
着
目
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
ひ
と
つ
が

「
声
」
で
あ
る
。
後
述
す
る
過
去
の
著
作
に
お
い
て
も
、
声
か
ら

派
生
し
て
音
楽
、
あ
る
い
は
ラ
ジ
オ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
中
心

的
な
分
析
対
象
と
し
て
い
る
。YouTube

の
語
り
口
も
ラ
ジ
オ

の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
的
だ
。
過
去
に
は
ミ
ニ
Ｆ
Ｍ
局
で
の
ラ
ジ

オ
番
組
実
習
を
本
務
校
で
行
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
。 

「
声
」
を
介
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
論
じ
る
著
者
は
、

ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
か
。
次
項
で
は
著
者
を
紹
介
し
よ
う
。 

 
 
 
 

二 

著
者
紹
介 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
九
八
三
年
生
ま
れ
の
長
崎
励
朗
は
、
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
直
後
の

世
代
に
属
す
る
。
一
般
に
い
わ
れ
る
世
代
区
分
は
、
一
九
六
五
〜

七
〇
年
生
ま
れ
が
「
バ
ブ
ル
世
代
」、
一
九
七
〇
〜
八
二
年
生
ま

れ
が
「
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
」（
四
）
。
少
々
空
い
て
、
一
九
八
七
〜
二
〇
〇

四
年
生
ま
れ
が
「
ゆ
と
り
世
代
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

バ
ブ
ル
世
代
が
二
〇
歳
代
前
半
に
バ
ブ
ル
を
謳
歌
し
た
直
後
に
、

長
崎
は
小
学
校
入
学
。
そ
の
後
、
自
身
が
大
学
院
に
進
学
す
る
ま

で
、
就
職
難
を
は
じ
め
と
し
た
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
世
代
の
苦
労
を
み

て
き
た
こ
と
に
な
る
。
後
ろ
を
振
り
返
れ
ば
、
何
か
と
批
判
さ
れ

る
ゆ
と
り
世
代
だ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
携
帯
電
話
の
普
及
は

長
崎
が
中
高
生
の
頃
で
あ
り
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
普
及
し
は

じ
め
た
の
は
大
学
院
生
の
時
だ
。
社
会
や
メ
デ
ィ
ア
の
変
化
を

分
析
す
る
上
で
研
究
者
自
ら
の
実
体
験
の
影
響
は
小
さ
く
な
い

が
、
そ
の
意
味
で
、
著
者
の
属
す
る
世
代
は
な
か
な
か
興
味
深
い
。 

私
が
知
る
限
り
、
長
崎
は
大
阪
市
平
野
区
界
隈
で
育
っ
た
。

YouTube
上
の
講
義
で
は
、
講
義
内
容
と
関
連
さ
せ
て
当
地
の

話
が
出
て
く
る
。
京
都
大
学
教
育
学
部
に
入
学
後
は
京
大
ら
し
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く
、
他
学
部
を
含
め
、
面
白
そ
う
な
授
業
に
よ
く
「
潜
っ
て
」
い

た
と
い
う
。
旺
盛
な
読
書
欲
と
好
奇
心
と
と
も
に
、
か
の
吉
田
寮

（
当
然
な
が
ら
改
築
前
）
に
も
入
り
浸
っ
て
い
た
（
五
）
。
本
書
に

お
け
る
音
楽
と
社
会
学
の
架
橋
と
い
う
企
図
に
は
、
こ
の
頃
の

体
験
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。 

著
者
は
大
学
時
代
、
学
問
上
に
お
い
て
は
社
会
学
の
多
様
な

理
論
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
大
学
院
進
学
に
際
し
て

は
一
転
し
て
、
歴
史
的
な
手
法
を
身
に
つ
け
る
た
め
、
メ
デ
ィ
ア

史
を
専
門
と
す
る
佐
藤
卓
己
の
門
下
に
入
っ
た
。
大
学
院
時
代

も
旺
盛
な
探
究
心
を
発
揮
し
、
そ
の
な
か
で
彼
に
大
き
な
影
響

を
与
え
る
加
藤
秀
俊
と
知
り
合
う
こ
と
に
な
る
。 

博
士
号
取
得
後
、
京
都
文
教
大
学
を
経
て
現
在
の
桃
山
学
院

大
学
へ
。
そ
の
間
、
単
著
一
冊
（
六
）
、
翻
訳
一
冊
（
七
）
、
共
著
三
冊

（
八
）
を
著
し
、
本
書
が
二
冊
目
の
単
著
と
な
る
。
本
書
を
含
め
長

崎
の
仕
事
を
概
観
す
る
と
、「
バ
ブ
ル
世
代
や
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
世
代

で
は
な
く
ポ
ス
ト
・
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
世
代
」「
東
京
出
身
で
は
な
く

大
阪
出
身
」「
田
舎
や
郊
外
で
は
な
く
大
都
市
の
下
町
育
ち
」「
東

京
で
は
な
く
京
都
で
学
ん
だ
」、
こ
の
辺
り
の
属
性
が
根
底
で
著

者
を
規
定
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。 

長
崎
の
興
味
関
心
は
、
既
述
の
よ
う
に
、「
声
」
や
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
る
。
ス
ト
ッ
ク
あ
る
い
は
フ
ロ
ー
な
メ
デ
ィ

ア
を
介
し
た
「
声
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
、
主
に
雑
誌
や

書
籍
な
ど
の
活
字
資
料
を
用
い
て
歴
史
的
に
分
析
し
、
時
に
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
で
補
完
す
る
と
い
っ
た
柔
軟
な
研
究
ス
タ
イ
ル
で

あ
る
。
社
会
学
や
近
接
領
域
の
理
論
や
概
念
を
多
用
し
、
社
会
と

の
関
係
の
な
か
で
説
明
す
る
と
い
っ
た
論
考
を
得
意
と
す
る
。

こ
れ
ら
は
佐
藤
卓
己
、
あ
る
い
は
加
藤
秀
俊
か
ら
受
け
継
い
だ

も
の
で
あ
ろ
う
。
音
楽
な
ど
の
趣
味
を
介
し
て
凝
集
し
た
集
団

に
内
在
し
つ
つ
、
外
在
す
る
社
会
と
の
相
互
作
用
を
み
る
と
い

う
点
は
、
本
書
も
同
様
で
あ
る
。 

蛇
足
で
は
あ
る
が
、
長
崎
は
決
し
て
文
化
系
一
色
で
は
な
い
。

長
年
、
柔
道
を
や
り
、
現
在
も
桃
山
学
院
大
学
・
柔
道
部
の
部
長

を
務
め
て
い
る
（
九
）
。
公
私
と
も
に
多
様
で
あ
る
長
崎
は
、
人
間

的
に
も
魅
力
的
な
人
物
で
あ
る
。
人
間
的
魅
力
は
学
術
研
究
と

は
直
接
関
係
は
な
い
が
、
本
書
の
よ
う
な
教
科
書
的
な
書
物
や

講
義
な
ど
の
「
語
り
」
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
人
間
性
は
滲
み
出
る
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も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
少
々
長
く
な
っ
た
が
、
著
者
の
横
顔

を
紹
介
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。 

 
 
 
 

三 
本
書
の
構
成 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

話
を
本
書
に
戻
そ
う
。
既
述
の
よ
う
に
、
本
書
の
着
眼
点
を
ひ

と
言
で
い
う
と
、
人
々
の
「
声
」
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
あ

る
。
そ
の
中
心
に
音
楽
と
い
う
趣
味
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
「
愉
し

み
」
に
繋
が
る
。 

本
書
の
副
題
に
入
っ
て
い
る
「
愉
し
み
」
と
い
う
語
は
、「
楽

し
み
」
で
は
な
い
。
音
楽
産
業
を
は
じ
め
と
し
た
娯
楽
産
業
は
、

時
に
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
業
界
な
ど
と
呼
ば
れ
る
が
、「
楽
し

み
」
は
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
に
近
い
。
そ
れ
に
対
し
て
「
愉
し

み
」
は
、
趣
味
な
ど
を
通
じ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
趣

味
人
の
愉
悦
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
る
。
本
書
の
狙

い
に
即
し
て
い
え
ば
、
本
書
を
き
っ
か
け
に
、
い
ま
音
楽
を
楽
し

ん
で
い
る
人
は
勿
論
、
音
楽
を
楽
し
ん
で
い
な
い
人
も
含
め
て

音
楽
を
愉
し
み
、
語
り
合
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
著
者
の
願

望
で
あ
ろ
う
。
大
学
生
に
向
け
た
教
科
書
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

著
者
は
「
主
観
」
を
か
な
り
盛
り
込
ん
で
い
る
。 

本
書
の
章
立
て
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 
 序

章 

第
１
章 

ロ
ッ
ク
は
社
会
変
革
の
夢
を
見
る
か
？
丨
モ
ッ
ズ
／

ヒ
ッ
ピ
ー
比
較
論 

第
２
章 

苦
労
し
た
人
こ
そ
ホ
ン
モ
ノ
の
音
楽
を
創
れ
る
？
丨

フ
ォ
ー
ク
と
文
化
の
価
値
転
換 

第
３
章 

パ
ン
ク
は
頭
の
悪
い
音
楽
か
？
丨
反
知
性
主
義
と
「
声

の
文
化
」
の
可
能
性 

第
４
章 

電
子
音
楽
は
「
非
人
間
的
」
か
？
丨
ま
が
い
物
の
リ
ア

リ
テ
ィ 

第
５
章 

国
民
的
音
楽
は
首
都
か
ら
生
ま
れ
る
か
？
丨
マ
ッ
ド

チ
ェ
ス
タ
ー
都
市
論 

第
６
章 

日
本
の
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
と
お
笑
い
は
似
て
い
る
か
？ 

第
７
章 
音
楽
は
語
る
べ
き
で
は
な
い
？
丨
『
ロ
ッ
キ
ン
グ
・
オ

ン
』
と
音
楽
語
り 
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終
章 

「
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
」
は
売
れ
な
い
人
の
集
ま
り

か
？ 

あ
と
が
き 

折
込
付
録―
登
場
人
物
相
関
図 

 

各
章
の
末
に
は
「
デ
ィ
ス
ク
ガ
イ
ド
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。
著

者
自
ら
が
述
べ
る
よ
う
に
、
本
書
は
社
会
学
文
献
の
ブ
ッ
ク
ガ

イ
ド
で
あ
る
と
と
も
に
音
楽
案
内
で
も
あ
る
。
著
者
と
同
じ
よ

う
に
、
音
楽
と
社
会
学
の
双
方
に
興
味
が
あ
る
読
者
に
と
っ
て

本
書
は
垂
涎
で
あ
る
が
、
音
楽
に
興
味
が
あ
っ
て
社
会
学
に
な

い
読
者
（
学
生
）
に
と
っ
て
も
、
音
楽
を
入
り
口
に
社
会
学
へ
の

関
心
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
好
適
で
あ
る
。

反
対
に
、
社
会
学
に
興
味
は
あ
る
も
の
の
音
楽
に
対
し
て
は
そ

れ
ほ
ど
で
も
な
い
と
い
う
読
者
は
、
本
書
を
き
っ
か
け
に
音
楽

と
い
う
趣
味
が
広
が
る
か
も
し
れ
な
い
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
音
楽
は
聞
い
て
ナ
ン
ボ
で
あ
ろ
う
。
本
書
を

本
格
的
に
愉．
し
む
．
．
た
め
に
は
、
や
は
り
登
場
し
た
ミ
ュ
ー
ジ
シ

ャ
ン
の
楽
曲
に
触
れ
て
み
た
い
。 

 
 
 

四 

各
章
の
内
容 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以
下
、
簡
単
に
各
章
の
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。 

序
章
で
は
、「
音
楽
は
世
界
を
変
え
る
」
と
い
っ
た
よ
く
あ
る

言
い
回
し
は
「
思
い
込
み
」
で
あ
る
と
し
、
そ
の
「
起
源
や
メ
カ

ニ
ズ
ム
に
迫
る
」
こ
と
を
通
じ
て
「
思
い
込
み
」
を
覆
し
、
修
正

を
迫
る
の
が
本
書
の
目
的
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
本
書
が
対

象
と
す
る
「
思
い
込
み
」
は
、
読
者
の
多
く
も
共
有
し
て
い
る
こ

と
だ
ろ
う
。
著
者
は
、
知
識
社
会
学
の
醍
醐
味
は
「
自
分
自
身
が

当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
る
価
値
観
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
」
こ
と

に
あ
る
と
い
う
が
、
各
章
の
分
析
過
程
や
結
論
で
目
か
ら
ウ
ロ

コ
が
落
ち
る
の
は
必
至
で
あ
る
。
ま
た
著
者
は
読
者
に
対
し
、
本

書
を
通
じ
て
多
く
の
音
楽
や
趣
味
あ
る
い
は
社
会
学
に
出
会
う

と
と
も
に
、
ピ
エ
ー
ル
・
バ
イ
ヤ
ー
ル
『
読
ん
で
い
な
い
本
に
つ

い
て
堂
々
と
語
る
方
法
』
を
ひ
き
つ
つ
、「
聞
い
て
い
な
い
音
楽

に
つ
い
て
堂
々
と
語
る
方
法
」
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
と
い
う
。 

第
１
章
「
ロ
ッ
ク
は
社
会
変
革
の
夢
を
見
る
か
？
丨
モ
ッ
ズ

／
ヒ
ッ
ピ
ー
比
較
論
」
で
は
、
ロ
ッ
ク
が
社
会
変
革
を
実
現
す
る
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と
い
う
「
思
い
込
み
」
が
問
わ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
モ
ッ
ズ
と
ア

メ
リ
カ
の
ヒ
ッ
ピ
ー
と
い
う
集
団
の
比
較
、
特
に
音
楽
の
愉
し

み
方
の
比
較
を
通
じ
て
、
モ
ッ
ズ
と
い
う
、
イ
ギ
リ
ス
の
低
学

歴
・
非
教
養
で
あ
る
労
働
者
階
級
の
次
の
よ
う
な
諦
観
を
導
く
。

「
社
会
を
変
え
る
だ
な
ん
て
無
粋
な
こ
と
を
言
う
な
よ
。
音
楽

と
は
本
来
、
気
晴
ら
し
な
の
だ
か
ら
」（
三
九
頁
）。
教
科
書
的
な

読
み
を
意
識
し
て
か
、
章
末
で
は
、「
ロ
ッ
ク
や
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音

楽
を
社
会
変
革
と
結
び
つ
け
る
の
は
決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な

い
」
と
し
た
上
で
、「
し
か
し
同
時
に
、
必
ず
し
も
そ
う
で
な
く

て
も
い
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
社
会
変
革
の
夢
を
語
る
音
楽

が
大
き
な
階
級
構
造
自
体
を
変
え
は
し
な
い
こ
と
も
ま
た
知
っ

て
お
く
べ
き
で
あ
る
」（
三
九
頁
）
と
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
る
。 

第
２
章
「
苦
労
し
た
人
こ
そ
ホ
ン
モ
ノ
の
音
楽
を
創
れ
る
？

丨
フ
ォ
ー
ク
と
文
化
の
価
値
転
換
」
で
問
わ
れ
る
の
は
、「
苦
労

人
こ
そ
ホ
ン
モ
ノ
の
音
楽
を
創
れ
る
」
と
い
う
「
思
い
込
み
」
で

あ
る
。
本
章
で
は
、
フ
ォ
ー
ク
が
リ
ア
ル
・
フ
ォ
ー
ク
や
ア
ン
グ

ラ
・
フ
ォ
ー
ク
、
あ
る
い
は
レ
ト
ロ
・
フ
ォ
ー
ク
や
ニ
ュ
ー
ミ
ュ

ー
ジ
ッ
ク
へ
と
分
化
し
て
い
く
過
程
を
分
析
し
て
い
る
。
フ
ォ

ー
ク
に
お
い
て
は
都
市
労
働
者
階
級
が
曲
や
音
楽
の
モ
チ
ー
フ

に
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、「
リ
ア
ル
」
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
フ
ォ
ー
ク
ブ
ー
ム
は
「
イ
メ
ー
ジ
に
反
し
て

非
常
に
中
産
階
級
的
な
も
の
」（
六
〇
頁
）
で
あ
っ
た
と
し
、
日

本
は
「
現
在
に
い
た
る
ま
で
都
市
ア
ン
ダ
ー
ク
ラ
ス
を
担
い
手

と
す
る
音
楽
が
流
行
し
た
経
験
を
持
た
な
い
」（
六
一
頁
）
と
結

論
づ
け
て
い
る
。 

第
３
章
「
パ
ン
ク
は
頭
の
悪
い
音
楽
か
？
丨
反
知
性
主
義
と

「
声
の
文
化
」
の
可
能
性
」
で
は
、
パ
ン
ク
に
見
ら
れ
る
「
反
知

性
主
義
的
な
思
考
の
型
」
が
考
察
さ
れ
る
。
長
崎
の
分
析
に
よ
れ

ば
、
パ
ン
ク
と
は
「
声
の
文
化
」
で
あ
り
一
種
の
イ
ン
テ
リ
批
判

で
あ
る
が
、
日
本
型
パ
ン
ク
は
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
も
、「
思
考

が
先
に
立
っ
て
し
ま
う
イ
ン
テ
リ
へ
の
共
感
を
示
し
て
」（
九
〇

頁
）
い
る
と
い
う
。
パ
ン
ク
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
反
し
て
「
人

間
へ
の
愛
情
と
あ
る
種
の
知
性
を
持
ち
合
わ
せ
た
文
化
」（
九
〇

頁
）
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
反
知
性
主
義
の
担
い
手
た
ち
に
通
じ

る
「
生
身
の
人
間
や
そ
の
感
性
に
対
す
る
共
感
の
不
在
」（
九
一

頁
）
へ
の
怒
り
が
あ
る
と
い
う
。 
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第
４
章
「
電
子
音
楽
は
「
非
人
間
的
」
か
？
丨
ま
が
い
物
の
リ

ア
リ
テ
ィ
」
で
は
「
ア
ン
チ
・
デ
ィ
ス
コ
」
を
取
り
上
げ
、「
精

神
性
の
欠
如
し
た
非
人
間
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
た
機
械
や
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
が
取
り
入
れ
、
そ
れ
に
よ
っ

て
大
衆
性
を
得
て
い
っ
た
時
代
、
す
な
わ
ち
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ

の
時
代
」（
一
〇
〇
頁
）
を
考
察
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
を
は
じ
め

と
し
た
ア
ン
チ
・
デ
ィ
ス
コ
の
側
に
は
、
電
子
音
楽
や
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
に
対
す
る
「
恐
れ
」
が
あ
る
が
、
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク

や
ク
ラ
ブ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
な
ど
も
「
人
間
的
」
で
あ
り
、
恐
れ
は

不
要
で
あ
る
と
す
る
（
一
一
四
頁
）。 

第
５
章
「
国
民
的
音
楽
は
首
都
か
ら
生
ま
れ
る
か
？
丨
マ
ッ

ド
チ
ェ
ス
タ
ー
都
市
論
」
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
終
わ
り
か
ら
一

九
九
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
の
マ
ッ
ド
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ム
ー
ブ

メ
ン
ト
を
取
り
上
げ
、「
九
〇
年
代
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
を
代
表
す

る
文
化
が
な
ぜ
第
二
の
都
市
か
ら
」（
一
二
一
頁
）
誕
生
し
た
の

か
を
考
察
し
て
い
る
。
著
者
は
「
む
し
ろ
第
二
の
都
市
が
「
国
民

的
文
化
」
の
土
壌
と
な
る
こ
と
に
は
必
然
性
が
あ
る
」（
一
二
一

頁
）
と
い
う
。
そ
の
上
で
特
定
の
集
団
の
成
員
は
、
自
ら
が
無
自

覚
に
有
す
る
「
普
遍
的
価
値
」
を
懐
疑
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張

す
る
（
一
三
五
頁
）。 

第
６
章
「
日
本
の
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
と
お
笑
い
は
似
て
い
る

か
？
」
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
と
日
本
の
お
笑
い
、

さ
ら
に
日
本
の
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
と
日
本
の
お
笑
い
を
比
較
し
、

日
本
の
お
笑
い
は
形
式
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
の
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ

に
類
似
し
、
内
容
に
お
い
て
日
本
の
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
に
類
似
し

て
お
り
、
そ
れ
ら
の
混
在
が
起
き
て
い
る
と
い
う
（
一
五
四
頁
）。 

第
７
章
「
音
楽
は
語
る
べ
き
で
は
な
い
？
丨
『
ロ
ッ
キ
ン
グ
・

オ
ン
』
と
音
楽
語
り
」
で
は
、「
音
楽
に
つ
い
て
語
る
こ
と
自
体

を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
傾
向
」
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
る
。
音
楽
に

関
す
る
情
報
は
「
む
し
ろ
増
加
し
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
当
時

よ
り
遥
か
に
正
確
な
情
報
を
容
易
に
仕
入
れ
る
こ
と
」（
一
八
八

頁
）
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
音
楽

に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
避
け
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
。
著
者
の

分
析
に
よ
れ
ば
、「
情
報
量
が
増
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
は
な

く
、
情
報
量
が
増
え
た
か
ら
こ
そ
、「
音
楽
語
り
」
は
衰
退
」（
一

八
八
頁
）
し
た
。
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
自
体
の
情
報
が
少
な
か
っ
た
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か
ら
こ
そ
、
ロ
ッ
ク
や
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
は
「
受
け
手
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
仮
託
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
機
能
」
し
た
と
い

う
（
一
八
八−
一
八
九
頁
）。
そ
の
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

  
 

私
達
に
で
き
る
せ
め
て
も
の
こ
と
は
、
後
の
世
代
が
音 

 
 

楽
に
つ
い
て
語
る
の
を
邪
魔
し
な
い
こ
と
ぐ
ら
い
だ
ろ
う
。 

 
 

間
違
っ
て
い
て
も
、
妄
想
で
も
、
自
己
陶
酔
で
も
構
わ
な
い
。 

 
 

（
略
）
青
年
た
ち
を
「
ほ
っ
と
い
て
」
あ
げ
て
も
バ
チ
は
あ 

 
 

た
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
一
八
九
頁
）。 

 

終
章
「「
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
」
は
売
れ
な
い
人
の
集
ま
り

か
？
」
に
お
い
て
は
、
音
楽
に
お
け
る
広
義
の
「
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ

ウ
ン
ド
」
が
分
析
さ
れ
る
。「
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
」
は
、「
メ

イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
の
価
値
観
か
ら
外
れ
た
も
の
を
面
白
が
っ
た

り
、
あ
る
い
は
生
み
出
し
た
り
す
る
」
場
所
で
あ
り
、
著
者
は
そ

の
よ
う
な
価
値
や
思
考
を
「
不
完
全
の
美
学
」
と
呼
ぶ
（
二
〇
二

頁
）。
こ
こ
で
は
、
最
初
の
単
著
か
ら
み
ら
れ
る
「
キ
ッ
チ
ュ
」

と
い
う
概
念
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
主
な
読
者
タ
ー

ゲ
ッ
ト
で
あ
る
大
学
生
に
向
け
て
、「
四
年
間
は
、
既
存
の
価
値

観
か
ら
逸
脱
し
た
尺
度
で
行
動
し
て
ほ
し
い
」「
誇
り
を
胸
に
、

学
問
や
趣
味
を
楽
し
み
、
自
分
な
り
の
世
界
の
捉
え
方
を
見
つ

け
て
ほ
し
い
」（
二
〇
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
長
崎
自
身
も
、

「
大
学
に
入
学
し
て
以
来
、
ず
っ
と
「
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
」

を
生
き
る
」
人
生
で
あ
る
と
い
う
（
二
〇
五
頁
）。 

各
章
で
ど
の
よ
う
な
理
論
が
登
場
す
る
か
は
本
書
を
読
ん
で

の
お
楽
し
み
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
楽
曲
や
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
も

同
じ
で
あ
る
。 

 
 
 
 

五 

広
い
問
題
意
識
と
主
張
の
二
つ
の
核 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
書
を
読
む
と
、
そ
の
問
題
意
識
や
主
張
の
根
底
に
は
、
リ
ベ

ラ
ル
な
思
考
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
本
書
の

「
あ
と
が
き
」
で
は
、
現
代
の
日
本
に
蔓
延
す
る
過
剰
あ
る
い
は

間
違
っ
た
規
範
意
識
が
問
題
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
日
本
の
そ

こ
こ
こ
に
み
ら
れ
る
が
、
本
書
と
の
関
連
で
著
者
は
、「
学
術
研

究
に
漂
う
「
嘘
臭
さ
」
と
閉
塞
感
」
に
言
及
し
て
い
る
。
著
者
は
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本
書
に
お
い
て
自
ら
の
主
観
を
積
極
的
に
導
入
し
た
と
い
う
が
、

「
あ
と
が
き
」
で
著
者
は
「
人
間
の
書
く
も
の
は
し
ょ
せ
ん
、
主

観
を
抜
き
に
は
成
立
し
な
い
」
と
い
う
「
諦
め
」
が
必
要
で
は
な

い
か
と
述
べ
る
（
二
一
一
頁
）。
主
観
が
忌
避
さ
れ
、
客
観
が
絶

対
視
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
学
術
研
究
の
可
能
性
が
狭
め
ら

れ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。 

過
剰
な
客
観
性
の
要
求
は
、
理
論
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る

と
い
う
。
長
崎
は
、「
数
字
デ
ー
タ
や
海
外
文
献
発
の
専
門
用
語

を
使
う
こ
と
で
徹
底
的
に
「
偽
装
」
さ
れ
た
も
の
し
か
学
術
研
究

と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
正
し
い
か
ど
う
か
ま
だ
分
か
ら

な
い
面
白
い
理
論
と
い
う
も
の
が
出
て
き
に
く
い
し
、
使
い
に

く
く
な
っ
て
し
ま
う
」（
二
一
一
頁
）
と
主
張
す
る
。
本
書
で
長

崎
は
多
様
な
理
論
を
用
い
、
時
に
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
論
理

展
開
を
み
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
既
に
述
べ
た
よ
う
な
意
識
に

基
づ
い
て
い
る
。 

本
書
の
主
張
の
核
は
、
以
下
の
二
つ
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
つ
は

「
語
り
」、
も
う
ひ
と
つ
は
反
知
性
主
義
で
あ
る
。
知
識
が
あ
っ

た
方
が
音
楽
を
語
れ
る
。
知
識
を
得
て
、
聞
い
て
い
な
い
曲
や
ミ

ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
や
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
て
も
、
ど
ん
ど
ん
堂
々
と

語
ろ
う
。
で
も
知
識
ば
か
り
だ
と
、
実
生
活
や
生
活
実
感
か
ら
乖

離
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
音
楽
か
ら
派
生
し
て
映
画
や
本
、
さ
ら

に
は
社
会
に
つ
い
て
ど
ん
ど
ん
語
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
愉
し
い
よ
、

と
。 そ

の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
本
書
は
テ
ク
ス
ト
だ
け
に
閉
じ
た

も
の
で
は
な
い
。
冒
頭
で
触
れ
た
著
者
のYouTube

チ
ャ
ン
ネ

ル
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
、
あ
る
い
は
読
書
会
や
セ
ミ
ナ
ー
に
お
い
て
外
部

に
開
か
れ
る
用
意
が
あ
り
、
そ
れ
は
筆
者
の
望
み
で
も
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
音
楽
は
社
会
を
変
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
人
と

人
と
の
繋
が
り
は
社
会
を
変
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
一
種
の
迂

回
的
戦
略
と
い
う
の
は
、
評
者
の
深
読
み
だ
ろ
う
か
。 

 六 

三
つ
の
批
判
点 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前
項
で
結
ん
で
も
よ
い
の
だ
が
、
な
い
も
の
ね
だ
り
と
わ
か

り
つ
つ
、
最
後
に
あ
え
て
三
つ
ほ
ど
批
判
点
を
挙
げ
て
お
き
た

い
。 
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第
一
点
目
は
、
第
４
章
で
主
張
さ
れ
た
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
恐

れ
る
必
要
が
な
い
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
筆
者
は
論
考

の
な
か
で
、
技
術
決
定
論
を
否
定
し
て
い
る
。
技
術
決
定
論
の
否

定
に
は
評
者
も
同
意
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を

恐
れ
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
点
に
は
、
音
楽
の
水
準
に
お
い
て

同
意
す
る
が
、
教
科
書
的
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
若
干
の
追

記
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
。
む
し
ろ
日
本
人
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

に
対
す
る
「
恐
れ
」
が
過
小
で
は
な
い
か
。
典
型
は
核
融
合
技
術

で
あ
る
。
著
者
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
恐
れ
る
必
要
が
な
い
理
由

と
し
て
、「
欲
望
し
、
生
み
出
し
、
用
い
る
の
は
あ
く
ま
で
人
間

で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
そ
れ
ら
も
ま
た
、
ど
こ
ま
で
も

「
人
間
的
」
だ
か
ら
」
と
述
べ
て
い
る
（
一
一
四
頁
）。
音
楽
の

水
準
で
は
問
題
な
い
だ
ろ
う
が
、
現
代
社
会
を
み
れ
ば
、
む
し
ろ

人
間
は
恐
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
る
。
想
定
さ
れ
る
読
者
が
大
学

生
で
あ
れ
ば
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
対
す
る
「
侮
り
」
や
人
間
に
対

す
る
「
過
信
」
を
許
容
す
る
誤
読
へ
の
配
慮
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ

た
（
一
〇
）
。 

第
二
点
目
は
、
経
済
的
観
点
で
あ
る
。
知
識
社
会
学
で
あ
り
文

化
論
で
は
あ
る
も
の
の
、
経
済
的
な
観
点
が
も
う
少
し
あ
っ
て

も
い
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
経
済
的
に
考
え
れ
ば
、
筆
者
の
主
張
す

る
音
楽
を
通
じ
た
「
趣
味
縁
」
の
世
界
は
、
す
ぐ
そ
こ
だ
。
す
で

に
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
は
、
極
め
て
一
部
の
例
外
を
除
き
、
生
業
と

し
て
成
立
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
そ
れ
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で
加
速
し

た
。
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
だ
け
で
な
く
、
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
を
支
え

る
ス
タ
ッ
フ
も
、
食
べ
て
い
く
の
さ
え
困
難
な
状
況
だ
。
幸
か
不

幸
か
、
音
楽
を
取
り
巻
く
仕
事
は
、
副
業
も
し
く
は
趣
味
と
し
て

し
か
成
立
し
な
い
状
況
が
本
格
化
す
る
だ
ろ
う
。
音
楽
業
界
を

目
指
す
大
学
生
は
、
音
楽
で
飯
を
食
う
の
で
は
な
く
、
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
や
公
務
員
を
し
な
が
ら
、
週
末
な
ど
に
「
趣
味
で
」
演
奏
し

た
り
、「
趣
味
で
」
サ
ポ
ー
ト
・
ス
タ
ッ
フ
を
し
た
方
が
、
将
来

の
こ
と
を
考
え
る
と
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
音
楽
を
「
語
る
」
だ

け
で
な
く
、
ラ
イ
ブ
の
運
営
な
ど
を
通
じ
た
「
趣
味
縁
」
が
広
が

る
可
能
性
も
あ
る
。
か
つ
て
小
椋
佳
と
い
う
フ
ォ
ー
ク
歌
手
（
シ

ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
）
が
い
た
。
一
九
四
四
年
生
ま
れ
の
小

椋
は
、
東
大
法
学
部
を
卒
業
後
、
日
本
勧
業
銀
行
に
勤
務
し
な
が

ら
音
楽
活
動
を
行
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
「
副
業
ミ
ュ
ー
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ジ
シ
ャ
ン
」
な
ど
で
検
索
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
す
で
に
相
当

な
事
例
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
一
種
の
安
全
志
向
は
、
筆
者
の
主

張
す
る
「
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
」
と
い
う
逸
脱
の
匂
い
は
し
な

い
の
だ
が
。 

第
三
に
、
本
書
は
若
者
と
い
う
「
弱
者
」
に
送
る
エ
ー
ル
で
も

あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
本
当
の
「
敵
」
で
あ
る
中
高
年
層
を
見

落
と
し
て
い
な
い
か
。
例
え
ば
大
学
が
「
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
」

の
培
養
基
で
な
く
な
っ
た
の
は
、
す
で
に
引
退
し
た
人
た
ち
を

含
め
、
社
会
的
に
大
き
な
権
限
を
有
す
る
大
人
た
ち
が
な
し
て

き
た
こ
と
の
所
産
で
あ
る
。
今
の
大
学
生
が
既
定
の
制
度
に
逆

ら
う
の
は
ほ
ぼ
不
可
能
だ
。
こ
こ
ま
で
制
度
が
強
固
に
肥
大
化

し
、
京
大
で
さ
え
か
つ
て
の
よ
う
な
自
由
が
失
わ
れ
て
い
る
状

況
を
み
れ
ば
、
大
学
生
を
は
じ
め
と
し
た
若
者
が
「
ア
ン
ダ
ー
グ

ラ
ウ
ン
ド
」
の
世
界
を
愉
し
む
た
め
に
は
、
む
し
ろ
「
大
人
」
の

 
(

一)  https://www.youtube.com
/watch?v=z1iKKOu2gC0&

t=24s

、
最
終
閲
覧
日
二

〇
二
一
年
一
二
月
三
〇
日
。 

(

二)  https://www.youtube.com
/channel/UCEjeQ9q0CeKBEhvU6DwyBpA

、
最

終
閲
覧
日
二
〇
二
一
年
一
二
月
三
〇
日
。 

(

三) 

評
者
の
本
務
校
で
あ
る
帝
京
大
学
の
学
生
も
視
聴
し
、
時
に
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
て

側
を
批
判
す
る
必
要
が
あ
る
。
自
由
さ
え
あ
れ
ば
、
ア
ン
ダ
ー
グ

ラ
ウ
ン
ド
」
の
世
界
は
、
放
っ
て
お
い
て
も
現
出
す
る
だ
ろ
う
。

と
い
い
つ
つ
も
、
す
で
に
パ
ル
チ
ザ
ン
や
ゲ
リ
ラ
的
な
活
動
し

か
選
択
肢
は
な
い
ほ
ど
に
権
力
構
造
は
強
固
で
あ
り
、
無
力
感

を
覚
え
て
い
る
の
は
評
者
な
の
だ
が
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
書
の

示
唆
は
迂
回
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
個
人
的
方
略
と
し
て
正
解

な
の
だ
ろ
う
。 

本
書
は
創
元
社
の
「
叢
書
パ
ル
マ
コ
ン
」
の
姉
妹
シ
リ
ー
ズ

「
叢
書
パ
ル
マ
コ
ン
・
ミ
ク
ロ
ス
」
の
第
一
巻
で
あ
る
。
ギ
リ
シ

ャ
語
の
パ
ル
マ
コ
ン
は
「
薬
や
薬
学
・
薬
局
の
語
源
」
で
あ
り
、

両
シ
リ
ー
ズ
は
「
薬
に
し
て
毒
と
し
て
の
書
物
」
を
目
指
す
と
い

う
（
一
一
）
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
評
者
の
批
判
は
的
外
れ
で
あ
り
、

「
薬
」
と
す
る
か
「
毒
」
に
な
る
か
は
、
読
者
の
側
に
委
ね
ら
れ

て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。 

い
る
。 

(

四) 
一
九
七
〇
〜
八
四
年
生
ま
れ
を
「
氷
河
期
世
代
」
と
す
る
も
の
も
あ
る
。 

(

五) 
こ
の
辺
り
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
著
者
のYouTube

動
画
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

(

六) 

『「
つ
な
が
り
」
の
戦
後
文
化
誌―

宝
塚
、
労
音
、
そ
し
て
万
博
』
河
出
書
房
新

社
、
二
〇
一
三
年
。 
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(

七) 
『
ラ
ジ
オ
が
夢
見
た
市
民
社
会―

ア
メ
リ
カ
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
栄
光
と
挫

折
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
。 

(

八) 

長
崎
励
朗
「『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』―

櫻
色
の
若
者
論
壇
誌
」
竹
内
洋
・
佐
藤
卓

己
・
稲
垣
恭
子
編
『
日
本
の
論
壇
雑
誌―

教
養
メ
デ
ィ
ア
の
盛
衰
』
創
元
社
、
二
〇
一

四
年
、
一
六
五―
一
八
三
頁
。
長
崎
励
朗
「『
ロ
ッ
キ
ン
グ
・
オ
ン
』―

音
楽
に
託
し

た
自
分
語
り
の
盛
衰
」
佐
藤
卓
己
編
『
青
年
と
雑
誌
の
黄
金
時
代
』
岩
波
書
店
、
二
〇

一
五
年
、
岩
波
書
店
、
二
〇
九―

二
三
七
頁
。
日
比
野
啓
編
著
『
戦
後
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル

の
展
開
』
森
話
社
、
二
〇
一
七
年
、
九
三―

一
一
八
頁
。 

(

九)  https://www.andrew.ac.jp/clubnavi/sports/16.htm
l

、
最
終
閲
覧
日
二
〇
二
一
年

一
二
月
三
〇
日
。 

(

一
〇) 

あ
る
い
は
、
音
楽
の
水
準
を
強
調
す
る
か
。 
(

一
一) 

本
書
の
帯
よ
り
。 
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