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熱
帯
ア
フ
リ
カ
で
歳
時
記
を
読
む 

大
石
高
典 

 

ア
フ
リ
カ
で
俳
句
を
作
る
こ
と
に
は
、
ど
ん
な
難
し
さ
と
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ

の
エ
ッ
セ
イ
で
は
、
私
自
身
の
ア
フ
リ
カ
へ
の
滞
在
経
験
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
。 

私
は
、
大
学
で
人
類
学
を
研
究
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
一
一
年
間
、
毎
年
ア
フ
リ
カ
中
央

部
の
カ
メ
ル
ー
ン
共
和
国
に
通
っ
て
い
る
。
カ
メ
ル
ー
ン
は
、
西
ア
フ
リ
カ
に
大
き
く
喰
い

こ
ん
だ
ギ
ニ
ア
湾
の
奥
に
あ
る
。
日
本
で
は
、
サ
ッ
カ
ー
で
有
名
な
カ
メ
ル
ー
ン
は
、
四
七

五
，
四
四
〇
平
方
㎢
と
日
本
の
一
．
二
六
倍
の
国
土
面
積
の
な
か
に
、
海
か
ら
標
高
四
，
〇

〇
〇
ｍ
を
越
え
る
高
山
帯
ま
で
、
年
間
雨
量
が
〇
に
近
い
乾
い
た
北
部
の
沙
漠
か
ら
サ
バ
ン

ナ
を
経
て
一
五
〇
〇
―
三
〇
〇
〇
㎜
以
上
に
も
な
る
南
部
の
湿
っ
た
熱
帯
雨
林
ま
で
、
ア
フ

リ
カ
で
見
ら
れ
る
自
然
環
境
が
す
べ
て
含
む
。
多
様
な
の
は
自
然
環
境
だ
け
で
は
な
い
。
な

ん
と
、
二
五
〇
以
上
も
の
言
語
を
話
す
人
々
が
住
ん
で
い
る
。
比
較
的
小
さ
い
面
積
の
中
に

多
様
な
自
然
と
人
々
。
俳
句
を
す
る
の
に
絶
好
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
日
本
で
俳

句
を
始
め
て
い
た
私
は
、
い
つ
の
間
に
か
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
ポ
ケ
ッ
ト
・
サ
イ
ズ
の
歳

時
記
を
持
参
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。 

俳
句
は
世
界
一
短
い
詩
の
文
化
と
し
て
有
名
で
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
な

ど
欧
米
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
を
使
っ
た
俳
句
活
動
が
独
自
の
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
、
先
進
国
で
あ
り
中
緯
度
に
位
置
す
る
北
の
国
々
で
あ
る
。 

日
本
に
近
い
ア
ジ
ア
に
目
を
向
け
て
み
る
。
熱
帯
ア
ジ
ア
を
題
材
に
俳
句
が
詠
ま
れ
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
く
に
東
南
ア
ジ
ア
は
、
戦
前
戦
中
に
か
け
て
日
本
人
が
「
南
方
」

に
多
く
旅
行
し
た
り
、
住
ん
だ
時
代
に
盛
ん
に
詠
ま
れ
、「
南
洋
俳
句
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
さ

え
作
ら
れ
た
（
土
屋 

二
〇
〇
三
）
。
昭
和
初
期
に
洋
行
の
途
上
で
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
立
ち
寄

っ
た
高
浜
虚
子
は
、
熱
帯
を
題
材
に
し
た
句
を
作
り
、
自
ら
の
編
に
な
る
旧
版
『
新
歳
時
記
』

（
三
省
堂
）
に
「
赤
道
」
、
「
象
」
「
水
牛
」
「
極
楽
鳥
」
な
ど
少
な
く
も
三
五
の
熱
帯
季
語
を

盛
り
込
ん
だ
が
、
敗
戦
後
の
改
訂
で
そ
れ
ら
は
削
除
さ
れ
た
（ 

福
井 

二
〇
〇
九
）。
こ
れ
ら

の
動
き
は
第
二
次
大
戦
に
至
る
日
本
の
南
下
・
植
民
地
化
政
策
の
結
果
と
結
び
つ
い
て
い
る

こ
と
は
疑
い
な
い
。「
熱
帯
季
語
」
は
す
べ
て
「
夏
」
に
分
類
さ
れ
て
い
た
。
虚
子
は
、
日
本

の
季
感
で
熱
帯
の
事
象
を
詠
む
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
地
域
ご
と
の
季
節
や

時
間
あ
り
よ
う
を
無
視
し
て
、
日
本
を
基
準
に
据
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
は
、
俳
諧
の
重
ん

じ
る
繊
細
な
自
然
観
察
を
信
条
と
す
る
作
句
の
態
度
と
は
矛
盾
を
き
た
す
も
の
だ
っ
た
（
松

井 

二
〇
一
〇
）。 

で
は
、
ア
フ
リ
カ
は
ど
う
か
。
熱
帯
ア
フ
リ
カ
で
は
、
東
南
ア
ジ
ア
と
違
っ
て
、
日
本
と

ア
フ
リ
カ
の
間
に
は
直
接
的
な
植
民
地
・
非
植
民
地
の
関
係
は
形
成
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
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南
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
と
も
異
な
り
、
日
本
人
が
ア
フ
リ
カ
に
大
規
模
に
移
民
し
た
と
い
う
歴

史
も
な
い
。
ア
フ
リ
カ
と
俳
句
は
、
第
二
次
大
戦
後
に
な
っ
て
、
国
家
の
枠
組
み
に
し
ば
ら

れ
な
い
、
よ
り
直
截
的
な
出
会
い
を
経
験
し
た
の
で
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
俳
句
の
初
源
は
、
例

え
ば
、
一
九
六
〇
―
七
〇
年
代
に
学
術
調
査
隊
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
ア
フ
リ
カ
に
入
っ
た
当

時
の
日
本
人
研
究
者
の
記
録
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
九
五
〇
年
代
か
ら
、
今
西
錦
司
と
と
も
に
ゴ
リ
ラ
や
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
な
ど
の
大
型
類
人

猿
調
査
の
た
め
に
ア
フ
リ
カ
調
査
を
開
始
し
た
伊
谷
純
一
郎
は
、
タ
バ
コ
を
ふ
か
せ
な
が
ら

サ
バ
ン
ナ
を
ぐ
ん
ぐ
ん
と
歩
い
て
ゆ
く
の
で
、
ア
フ
リ
カ
人
か
ら
「
機
関
車
」
と
綽
名
さ
れ

て
い
た
。
伊
谷
は
、
熱
帯
森
林
や
サ
バ
ン
ナ
へ
の
サ
フ
ァ
リ
（
徒
歩
旅
行
）
に
、『
芭
蕉
連
句

集
』
を
携
え
、
夜
テ
ン
ト
の
中
で
繰
り
返
し
読
ん
だ
と
い
う
。
篠
原
徹
は
、「
自
然
の
全
体
が

自
然
の
部
分
た
る
現
象
に
凝
縮
す
る
瞬
間
」
を
捉
え
る
醍
醐
味
に
お
い
て
、
俳
諧
と
地
道
な

自
然
観
察
を
ベ
ー
ス
に
し
た
伊
谷
の
徹
底
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
手
法
と
し
た
研
究
に

関
連
性
を
読
み
取
る
（
篠
原 

二
〇
〇
九
）。 

数
多
く
あ
る
ア
フ
リ
カ
の
言
語
、
と
く
に
バ
ン
ツ
ー
語
に
は
、
日
本
語
の
よ
う
に
音
節
が

区
切
れ
る
も
の
が
多
く
、
五
・
七
・
五
の
音
韻
で
詩
を
作
る
こ
と
が
で
き
そ
う
な
も
の
が
あ

る
。
例
え
ば
、
地
域
共
通
語
に
な
っ
て
い
る
東
ア
フ
リ
カ
の
ス
ワ
ヒ
リ
語
や
中
部
ア
フ
リ
カ

の
リ
ン
ガ
ラ
語
も
そ
れ
に
該
当
す
る
。
実
は
ア
フ
リ
カ
語
で
俳
句
を
作
る
試
み
は
既
に
ア
フ

リ
カ
調
査
の
初
期
の
こ
ろ
に
試
み
ら
れ
て
い
た
。 

旧
ザ
イ
ー
ル
で
焼
畑
農
民
に
関
す
る
文
化
人
類
学
的
な
調
査
を
行
っ
た
米
山
俊
直
は
、
初

期
の
現
地
調
査
に
つ
い
て
綴
っ
た
『
ザ
イ
ー
ル
・
ノ
ー
ト
』
の
中
で
、
一
九
六
〇
年
代
後
半

か
ら
一
九
七
〇
年
代
前
半
に
、
ザ
イ
ー
ル
東
部
で
言
語
や
文
化
の
調
査
を
行
う
日
本
人
研
究

者
が
宿
舎
で
句
会
を
開
い
た
こ
と
、
ス
ワ
ヒ
リ
語
に
よ
る
句
作
に
挑
戦
し
た
こ
と
な
ど
を
書

い
て
い
る
。
た
だ
し
、
句
会
に
興
味
を
持
っ
た
ア
フ
リ
カ
人
が
現
れ
た
の
か
ど
う
か
ま
で
は

書
か
れ
て
い
な
い
。
同
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
キ
ン
グ
ワ
ナ
語
と
い
う
ス
ワ
ヒ
リ
語
の
方
言

で
作
ら
れ
た
「
キ
ン
グ
ワ
ナ
俳
諧
」
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
だ
（
米
山 

一
九
七
七
：
一
五
三

―
一
五
七
）。 

 

ヴ
ュ
ラ
ワ
ナ
リ
ヤ 

ン
グ
ル
モ
ム
バ
リ 

ハ
イ
ジ
ャ
ネ
シ
ヤ 

 
 
 
 

湯
川
恭
敏 

（
蛙
啼
き
遠
雷
あ
り
て
雨
い
ま
だ
し
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
訳
：
米
山
俊
直
） 

 

ニ
メ
キ
シ
ヤ 

サ
ウ
チ
ヤ
マ
カ
リ 

イ
コ
シ
ン
バ 

 
 
 
 
 
 
 
 

梶
茂
樹 

（
吠
え
声
の
ひ
と
き
わ
た
か
く
ラ
イ
オ
ン
い
る
） 

 

俳
句
に
と
っ
て
の
海
外
吟
の
可
能
性
を
主
張
す
る
有
馬
朗
人
は
、
海
外
吟
を
旅
吟
と
生
活

吟
に
分
け
て
そ
の
違
い
を
述
べ
て
い
る
。
旅
吟
は
、
海
外
旅
行
で
出
会
っ
た
非
日
常
の
景
を

詠
む
も
の
だ
が
、
生
活
吟
に
は
、
居
住
地
へ
の
長
期
間
の
定
着
生
活
の
中
か
ら
生
ま
れ
る
発
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見
が
詠
み
こ
ま
れ
る
。
一
年
以
上
ア
メ
リ
カ
に
在
住
し
た
経
験
を
も
つ
有
馬
は
、
長
期
間
住

み
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
環
境
と
詠
み
手
の
相
互
作
用
の
な
か
か
ら
「
生
活
者
の
眼
が

生
き
る
」
句
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
（
有
馬 

二
〇
〇
〇
）。「
生
活
者
の
眼
が
生

き
る
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
周
り
の
世
界
が
単
な
る
外
国
や
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム

の
対
象
で
は
な
く
な
り
、
身
体
化
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
内
在
化
し
た
視
点
か
ら
得
ら
れ
る
観

察
が
、
モ
ノ
や
デ
キ
ゴ
ト
を
核
に
言
語
化
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
だ
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
手
掛
か
り
に
な
る
の
が
、
季
語
や
季
語
に
変
わ
り
う
る
な
に
か
な

の
で
あ
る
。 

野
外
科
学
で
あ
る
人
類
学
で
は
、
短
く
て
数
か
月
、
長
く
て
一
年
以
上
も
こ
こ
と
定
め
た

調
査
地
に
住
み
こ
む
。
そ
し
て
、
人
々
と
生
活
を
と
も
に
し
な
が
ら
文
化
や
社
会
に
つ
い
て

学
ぶ
。
し
た
が
っ
て
、
俳
句
は
必
然
的
に
生
活
吟
に
な
る
。 

 

な
り
ん
ぎ
よ 

か
し
お
り
ん
ぎ
て 

む
ぶ
ら
な
む
ぶ
ら
（
リ
ン
ガ
ラ
語
） 

 
 
 

か
つ
ぱ 

 

（
私
は
あ
な
た
を
あ
い
し
て
い
る
の
に
片
想
ひ
た
だ
た
だ
雨
が
降
っ
て
い
る
） 

 

私
は
カ
メ
ル
ー
ン
東
南
部
の
熱
帯
雨
林
地
域
に
調
査
に
入
っ
た
。
歳
時
記
を
持
っ
て
い
っ

た
も
の
の
、
生
活
や
調
査
で
余
裕
が
な
く
、
現
地
と
日
本
を
行
き
来
す
る
何
年
間
か
は
落
ち

着
い
て
そ
れ
を
開
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
研
究
対
象
と
す
る
バ
ク
ウ
ェ
レ
人
の
言
語
に
は
辞

書
が
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
研
究
の
便
宜
の
た
め
に
二
〇
〇
四
年
に
語
彙
調
査
を
行
っ
て

約
二
〇
〇
〇
語
を
集
め
、
簡
単
な
辞
書
を
つ
く
る
作
業
を
し
た
。
そ
の
と
き
、
自
然
と
歳
時

記
に
手
が
伸
び
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

か
つ
て
、「
熱
帯
季
題
小
論
」
を
記
し
た
虚
子
だ
け
で
な
く
、
い
ま
だ
に
多
く
の
日
本
人
に

は
、
熱
帯
に
は
季
節
が
な
い
と
か
、
あ
っ
て
も
微
細
で
あ
る
と
い
う
先
入
見
が
つ
よ
い
。
し

か
し
、
実
際
に
熱
帯
に
暮
ら
す
と
、
そ
れ
は
思
い
込
み
だ
と
す
ぐ
気
付
く
。【
熱
帯
夜
】
と
い

う
が
、
少
な
く
と
も
ア
フ
リ
カ
で
は
、
昼
間
の
日
向
は
温
度
が
あ
が
る
が
、
朝
晩
は
涼
し
く

過
ご
し
や
す
い
。
昼
日
中
で
も
、
ヤ
シ
の
葉
葺
き
の
家
屋
の
中
や
、
森
の
中
は
涼
し
い
ま
ま

で
あ
る
。
む
し
ろ
、
日
本
の
夏
の
方
が
は
る
か
に
蒸
し
暑
い
の
で
あ
る
。 

 

空
焦
が
す
ゴ
ジ
ラ
の
嘆
き
熱
帯
夜 

 

う
ら
た
し
お
ん 

 

バ
ク
ウ
ェ
レ
文
化
で
は
、
一
年
に
季
節
は
五
つ
あ
る
。
そ
の
う
ち
四
つ
は
二
つ
の
雨
季
と

二
つ
の
乾
季
に
対
応
し
、
大
乾
季
の
始
ま
り
の
年
末
年
始
の
時
期
は
格
別
に
寒
い
の
で
、
パ

ン
ガ
ニ
と
呼
ば
れ
る
。
大
乾
季
に
は
森
か
ら
水
が
引
き
、
川
の
水
も
少
な
く
な
っ
て
、
半
落

葉
性
の
樹
種
は
【
落
葉
】
し
て
、
冬
に
通
じ
る
風
情
を
醸
す
。
大
乾
季
の
間
に
【
焼
畑
】
を

開
く
た
め
の
伐
開
を
し
、
小
雨
季
の
来
る
前
に
火
入
れ
を
し
て
焼
畑
を
こ
し
ら
え
る
。
あ
ち

こ
ち
か
ら
細
い
筋
で
立
ち
上
る
火
入
れ
の
け
む
り
は
飛
行
機
の
上
か
ら
で
も
確
認
で
き
る
。
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乾
季
は
漁
労
【
キ
ャ
ン
プ
】
の
シ
ー
ズ
ン
で
も
あ
る
。
丸
木
舟
を
つ
く
り
、
家
族
で
川
を
遡

っ
て
連
泊
し
な
が
ら
魚
を
獲
る
。
男
た
ち
は
、【
夜
振
り
】
で
大
物
を
狙
い
、
女
性
や
子
供
た

ち
は
小
川
や
池
を
か
い
ぼ
り
す
る
【
川
狩
り
】
で
大
活
躍
す
る
。 

 

鰐
の
眼
の
ぎ
ら
り
光
つ
て
夜
振
り
か
な 

高
典 

 

小
雨
季
に
な
る
と
葉
を
落
と
し
て
い
た
木
々
の
【
芽
】
が
吹
き
だ
す
。
春
の
風
情
に
通
じ

る
も
の
が
あ
る
。
小
雨
季
に
は
【
マ
ン
ゴ
ー
】
が
成
る
。
ど
の
村
で
も
た
く
さ
ん
植
え
ら
れ

て
い
る
の
で
、
早
い
者
勝
ち
で
も
い
で
味
わ
う
。
大
雨
季
に
な
る
と
、
毎
日
数
時
間
程
度
激

し
い
【
ス
コ
ー
ル
】
が
降
る
。
時
折
疾
風
が
吹
く
の
も
こ
の
時
期
で
、
木
が
倒
れ
て
く
る
の

を
恐
れ
て
森
に
入
る
の
を
避
け
る
。
雨
季
後
半
に
な
る
と
、
川
が
増
水
し
て
森
に
水
が
入
る
。

そ
の
水
が
落
水
す
る
の
を
見
計
ら
っ
て
【
魚
梁
】
を
作
っ
て
川
に
戻
る
魚
を
捉
え
る
。
仏
領

時
代
に
キ
リ
ス
ト
教
が
入
っ
て
い
て
、【
ク
リ
ス
マ
ス
】
や
【
新
年
】
を
祝
う
の
は
日
本
に
お

け
る
の
と
同
じ
だ
。 

 

コ
ン
ゴ
河
肺
魚
ぬ
た
り
と
聖
夜
か
な 

 

高
典 

 

こ
の
よ
う
に
、
最
も
大
き
な
季
節
の
変
化
は
乾
季
か
ら
雨
季
へ
、
雨
季
か
ら
乾
季
へ
の
変

化
な
の
だ
が
、
そ
れ
以
外
に
も
一
年
の
う
ち
特
定
の
時
期
に
し
か
見
ら
れ
な
い
様
々
な
人
事
、

動
植
物
や
天
文
現
象
が
存
在
し
、
人
々
は
そ
れ
を
読
み
な
が
ら
自
然
の
成
り
行
き
に
予
想
を

立
て
て
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
中
に
は
歳
時
記
の
な
か
の
季
語
で
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
る
こ
と
と
一
致
す
る
も
の
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
歳
時
記
の
季
語
は
、
日

本
の
生
態
環
境
に
合
わ
せ
た
も
の
だ
か
ら
、
同
じ
モ
ノ
や
事
象
が
扱
わ
れ
て
い
て
も
、
ア
フ

リ
カ
の
現
地
と
は
タ
イ
ミ
ン
グ
が
ず
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
読
み
か
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
対
応
で
き
る
し
、
逆
に
温
帯
に
い
て
は
想
像
も
つ
か
ぬ
よ
う
な
季
語
の
イ
メ

ー
ジ
を
引
き
出
す
機
会
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、「
生
活
者
の
眼
」
で
表
現
し
た
い
と

思
っ
た
と
き
、
同
じ
事
物
で
あ
っ
て
も
、
現
地
語
で
し
か
表
現
で
き
な
い
情
感
や
意
味
が
あ

る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
例
え
ば
、
ア
フ
リ
カ
デ
ン
キ
ナ
マ
ズ
を
、「
デ
ン
キ
ナ
マ
ズ
」
や
学

名
で
「M

a
la

p
teru

ru
s 

electricu
s

」
と
言
う
の
と
、
「
ビ
ビ
」
（
バ
カ
語
）
や
「
グ
グ
」
（
バ
ク

ウ
ェ
レ
語
）
と
い
っ
た
現
地
語
で
言
う
の
と
で
は
天
と
地
ほ
ど
に
ち
が
う
の
で
あ
る
。
運
悪

く
デ
ン
キ
ナ
マ
ズ
に
触
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
の
感
覚
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
へ
の
文
化
的
含
意

が
、
現
地
語
に
は
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
世
界
は
安
易
な
翻
訳
を
す
る
と
説
明
的

に
な
る
だ
け
で
な
く
、
つ
ま
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
ロ
ー
カ
ル
な
豊
か
さ
を
ど

の
よ
う
に
俳
句
の
な
か
で
表
現
し
、
共
有
で
き
る
の
か
は
大
き
な
課
題
だ
と
思
う
。 

と
こ
ろ
で
、
ア
フ
リ
カ
俳
句
に
は
、
詠
み
手
と
対
象
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
、
少
な
く
と

も
次
の
四
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
一
．
ア
フ
リ
カ
で
、
日
本
人
が
詠
む
俳
句
、
二
．
日
本
で
ア
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フ
リ
カ
を
詠
ん
だ
俳
句
、
三
．
ア
フ
リ
カ
で
、
ア
フ
リ
カ
人
が
詠
む
俳
句
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、

現
状
で
は
一
．
と
二
．
に
つ
い
て
は
既
に
少
な
く
な
い
数
の
句
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。 

 

冬
初
め
阿
弗
利
加
の
子
に
ぬ
い
ぐ
る
み 

高
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今
後
、
と
く
に
楽
し
み
な
の
は
三
．
の
タ
イ
プ
の
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。

ア
フ
リ
カ
大
陸
に
は
長
い
人
の
居
住
史
を
反
映
し
て
、
言
語
の
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
と
な
っ
て

い
る
。
そ
う
い
っ
た
言
語
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
形
態
は
、
ま
っ
た
く
新
し
い
俳
句
を
生

み
出
す
可
能
性
が
あ
る
。
例
え
ば
熱
帯
雨
林
の
た
だ
な
か
で
、
ト
ー
ン
（
音
の
高
低
）
だ
け

で
数
十
㎞
先
ま
で
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
太
鼓
言
葉
と
い
う
も
の
が
あ
る

が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
ば
で
俳
句
を
作
っ
た
ら
ど
う
な
る
か
、
な
ど
な
ど
興
味
は
尽
き
な
い
。 
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