
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
け
る

吟
遊
詩
人
・
音
楽
集
団
の
教
材
化

厚
木
高
校
　
　
大

久

保

　

敏

　

朗

一
．
は
じ
め
に

イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
関
す
る
歴
史
を
世
界
史
の
授
業
で
教
え
る
時
に
考
え
る

こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も

の
を
切
り
口
に
し
て
い
け
ば
、
生
徒
の
興
味

。
関
心

を
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
と

い
う
こ
と
だ
。
ご
く
普
通
に
考
え
て
、
世
界
史

の
授
業
で
や
る
こ
と
と

い
え
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
成
立
と
そ
の
教
義
や
宗
派

の
概
要
を
説
明
し
、
王
朝
交
替

の
歴
史
を
教
え
る
ぐ
ら

い
で
終
わ
り
で
は
な

い

だ
ろ
う
か
。
あ
と
は
文
化
を
ど
こ
ま
で
詳
し
く
や
る
か
、
イ
ス
ラ
ー
ム
商
人
が

つ
く
り
あ
げ
た
交
易
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
ど
こ
ま
で
触
れ
る
か
に
と
ど
ま
る
だ
ろ

う
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
切
り
口
と
し
て
工
夫
で
き
る
の
は
そ
の
中
で
ど
れ
だ

け
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
中
で
私
が
と
り
あ
げ
た

い
の
は
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に

お
け
る
吟
遊
詩
人
、
も

っ
と
広
く
言
え
ば
音
楽
集
団
の
活
動
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
け
る
吟
遊
詩
人

・
音
楽
集
団
の
活
動
を
歴
史
を
概

観
す
る
中
で
お
お
ま
か
に
と
ら
え
、
視
聴
覚
教
材
を
使

っ
た
授
業
が
ど
の
よ
う

に
し
て
展
開
で
き
る
か
を
検
討
し
た

い
。

二
．
歴
史
か
ら
み
た
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
吟
遊
詩
人

・
音
楽
集
団
の
活
動

○
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
音
楽
と
の
関
係

イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
世
俗
的
音
楽
の
是
非
に
つ
い
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
解
釈

の
中
で
、
悪

い
も

の
と
と
ら
え
れ
て
い
る
風
潮
が
あ
る
。
『
コ
ー
ラ
ン
』
で
具

体
的
に
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
少
な

い
が
、
次
の
箇
所
に
か
ろ
う
じ
て
み
ら
れ

る
。
一次
に
詩
人
た
ち
。
あ
れ
、
迷
わ
さ
れ
た
人
間
ど
も
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
後
に
つ

い
て
行
く
。
汝

（
ム
ハ
ン
マ
ド
）
見
た
こ
と
は
な

い
か
、
彼
ら
が
谷
間
の
あ
た

り
を
さ
ま
よ
い
歩

い
て
、
自
分
で
は
決
し
て
や
り
も
せ
ぬ
こ
と
を
や
た
ら
に
口

走

っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
。
」

（
二
六
章
、
三
二
四
～
三
二
六
節
、
井
筒
俊
彦
訳
）

と

い
う
箇
所
や
、
「
人
々
の
中
に
は
、
た
わ
い
も
な

い
馬
鹿
話
を
買

い
込
ん
で
、

そ
れ
で

（他
人
）
を
ア
ッ
ラ
ー
の
道
か
ら
誘

い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
も

の
が
あ

る
。
な
に
も
知
り
も
し
な

い
く
せ
に
。

（
ア
ッ
ラ
ー
の
道
）
を
頭
か
ら
ば
か
に

し
て
か
か

っ
て
い
る
。
こ
う

い
う
者
ど
も
は
、

い
ま
に
必
ず
ひ
ど

い
罰
を
受
け

て
、
面
目
を

つ
ぶ
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
」

（三

一
章
、
五
節
）
と
伝
説
な
ど
の
類

の
詩
を
歌

い
さ
ま
よ

い
歩
く
吟
遊
詩
人

（シ
ャ
イ
ー
ル
）

へ
の
非
難
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
シ
ャ
イ
ー
ル
は

「
巫
者
的
な
性
格
を
持
ち
、
神
が
か
り
に
な

っ
て

呪
言
を
唱
え
う
た
」

（
『
ア
ジ
ア
音
楽
史
』
よ
り
引
用
）
広

い
意
味
で
音
楽
家
で

あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
以
前
の
諸
部
族
の
長
や
長
老
の
中
に
み
ら
れ
た
シ
ャ
イ
ー

ル
的
な
才
能
を
持

っ
た
人
物
た
ち
の
呪
術
的
行
為
そ
の
も
の
が
ム
ハ
ン
マ
ド
に

よ

っ
て
非
難
さ
れ
た
の
で
あ

っ
て
、
詩
や
歌
唱
そ
の
も
の
で
は
な

い
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え

「
コ
ー
ラ
ン
」

の
文
体
は

「
ム
ハ
ン
マ
ド
が

非
難
し
た
シ
ャ
イ
ー
ル
の
歌
と
無
関
係
で
は
な
」

い
。
「
む
し
ろ
そ
の
特
徴
を

採
り
こ
ん
で
、
民
衆

の
耳
に
訴
え
よ
う
」

（同
）
と
し
た
の
が
、
ム
ハ
ン
マ
ド

の
意
図
で
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
伝
承
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
の
二

大
祭
の
書
に
も
、
歌
に
関
す
る
箇
所
が
出
て
く
る
。
祭
り
の
日
に
ア
イ
ー
シ
ヤ

の
家
に
二
人
の
少
女
が
入

っ
て
き
て
、
彼
女
ら
が
イ
ス
ラ
ー
ム
以
前
の
戦

い
に

関
す
る
歌
を
楽
器
の
伴
奏
に
あ
わ
せ
歌

っ
て
い
た
。
そ
こ
に
ム

ハ
ン
マ
ド
が

入

っ
て
来
て
、
顔
を
背
け
て
ベ
ッ
ト
に
横
た
わ

っ
て
い
る
。
次
に
入

っ
て
来
た

ア
ブ
ー

・
バ
ク
ル
は
、
「
何
で
預
言
者

の
傍
ら
で
悪
魔
の
歌
を
」
と
言

っ
て
、

ア
イ
ー
シ
ャ
を
叱
る
。
こ
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
の
ア
ブ
ー

・
バ
ク
ル
の
言
葉
の
中
に
、
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非
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
世
俗
的
な
歌
曲
に
対
す
る
印
象
が
あ
ま
り
良
く
な

い
も

の

と
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
ム
ハ
ン
マ
ド
時
代
は

『彼
を
攻
撃
し
た
り
、

風
刺
し
た
り
す
る
詩
を

つ
く

つ
た
人
間
を
処
分
し
た
」

（一
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
二

千
年

文
明
の
十
字
路
中
東
全
史
』
よ
り
引
用
）
の
で
あ
り
、
そ
れ
ば
か
り
か

「
そ
の
詩
を
う
た

っ
た
り
、
吟
唱
し
た
り
し
た
歌

い
手
ま
で
殺
し
て
し
ま

っ
た

こ
と
も
あ
る
」

（同
）
と

い
う

こ
と
を
考
え
る
と
、
詩
を
伴
う
歌
に
つ
い
て
は

（そ
の
内
容
に
も
よ
る
が
）
否
定
的
な
見
方
を
す
る
場
合
が
あ

っ
た
こ
と
が
理

解
で
き
る
。

○
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
け
る
吟
遊
詩
人

・
音
楽
集
団
の
登
場

歴
史
を
遡

っ
て
い
く
と
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お

い
て
音
楽
家
た
ち
の
活
動

は
カ
リ
フ
の
官
廷
生
活
の
中
で
、
活
発
に
な

っ
て
い
く
。
音
楽
家
た
ち
の
活
動

が
活
発
に
な
る
の
は
、
ウ

マ
イ
ヤ
朝
時
代
か
ら
で
あ
る
。
吟
遊
詩
人
と
し
て
全

ア
ラ
ビ
ア
を
放
浪
し
て
の
ち
、
首
都
に
定
住
す
る
よ
う
に
な

っ
た
メ
デ
ィ
ナ
生

ま
れ
の
マ
ァ
バ
ド
も
そ
の

一
人
で
あ
る
。
メ
ッ
ヵ
と
メ
デ
ィ
ナ
は
歌
謡
の
養
成

と
音
楽
の
演
奏
す
る
場
所
と
な
り
、
多
く
の
音
楽
家
た
ち
を
首
都
ダ

マ
ス
ク
ス

に
送
り
込
ん
だ
。
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
者
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
娯
楽
を
享
楽
で
あ

る
と
し
、

ハ
デ
ィ
ー
ス
を
引
用
し
て
反
対
し
よ
う
と
し
た
が
、
効
果
は
あ
が
ら

な
か

っ
た
。
第
二
代
カ
リ
フ
の
ヤ
ジ
ー
ド

一
世
は
宮
廷
の
祝
宴
に
歌
の
演
奏
を

求
め
た
。
ワ
リ
ー
ド
ニ
世
は

マ
ァ
バ
ド
な
ど
を
含
む
大
勢
の
演
奏
家
や
歌
手
を

宮
廷
に
招

い
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
宮
廷
で
も
音
楽
は
保
護
さ
れ
、

ハ
ー
ル
ー
ン
＝
ア
ッ
ラ
シ
ー
ド
の
時
に
は
、
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
＝
ア
ル
＝
モ
ウ

ス
ィ
リ
ー

（七
四
二
～
八
〇
四
）
や
イ
ブ
ン
＝
ジ
ャ
ー
ミ
な
ど
が
歌
を
競

い
合

っ

て
い
る
。
こ
れ
ら
音
楽
家
に
対
し
、
ア
ッ
ラ
シ
ー
ド
は
多
額
の
褒
美
を
与
え
て

い
る
。
カ
リ
フ
の
家
系

の
中
で
も
、

ハ
ー
ル
ー
ン
の
弟
の
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
＝

イ
ブ
ン
＝
ア
ル
＝
マ
フ
デ
ィ
が
音
楽
家
兼
歌
手
と
し
て
活
躍
し
、
ア
ル
＝
ワ
シ

ク
（在
位
八
四
二
～
八
四
七
）
と
い
う
カ
リ
フ
も
リ
ュ
ー
ト
に
熟
達
し
多
く
の
作

曲
を
し
た
。
そ
の
後
に
出
た
ア
ル
Ｈ
ム
ン
タ
シ
ル

（在
位
八
六

一
～
八
六
三
）

や
ア
ル
＝
ム
ゥ
タ
ッ
ズ

（在
位
八
六
六
～
八
六
九
）
や
ア
ル
＝
ム
ゥ
タ
ミ
ド

（在

位
八
七
〇
～
八
九
二
）
も
音
楽
の
オ
能
を
発
揮
し
て
い
る
。　
一
方
、
イ
ベ
リ
ア

半
島
で
は
ズ
ィ
ル
ヤ
ー
ブ

（八
六
ｏ
年
頃
没
、
本
名
ア
ブ
ー
ル
＝
ハ
サ
ン
＝
ア

リ
ー
＝
イ
ブ
ン
＝
ナ
ー
フ
ィ
ー
）
が
バ
ク
ダ
ー
ド
の
音
楽
を
イ
ベ
リ
ア
半
島
に

伝
え
て
い
る
。
後
ウ
マ
イ
ヤ
朝
の
君
主
ア
ブ
ド
＝
ア
ル
＝
ラ
ハ
マ
ー
ン
ニ
世

（在
位
八
三
二
～
五
二
）
に
迎
え
ら
れ
、
宮
廷
で
活
躍
を
し
た
。
ま
た
ア
ッ
バ
ー

ス
朝
の
カ
リ
フ
で
ア
ル
＝
ム
ゥ
タ
ミ
ド

（在
位

一
〇
六
八
～

一
〇
九

一
）
が
詩
人

と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
歌
手
と
し
て
、
リ
ュ
ー
ト
奏
者
と
し
て
活
躍
し
た
こ

と
が
事
実
と
し
て
残

っ
て
い
る
。
都
セ
ビ
リ
ア
は
楽
器
の
製
造
で
有
名
で
、
吟

遊
詩
人
た
ち
の
活
動
も
活
発
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
が
南
フ
ラ
ン
ス
の
吟
遊
詩
人

ト
ゥ
ル
バ
ド
ゥ
ー
ル
に
与
え
た
影
響
は
無
視
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
の
時
代
の

音
楽
を
現
在
に
伝
え
る
も
の
は
少
な
い
。
な
ぜ
な
ら
オ
ス
マ
ン
帝
国
支
配
の
時

代
を
経
て
ト
ル
コ
的
な
音
楽
要
素
な
ど
が
加
え
ら
れ
変
質
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
で
も
、
モ
ロ
ッ
コ
で
は
ヌ
ー
バ

（順
番
を
意
味
す
る
）
と
い
う
組
曲

形
式
の
音
楽
が
あ
り
、
後
ウ
マ
イ
ヤ
朝
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
様
式
と
演
奏
を
か

な
り
保
ち
、
当
時
の
イ
ス
ラ
ー
ム
音
楽
の
雰
囲
気
を
現
代
に
伝
え
て
い
る
。

○
ス
ー
フ
ィ
ー
の
活
動
と
音
楽
集
団
の
広
が
り

九
～

一
二
世
紀
に
か
け
て
活
躍
し
た
ス
ー
フ
ィ
ー
に
よ
つ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
世

界
の
周
辺
地
域
に
も
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
が
拡
大
し
、
宗
教
は
民
衆
に
浸
透
し
て
い
っ

た
。
そ
れ
と
と
も
に
聖
者
の
墓
廟
に
参
詣
す
る
よ
う
な
聖
者
信
仰
も
活
発
に
な

り
、
広
が
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
ス
ー
フ
ィ
ー
の
活
動
は
ル
ー
ミ
ー
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
な
音
楽
を
伴
う
新
興
教
団
を
生
み
出
す
き

っ
か
け
と
も
な
り
、
音
楽

集
団
の
活
動
を
活
発
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
こ
の
ス
ー
フ
ィ
ー
に
み
ら
れ
る
音
楽
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は
、
宗
教
的
な
要
素
を
持
っ
た
も
の
が
多
く
、
関
連
す
る
歌
も
宗
教
色
が
強
い
。

三
．
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に
み
ら
れ
る
吟
遊
詩
人

・
音
楽
集
団
と
そ
の
教
材
化

○
カ

ッ
ワ
ー
リ
ー
と
ベ
ン
ガ
ル
の
バ
ウ
ル
の
音
楽
と
そ
の
教
材
化

カ

ッ
ワ
ー
リ
ー
は
パ
キ
ス
タ
ン
で
活
躍
し
、
ス
ー
フ
ィ
ー
派
の
中
の
チ
シ

ュ

テ
ィ
ー
教
団
に
属
し
、
歌
や
踊
り
を
通
し
て
人
と
神
と
の
合

一
を
は
か
ろ
う
と

す
る
音
楽
集
団
で
あ
る
。
カ

ッ
ワ
ー
ル
と
は
僧
の
意
味
で
、

ハ
ル
モ
ニ
ウ
ム
を

弾
き
な
が
ら
歌
う
主
唱
者
を
中
心
に
副
唱
者
が
手
拍
子
や
楽
器
を
伴
奏
に
ア
ツ

ラ
ー
や
ム
ハ
ン
マ
ド
や
聖
者
を
称
え
る
宗
教
的
な
内
容
の
歌
を
歌
う
。
太
鼓
は

ズ

ィ
ク
ル
に
通
じ
る
よ
う
な
単
調
な
リ
ズ
ム
を
刻
み
続
け
る
。
こ
の
カ
ッ
ワ
ー

リ
ー
に
関
連
の
深
い
チ
シ

ュ
テ
ィ
ー
教
団

（開
祖
ム
ィ
ー
ヌ
ッ
デ
ィ
ー
ン
＝
チ

シ

ュ
テ
ィ
ー
）
は
、　
一
二
世
紀
こ
ろ
に
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
に
登
場
し
、
活
動
の

拠
点
を
イ
ン
ド
に
移
し
、
南
ア
ジ
ア
最
大
の
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
と
し
て
活
躍
す

る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
派
の
聖
者
の

一
人
で
あ
る
サ
リ
ー
ム
・
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー

に
ム
ガ
ル
帝
国
第
三
代
皇
帝
ア
ク
バ
ル
は
帰
依
し
て
お
り
、
聖
者
を
信
奉
す
る

あ
ま
り
遷
都
ま
で
も
お
こ
な

っ
た
。
ま
た
、
宮
廷
で
は
タ
ー
ン
セ
ー
ン
と

い
う

音
楽
家
が
活
躍
し
て
い
た
。
彼
は
ヒ
ン
ド
ウ
ー
教
徒
で
、
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
の

聖
者
た
ち
と
ど
こ
ま
で
関
わ
り
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、

彼
の
名
前
に
つ
け
ら
れ
る

「
ミ
ヤ
ー
ン
」
と

い
う
称
号
は
、
ス
ー
フ
ィ
ー
の
聖

者
や
詩
人
と
親
交
が
あ

っ
た
人
々
に
つ
け
ら
れ
る
た
め
、
両
者
の
関
係
は
全
く

な
か

っ
た
と
は
い
え
な

い
。　
一
方
、
ヒ
ン
ド
ウ
ー
教
の
側
で
、
北
イ
ン
ド
の
中

世
神
秘
主
義
思
想
の
主
唱
者
と
な

っ
た
の
は
、
ラ
ー
マ
ー
ナ
ン
ド

（
一
三
七
〇

～

一
四
四
〇
）
で
、
弟
子
に
ム
ス
リ
ム
出
身
の
カ
ビ
ー
ル
や
ダ
ー
ド
ウ
ー
が
い

る
。
次
の

一
文
は
カ
ビ
ー
ル
の
も

の
で
あ
る
。

「
お
お
神
よ
、
ア
ッ
ラ
ー
に
せ
よ
、
ラ
ー

マ
に
せ
よ
、
私
は
、
そ
の
名
に
よ

つ

て
生
き
て
い
る
。
」
「宗
教
の
違

い
は
、
単
な
る
神
を
呼
ぶ
名
前
の
違

い
に
す
ぎ

な

い
。
誰
で
も
同
じ
神
に
祈

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

（『
ヒ
ン
ド
ウ
ー
教
～
イ

ン
ド
三
〇
〇
〇
年
の
生
き
方

・
考
え
方
』

一
五

一
頁
よ
り
引
用
）

こ
の
中
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
ヒ
ン
ド
ウ
ー
教
の
バ
ク
テ
イ

の
融
合
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
思
想
は
、
の
ち
の
シ
ク
教
の
開
祖
で
あ

る
ナ
ー
ナ
ク
に
影
響
を
与
え
た
。
カ
ビ
ー
ル
の
弟
子
の
ダ
ー
ド
ウ
ー
は
多
く
の

宗
派
を
統

一
す
る
こ
と
を
理
想
と
し
、
儀
礼
ま
た
は
正
統
的
慣
行
を
な
く
し
、

神
に
祈
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

「
ブ
ラ
フ
マ

・
サ
ム
プ
ラ
ダ
ー
ヤ
」
と

い
う

団
体
を

つ
く

つ
た
。
彼
の
自
由
な
考
え
方
は
、
ム
ガ
ル
帝
国
の
ア
ク
バ
ル
帝
の

関
心
を
ひ
い
た
。
ア
ク
バ
ル
帝
は
ダ
ー
ド

ゥ
ー
と
四
〇
日
近

い
間
、
宗
教
に
関

す
る
討
論
を
行

い
、
彼

の
思
想
の
影
響
も
受
け
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教

の
ス
ー
フ
イ
ー
が
北
イ
ン
ド
で

活
躍
し
、
南
イ
ン
ド
の
バ
ク
テ
ィ
ー
思
想
と
の
融
合
を
み
せ
る
よ
う
に
な

つ
た

の
は
、
ア
ク
バ
ル
帝
の
時
代
の
宗
教
寛
容
策
と
融
和
策
が
大
き
く
関
係
し
て
い

る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
彼
自
身
が
デ
ィ
ー
ネ

・
イ
ラ
ー
ヒ
ー
と

い
う
新
し

い
宗

教
を
考
え
よ
う
と
し
た
よ
う
に
、
ア
ク
バ
ル
帝
自
身
が
様
々
な
宗
教
家
と
の
討

論
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
に
影
響
を
受
け
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
ま

た
、
ス
ー
フ
ィ
ー
の
活
動
に
影
響
を
受
け
、
バ
ク
テ
ィ
ー
思
想
と
の
融
合
を
は

か

っ
た
ヒ
ン
ド
ウ
ー
教
徒
た
ち
の
活
動
が
の
ち
の
シ
ク
教
の
成
立
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
授
業
で
は
イ
ン
ド
文
化

と
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
の
融
合
の
例
と
し
て
、
ス
ー
フ
ィ
ー
の
活
動
が
イ
ン
ド
に

与
え
た
影
響
を
考
え
る
際
に
、
導
入
と
し
て
使
ち

て
み
る
の
も
よ

い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
ア
ク
バ
ル
帝
の
宗
教
融
和
策
を
説
明
す
る
際
に
、
ま
た
は
ス
ー
フ
ィ
ー

の
聖
者
と
ア
ク
バ
ル
帝

の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
る
際
に
カ
ツ
ワ
ー
リ
ー
の
音
楽

を
聴
か
せ
て
、
動
機
づ
け
と
し
て
使
う
の
も
よ
い
だ
ろ
う
。
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イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
も
う

一
つ
ベ
ン
ガ
ル
地
方
に
み
ら
れ
る
音
楽
集
団
が

あ
る
。
バ
ウ
ル
と
よ
ば
れ
る
彼
ら
は
、　
一
弦
琴
の
ゴ
ピ
ジ
ャ
ン
ト
ラ
な
ど
を
手

に
し
て
歌
う
。
歌
に
は
宗
教
的
な
も
の
が
多
い
。
バ
ウ
ル
が
い
つ
頃
か
ら
登
場

し
た
の
か
を
裏
付
け
る
歴
史
的
事
実
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
イ

ン
ド
社
会
の
最
下
層
の
人
々
で
あ
り
、
文
字
と
し
て
の
記
録
を
残
し
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
サ
ハ
ジ

（自
然

・
単
純
の
意
味
）
な
生
き
方
を
理
想
と
す

る
彼
ら
に
と

つ
て
、自
分
の
生
き
方
を
歴
史
に
残
す
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

バ
ウ
ル
と
は

「向
こ
う
見
ず
」
を
意
味
し
、
彼
ら
は
あ
ら
ゆ
る
伝
統
的
束
縛
か

ら
独
立
し
、
カ
ー
ス
ト
な
ど
の
階
級
を
認
め
な
い
。
ナ
ハ
ラ
リ

・
バ
ウ
ル
の
詩

の
中
に
は
次
の
よ
う
な

一
文
が
あ
る
。

「
兄
弟
よ
、
こ
ん
な
わ
け
で
、
私
は
、
向
こ
う
見
ず
な
バ
ウ
ル
に
な

っ

た
。
／
私
は
、
ど
ん
な
主
人
に
も
従
わ
な
い
し
、
同
じ
よ
う
に
、
い
か
な
る
命

令
に
も
、
聖
典
に
も
、
習
慣
に
も
従
わ
な
い
。
／
も
は
や
、
人
間
の
つ
く

っ
た

差
別

（カ
ー
ス
ト
）
は
、
私
を
縛
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
は
、
全
身
か
ら
湧

き
で
た
愛
の
歓
喜
に
満
た
さ
れ
て
い
る
。」
（同

一
六

一
頁
よ
り
）
ま
た
、
バ
ウ

ル
の
問
い
か
け
の
中
に
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
寺
院
や
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
モ
ス

ク
な
ど
の
宗
教
的
な
施
設
を
否
定
す
る
態
度
が
み
ら
れ
る
。

「わ
れ
か
れ
に
、
こ
の
ほ
か
に
寺
院
が
必
要
だ
ろ
う
か
。
こ
の
か
ら
だ
こ
そ
、

わ
れ
わ
れ
の
神
が
住
み
た
も
う
寺
院
で
は
な
い
か
」
（同

一
六
二
頁
よ
り
）

さ
ら
に
バ
ウ
ル
は
巡
礼
に
も
反
対
し
て
い
る
。

「わ
が
心
よ
、
私
は
決
し
て
メ
ッ
カ
や
メ
デ
ィ
ナ
ヘ
は
詣
で
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
見
よ
。
私
は
ず
ら
と

『わ
が
友
』
の
か
た
わ
ら
に
住
ん
で
い
る
で
は
な
い

か
。
彼
を
知
る
こ
と
な
く
、
彼
か
ら
離
れ
て
住
め
ば
、
私
は
気
が
狂
う
だ
ろ
う
。」

（同

一
六
五
頁
よ
り
）

こ
の
よ
う
に
バ
ウ
ル
の
詩
に
は
、
宗
教
的
権
威
や
伝
統
を
認
め
な
い
自
由
な

生
き
方
が
み
ら
れ
る
。
彼
ら
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
か
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
ど
ち
ら
か

に
属
し
て
い
る
も

の
の
、
社
会
的
あ
る

い
は
宗
教
的
因
習
の
よ
う
な
も

の
に
支

配
さ
れ
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

一
方
で
南
イ
ン
ド
か
ら
生

ま
れ
た
バ
ク
テ
ィ
思
想
と
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
か
ら
入

っ
て
き
た
ス
ー
フ
ィ
ー
の

思
想
が
こ
こ
で
融
合
し
て
い
る
。
バ
ク
テ
ィ
思
想
に
も
あ
る
神
と
人
と

の
合

一

を
は
か
ろ
う
と
す
る
内
容
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
授
業
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム

文
化
と
イ
ン
ド
文
化
の
融
合
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
過
程
を
経
て
進
ん
で
い
っ

た
か
を
考
え
さ
せ
る
授
業
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
詩
や
音
楽
を
導
入
と
し
て
使
う

こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

○
ア
ー
シ
ュ
ク
と
グ
ズ

ラ
ー
リ
の
音
楽
と
そ
の
教
材
化

ア
ー
シ

ュ
ク
は
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
や
ト
ル
コ
に
み
ら
れ
る
吟
遊
詩
人
で
、

一
六
世
紀
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
出
身
の
イ
ス
マ
イ
ル
が
サ
フ
ア
ヴ
イ
ー
朝
を
建

て
た
こ
ろ
か
ら
ア
ー
シ

ュ
ク
の
活
動
が
活
発
に
な

っ
た
と
さ
れ
る
。
彼
ら
は

チ
ョ
ー
グ
ル

（サ
ー
ズ
）
と

い
う
撥
弦
楽
器
を
片
手
に
民
衆
が
集
ま
る
場
所
で

即
興
の
詩
を
歌
う
。
ア
ー
シ
ュ
ク
は
ト
ル
コ
で
は
オ
ザ
ン
と
よ
ば
れ
る
。
厳
密

に
言
う
と
過
去
に
お

い
て
ア
ー
シ

ュ
ク
と
オ
ザ
ン
は
別
の
も

の
を
さ
す
言
葉
で

あ

っ
た
が
、
現
在
は
混
同
し
て
使
わ
れ
て
、
同
じ
も
の
を
意
味
す
る
も
の
に
な

っ

て
い
る
。
ト
ル
コ
の
場
合
、
彼
ら
が
歌
う
詩
の
内
容
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
る
。　
一
つ
は
あ
る
英
雄
の
物
語
を
歌

っ
た
も

の
で
、
も
う

一
つ
は

恋
物
語
で
、
吟
遊
詩
人
の
生
涯
と
個
人
的
な
愛
に
関
す
る
歌
で
あ
る
。
小
柴
氏

は
そ
の

一
例
と
し
て
、　
一
七
世
紀
に
活
躍
し
た

エ
ム
ラ
ー
を
主
人
公
と
し
た

「
エ
ル
ヂ
シ

ュ
の
エ
ム
ラ
ー
と
セ
ル
ヴ
ィ
ハ
ン
の
恋
物
語
」
と

い
う

ア
ー
シ

ユ

ク
の
息
子

エ
ム
ラ
ー
と
セ
ル
ヴ
ィ
ハ
ン
の
恋
物
語
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
そ
の

物
語
は
、
身
分
の
違
う
二
人
の
物
語
で
あ
り
、
こ
れ
は
南
仏
の
ト
ル
バ
ド
ウ
ー

ル
の
詩
と
類
似
し
た
点
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の
吟
遊
詩
人
の
詩
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と
音
楽
が
南
仏
の
ト
ル
バ
ド
ゥ
ー
ル
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と

い
う
こ
と
は
江
波

戸
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
流
入
の
ル
ー
ト
と
し
て
イ
ベ
リ
ア
半
島
を
経

由
し
た
も

の
と
、
バ
ル
カ
ン
を
含
む
東

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
経
由
し
た
ル
ー
ト
を

あ
げ
て
い
る
。
ど
こ
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
に
つ
い
て
は
簡
単
に
結
論
づ
け

ら
れ
な

い
が
、
南
仏
ト
ル
バ
ド
ゥ
ー
ル
の
代
表
的
な
人
物
ベ
ル
ナ
ー
ル
＝
ド
＝

ヴ

ア
ン
タ
ド
ー
ル
が
作

っ
た
領
主
の
妻
に
対
す
る
か
な
わ
ぬ
恋
の
物
語
は
、
こ

の
ア
ー
シ

ュ
ク
の
詩
の
身
分
を
超
え
た
恋
物
語
と

い
う
点
で
は
類
似
し
た
と
こ

ろ
が
あ
る
。
ま
た
、

エ
ム
ラ
ー
の
物
語
に
出
て
く
る
歌
合
戦
は
ド
イ
ツ
中
世
の

マ
イ
ス
タ
ー
ジ
ン
ガ
ー
の
歌
合
戦
を
想
起
さ
せ
る
。

こ
の
よ
う
な
ア
ー
シ
ュ
ク
の
音
楽
を
授
業
で
と
り
あ
げ
る
と
す
る
と
、
イ
ス

ラ
ー
ム
文
化
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
中
世
文
化
に
与
え
た
影
響
を
考
え
る
学
習
の
中

で
、
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り
を
さ
せ
る
た
め
の
導
入
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
際
に
は
楽
器
の
伝
播
に
つ
い
て
触
れ
、
イ
ス
ラ
ー

ム
世
界
の
楽
器
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
楽
器
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か

を
考
え
さ
せ
る
と

い
い
。
リ

ュ
ー
ト
と

い
う
撥
弦
楽
器
の
起
源
が
ウ
ー
ド
で
あ

る
こ
と
、
ヴ

ァ
イ
オ
リ
ン
な
ど
の
擦
弦
楽
器
の
起
源
が
ラ
バ
ー
ブ
な
ど
に
あ
る

こ
と
な
ど
を
理
解
さ
せ
る
と
よ

い
だ
ろ
う
。

一
方
、
ア
ー
シ
ュ
ク
の
影
響
は
、
バ
ル
カ
ン
に
み
ら
れ
る
吟
遊
詩
人
に
も
影

響
を
与
え
て
い
る
。　
一
例
を
あ
げ
る
と

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

（特
に
モ
ン
テ
ネ

グ
ロ
）
の
グ
ス
ラ
ー
リ
で
あ
る
。
グ
ス
ラ
ー
リ
は
グ
ス
レ
と

い
う
擦
弦
楽
器
を

手
に
歌
う
吟
遊
詩
人
で
あ
る
。
彼
ら
は

一
五
世
紀
こ
ろ
か
ら
支
配
者
で
あ
る
ト

ル
コ
に
対
す
る
抵
抗

の
叙
事
詩
を
歌

っ
て
き
た
。
楽
器
の
影
響
と
と
も
に
英
雄

物
語
を

テ
ー

マ
と
す
る
点
か
ら
も

ア
ー
シ

ュ
ク
の
影
響
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
詩
の
中
に
は
歴
史
的
事
実
と
は
違
う
ケ
ー
ス
も
み
ら
れ
る
の
で
、
授
業
で

取
り
扱
う
場
合
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、

マ
ル
コ
＝
ク
ラ
リ

ェ
ヴ

ッ

チ
と

い
う
歴
史
上
の
人
物
が
英
雄
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
は
ト

ル
コ
の
家
臣
と
な
り
、　
一
三
九
四
年
ト
ル
コ
側
に
立

っ
て
戦

い
、
戦
死
し
て
い

る
。
し
か
し
伝
説
で
は
、　
一
三
八
九
年
の
コ
ソ
ヴ
オ
の
戦

い
の
最
中
に
敵
陣
に

入
り
、
ム
ラ
ト

一
世
を
暗
殺
し
た
こ
と
に
な

つ
て
い
る
。
確
か
に
ム
ラ
ト

一
世

は
あ
る
セ
ル
ビ
ア
人
に
切
り

つ
け
ら
れ
、
そ
の
傷
が
も
と
で
亡
く
な

っ
た
の
は

事
実
だ
が
、
彼
ら
の
反
ト
ル
コ
の
英
雄
と
し
て
マ
ル
コ
＝
ク
ラ
リ
ェ
ヴ
ッ
チ
の
物

語
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
は
史
実
と
反
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
民
衆
の
中
の

歴
史
的
英
雄
を
取
り
上
げ
て
歌
う
吟
遊
詩
人
の
伝
統
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
ア

ル
バ
ニ
ア
の
音
楽
に
も
引
継
が
れ
て
い
る
。
こ
の
曲
は
グ
ズ

ラ
ー
ル
に
よ
る
も

の
で
は
な

い
が
、
授
業
で
パ
ル
チ
ザ
ン
の
歴
史
を
伝
え
る

一
例
と
し
て
コ
ル
チ

ェ
州
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
歌
を
取
り
上
げ
、
導
入
と
す
る
の
も
よ

い
だ
ろ
う
。

コ
ル
チ

ェ
州
は
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
パ
ル
チ
ザ
ン
闘
争

の
中
心
地
で
あ
り
、

こ
の
歌
で
は
、
戦

い
に
参
加
し
た
三
人
の
英
雄
た
ち
の
死
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

○
ア
フ
リ
カ
の
グ
ナ
ワ
と
グ
リ
オ
の
音
楽
と
そ
の
教
材
化

グ
ナ
ワ
と
よ
ば
れ
る
モ
ロ
ッ
コ
の
音
楽
集
団
は
ス
ー
フ
ィ
ー
の
影
響
を
受
け

て
い
る
。
導
師
の
か
き
な
ら
す
ガ
ン
ブ
リ
と

い
う
三
弦
の
楽
器
に
あ
わ
せ
金
属

の
カ
ス
タ
ネ

ッ
ト
で
あ
る
ク
ラ
ケ
ー
プ
を
鳴
ら
し
、
ト
ベ
ル
と
よ
ば
れ
る
大
鼓

を
叩

い
て
歌
う
。
こ
の
よ
う
な
演
奏
を
続
け
、
踊
る
こ
と
で
ト
ラ
ン
ス
状
態
に

陥

っ
て
い
く
。
元
は
奴
隷
の
身
分
で
あ

つ
た
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
し
た
彼

ら
が
歌
う
歌
の
内
容
に
は
神
や
聖
人
を
讃
え
る
も

の
が
多

い
。
ま
た
彼
ら
は
、

治
療
行
為
も
お
こ
な

い
、
音
楽
を
通
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
拡
大
に
寄
与
し
た
。

し
た
が

っ
て
、　
一
二
世
紀
以
降
特
に
活
発
と
な
る
ス
ー
フ
ィ
ー
の
活
動
と
イ
ス

ラ
ー
ム
世
界
の
拡
大
と

い
う
授
業
の
導
入
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

グ
リ
オ
は
西
ア
フ
リ
カ
に
み
ら
れ
る
吟
遊
詩
人

・
音
楽
集
団
で
、
撥
弦
楽
器

の
コ
ラ
な
ど
の
楽
器
を
片
手
に
弾
き
語
り
を
す
る
。
現
在
グ
リ
オ
は
、
ガ
ン
ビ
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ア
、
セ
ネ
ガ
ル
、

マ
リ
、
ギ

ニ
ア
に
多
く
見
ら
れ
る
。
彼
ら
が
歴
史
上
に
登
場

す
る
の
は
、　
一
三
世
紀
の
マ
リ
王
国
の
成
立
あ
た
り
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
の
姓

で
多

い
の
は
ク
ヤ
テ
と
か
ジ
ャ
バ
テ
と
か

コ
ン
テ
や
シ
ソ
コ

（
ス
ソ
）
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
姓
は

マ
リ
王
国
成
立
時
に
出
て
く
る
王
家
に
仕
え
た
グ
リ
オ
の

姓
に
多
く
由
来
す
る
。
彼
ら
は
狩
人
や
鍛
冶
屋
と
同
じ
世
襲
集
団
で
、
歴
史
と

音
楽
を
代

々
伝
え
て
き
た
。
グ
リ
オ
に
は
大
き
く
分
け
る
と
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
ト
ル
バ
ド
ゥ
ー
ル
の
よ
う
な
吟
遊
詩
人
と
、
ジ

ョ
ン
グ
ー
ル
の
よ
う
な
音
楽

集
団
に
該
当
す
る
二
つ
の
タ
イ
プ
が
み
ら
れ
る
。
前
者
は
、
彼
ら
の
中
に
は
王

家
に
抱
え
ら
れ
、
王
の
業
績
を
歌
で
称
え
る
だ
け
で
な
く
、
王
の
言
葉
を
民
衆

に
伝
え
、
他
国
と
の
折
衝
の
時
に
遣
わ
さ
れ
る
役
目
を
す
る
。
そ
し
て
後
者
と

し
て
は
、
親
方
の
下
で
十
人
程
度

の
集
団
を
作
り
、
近
隣
の
家
か
ら
村

へ
祭
り

の
時
に
訪
れ
報
酬
を
受
け
る
放
浪

の
グ
リ
オ
で
あ
る
。
彼
ら
が
使
う
代
表
的
楽

器
の
コ
ラ
は

マ
リ
王
国
成
立
時
に
は
な
く
、　
一
八
世
紀
あ
た
り
か
ら
使
わ
れ
る

よ
う
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
他
に
も
太
鼓
や
バ
ラ
フ
オ
ン
な
ど
を
使

う
こ
と
も
あ
る
。
グ
リ
オ
の
歌
う
内
容
の
多
く
は
歴
史
上
の
英
雄
を
称
え
る
も

の
で
あ
る
。
他
に
は
教
訓
的
な
歌
や
パ
ト
ロ
ン
ヘ
の
褒
め
歌
や
時
の
為
政
者
を

称
え
る
歌
な
ど
が
多

い
。
宗
教
的
な
内
容
の
も
の
は
少
な

い
。
こ
れ
ら
は
ア
フ

リ
カ
史
を
学
習
す
る
授
業
の
中
で
、
歴
史
上
の
人
物

（
マ
リ
王
国
の
建
国
者
の

ス
ン
ジ

ャ
ー
タ
王
な
ど
）
を
と
り
あ
げ
る
際
の
導
入
と
し
て
効
果
的
に
使
う
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

四
．
最
後
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
学
習
で
は
、
音
楽
を
使

っ
た
授
業
に

つ
い
て
、
数
多
く
の

も

の
が
考
え
ら
れ
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
音
楽
を
効
果
的
に
使

い
、
そ
の
時

代
の
イ
メ
ー
ジ
や
詩
を
用
い
て
そ
の
時
代
の
人
々
の
考
え
を
理
解
さ
せ
た
り
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
楽
譜
の
存
在
に
よ
り
、
音
楽
の
再
現
が
可
能
な
こ

と
が
幸
い
し
て
い
る
。
し
か
し
他
の
地
域
で
は
民
族
音
楽
と
い
う
形
で
後
世
に

伝
え
ら
れ
、
残
さ
れ
て
い
る
が
、
歴
史
と
の
関
連
づ
け
と
い
う
こ
と
で
は
な
か

な
か
難
し
い
点
が
あ
り
、
歴
史
の
授
業
と
し
て
は
使
い
づ
ら
い
と
い
う
点
が
あ

る
。
生
徒
に
と

つ
て
わ
か
り
に
く
い
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
歴
史
学
習
の
中
で
、

場
合
に
よ
つ
て
効
果
的
に
活
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
「何
だ
ろ
う
こ
の
音

楽
は
？
」
と
思
わ
せ
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
授
業
の
中
で
の

一
つ
の
切
り
口

と
し
て
、
導
入
と
し
て
活
用
す
る
だ
け
で
も
生
徒
の
歴
史
に
対
す
る
興
味

。
関

心
を
持
た
せ
る
動
機
づ
け
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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