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“Songs became our air to breathe”
— Author Song Culture in the 1960s

Kyoko NUMANO
 

Summary

 In the Soviet Union, in the 1960s after Khrushchev’s “Thaw”, when repression was re-
laxed to a certain extent, poets singing and playing the guitar gained great popularity. Thanks 
to tape recorders that appeared at that time their songs spread quickly (known as magnitizdat), 
were loved and sung by many people. There were various themes such as those based on labour 
camps, love and death, war and so on. 
 This paper describes this phenomenon in the Soviet era and discusses what it meant in 
the Russian cultural scene. The most significant feature of bards (minstrels) is that they set mel-
ody on their own poems, sing and play the guitar themselves. Poetry(=word) is more important 
than melody (=music).
 Among the bards of the 1960s, Alexandr Galich wrote anti-Soviet poems and was exiled. 
Bulat Okudzhava sang about irreplaceable life, about love of “little people”. The bards were 
rarely permitted to record their songs, because of their political nature, but their songs were 
necessary like air for life in a tough Soviet era. The famous actor and singing poet Vladimir 
Vysotsky belonged to the same generation as John Lennon. During this period, opposition-ori-
ented songs were supported and deeply loved not only in the West, but also in the Soviet Union.

キーワード
ロシア　ソ連　雪どけ　詩　音楽　吟遊詩人（バルド）　自作自演の歌　マグニトイズダート

Keywords
Russia, Soviet Union, Thaw, poetry, music, bard, author song, magnitizdat

本稿の著作権は著者が保持し、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセンス (CC-BY) 下に提供します。
 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja



31

「歌が私たちの呼吸する空気になった」— 一九六〇年代のソ連の弾き語り文化　沼野恭子 /
“Songs became our air to breathe” — Author Song Culture in the 1960s, NUMANO Kyoko

一
．
は
じ
め
に

　
マ
ル
レ
ン
・
フ
ツ
ィ
エ
フ
監
督
の
映
画
『
イ
リ
イ
チ
の
哨
所
』

（
一
九
六
四
）
の
中
に
、
有
名
な
「
詩
の
朗
読
会
」
の
シ
ー
ン
が
あ
る
。

一
九
六
〇
年
代
初
頭
の
モ
ス
ク
ワ
を
舞
台
に
三
人
の
青
年
の
青
春
を
描

い
た
初
々
し
い
こ
の
ド
ラ
マ
は
、
ソ
連
の
雪
ど
け
時
代
の
活
気
を
伝
え
る

傑
作
で
あ
る

1
。
映
画
の
中
で
、
主
人
公
の
セ
ル
ゲ
イ
が
科
学
技
術
博
物

館
の
大
ホ
ー
ル
に
行
く
と
、
舞
台
に
ス
タ
ー
詩
人
た
ち
が
ず
ら
り
と
並
ん

で
い
る
。
当
時
た
い
へ
ん
な
人
気
を
博
し
て
い
た
本
物
の
現
役
詩
人
た
ち

が
次
々
に
自
分
の
詩
を
朗
読
し
て
い
く
半
ば
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
貴

重
な
映
像
で
あ
る
。

　
ホ
ー
ル
は
ぎ
っ
し
り
埋
め
尽
く
さ
れ
、
聴
衆
は
詩
人
た
ち
の
声
に
一
心

に
聞
き
入
っ
て
い
る
。
舞
台
の
上
で
自
作
の
詩
を
朗
読
す
る
の
は
、
エ

ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
エ
フ
ト
ゥ
シ
ェ
ン
コ
、
ア
ン
ド
レ
イ
・
ヴ
ォ
ズ
ネ
セ
ン

ス
キ
ー
、
ロ
ベ
ル
ト
・
ロ
ジ
ェ
ス
ト
ヴ
ェ
ン
ス
キ
ー
、
ベ
ッ
ラ
・
ア
フ
マ

ド
ゥ
ー
リ
ナ
ら
。
そ
の
中
に
ひ
と
り
、
朗
読
す
る
の
で
は
な
く
、
ギ
タ
ー

を
爪
弾
き
な
が
ら
歌
う
詩
人
が
い
る
。
そ
れ
が
ブ
ラ
ー
ト
・
オ
ク
ジ
ャ
ワ

（
一
九
二
四
︱
一
九
九
七
）
だ
。
雪
ど
け
期
に
活
躍
し
た
「
吟
遊
詩
人
」
た

ち
の
草
分
け
的
存
在
で
、
や
が
て
圧
倒
的
な
支
持
を
受
け
、
多
く
の
人
に

愛
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
歌
が
私
た
ち
の
呼
吸
す
る
空
気
に
な
っ
た
」
︱
一
九
六
〇
年
代
の
ソ
連
の
弾
き
語
り
文
化沼

野
恭
子

　
語
り
か
け
る
よ
う
な
独
特
の
声
。
切
な
い
短
調
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
。
オ
ク

ジ
ャ
ワ
は
、
エ
フ
ト
ゥ
シ
ェ
ン
コ
の
よ
う
に
大
仰
な
仕
草
で
観
衆
を
熱
狂

さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
深
く
胸
に
沁
み
る
控
え
め
で
も
の
静
か
な
歌
い
方

で
聴
く
人
の
心
を
魅
了
す
る
。
最
後
の
リ
フ
レ
イ
ン
で
は
、
会
場
全
体
が

ひ
と
つ
に
な
っ
て
、
や
は
り
少
し
控
え
め
に
唱
和
す
る
。
そ
れ
は
、
オ
ク

ジ
ャ
ワ
の
歌
が
人
々
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
見
事
に
視
覚
化
し

た
シ
ー
ン
だ
。
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
マ
ー
チ
」。

ナ
ジ
ェ
ー
ジ
ダ
、
ぼ
く
が
戻
る
の
は
ラ
ッ
パ
吹
き
が
「
撤
退
」
の
合
図
を

鳴
ら
す
と
き
、

ラ
ッ
パ
を
唇
に
近
づ
け
、
と
が
っ
た
肘
を
あ
げ
る
と
き
。

ナ
ジ
ェ
ー
ジ
ダ
、
ぼ
く
は
き
っ
と
無
事
で
い
る
よ
、
湿
っ
た
土
は
ぼ
く
の

た
め
じ
ゃ
な
い
。

ぼ
く
に
あ
る
の
は
き
み
の
心
配
、
き
み
の
心
遣
い
に
満
ち
た
や
さ
し
い
世

界
2

。

「
ナ
ジ
ェ
ー
ジ
ダ
」
と
は
女
性
の
名
前
だ
が
、
普
通
名
詞
な
ら
ロ
シ
ア
語

で
「
希
望
」
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
ナ
ジ
ェ
ー
ジ
ダ
」
と
何
度
も

呼
び
か
け
る
こ
の
詩
は
、「
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
」
後
の
ソ
連
社
会
が
、
戦

争
と
粛
清
の
記
憶
を
引
き
ず
り
な
が
ら
も
、
い
か
に
強
く
激
し
く
希
望
を
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渇
望
し
て
い
た
か
を
端
的
に
あ
ら
わ
す
象
徴
的
な
歌
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。「
湿
っ
た
土
は
ぼ
く
の
た
め
じ
ゃ
な
い
」
と
は
、
勇
ま
し
く
闘
っ
て

湿
っ
た
土
に
還
る
こ
と(

つ
ま
り
死
ん
で
し
ま
う
こ
と)

を
拒
む
意
志
を
あ

ら
わ
す
と
と
も
に
、「
や
さ
し
い
世
界
」
に
住
む
こ
と
を
夢
見
る
心
情
で

も
あ
る
。
そ
う
し
た
姿
勢
は
、
検
閲
を
通
さ
ず
に
出
版
さ
れ
、
す
ぐ
さ

ま
批
判
を
受
け
て
発
禁
と
な
っ
た
有
名
な
文
集
『
タ
ル
ー
サ
の
ペ
ー
ジ
』

（
一
九
六
一
）
に
掲
載
さ
れ
た
彼
の
自
伝
的
な
処
女
小
説
『
少
年
兵
よ
、
達

者
で
』
の
ア
ン
チ
・
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
に
直
結
す
る
も
の
だ
。
そ
こ
で
も
オ
ク

ジ
ャ
ワ
は
、
英
雄
的
な
死
で
は
な
く
、
か
け
が
え
の
な
い
生
を
選
ぶ
よ
う

呼
び
か
け
て
い
る
（
与
謝
野
晶
子
の
「
君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
」
が
思

い
起
こ
さ
れ
る
）。
当
局
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
逆
ら
っ
て
で
も
、
弱
く
て
繊

細
な
者
、
頼
り
な
く
て
や
さ
し
い
者
の
側
に
立
と
う
と
す
る
彼
の
凛
と
し

た
意
思
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
オ
ク
ジ
ャ
ワ
を
初
め
と
す
る
「
弾
き
語
り
詩
人
」
た
ち
が
何
人
も
輩
出

し
人
々
の
熱
い
支
持
を
受
け
た
こ
と
は
、
雪
ど
け
時
代
の
一
大
文
化
現
象

で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
存
在
と
は
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
か
、
あ
ら
た
め
て

振
り
か
え
り
、
そ
の
文
化
史
的
な
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
．
ロ
シ
ア
の
吟
遊
詩
人
（
バ
ル
ド
）
と
は

　　
二
十
世
紀
後
半
の
ソ
連
で
一
世
を
風
靡
し
た
「
歌
う
詩
人
」
の
こ
と
を
、

ロ
シ
ア
語
で
は
、
ケ
ル
ト
語
由
来
の
「б

バ
ル
ド

ард

」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ

す
。
も
と
も
と
ケ
ル
ト
人
社
会
で
「
バ
ル
ド
」
と
い
え
ば
、
神
話
や
歴
史

を
琴
の
調
べ
に
乗
せ
て
歌
う
祭
司
の
こ
と
を
指
し
た
と
い
う
が
、
十
二
世

紀
頃
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
に
現
れ
た
、
詠
唱
し
な
が
ら
宮
廷
を
遍
歴
し
た

恋
愛
詩
人
も
同
じ
語
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
日
本
語
で
は
「
吟
遊
詩
人
」
と

訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
ソ
連
時
代
の
一
群
の
「
歌
う
詩
人
」
た
ち

に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
何
よ
り
も
自
分
の
詩
に
自
分
で
メ
ロ
デ
ィ
ー

を
つ
け
て
ギ
タ
ー
を
弾
き
な
が
ら
歌
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
の
歌
は

「авторская песня

（
作
者
の
歌
）」、
あ
る
い
は
「самодеятельная 

песня

（
ア
マ
チ
ュ
ア
の
歌
）」
と
呼
ば
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
プ

ロ
の
歌
手
が
だ
れ
か
別
の
作
詞
家
・
作
曲
家
に
提
供
さ
れ
た
作
品
を
歌
う

の
で
は
な
く
、「
詩
人
＝
作
曲
者
＝
演
奏
者
」、
つ
ま
り
詩
人
に
よ
る
「
自

作
自
演
」
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
大
事
な
の
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
、
重
視
さ
れ
る
の
は
あ
く
ま
で
も
詩
・
こ
と
ば
で
あ
り
、
音

楽
・
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
二
の
次
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
作

家
性
の
強
い
歌
詞
を
得
意
と
す
る
シ
ン
ガ
ー
・
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
、
例

え
ば
二
〇
一
六
年
に
「
新
た
な
詩
的
表
現
を
生
み
だ
し
た
功
績
」
に
よ
っ

て
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
に
近
い
と
い
え
る
か

も
し
れ
な
い
（
か
な
ら
ず
し
も
デ
ィ
ラ
ン
の
音
楽
が
二
義
的
な
も
の
だ
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
が
）。
し
か
し
、「
シ
ン
ガ
ー
・
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
」
と
い

う
言
葉
は
ど
う
し
て
も
英
米
の
音
楽
シ
ー
ン
を
連
想
さ
せ
る
コ
ノ
テ
ー

シ
ョ
ン
が
強
い
た
め
、
二
十
世
紀
後
半
の
ソ
連
で
沸
き
起
こ
っ
た
こ
の
文

化
現
象
を
表
す
も
の
と
し
て
用
い
る
の
は
た
め
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
よ
り

〈図 1〉  オクジャワ
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は
、
や
は
り
「
吟
遊
詩
人
」
あ
る
い
は
「
弾
き
語
り
詩
人
」
と
呼
ぶ
ほ
う

が
い
い
だ
ろ
う
。

　
実
際
、
彼
ら
自
身
が
、
自
分
た
ち
の
活
動
を
い
ろ
い
ろ
な
表
現
で
あ

ら
わ
し
て
い
る
。
オ
ク
ジ
ャ
ワ
は
「
自
分
の
詩
を
歌
う
詩
人
」
が
つ
く

り
あ
げ
る
「
も
の
を
考
え
る
人
間
の
た
め
の
、
も
の
を
考
え
る
人
間
の

芸
術
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
し
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ガ
ー
リ

チ
（
一
九
一
八
︱
一
九
七
七
）
は
「
現
代
人
の
誠
実
な
姿
」
が
反
映
さ
れ

て
い
る
歌
だ
と
い
い
、
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ヴ
ィ
ソ
ツ
キ
ー
（
一
九
三
八
︱

一
九
八
〇
）
は
「
ギ
タ
ー
伴
奏
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
韻
律
に
基
づ
い
た

詩
」、
ノ
ヴ
ェ
ラ
・
マ
ト
ヴ
ェ
ー
エ
ワ
（
一
九
三
四
︱
二
〇
一
六
）
は
「
知

識
人
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
」
と
呼
ん
で
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
に
定
義
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
自
体
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
弾
き
語

り
が
急
速
に
広
ま
っ
て
い
く
過
程
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
人
た
ち
が
こ
の
新

し
い
芸
術
ス
タ
イ
ル
の
ジ
ャ
ン
ル
、
ま
た
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
模

索
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
も
い
よ
う
。

　
こ
の
時
期
に
ソ
連
で
弾

き
語
り
文
化
が
花
開
い
た

理
由
を
考
え
る
と
、
ま
ず
、

そ
こ
に
は
詩
を
朗
読
す
る

と
い
う
文
化
的
伝
統
が
大

き
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と

が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

ロ
シ
ア
で
は
そ
も
そ
も
、

「
詩
」
は
黙
読
す
る
だ
け
で

は
不
完
全
で
あ
り
、
朗
読

し
声
を
媒
介
に
リ
ズ
ム
や
抑
揚
を
体
感
し
て
初
め
て
詩
の
芸
術
的
営
為

が
ま
っ
と
う
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
詩
人
に
よ
る
自
作
の
朗
読
は

昔
か
ら
ず
っ
と
続
い
て
き
た
し
、
朗
読
会
に
行
っ
て
詩
人
の
肉
声
を
聴
く

の
が
何
よ
り
の
楽
し
み
だ
と
い
う
人
も
珍
し
く
な
い
。
そ
う
し
た
朗
読
会

の
伝
統
は
現
代
に
い
た
る
ま
で
続
き

3
、  

詩
の
朗
読
と
い
う
身
体
的
な
行

為
を
通
し
て
、
親
密
で
信
頼
に
満
ち
た
、
詩
人
と
読
者
の
交
流
の
場
が
形

成
さ
れ
て
き
た
。
バ
ル
ド
た
ち
の
コ
ン
サ
ー
ト
も
当
初
は
、
こ
の
朗
読
会

に
限
り
な
く
近
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。

　
朗
読
が
発
達
し
た
背
景
に
は
、
ロ
シ
ア
語
そ
の
も
の
の
特
質
が
朗
読
に

向
い
て
い
る
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ロ
シ
ア
語

は
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
あ
る
音
節
を
強
く
長
め
に
伸
ば
す
強
弱
ア
ク
セ
ン
ト

の
言
語
な
の
で
、
そ
も
そ
も
韻
律
の
整
っ
た
詩
を
朗
読
す
る
と
、
そ
れ
だ

け
で
充
分
「
音
楽
的
」
に
な
り
、
少
し
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
付
す
だ
け
で
れ
っ

き
と
し
た
音
楽
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
一
九
六
八
年
ノ
ヴ
ォ
シ
ビ
ル
ス
ク
で
行
わ
れ
た
「
吟
遊
詩

人
の
祭
典
」
に
出
演
し
た
時
の
（
亡
命
す
る
前
の
ソ
連
で
最
後
の
公
の
舞
台

と
な
っ
た
）
ガ
ー
リ
チ
の
弾
き
語
り
を
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
フ
ィ
ル
ム
で

見
る
と
、
ま
る
で
「
詩
の
朗
読
」
と
「
歌
」
の
境
界
を
取
り
払
う
か
の
よ

う
に
、
朗
読
か
ら
歌
へ
、
歌
か
ら
朗
読
へ
と
自
在
に
変
化
し
て
い
る

4
。  

こ
れ
は
ガ
ー
リ
チ
に
特
有
の
歌
い
方
で
、彼
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
「
歌
」

で
は
な
く
、「
伴メ

ロ
デ
ク
ラ
マ
ー
ツ
ィ
ヤ

奏
付
き
朗
読
」
だ
と
い
う
見
方
も
あ
る
ほ
ど
だ
。
と
り

わ
け
、
こ
の
祭
典
で
披
露
さ
れ
た
ガ
ー
リ
チ
の
「
パ
ス
テ
ル
ナ
ー
ク
の

思
い
出
に
」
に
は
、
ボ
リ
ス
・
パ
ス
テ
ル
ナ
ー
ク
の
詩
の
一
節
が
引
用

さ
れ
、
詩
人
た
ち
の
面
影
が
暗
示
的
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ

て
、「
詩
と
音
楽
の
往
還
」
と
で
も
い
う
べ
き
こ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。

一
九
六
〇
年
の
パ
ス
テ
ル
ナ
ー
ク
の
死
に
つ
い
て
、
ガ
ー
リ
チ
は
こ
う

〈図 2〉ガーリチ
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歌
っ
て
い
る
。

同
時
代
の
俺
た
ち
は
、
ど
ん
な
に
誇
っ
て
も
い
い
、

彼
が
自
分
の
ベ
ッ
ド
で
死
ね
た
こ
と
！

楽
師
た
ち
が
へ
ぼ
演
奏
で
シ
ョ
パ
ン
を
苦
し
め
、

別
れ
の
会
が
し
め
や
か
に
行
わ
れ
た
こ
と
…
。

彼
は
エ
ラ
ブ
ガ
で
縄
に
石
鹸
を
塗
る
こ
と
も

ス
チ
ャ
ン
で
発
狂
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
！

　
　（
略
）

「
ど
こ
も
か
し
こ
も
吹
雪
、
吹
雪

見
わ
た
す
か
ぎ
り
。

蝋
燭
が
テ
ー
ブ
ル
で
燃
え
て
い
た
。

蝋
燭
が
燃
え
て
い
た
…
」

い
や
、
蝋
燭
な
ん
か
な
か
っ
た
︱

燃
え
て
い
た
の
は
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
！

迫
害
者
の
面つ

ら
の
メ
ガ
ネ
が

ぎ
ら
ぎ
ら
光
っ
て
い
た
！ 

5

「
ど
こ
も
か
し
こ
も
吹
雪
、
吹
雪
…
」
以
下
四
行
が
パ
ス
テ
ル
ナ
ー
ク
の

「
冬
の
夜
」
と
い
う
詩
の
冒
頭
で
あ
る
。
エ
ラ
ブ
ガ
と
は
マ
リ
ー
ナ
・
ツ

ヴ
ェ
タ
ー
エ
ワ
が
縊
死
し
た
町
、
ス
チ
ャ
ン
は
オ
ー
シ
プ
・
マ
ン
デ
リ
シ

タ
ー
ム
が
亡
く
な
っ
た
極
東
ス
チ
ャ
ン
川
近
く
に
あ
る
収
容
所
の
名
で

あ
る
。
こ
の
ふ
た
り
の
詩
人
に
比
べ
、
パ
ス
テ
ル
ナ
ー
ク
が
自
分
の
ベ
ッ

ド
で
死
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
を
せ
め
て
喜
ぼ
う
と
い
う
、
何
と
も
苦
々
し

く
痛
烈
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
だ
が
、
こ
の
祭
典
の
後
ガ
ー
リ
チ
は
、「
反
ソ
的
」

で
あ
る
と
の
烙
印
を
押
さ
れ
て
厳
し
い
非
難
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
。
詩

の
ほ
か
に
戯
曲
や
映
画
シ
ナ
リ
オ
も
書
き
、
社
会
的
地
位
も
人
気
も
高

か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
、
一
九
七
一
年
に
作
家
同
盟
か
ら
も
映

画
人
同
盟
か
ら
も
除
名
さ
れ
た
あ
げ
く
、
一
九
七
四
年
に
は
亡
命
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
。

　
少
し
先
走
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。

　
ロ
シ
ア
語
の
言
語
的
特
質
が
詩
を
歌
へ
と
昇
華
さ
せ
る
う
え
で
好
都

合
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
加
え
、
も
う
ひ
と
つ
バ
ル
ド
た
ち
の
歌
が
広

ま
っ
た
技
術
的
な
理
由
と
し
て
言
及
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
六
〇
年
代
に
か
け

て
家
庭
用
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
が
急
速
に
普
及
し
た
こ
と
だ
。
当
時
の
ソ

連
社
会
に
と
っ
て
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
は
、
お
そ
ら
く
中
世
の
グ
ー
テ

ン
ベ
ル
ク
の
活
版
印
刷
技
術
や
現
代
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
や
浸

透
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
革
命
的
な
技
術
革
新
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

「м

マ
グ
ニ
ト
イ
ズ
ダ
ー
ト

агнитиздат

」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
「магнитоф

он

（
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
）」
と
「издательство

（
出
版
社
）」
の
下
線
部
分

を
合
成
し
た
も
の
で
、
検
閲
を
経
ず
に
録
音
し
た
音
源
を
流
布
さ
せ
る
こ

と
を
い
う
。
発
禁
と
な
っ
て
い
た
詩
や
小
説
を
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
で
書
き

写
し
て
秘
か
に
信
頼
で
き
る
友
人
知
人
に
見
せ
た
り
与
え
た
り
す
る
こ

と
を
、「сам

（
自
分
で
）」
と
「издательство

（
出
版
社
）」
を
組
み
合

わ
せ
た
「с

サ
ミ
ズ
ダ
ー
ト

амиздат

（
地
下
出
版
）」
と
い
う
言
葉
で
表
す
が
、「
マ
グ
ニ

ト
イ
ズ
ダ
ー
ト
」
も
広
い
意
味
で
の
「
サ
ミ
ズ
ダ
ー
ト
（
地
下
出
版
）」
の

一
種
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
般
に
、
サ
ミ
ズ
ダ
ー
ト
は
主
に
タ
イ

プ
ラ
イ
タ
ー
に
よ
る
詩
や
小
説
の
無
検
閲
の
複
製
、
マ
グ
ニ
ト
イ
ズ
ダ
ー



35

「歌が私たちの呼吸する空気になった」— 一九六〇年代のソ連の弾き語り文化　沼野恭子 /
“Songs became our air to breathe” — Author Song Culture in the 1960s, NUMANO Kyoko

ト
は
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
に
よ
る
音
源
の
無
検
閲
の
複
製
だ
。
も
ち
ろ
ん

「
地
下
出
版
」
と
は
い
っ
て
も
コ
ピ
ー
機
が
自
由
に
使
え
る
わ
け
で
は
な

か
っ
た
か
ら
、
一
度
に
わ
ず
か
な
複
製
し
か
で
き
な
い
「
手
作
り
」
製
品

で
あ
り
、
た
い
て
い
の
場
合
、
売
り
物
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
あ
く

ま
で
も
自
分
や
親
し
い
友
人
知
人
の
た
め
に
自
分
で
作
っ
た
コ
ピ
ー
が

非
商
業
ベ
ー
ス
で
流
布
し
た
の
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
草
の
根
的
な
文
化
的

行
為
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
．
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
と
し
て
の
弾
き
語
り

　
ソ
連
時
代
の
弾
き
語
り
詩
人
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
が
独
創
的
で
多
様

だ
っ
た
た
め
、
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
成
し
た
り
集
団
で
行
動
し
た
り
す

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
総
体
と
し
て
彼
ら
の
作
品

や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
は
、
時
代
の
刻
印
と
も
呼
べ
る
よ
う
な
特
徴
が
認

め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

　
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
彼
ら
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
は
、
音
楽
的
要

素
よ
り
も
詩
的
な
内
容
が
優
先
さ
れ
、
何
よ
り
も
作
者
で
あ
る
詩
人
の
私

的
な
世
界
観
や
個
性
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
共
産
主
義
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
や
戦
争
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
「
私
た
ち
」
と
い
う
複
数
形
で
語
ら

れ
て
い
た
自
己
が
、
個
人
の
愛
や
喜
び
、
哀
し
み
、
憂
い
、
孤
独
を
も
表

現
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
ど
こ
ま
で
も
私
的
な
単
数
形
の
「
私
」
と
し
て

表
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
争
と
粛
清
で
疲
弊
し
き
っ
て
い

た
人
々
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
、
た
と
え
さ
さ
や
か
で
あ
っ
て
も
か
け
が
え

の
な
い
「
私
」
の
世
界
を
肯
定
し
て
い
い
の
だ
と
い
う
「
承
認
」
を
意
味

し
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
集
団
主
義
に
対
す
る
密
や
か
な
が
ら
も
し
た
た

か
な
抵
抗
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

　
一
九
五
六
年
の
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
共
産
党
書
記
長
に
よ
る
「
ス
タ
ー
リ

ン
批
判
」
を
き
っ
か
け
に
、
ソ
連
社
会
に
は
「
自
由
」
の
予
感
、「
希
望
」

の
予
兆
が
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、「
私
」
の
自
由
と
希
望

を
願
い
、「
私
」
の
私
生
活
や
心
情
を
吐
露
す
る
吟
遊
詩
人
た
ち
が
熱
狂

的
に
歓
迎
さ
れ
た
の
だ
。
彼
ら
の
歌
う
詩
の
多
く
が
、
大
上
段
に
構
え
た

「
国
の
た
め
」「
正
義
の
た
め
」
と
い
う
大
げ
さ
な
理
念
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
も
個
人
と
し
て
の
倫
理
、
人
間
と
し
て
の
気
高
さ
を
称
揚
し
た
こ
と

は
、
ま
さ
に
時
代
の
要
請
、
人
々
の
心
か
ら
の
切
な
る
願
い
だ
っ
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

　
弾
き
語
り
詩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
解
説
を
寄
せ
て
い
る
ロ
ラ
ン
・
シ
ー

ポ
フ
に
よ
る
と
、
人
々
は
吟
遊
詩
人
ら
の
「
誠
実
な
と
こ
ろ
、
感
覚
に
正

直
な
と
こ
ろ
、
開
明
的
な
ま
な
ざ
し
、
市
民
的
義
務
感
の
強
さ
、
人
間

性
、
辛
抱
強
さ
」
に
共
感
を
寄
せ
た
と
い
う
。
そ
し
て
「
吟
遊
詩
人
た
ち

は
、あ
た
か
も
知
恵
と
心
情
と
世
界
観
を
持
っ
た
集
合
的
な
〈（
大
文
字
の
）

詩
人
〉
像
そ
の
も
の
だ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る

6
。 

プ
ー
シ
キ
ン
を
初
め

と
し
て
、
ロ
シ
ア
で
崇
拝
さ
れ
て
き
た
〈
詩
人
〉。
歌
う
詩
人
た
ち
が
そ

の
集
合
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
託
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
限
り

な
く
「
神
」
の
形
象
に
近
い
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
想
起
さ
れ
る
の
は
、オ
ク
ジ
ャ
ワ
の
「
モ
ス
ク
ワ
の
蟻
の
歌
」
で
あ
る
。

あ
る
と
き
蟻
が
自
分
の
姿
に
似
せ
て
女
神
を
作
ろ
う
と
す
る
と
、
七
日
目

に
突
然
、
本
当
に
生
き
た
女
神
が
現
れ
る
。

七
日
目
の
あ
る
瞬
間

夜
の
炎
か
ら
女
神
が
現
れ
た
。

天
上
の
兆し

る
し候

な
ど
何
も
な
く
…
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着
て
い
る
コ
ー
ト
は
薄
っ
ぺ
ら
。

す
べ
て
を
忘
れ

︱
喜
び
も
悲
し
み
も

彼
は
家
の
ド
ア
を
開
け

彼
女
の
か
さ
つ
い
た
両
手
と

古
び
た
靴
に
口
づ
け
を
し
た
。

ふ
た
り
の
影
が
戸
口
で
揺
れ

無
言
の
会
話
を
交
わ
す

神
の
よ
う
に
美
し
く
賢
く

地
上
の
人
間
の
よ
う
に
悲
し
げ
に

7
。

　
神
の
仕
草
を
真
似
て
い
る
の
は
ち
っ
ぽ
け
な
蟻
に
譬
え
ら
れ
た
「
小
さ

な
人
間
」
だ
が
、
ど
こ
ま
で
も
地
上
的
な
ふ
た
り
の
人
間
が
、「
神
の
よ

う
に
美
し
く
賢
い
」
の
で
あ
る
。
愛
の
と
き
め
き
の
中
に
お
け
る
地
上
と

天
上
の
振
幅
。
慎
ま
し
や
か
な
人
間
が
神
性
を
帯
び
る
愛
の
瞬
間
を
捉
え

た
、
い
か
に
も
オ
ク
ジ
ャ
ワ
ら
し
い
繊
細
な
詩
で
あ
る
。
蟻
の
よ
う
な
こ

の
「
小
さ
な
人
間
」
に
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
同
時
代
の
人
々
が
心
動
か
さ

れ
、
自
分
自
身
を
重
ね
た
こ
と
だ
ろ
う
！
　
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
人
が
ど
れ

ほ
ど
の
感
慨
を
込
め
て
、
自
分
で
ギ
タ
ー
を
弾
き
な
が
ら
、
リ
フ
レ
イ
ン

の
最
後
の
二
行
を
口
ず
さ
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
！
　
そ
う
、
神
々
し
い
「
集

合
的
な
詩
人
像
」
に
溶
け
こ
ん
で
い
た
の
は
吟
遊
詩
人
た
ち
ば
か
り
で
な

く
、
彼
ら
の
歌
を
愛
し
た
す
べ
て
の
人
々
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
歌

は
オ
ク
ジ
ャ
ワ
と
い
う
「
著
者
」
の
手
を
離
れ
て
人
々
の
も
の
に
な
り
、

フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
弾
き
語
り
詩
人
の
歌
が
「
現
代
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
」
で
あ
る
こ
と
は
よ

く
指
摘
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
作
家
で
評
論
家
の
ア
ン
ド
レ
イ
・
シ
ニ
ャ
フ

ス
キ
ー
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

歌
が
、
私
た
ち
の
人
生
に
付
き
従
う
た
だ
の
伴
奏
と
し
て
で
は
な
く
、
こ

の
人
生
を
自
然
に
描
く
も
の
と
し
て
、
人
生
は
こ
れ
で
い
い
の
だ
と
認
め

て
く
る
も
の
と
し
て
私
た
ち
の
も
と
に
戻
っ
て
き
た
こ
と
は
大
き
な
幸
せ

だ
。
歌
が
私
た
ち
の
呼
吸
す
る
空
気
に
な
っ
た
こ
と
は
大
き
な
幸
せ
だ
。

そ
の
意
味
で
歌
は
、
作
ら
れ
た
も
の
を
経
験
す
る
も
の
で
は
な
く
、
雰
囲

気
を
醸
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
歌
い
手
の
も
の
で
は
な
く
民
衆
や
社
会
の

も
の
で
あ
る
と
い
う
雰
囲
気
を
醸
成
し
た
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
二
十

世
紀
と
い
う
現
代
で
は
珍
し
い
感
情
を
抱
く
こ
と
に
な
っ
た
。
詩
人
が

歌
っ
て
い
る
の
に
、
ま
る
で
そ
の
歌
を
つ
く
っ
た
の
が
彼
で
は
な
く
私
た

ち
で
あ
る
か
の
よ
う
な
感
覚
を
抱
い
て
い
る
の
だ
。（
強
調
筆
者
）8

　
歌
が
こ
の
時
代
を
生
き
た
人
々
の
「
呼
吸
す
る
空
気
に
な
っ
た
」
と
い

う
表
現
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
ふ
だ
ん
は
そ
の
存
在
を
意
識
し
な
く
て

も
、
そ
れ
な
く
し
て
は
生
き
て
い
け
な
い
も
の
。
空
気
の
よ
う
な
も
の
。

こ
の
「
共
感
覚
」
を
醸
成
す
る
も
の
こ
そ
が
、
吟
遊
詩
人
た
ち
の
歌
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

四
．
バ
ル
ド
の
先
駆
者

　
い
っ
た
い
ロ
シ
ア
の
弾
き
語
り
詩
人
は
、
雪
ど
け
期
に
突
然
、
初
め
て

現
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
源
泉
と
で
も
言
え
る
よ
う
な
モ
デ
ル
が
存
在

し
た
の
だ
ろ
う
か
。
バ
ル
ド
た
ち
の
先
駆
者
と
し
て
よ
く
名
前
を
挙
げ
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ら
れ
る
の
が
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ヴ
ェ
ル
チ
ン
ス
キ
ー
（
一
八
八
九
︱

一
九
五
七
）
と
い
う
伝
説
的
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ
る
。
彼
は
詩
人
に
し

て
歌
手
、
映
画
俳
優
で
も
あ
っ
た
。

　
ヴ
ェ
ル
チ
ン
ス
キ
ー
は
ロ
シ
ア
革
命
前
、
切
な
げ
な
表
情
を
し
た
ピ
エ

ロ
の
装
い
で
芸
術
キ
ャ
バ
レ
ー

9
や
小
劇
場
に
出
演
し
、
退
廃
的
な
雰
囲

気
と
甘
い
歌
声
で
一
世
を
風
靡
し
た
。
日
本
で
「
悲
し
み
の
天
使
」
と
い

う
タ
イ
ト
ル
で
知
ら
れ
る
歌
は
、
原
題
を «Д

орогой длинною

（
長
い

道
）»

と
い
い
、
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
ポ
ド
レ
フ
ス
キ
ー
作
詞
、
ボ
リ
ス
・

フ
ォ
ミ
ー
ン
作
曲
の
ロ
シ
ア
・
ロ
マ
ン
ス
だ
が
、
革
命
当
時
、
ヴ
ェ
ル
チ

ン
ス
キ
ー
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
入
っ
て
い
た
よ
う
だ

10
。
彼
は
革
命
後
、

一
九
二
〇
年
に
亡
命
し
、
世
界
各
地
を
わ
た
り
歩
き
な
が
ら
郷
愁
と
異
国

情
緒
を
滲
ま
せ
た
歌
を
亡
命
ロ
シ
ア
社
会
で
歌
い
つ
づ
け
た
。
一
九
四
三

年
に
ロ
シ
ア
に
帰
国
す
る
が
、
公
式
に
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
認
め

ら
れ
ず
、
レ
コ
ー
ド
も
出
せ
な
か
っ
た
。
武
隈
喜
一
の
言
葉
を
借
り
る

な
ら
、「
ヴ
ェ
ル
チ
ン
ス
キ
ー
の
名
は
、
キ
ャ
バ
レ
ー
文
化
そ
の
も
の
が

置
か
れ
て
い
る
奇
妙
に
蔑
ま
れ
た
立
場
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
、『
芸

術
』
の
歴
史
の
は
ざ
ま
に
埋
も
れ
て
」11 

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い

え
、
ソ
連
時
代
に

も
、
使
用
済
み
の

レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ

ル
ム
を
再
利
用
し

て
録
音
し
た
い
わ

ゆ
る
「
肋
骨
レ
コ
ー

ド
」
で
ヴ
ェ
ル
チ

ン
ス
キ
ー
の
歌
声

を
聞
く
こ
と
も
で

き
た
し
、
内
輪
の
コ
ン
サ
ー
ト
も
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
彼
の
歌
は
ひ
そ

か
に
愛
さ
れ
た
。

　
先
ほ
ど
の
「
長
い
道
」
は
彼
自
身
が
詩
を
書
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
が
、

「
別
れ
の
デ
ィ
ナ
ー
」（
一
九
三
九
）
と
い
う
代
表
作
の
ひ
と
つ
は
彼
自
身

が
作
詞
作
曲
を
し
て
い
る
。

わ
か
っ
て
い
る
、
あ
な
た
を
幸
せ
に
で
き
る
の
は

私
で
は
な
い
。

そ
れ
は
別
の
男
。
で
も
待
っ
て
い
て
も
ら
お
う
、

私
た
ち
の
デ
ィ
ナ
ー
が
終
わ
る
ま
で
。

わ
か
っ
て
い
る
、
船
に
だ
っ
て

波
止
場
が
必
要
だ
。

で
も
私
の
よ
う
な
者
、
私
た
ち
、

さ
す
ら
い
人
や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
は
必
要
な
い

12
。

　
引
用
し
た
の
は
、
去
り
ゆ
く
恋
人
と
最
後
の
食
事
を
す
る
シ
ー
ン
を
描

い
た
「
別
れ
の
デ
ィ
ナ
ー
」
の
最
後
の
部
分
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク

な
三
角
関
係
と
失
恋
を
モ
チ
ー
フ
と
し
な
が
ら
、「
私
た
ち
」
の
よ
う
な

放
浪
芸
人
に
は
「
波
止
場
＝
安
住
の
地
」
は
な
い
と
自
ら
の
運
命
を
嘆
く
。

亡
命
者
の
心
境
を
代
弁
す
る
と
と
も
に
、
半
ば
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い

る
よ
う
な
痛
々
し
い
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。
内
容
も
あ
い
ま
っ
て
そ
の
独
特

な
歌
い
方
、
謎
め
い
た
雰
囲
気
が
聴
衆
を
虜
に
し
た
。

　
お
そ
ら
く
、
雪
ど
け
以
後
の
バ
ル
ド
た
ち
の
中
で
ヴ
ェ
ル
チ
ン
ス
キ
ー

に
最
も
親
近
感
を
抱
い
て
い
た
の
は
ガ
ー
リ
チ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

ガ
ー
リ
チ
も
や
は
り
亡
命
者
と
い
う
同
じ
境
遇
に
身
を
置
く
こ
と
に
な

る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
だ
が
、
亡
命
す
る
は
る
か
以
前
の

〈図 3〉ヴェルチンスキー
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一
九
四
〇
年
代
後
半
、
ソ
連
に
帰
国
し
た
ヴ
ェ
ル
チ
ン
ス
キ
ー
の
サ
ロ

ン
コ
ン
サ
ー
ト
で
強
烈
な
印
象
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
と
き
の
こ
と
を
、

三
十
年
ほ
ど
後
に
回
想
し
て
い
る
。
擦
り
切
れ
た
レ
コ
ー
ド
を
何
度
も
聞

き
、
さ
ん
ざ
ん
噂
に
聞
い
て
い
た
「
伝
説
の
ヴ
ェ
ル
チ
ン
ス
キ
ー
」
へ
の

オ
マ
ー
ジ
ュ
な
の
だ
ろ
う
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
自
体
も
、
ロ
マ
ン
ス
の
タ
イ

ト
ル
と
同
じ
く
「
最
後
の
デ
ィ
ナ
ー
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
舞
台
に

背
の
高
い
無
表
情
の
男
が
現
れ
、
最
初
の
フ
レ
ー
ズ
を
歌
い
出
す
と
…
。

ガ
ー
リ
チ
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

　
私
た
ち
が
目
に
し
た
の
は
偉
大
な
巨
匠
の
姿
だ
っ
た
。
驚
く
ほ
ど
端
整

な
顔
、
茶
目
っ
気
た
っ
ぷ
り
に
輝
く
目
、
な
ん
と
も
表
情
豊
か
な
手
や
動

作
。
そ
う
し
た
身
の
こ
な
し
と
い
う
の
は
、
長
年
の
仕
事
の
積
み
重
ね
で

得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
大
い
な
る
才
能
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ニ
コ
ラ
エ
ヴ
ィ
チ
・
ヴ
ェ
ル
チ
ン
ス
キ
ー
の
創

作
活
動
を
ど
う
評
価
す
る
か
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
あ
る
だ
ろ

う
が
、一
世
代
ど
こ
ろ
か
数
世
代
に
わ
た
る
ロ
シ
ア
人
の
ソ
連
で
の
生
活
、

そ
し
て
亡
命
生
活
に
顕
著
な
足
跡
を
残
し
た
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
疑
う
余

地
は
な
い

13
。

　
ま
た
ガ
ー
リ
チ
は
、
ヴ
ェ
ル
チ
ン
ス
キ
ー
の
「
抒
情
的
で
サ
ロ
ン
風
の

切
な
さ
に
は
、
き
わ
め
て
新
し
い
自
由
の
感
覚
が
あ
っ
た
」
と
も
述
べ
て

い
る

14
。
ち
ょ
う
ど
三
十
歳
年
下
の
ガ
ー
リ
チ
が
一
九
五
〇
年
代
後
半
に

弾
き
語
り
を
始
め
た
と
き
、
ヴ
ェ
ル
チ
ン
ス
キ
ー
の
活
動
を
継
承
し
た
い

と
い
う
気
持
ち
と
逆
に
そ
の
影
響
か
ら
脱
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
両

方
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
か
ろ
う
。

　
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
雪
ど
け
期
の
バ
ル
ド
た
ち
は
、
ギ
タ
ー
の
弾

き
語
り
と
い
う
新
し
い
形
態
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
よ
っ
て
人
々
の
支

持
を
集
め
、「
詩
人
＝
作
曲
者
＝
演
奏
者
」
を
何
よ
り
の
特
徴
と
す
る
よ

う
に
な
る
。
ヴ
ェ
ル
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
あ
く
ま
で
も
キ
ャ
バ
レ
ー
文
化
に

通
じ
る
芸
人
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
ギ
タ
ー
の
弾
き
語
り
は
し
て
い
な
か
っ

た
。
ヴ
ェ
ル
チ
ン
ス
キ
ー
に
魅
了
さ
れ
た
後
続
の
バ
ル
ド
た
ち
は
、
彼
と

「
自
由
」
の
感
覚
を
共
有
し
つ
つ
も
、
世
紀
末
的
な
香
り
を
漂
わ
せ
る
彼

の
ロ
マ
ン
ス
か
ら
は
し
だ
い
に
遠
の
い
て
い
き
、
独
自
の
芸
術
ジ
ャ
ン
ル

を
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
ヴ
ェ
ル
チ
ン
ス
キ
ー
に
は
娘
が
ふ
た
り
い
て
、
ふ
た
り
と

も
有
名
な
女
優
に
な
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
り
、
マ
リ
ア
ン
ナ
・
ヴ
ェ

ル
チ
ン
ス
カ
ヤ
は
、
本
稿
の
冒
頭
で
紹
介
し
た
映
画
『
イ
リ
イ
チ
の
哨
所

（
私
は
二
十
歳
）』
で
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
な
ヒ
ロ
イ
ン
を
演
じ
て
い
る
。
こ
ん

な
形
で
も
ヴ
ェ
ル
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
後
世
の
希
望
と
自
由
へ
の
渇
望
に
つ

な
が
っ
て
い
た
の
だ
。

五
．
時
代
背
景

　
興
味
深
い
の
は
、
弾
き
語
り
詩
人
の
輩
出
と
い
う
一
大
文
化
現
象
の
始

ま
り
が
、
あ
ち
こ
ち
の
大
学
で
生
ま
れ
た
学
生
歌
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
前
半
、
モ
ス
ク
ワ
国
立
大
学
の
生
物
学
部
の

学
生
た
ち
が
、
簡
単
な
ギ
タ
ー
コ
ー
ド
に
よ
る
シ
ン
プ
ル
な
メ
ロ
デ
ィ
ー

で
、
私
的
な
感
情
、
心
配
事
、
友
情
と
い
っ
た
身
近
な
テ
ー
マ
で
歌
い

は
じ
め
た
。
モ
ス
ク
ワ
国
立
教
育
大
学
に
も
似
た
よ
う
な
動
き
が
見
ら

れ
、
や
が
て
こ
こ
は
「
歌
う
大
学
」
と
い
う
通
称
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

る
15
。
こ
れ
は
、
モ
ス
ク
ワ
国
立
教
育
大
学
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
「М

ГП
И

」
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の
「педагогический

（
教
育
の
）」
を
表
す
「П

」
を
学
生
た
ち
が

「пою
щ

ий

（
歌
う
）」
と
読
み
替
え
た
と
こ
ろ
か
ら
来
た
ら
し
い
。
こ
の

大
学
の
学
生
だ
っ
た
ユ
ー
リ
イ
・
ヴ
ィ
ズ
ボ
ル
（
一
九
三
四
︱
一
九
八
四
）

や
ユ
ー
リ
イ
・
キ
ム
（
一
九
三
六
︱
）
は
、
後
に
有
名
な
弾
き
語
り
詩
人

に
な
る
。

　
初
め
は
仲
間
内
の
「
親
密
圏
」
で
披
露
さ
れ
て
い
た
歌
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
が
、
し
だ
い
に
聴
衆
を
集
め
た
サ
ロ
ン
コ
ン
サ
ー
ト
へ
と
発
展
し
、

テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
の
普
及
に
助
け
ら
れ
、
多
く
の
人
に
聞
か
れ
る
よ
う

に
な
る
。
や
が
て
、
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
も
仲
間
と
集
ま
り
歌
や
価
値

観
を
共
有
し
つ
づ
け
た
い
と
い
う
人
た
ち
が
、
一
九
五
〇
年
代
末
に
こ

ぞ
っ
て
「
自
作
自
演
の
歌
ク
ラ
ブ
」
を
結
成
し
、
よ
り
規
模
の
大
き
な
コ

ン
サ
ー
ト
や
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
開
催
し
は
じ
め
る
。
そ
れ
は
、「
自
然

発
生
し
、
自
由
で
民
主
的
な
原
理
と
法
則
を
も
っ
た
若
者
た
ち
の
運
動
」16 

だ
っ
た
。
一
九
六
七
年
に
は
モ
ス
ク
ワ
で
弾
き
語
り
詩
人
に
関
す
る
大
が

か
り
な
大
会
が
開
か
れ
、
翌
年
の
一
九
六
八
年
に
ノ
ヴ
ォ
シ
ビ
ル
ス
ク
で

弾
き
語
り
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
ロ
シ
ア
の
弾
き
語
り
文

化
の
大
衆
化
が
急
速
に
進
み
、
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
の
は
こ
の
頃
だ
っ
た
と

考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
雪
ど
け
期
に
現
れ
た
自
由
指
向
の
強
い
知
識
人
を
指
す
言
葉
と
し
て
、

「
六
十
年
代
人
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
。
一
九
五
六
年
の
第
二
十
回
共

産
党
大
会
で
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
書
記
長
が
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
を
し
た
こ
と

を
直
接
の
契
機
と
し
て
い
る
た
め
、「
二
十
回
大
会
の
申
し
子
」
と
も
言

わ
れ
る
。
本
稿
で
紹
介
し
て
い
る
フ
ツ
ィ
エ
フ
監
督
や
一
連
の
詩
人
た
ち

の
他
に
、
こ
の
六
十
年
代
人
リ
ス
ト
に
は
、
作
家
の
ワ
シ
ー
リ
イ
・
ア
ク

シ
ョ
ー
ノ
フ
、
映
画
監
督
の
ア
ン
ド
レ
イ
・
タ
ル
コ
フ
ス
キ
ー
、
彫
刻
家

の
エ
ル
ン
ス
ト
・
ネ
イ
ズ
ヴ
ェ
ー
ス
ヌ
ィ
、
作
曲
家
の
ソ
フ
ィ
ヤ
・
グ
バ

イ
ド
ゥ
ー
リ
ナ
、
ア
ル
フ
レ
ド
・
シ
ュ
ニ
ト
ケ
…
と
い
っ
た
錚
々
た
る
人

た
ち
の
名
前
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
顔
ぶ
れ
を
見
る
だ
け
で

も
、
六
十
年
代
人
ら
の
担
っ
た
雪
ど
け
期
の
ロ
シ
ア
文
化
が
い
か
に
多
様

で
魅
力
的
だ
っ
た
か
知
れ
よ
う
と
い
う
も
の
だ
。

　
こ
の
時
期
、
ロ
シ
ア
の
人
々
が
ど
れ
ほ
ど
ア
メ
リ
カ
に
関
心
を
持
っ

て
い
た
か
、
ど
れ
ほ
ど
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
（
一
八
九
九
︱

一
九
六
一
）
に
憧
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
文
芸
評
論
家
ピ
ョ
ー
ト
ル
・

ワ
イ
リ
と
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ゲ
ニ
ス
が
、
著
書
『
六
十
年
代
、
ソ
ヴ
ィ

エ
ト
人
の
世
界
』
の
中
で
詳
し
く
述
べ
て
い
る
と
お
り
だ
が

17
、 

実
際
、

ア
メ
リ
カ
を
初
め
と
す
る
西
側
世
界
に
対
す
る
関
心
に
は
並
々
な
ら
ぬ

も
の
が
あ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
は
、
ア
メ
リ
カ
の
学
生
運
動
や
フ

ラ
ン
ス
の
五
月
革
命
が
起
こ
り
、
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
日
本
で
も
大

学
紛
争
が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
諸
国
で
は
、
学
生
が
政
治
的
に
先
鋭

化
し
、
大
学
当
局
や
政
府
に
対
峙
し
て
い
く
。
雪
ど
け
期
の
ソ
連
で
の
自

由
化
を
求
め
る
動
き
は
、
直
接
こ
う
し
た
紛
争
に
影
響
を
受
け
た
わ
け
で

は
な
い
に
し
て
も
、
リ
ベ
ラ
ル
化
と
い
う
世
界
的
な
傾
向
の
一
翼
を
担
っ

て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ロ
シ
ア
の
弾
き
語
り
詩
人
の
中
に
も
、
政

治
的
に
当
局
を
揶
揄
す
る
よ
う
な
内
容
の
詩
を
書
く
者
も
い
れ
ば
、
あ
か

ら
さ
ま
な
体
制
批
判
を
し
な
い
ま
で
も
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
路
線

か
ら
逸
脱
す
る
詩
を
歌
う
者
も
い
た
。

　
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
周
知
の
と
お
り
一
九
六
八
年
、「
人
間
の
顔

を
し
た
社
会
主
義
」
を
目
指
し
た
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
に
ブ
レ
ジ
ネ
フ

政
権
は
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
機
構
軍
を
侵
攻
さ
せ
「
プ
ラ
ハ
の
春
」
を
弾
圧

し
た
。
以
後
、
ソ
連
国
内
で
も
引
締
め
や
監
視
が
強
化
さ
れ
、
バ
ル
ド
た

ち
の
活
動
ま
で
も
が
阻
止
・
禁
止
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
例
え
ば
、
キ
ム
は
、
父
親
が
朝
鮮
人
、
母
親
が
ロ
シ
ア
人
だ
が
、
父
は
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ス
タ
ー
リ
ン
の
粛
清
の
犠
牲
と
な
っ
て
銃
殺
さ
れ
、
母
は
連
座
し
た
と
の

理
由
で
長
く
強ラ

ー

ゲ

リ

制
収
容
所
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
彼
は
弾
き
語
り
を

す
る
一
方
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば
か
ら
、「
異
分
子
」
へ
の
迫
害
を
や
め

て
人
権
を
尊
重
す
る
よ
う
要
求
す
る
当
局
宛
の
声
明
に
署
名
す
る
な
ど
、

人
権
擁
護
活
動
も
行
っ
て
い
た
が
、
ソ
連
の
チ
ェ
コ
へ
の
軍
事
介
入
以

後
、
教
師
の
職
も
辞
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
と
と
も
に
、
嘲
笑
的
・
ア
イ

ロ
ニ
カ
ル
な
「
反
ソ
的
」
な
歌
を
歌
う
こ
と
も
禁
止
さ
れ
た
。
仕
方
な
く

キ
ム
は
「
ユ
ー
リ
イ
・
ミ
ハ
イ
ロ
フ
」
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
用
い
て
戯

曲
や
シ
ナ
リ
オ
を
書
い
て
糊
口
を
し
の
ぐ
よ
う
に
な
る
。

　六
．
反
権
力
と
気
高
さ

　
七
弦
ギ
タ
ー
で
弾
き
語
り
を
し
て
い
た
ガ
ー
リ
チ
は
、
先
に
触
れ
た
よ

う
に
、
一
九
六
八
年
ノ
ヴ
ォ
シ
ビ
ル
ス
ク
の
「
吟
遊
詩
人
の
祭
典
」
に
招

待
さ
れ
、
芸
術
家
を
弾
圧
す
る
権
力
を
揶
揄
し
た
「
パ
ス
テ
ル
ナ
ー
ク
の

思
い
出
に
」
を
歌
っ
た
。
ソ
連
が
チ
ェ
コ
に
軍
事
介
入
し
た
の
は
、
そ
の

数
ヵ
月
後
の
八
月
二
十
日
だ
。
ガ
ー
リ
チ
は
す
ぐ
さ
ま
、「
一
九
六
八
年

八
月
二
十
二
日
」
と
い
う
日
付
を
明
記
し
た
詩
「
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
・
ロ
マ

ン
ス
」
を
書
い
て
、
自
ら
の
姿
勢
を
表
明
す
る
。

…
豪
雨
に
向
う
な
か
、
傷
が
痛
み
、

鬱
々
た
る
日
々
が
過
ぎ
ゆ
く
…

で
も
ぼ
く
は
叫
ぶ
。「
迫
害
者
ど
も
！
」

そ
し
て
自
由
の
夜
明
け
を
称
え
る

18
。

　
そ
の
後
、
ま
す
ま
す
締
め
付
け
が
厳
し
く
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ガ
ー
リ
チ
は
反
抗
的
な
歌
を
歌
う
こ
と
を
や
め
な
か
っ
た
た
め
、
当
局
か

ら
の
さ
ら
な
る
圧
力
を
受
け
、
結
局
一
九
七
四
年
に
亡
命
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
る
。
ち
な
み
に
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ー
ツ
ィ
ン
も

同
じ
一
九
七
四
年
に
国
外
に
追
放
さ
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
二
十
年
後
の

一
九
九
四
年
、
ソ
連
が
崩
壊
し
た
後
ロ
シ
ア
に
帰
国
し
た
。
し
か
し
ガ
ー

リ
チ
は
、
亡
命
し
て
か
ら
三
年
あ
ま
り
し
か
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
彼
が
亡
命
直
前
に
作
っ
た
「
ぼ
く
が
帰
る
と
き
」
と
い
う
詩
を
引
こ
う
。

ぼ
く
が
帰
る
と
き
…

笑
わ
な
い
で
お
く
れ
、
ぼ
く
が
帰
る
と
き
、

地
に
足
を
つ
け
ず
に
二
月
の
雪
の
上
を
走
る
と
き
、

か
す
か
に
見
え
る
跡
を
た
ど
っ
て
暖
か
い
ね
ぐ
ら
へ

幸
せ
の
あ
ま
り
身
震
い
し
、
鳥
の
よ
う
な
き
み
の
呼
び
声
に
振
り
向
く
だ

ろ
う
。

ぼ
く
が
帰
る
と
き
。

あ
あ
、
ぼ
く
が
帰
る
と
き
…
。

　（
略
）

ぼ
く
が
帰
る
と
き
、

二
月
に
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
が
鳴
く
だ
ろ
う
。

あ
の
古
い
モ
チ
ー
フ
、
昔
の
、
忘
れ
ら
れ
た
古
く
さ
い
モ
チ
ー
フ
で
。

ぼ
く
は
倒
れ
る

自
分
の
勝
利
に
打
ち
負
か
さ
れ
、

頭
を
き
み
の
膝
に
当
て
る
だ
ろ
う
、
波
止
場
に
す
る
よ
う
に
！
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ぼ
く
が
帰
る
と
き

で
も
、
い
っ
た
い
い
つ
帰
れ
る
ん
だ
⁈ 

19

　
ガ
ー
リ
チ
に
と
っ
て
最
も
愛
し
い
ロ
シ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
は
二
月
の
雪

原
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
二
度
と
故
国
に
戻
れ
な
い
こ
と
を
予
感
し
て
い

た
詩
人
の
リ
フ
レ
イ
ン
「
ぼ
く
が
帰
る
と
き
（когда я вернусь

）」
が
、

同
じ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
り
な
が
ら
反
転
し
て
、
最
後
に
吐
き
捨
て
る
よ
う
な

反
語
的
な
響
き
「
い
つ
帰
れ
る
ん
だ
?!
（когда я вернусь?!

）」
に
変
わ

る
。
こ
こ
に
は
、
や
る
せ
な
い
望
郷
の
念
と
と
も
に
、
自
由
を
踏
み
に
じ

る
権
力
者
へ
の
怒
り
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。

　
ガ
ー
リ
チ
と
は
違
い
、
オ
ク
ジ
ャ
ワ
の
場
合
は
、
声
高
な
体
制
批
判
や

激
し
い
憤
り
は
ま
ず
見
ら
れ
ず
、
静
か
な
哀
し
み
、
優
し
い
思
い
や
り
、

秘
か
な
祈
り
、
そ
し
て
何
も
の
に
も
代
え
が
た
い
愛
に
つ
い
て
の
テ
ー
マ

が
多
い
。
と
は
い
え
、
そ
の
謙
虚
な
物
腰
の
奥
に
し
た
た
か
で
強
靭
な
信

念
が
あ
る
こ
と
は
だ
れ
の
目
に
も
明
ら
か
だ
。
オ
ク
ジ
ャ
ワ
は
詩
だ
け
で

な
く
長
編
や
短
編
な
ど
散
文
も
書
い
た
が
、
一
編
だ
け
童
話
を
残
し
て
お

り
、
こ
の
作
品
に
そ
の
こ
と
が
端
的
に
現
れ
て
い
る
。
一
九
六
〇
年
代
後

半
、
幼
い
息
子
に
何
通
か
手
紙
を
送
る
機
会
が
あ
り
、
彼
は
そ
こ
に
続
き

物
の
お
話
を
書
い
た
。
後
に
そ
れ
を
ま
と
め
た
の
が
『
す
ば
ら
し
い
冒
険

旅
行
』
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、「
ぼ
く
」
が
気
の
合
っ
た
仲
間
た
ち
（
羊
の
ク
レ
ー
グ
、
ヘ
ビ

の
ヨ
イ
コ
、
気
弱
な
怪
物
グ
リ
ジ
グ
）
と
一
緒
に
船
の
旅
に
出
か
け
、
巨
人

や
ハ
チ
や
鉄
カ
ブ
ト
ム
シ
に
襲
わ
れ
た
り
、
ア
リ
や
ト
ン
ボ
に
助
け
ら

れ
た
り
す
る
と
い
う
冒
険
譚
だ
が
、
物
語
の
最
後
に
、
え
た
い
の
知
れ
な

い
悪
者
「
ウ
ン
ザ
リ
ネ
チ
ネ
チ
の
ノ
モ
カ
バ
」
に
、「
そ
れ
ぞ
れ
が
好
き

勝
手
な
こ
と
を
し
た
り
考
え
た
り
し
て
は
い
け
な
い
、
全
員
が
同
じ
こ
と

を
し
た
り
考
え
た
り
す
る
よ
う
に
」
と
命
じ
ら
れ
、
捕
ま
っ
て
一
括
り
に

縛
り
あ
げ
ら
れ
そ
う
に
な
る
場
面
が
あ
る
（
つ
い
で
な
が
ら
、「
ノ
モ
カ
バ
」

と
訳
し
た
の
は
、「К

カ

ル

ド

аруД

」。
こ
れ
は
「
バ
カ
も
の
」
を
意
味
す
る
「д

ド
ゥ
ラ
ー
ク

урак

」

を
さ
か
さ
ま
に
し
た
ア
ナ
グ
ラ
ム
な
の
で
、
日
本
語
訳
も
さ
か
さ
ま
に
し
て
み

た
）。ヘ

ビ
は
目
の
ま
え
を
飛
ん
で
い
っ
た
蚊
に
と
び
か
か
る
、
ク
レ
ー
グ
は
若

い
カ
ミ
ツ
レ
の
ほ
う
に
か
ら
だ
を
の
ば
す
、
グ
リ
ジ
グ
は
海
へ
と
ま
っ
し

ぐ
ら
、
ぼ
く
は
ぼ
く
で
船
に
む
か
っ
た
。

た
ち
ま
ち
、
て
ん
で
ん
ば
ら
ば
ら
さ
。

そ
し
て
、
ぼ
く
た
ち
は
風
よ
り
も
は
や
く
草
原
を
走
っ
た

20
。

　
ノ
モ
カ
バ
と
は
、
み
な
に
同
じ
こ
と
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
全
体
主
義
的

な
権
力
者
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
り
、
子
供
の
想
像
力
に
も
訴
え
か
け
る
愉

快
な
皮
肉
に
な
っ
て
い
る
。
逆
に
ひ
と
り
ひ
と
り
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
好

き
な
こ
と
を
す
る
ぼ
く
た
ち
と
は
、
個
性
を
重
ん
じ
る
自
由
人
で
あ
り
、

ソ
連
体
制
下
で
息
苦
し
い
思
い
を
し
て
い
た
人
々
の
こ
と
だ
ろ
う
。
オ

ク
ジ
ャ
ワ
の
生
い
立
ち
は
キ
ム
と
よ
く
似
て
い
て
、
グ
ル
ジ
ア
（
ジ
ョ
ー

ジ
ア
）
人
の
父
は
粛
清
さ
れ
、
ア
ル
メ
ニ
ア
人
の
母
は
十
年
近
く
も
ラ
ー

ゲ
リ
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
。「
人
民
の
敵
」
の
子
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
の
も

と
で
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
を
生
き
る
の
は
ど
れ
ほ
ど
辛
か
っ
た
だ
ろ
う
。
同

じ
よ
う
な
理
不
尽
で
強
大
な
鉄
拳
に
喘
い
で
い
た
人
々
に
向
か
っ
て
オ

ク
ジ
ャ
ワ
が
語
り
か
け
た
こ
と
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
「
人
間
ら
し
さ
」
を

失
わ
ず
に
い
よ
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
控
え
め
で
そ
っ
と
囁
く
よ
う
な
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ト
ー
ン
が
多
い
な
か
、「
か
け
が
え
の
な
い
軍
勢
」
と
い
う
次
の
短
い
詩

に
は
、
そ
の
呼
び
か
け
が
か
な
り
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
さ
れ
て
い
る
。

良
心
、
気
高
さ
、
尊
厳

︱

そ
れ
こ
そ
が
ぼ
く
た
ち
の
か
け
が
え
の
な
い
軍
勢
。

そ
れ
に
手
を
差
し
の
べ
よ
う
、

そ
れ
の
た
め
な
ら
火
の
中
だ
っ
て
怖
く
な
い
。

そ
の
面
立
ち
は
尊
く
、
目
を
み
は
る
ほ
ど
。

そ
れ
に
自
ら
の
短
い
一
生
を
捧
げ
よ
う
。

勝
利
者
に
は
な
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
、

で
も
そ
の
か
わ
り
、
人
間
と
し
て
死
ぬ
こ
と
は
で
き
る

21
。

　
た
と
え
厳
し
い
状
況
に
あ
っ
て
も
良
心
を
捨
て
て
は
い
け
な
い
、
た
と

え
ひ
弱
で
あ
っ
て
も
卑
劣
な
振
舞
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
と
し

て
死
ぬ
こ
と
、
気
高
く
あ
る
こ
と
。
そ
れ
こ
そ
が
「
ぼ
く
た
ち
の
軍
勢
」、

つ
ま
り
人
間
性
を
競
う
闘
い
に
お
い
て
味
方
に
な
っ
て
く
れ
る
大
事
な

価
値
観
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
価
値
観
を
共
有
し
た
人
た
ち
が
オ
ク

ジ
ャ
ワ
の
声
に
心
を
震
わ
せ
た
の
だ
。

　　
仮
に
、
オ
ク
ジ
ャ
ワ
の
愛
と
気
高
さ
を
洗
練
さ
れ
た
魅
力
と
呼
ぶ
な

ら
、
魂
の
奥
底
か
ら
絞
り
だ
す
よ
う
な
太
く
て
低
い
ヴ
ィ
ソ
ツ
キ
ー
の
声

は
、
さ
し
ず
め
野
生
の
力
強
さ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
ヴ
ィ
ソ

ツ
キ
ー
は
、
オ
ク
ジ
ャ
ワ
を
だ
れ
よ
り
も
尊
敬
し
て
い
た
。
ヴ
ィ
ソ
ツ

キ
ー
は
タ
ガ
ン
カ
劇
場
の
ス
タ
ー
俳
優
で
、
映
画
に
も
多
数
出
演
し
て
い

た
が
、
自
身
、
非
常
に
優
れ
た
詩
人
で
あ
り
、
弾
き
語
り
を
し
（
た
だ
し

自
分
自
身
の
こ
と
を
大
衆

的
な
意
味
合
い
で
の
「
バ

ル
ド
」
と
は
考
え
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
）22
、
圧

倒
的
な
人
気
を
誇
る
マ

ル
チ
タ
レ
ン
ト
だ
っ
た
。

タ
ガ
ン
カ
劇
場
で
ユ
ー

リ
イ
・
リ
ュ
ビ
ー
モ
フ

が
演
出
し
た
画
期
的
な
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
で
は
、
十
七
世
紀
の
デ
ン
マ
ー

ク
の
王
子
を
演
じ
た
ヴ
ィ
ソ
ツ
キ
ー
が
舞
台
で
ギ
タ
ー
の
弾
き
語
り
を

し
て
い
る
。

　
ヴ
ィ
ソ
ツ
キ
ー
研
究
者
の
オ
リ
ガ
・
シ
ー
リ
ナ
に
よ
る
と
、
彼
は
音
楽

よ
り
詩
の
こ
と
ば
を
重
視
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
詩
と
音
楽
と
演
奏
の

あ
い
だ
に
は
驚
異
的
な
調
和
が
あ
り
、
そ
れ
は
詩
の
韻
律
を
最
大
限
音

楽
的
に
活
用
し
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
シ
ー
リ
ナ
は
、
彼
が
詩
の
韻
律

と
音
楽
の
拍
子
（
リ
ズ
ム
）
を
微
妙
に
ず
ら
す
こ
と
で
絶
妙
な
緊
張
感
を

生
ん
で
い
る
と
も
指
摘
し
て
い
る

23
。 

ヴ
ィ
ソ
ツ
キ
ー
の
場
合
、
演
技
者

と
し
て
の
才
能
が
弾
き
語
り
に
も
生
か
さ
れ
、
そ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に

「
詩
人
＝
作
曲
者
＝
演
奏
者
＝
俳
優
」
と
い
う
類
ま
れ
な
融
合
が
成
立
し

て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
詩
の
内
容
は
じ
つ
に
多
様
で
、
彼
自
身
を
思
わ
せ
る
「
自
伝
的
」
な
語

り
も
あ
れ
ば
、
前
線
で
戦
っ
た
兵
士
や
ラ
ー
ゲ
リ
を
経
験
し
た
人
の
心
境

を
隠
語
と
と
も
に
一
人
称
で
表
す
作
品
も
あ
る
。
一
九
七
五
年
に
あ
る
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
で
「
あ
な
た
の
信
条
は
何
か
」
と
尋
ね
ら
れ
、ヴ
ィ
ソ
ツ
キ
ー

は
「
好
き
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
詩
が
そ
の
答
え
に
な
る
だ
ろ
う
と
し
て
そ

の
詩
を
弾
き
語
り
で
披
露
し
て
い
る

24
。

〈図 4〉ヴィソツキー
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劇
的
な
結
末
な
ん
て
好
き
じ
ゃ
な
い
、

け
っ
し
て
生
き
疲
れ
た
り
な
ど
し
な
い
。

楽
し
い
歌
が
書
け
な
い
な
ら

ど
ん
な
季
節
も
好
き
じ
ゃ
な
い
。

冷
た
い
皮
肉
は
好
き
じ
ゃ
な
い
、

熱
狂
は
信
じ
な
い
、
そ
れ
に

︱

他
人
が
肩
越
し
に
覗
き
こ
ん
で

ぼ
く
の
手
紙
を
読
む
の
も
好
き
じ
ゃ
な
い
。

中
途
半
端
は
好
き
じ
ゃ
な
い
、

会
話
を
邪
魔
さ
れ
る
の
も
。

背
中
か
ら
撃
た
れ
る
の
は
好
き
じ
ゃ
な
い
、

面
と
向
か
っ
て
撃
つ
の
も
反
対
だ
。

　（
略
）

怖
気
づ
く
自
分
が
好
き
じ
ゃ
な
い
、

罪
な
き
者
が
殴
ら
れ
る
の
は
耐
え
ら
れ
な
い
。

心
に
踏
み
こ
ま
れ
る
の
は
好
き
じ
ゃ
な
い

と
く
に
心
に
唾
を
吐
き
か
け
ら
れ
て
い
る
と
き
は

25
。

　
こ
の
詩
が
一
九
六
八
年
末
に
書
か
れ
た
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
偶
然
で
は

な
い
。
ヴ
ィ
ソ
ツ
キ
ー
は
、
公
的
な
コ
ン
サ
ー
ト
を
お
こ
な
う
こ
と
を
禁

じ
ら
れ
、
レ
コ
ー
ド
も
長
ら
く
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

こ
う
し
た
反
権
力
、
反
体
制
的
色
調
を
帯
び
た
詩
が
、
強
烈
な
イ
ン
パ
ク

ト
を
持
つ
表
現
力
と
抗
い
が
た
い
魅
力
で
人
々
の
心
を
掴
む
こ
と
を
当

局
が
恐
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
当
局
が
禁
止
し

て
も
、
文
学
と
音
楽
の
絶
妙
な
カ
ク
テ
ル
は
人
々
を
酔
わ
せ
、
夢
中
に
さ

せ
た
。
音
質
の
あ
ま
り
よ
く
な
い
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
で
彼
の
歌
は
繰
り

返
し
聞
か
れ
、
狭
い
共
同
住
宅
で
友
人
た
ち
が
集
ま
る
と
、
だ
れ
か
ら
と

も
な
く
ギ
タ
ー
を
手
に
取
る
者
が
出
て
き
て
、
オ
ク
ジ
ャ
ワ
や
ヴ
ィ
ソ
ツ

キ
ー
の
歌
を
歌
っ
た
の
だ
っ
た
。

七
．
お
わ
り
に

　
一
九
八
〇
年
、
四
十
二
歳
の
若
さ
で
ヴ
ィ
ソ
ツ
キ
ー
が
亡
く
な
っ
た
と

き
、
ち
ょ
う
ど
モ
ス
ク
ワ
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
真
っ
最
中
だ
っ
た
が
、
彼

の
葬
儀
に
は
何
万
人
も
の
人
が
集
ま
っ
た
と
い
う
。
現
代
ロ
シ
ア
の
作

家
ミ
ハ
イ
ル
・
シ
ー
シ
キ
ン
の
自
伝
的
短
編
「
バ
ッ
ク
ベ
ル
ト
の
付
い
た

コ
ー
ト
」
に
は
、
一
九
八
二
年
に
学
校
で
ヴ
ィ
ソ
ツ
キ
ー
追
悼
コ
ン
サ
ー

ト
を
し
た
い
と
い
う
生
徒
た
ち
の
希
望
を
容
れ
て
許
可
し
た
学
校
長
（
語

り
手
の
母
）
の
逸
話
が
あ
る
。
追
悼
の
夕
べ
（
生
徒
た
ち
が
ヴ
ィ
ソ
ツ
キ
ー

の
歌
を
う
た
い
、彼
が
歌
っ
て
い
る
録
音
を
聞
く
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
）の
後
、「
見

せ
し
め
の
鞭
」
が
振
る
わ
れ
、
校
長
は
激
し
く
つ
る
し
上
げ
ら
れ
、
挙
句

の
果
て
に
は
学
校
を
追
わ
れ
て
し
ま
う

26
。
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
、
当
時

「
ヴ
ィ
ソ
ツ
キ
ー
」
は
要
注
意
事
項
だ
っ
た
。
そ
し
て
彼
の
歌
は
、
公
式

に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
だ
れ
も
が
知
っ
て
い
て
、
空

気
の
よ
う
に
大
事
な
も
の
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
締
め
つ
け
の
厳
し
い
社
会

に
生
き
て
い
く
上
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
が
始
ま
る
と
と
も
に
風
向
き
は
変
わ
り
、
ソ
連
崩

壊
後
、
弾
き
語
り
詩
人
た
ち
は
、
自
由
に
コ
ン
サ
ー
ト
を
し
た
り
レ
コ
ー

ド
や
Ｃ
Ｄ
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ヴ
ィ
ソ
ツ
キ
ー
は
い

ま
だ
に
非
常
に
人
気
が
あ
る
。
二
〇
一
八
年
、
全
ロ
シ
ア
世
論
調
査
セ
ン

タ
ー
が
お
こ
な
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査（
あ
な
た
の
ア
イ
ド
ル
は
だ
れ
か
？
）

に
よ
れ
ば
、
ヴ
ィ
ソ
ツ
キ
ー
は
宇
宙
飛
行
士
ユ
ー
リ
イ
・
ガ
ガ
ー
リ
ン

に
次
い
で
二
位
に
ラ
ン
ク
イ
ン
し
て
い
る
と
い
う

27
。
も
っ
と
も
、
も
し

彼
が
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
た
と
し
た
ら
、「
ア
イ
ド
ル
だ
な
ん
て
好
き

じ
ゃ
な
い
」
と
言
う
に
ち
が
い
な
い
が
。

　
奇
し
く
も
、
ヴ
ィ
ソ
ツ
キ
ー
が
亡
く
な
っ
た
一
九
八
〇
年
は
、
ジ
ョ

ン
・
レ
ノ
ン
が
命
を
落
と
し
た
年
で
も
あ
る
。
し
か
も
、
ヴ
ィ
ソ
ツ
キ
ー

（
一
九
三
八
︱
一
九
八
〇
）
と
レ
ノ
ン
（
一
九
四
〇
︱
一
九
八
〇
）
は
二

歳
し
か
年
の
違
い
が
な
い
。
ふ
た
り
は
、
同
じ
世
代
の
人
間
と
し
て
、
同

じ
時
代
精
神
を
共
有
し
体
現
し
た
。
鉄
の
カ
ー
テ
ン
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の

東
側
と
西
側
で
、
反
戦
と
反
権
力
を
歌
い
あ
げ
、
多
く
の
人
々
の
支
持
を

得
た
の
だ
。
正
反
対
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
東
西
陣
営
で
、
そ
れ
ぞ
れ

熱
狂
的
な
人
気
を
勝
ち
得
て
い
た
音
楽
。
世
界
は
連
動
し
て
い
た
の
で
あ

る
。

　
二
十
世
紀
後
半
、
雪
ど
け
以
後
の
ロ
シ
ア
で
は
、
ヴ
ィ
ソ
ツ
キ
ー
を
含

め
た
一
群
の
優
れ
た
詩
人
・
弾
き
語
り
詩
人
が
輩
出
し
、
多
彩
な
顔
ぶ
れ

が
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
と
感
性
で
魂
の
叫
び
を
詩
に
し
た
。
こ
の
一
大
文
化

現
象
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
プ
ー
シ
キ
ン
を
中
心
と
す
る
十
九
世
紀
初

頭
の
「
詩
の
金
の
時
代
」、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ブ
ロ
ー
ク
を
中
心
と
す

る
二
十
世
紀
初
頭
の
「
詩
の
銀
の
時
代
」
に
つ
づ
く
、
ロ
シ
ア
文
学
史
上

き
わ
め
て
重
要
な
詩
的
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
。
ロ
シ
ア
の
人
々
を
熱
狂
さ
せ
た
こ
の
時
期
を
、
筆
者
と

し
て
は
、
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ヴ
ィ
ソ
ツ
キ
ー
を
中
心
と
す
る
「
詩
の
銅
の

時
代
」
と
名
づ
け
た
い
。
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