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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
声
・
歌
・
こ
と
ば
の
力

つ
た
え
る

─
佐
々
木
喜
善『
聴
耳
草
紙
』の
再
発
見
─

石 

井　

正 

己　

　
　
　
　
　
　

一

　

日
本
口
承
文
芸
学
会
の
三
〇
周
年
記
念
事
業
と
し
て
企
画
さ
れ
た
「
こ

と
ば
の
世
界
」
全
四
巻
が
、
平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
七
）
一
一
月
か
ら
毎

月
刊
行
で
三
弥
井
書
店
か
ら
発
刊
さ
れ
た
。
第
一
巻
の
「
つ
た
え
る
」
を

総
論
と
し
て
、
第
二
巻
に
「
か
た
る
」、
第
三
巻
に
「
は
な
す
」、
第
四
巻

に
「
う
た
う
」
を
各
論
に
し
て
構
成
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
を
動
詞
で
命

名
し
た
の
は
、
一
般
向
け
の
わ
か
り
や
す
さ
を
考
慮
し
た
だ
け
で
な
く
、

こ
れ
ま
で
の
名
詞
に
よ
る
ジ
ャ
ン
ル
区
分
を
活
性
化
し
た
い
と
い
う
願
い

も
あ
っ
た
。

　

口
承
文
芸
に
つ
い
て
は
、
特
に
そ
の
問
題
が
大
き
か
っ
た
。
民
俗
学
で

は
公
認
さ
れ
て
い
て
も
、
辞
典
の
見
出
し
語
は
「
口
承
文
学
」
で
あ
っ
て
、

一
般
的
な
語
彙
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
研
究
の
細
分
化
が
進
ん
だ

結
果
、
口
承
文
芸
と
い
う
広
が
り
で
議
論
を
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て

い
る
。
そ
う
し
た
と
き
に
、
改
め
て
「
つ
た
え
る
」
と
い
う
本
質
に
向
き

合
え
る
場
所
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
急
激

な
情
報
化
と
国
際
化
を
迎
え
た
変
動
の
時
代
に
あ
っ
て
、「
つ
た
え
る
」
と

い
う
行
為
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

　

そ
の
際
、昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
に
発
刊
さ
れ
た
佐
々
木
喜
善
の
『
聴

耳
草
紙
』
は
、
ず
い
ぶ
ん
昔
の
資
料
で
あ
り
な
が
ら
貴
重
な
示
唆
を
与
え

て
く
れ
る
。
柳
田
国
男
は
「
序
」
で
、
佐
々
木
は
採
集
者
と
し
て
、
己
を

む
な
し
く
す
る
ほ
ど
の
大
変
な
努
力
を
重
ね
、
客
観
の
記
録
を
残
す
こ
と

が
で
き
た
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
佐
々
木
の
達
成
を
高
く
評
価
し

な
が
ら
も
、
採
集
者
は
将
来
の
研
究
者
の
た
め
に
あ
る
と
す
る
抑
圧
で
も

あ
っ
た
。
柳
田
は
一
郡
一
島
単
位
で
昔
話
集
を
作
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い

た
が
、『
聴
耳
草
紙
』
は
東
北
地
方
に
伝
わ
る
昔
話
を
寄
せ
集
め
た
の
で
、

そ
れ
自
体
が
す
で
に
大
き
な
対
立
を
孕
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
言
う
客
観
の
記
録
と
は
、
あ
ま
り
下
品
な
部
分
を
切
り
捨
て
た

り
、
我
意
に
従
っ
て
取
捨
を
行
っ
た
り
す
る
傾
向
を
克
服
し
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
話
の
末
尾
に
は
、
い

つ
頃
、
誰
が
聞
い
た
話
で
あ
る
か
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
本
は
確
か

に
誤
植
が
多
い
し
、
発
刊
ま
で
の
経
緯
が
複
雑
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

少
な
か
ら
ぬ
混
乱
を
招
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
に
し
て
も
、
話
の
素

姓
を
明
ら
か
に
し
た
意
義
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

そ
の
結
果
、『
聴
耳
草
紙
』
は
、
佐
々
木
自
身
の
記
憶
を
核
に
し
な
が
ら
、

周
囲
の
人
々
か
ら
の
聞
書
で
幅
を
広
げ
、
さ
ら
に
多
く
の
協
力
者
の
報
告

に
拠
っ
て
で
き
あ
が
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
方
法
に
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つ
い
て
も
、「
間
接
採
集
」
の
名
の
も
と
に
一
蹴
す
る
こ
と
は
簡
単
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
録
音
技
術
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
、
東
北

地
方
に
伝
わ
る
昔
話
を
集
成
す
る
た
め
に
は
、
必
要
不
可
欠
な
方
法
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　

二

　

こ
う
し
て
集
成
さ
れ
た
三
〇
三
話
の
中
に
、「
第
一
一
四
番　

鳥
の
譚
」

の
「
夫
鳥
（
そ
の
六
）」
が
あ
る
。
夫
鳥
と
は
コ
ノ
ハ
ズ
ク
の
こ
と
で
あ
る
。

　

あ
る
所
に
若
夫
婦
が
あ
っ
た
。
あ
る
日
二
人
で
打
揃
う
て
奥
山
へ

蕨
採
り
に
行
っ
た
。
蕨
を
採
っ
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
二

人
は
別
れ
別
れ
に
な
っ
て
、
互
に
姿
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
若
妻

は
驚
き
悲
し
ん
で
山
中
を
、
オ
ッ
ト
ウ
（
夫
）
オ
ッ
ト
ウ
と
呼
び
歩

い
て
い
る
う
ち
に
と
う
と
う
死
ん
で
、
あ
の
オ
ッ
ト
ウ
鳥
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、
若
妻
が
山
中
で
見
失
っ
た
夫
を
探
し
歩
い
て
い
る
と
、
あ

る
谷
底
で
そ
の
屍
体
を
見
つ
け
て
、
そ
れ
に
取
り
縋
り
、
オ
ッ
ト
ウ
、

オ
ッ
ト
ウ
と
悲
し
み
な
が
ら
と
う
と
う
オ
ッ
ト
ウ
鳥
に
な
っ
た
。
そ

れ
で
夏
の
深
山
の
中
で
そ
う
泣
い
て
い
る
の
だ
と
も
い
う
。

　

齢と
し
よ
り寄

達
の
話
に
よ
る
と
、
こ
の
鳥
が
里
辺
近
く
へ
来
て
啼
く
と
、

そ
の
年
は
凶
作
だ
と
い
う
て
い
る
。
平ふ

だ
ん素

は
よ
ほ
ど
の
深
山
に
住
む

鳥
ら
し
い
。

　
（
私
の
稚
い
記
憶
、
祖
母
か
ら
聴
い
た
話
。）

　

こ
の
話
で
は
、
蕨
採
り
に
行
っ
た
若
夫
婦
が
別
れ
別
れ
に
な
る
が
、
妻

が
夫
を
探
せ
ず
に
鳥
に
な
る
場
合
と
、
妻
が
夫
の
屍
体
に
縋
っ
て
鳥
に

な
る
場
合
の
二
通
り
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
『
遠
野
物
語
』
の

五
一
話
と
し
て
も
よ
く
知
ら
れ
、
そ
れ
は
長
者
の
男
の
子
と
女
の
子
の
話

に
な
っ
て
い
る
が
、
内
容
は
「
夫
鳥
（
そ
の
六
）」
の
前
段
と
一
致
し
て
い

る
。

　

注
意
さ
れ
る
の
は
、「
齢と

し
よ
り寄

達
の
話
に
よ
る
と
」
と
以
下
の
記
述
で
あ

る
。
こ
れ
は
話
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、「
私
の
稚
い
記
憶
、
祖
母
か
ら
聴

い
た
話
」
を
記
録
す
る
佐
々
木
の
認
識
を
表
し
て
い
る
。
深
山
に
住
む
鳥

が
里
に
来
て
鳴
く
と
飢
饉
に
な
る
と
い
う
伝
え
は
、『
遠
野
物
語
』
五
二

話
の
馬
追
鳥
に
見
ら
れ
る
が
、『
聴
耳
草
紙
』
の
「
馬
追
い
鳥
（
そ
の
九
）」

に
は
見
つ
か
ら
な
い
。
佐
々
木
が
馬
追
鳥
か
ら
夫
鳥
に
修
正
し
た
と
も
考

え
ら
れ
る
が
、
両
様
の
伝
え
が
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
。

　

佐
々
木
に
こ
れ
を
語
っ
た
祖
母
の
ノ
ヨ
は
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）

に
生
ま
れ
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。「
齢と

し
よ
り寄

達
の

話
に
よ
る
と
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
世
代
に
共
通
す
る
認
識

だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。祖
母
た
ち
の
時
代
ま
で
は
し
ば
し
ば
凶
作
が
起
こ
っ

て
い
た
の
で
、
絶
大
な
恐
怖
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
夫
鳥
の
鳴
き
声
が

里
辺
で
聞
か
れ
る
と
凶
作
の
前
兆
で
あ
り
、
そ
れ
は
飢
饉
に
よ
る
死
を
予

感
さ
せ
た
に
ち
が
い
な
い
。
夫
鳥
の
話
は
命
に
関
わ
る
伝
え
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　

し
か
も
、「
あ
の

0

0

オ
ッ
ト
ウ
鳥
に
な
っ
た
」
か
ら
見
る
と
、
佐
々
木
自
身

も
夫
鳥
を
認
識
し
て
い
る
が
、「
平ふ

だ
ん素

は
よ
ほ
ど
の
深
山
に
住
む
鳥
ら
し
い

0

0

0

」

か
ら
す
れ
ば
、
深
山
で
鳴
き
声
を
聞
く
経
験
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
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『
遠
野
物
語
』
五
一
話
に
、「
夏
の
夜
中
に
啼
く
。
浜
の
大
槌
よ
り
駄
賃
附

の
者
な
ど
峠
を
越
え
来
れ
ば
、
遥
か
に
谷
底
に
て
其
声
を
聞
く
と
云
へ
り
」

と
あ
る
の
は
、
遠
野
と
大
槌
を
往
来
す
る
駄
賃
附
の
経
験
で
あ
り
、
そ
れ

を
伝
え
聞
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
細
部
は
佐
々
木
の
認
識
を
正

確
に
記
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

佐
々
木
は
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）
に
生
ま
れ
、昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）

に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
彼
が
生
ま
れ
て
か
ら
後
も
冷
害
に
よ
る
凶
作
は
し

ば
し
ば
起
こ
っ
た
が
、
飢
饉
で
死
ぬ
こ
と
は
な
く
な
る
。
凶
作
に
よ
る
死

の
恐
怖
が
薄
ら
ぐ
こ
と
は
、
こ
の
話
を
伝
え
る
意
義
が
失
わ
れ
て
ゆ
く
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
近
代
化
の
中
で
口
承
文
芸
を
伝
え
る
こ
と
が
な
く

な
っ
て
ゆ
く
理
由
は
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
柳
田
は
客

観
の
記
録
と
言
っ
た
が
、
こ
う
し
た
細
部
に
は
佐
々
木
の
時
代
感
覚
が
よ

く
表
れ
て
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
大
き
な
意
義
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　

三

　

こ
の
夫
鳥
の
話
を
読
む
と
き
に
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
佐
々
木
の
住
ん

だ
山
口
よ
り
さ
ら
に
奥
地
に
あ
る
恩
徳
に
暮
ら
し
た
三
浦
徳
蔵
の
生
き
方

で
あ
る
。
三
浦
は
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
に
生
ま
れ
、
平
成
二
〇
年

（
二
〇
〇
八
）
に
亡
く
な
っ
た
が
、「
山
の
賢
人
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い

人
物
で
あ
っ
た
。
恩
徳
は
標
高
が
高
く
て
米
が
穫
れ
な
い
の
で
、
そ
の
他

の
雑
穀
や
山
の
恵
み
を
糧
に
し
て
き
た
。
凶
作
と
い
う
と
き
、
そ
の
念
頭

に
あ
る
の
は
米
な
の
で
、
そ
の
生
産
さ
え
難
し
い
場
所
は
さ
ら
に
冷
害
の

影
響
を
受
け
や
す
く
、
過
酷
な
生
活
環
境
に
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。

　

遠
野
市
立
博
物
館
編
『
遠
野
の
野
鳥
』（
遠
野
市
立
博
物
館
、
一
九
八
三

年
）
の
巻
末
に
は
、
三
浦
が
記
録
し
て
き
た
野
鳥
の
初
鳴
き
の
デ
ー
タ
が

掲
載
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
中
に
は
コ
ノ
ハ
ズ
ク
も
入
っ
て
い
る
。
三
浦
が

野
鳥
の
初
鳴
き
に
聞
き
耳
を
立
て
る
の
は
、
祖
母
ノ
ヨ
の
よ
う
な
感
性
と

つ
な
が
る
が
、
記
録
を
取
っ
て
生
活
に
生
か
そ
う
と
す
る
の
は
、
佐
々
木

の
持
っ
て
い
た
よ
う
な
科
学
的
な
思
考
に
近
い
。恩
徳
の
地
に
生
涯
を
送
っ

た
三
浦
は
、
古
い
感
性
と
新
し
い
思
考
を
生
き
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
三
浦
の
観
察
記
録
が
ど
の
程
度
有
効
で
あ
っ
た
か
は
、

こ
れ
か
ら
十
分
な
検
証
が
必
要
で
あ
る
。
日
本
で
も
、
明
治
一
七
年

（
一
八
八
四
）
か
ら
日
々
の
天
気
予
報
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

（『
平
凡
社
大
百
科
事
典
』
10
、
一
九
八
五
年
）。
佐
々
木
が
夫
鳥
の
鳴
き
声

か
ら
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
く
の
は
、
彼
が
天
気
予
報
の
普
及
と
と
も
に
育
っ
た

こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
口
承
文
芸
が
伝
え
る
予
兆
の
知
恵

よ
り
も
、
科
学
的
な
知
識
を
尊
重
す
る
思
考
が
生
ま
れ
て
い
た
に
ち
が
い

な
い
。

　

昔
話
研
究
で
は
、
す
で
に
花
部
英
雄
が
「
鳥
の
昔
話
と
飢
饉
─
─
「
山

鳩
不
孝
」
を
中
心
に
─
─
」（『
昔
話
─
研
究
と
資
料
─
』
第
二
九
号
、

二
〇
〇
一
年
七
月
）
で
、
青
森
・
岩
手
・
秋
田
各
県
に
伝
わ
る
「
山
鳩
不

孝
」
と
飢
饉
の
歴
史
を
指
摘
し
て
い
る
。「
山
鳩
不
孝
」
の
サ
ブ
タ
イ
プ

の
変
容
を
分
析
し
た
う
え
で
、
中
国
か
ら
来
た
「
鳶
不
孝
」（「
雨
蛙
不
孝
」

と
も
）
か
ら
生
成
し
た
と
考
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
立
石
展
大
は
「
日
中
「
小
鳥
前
生
譚
」
の
比
較
研
究
」（『
口
承
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文
芸
研
究
』
第
二
七
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）
で
、
農
村
生
活
に
あ
っ
て
、

鳥
の
鳴
き
声
に
耳
を
傾
け
、
天
候
変
化
の
予
兆
を
探
る
こ
と
は
、
日
本
の

み
な
ら
ず
、
中
国
で
も
共
通
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
時
鳥
と

兄
弟
」
は
日
中
の
つ
な
が
り
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
他
は
そ
れ
ぞ
れ
で
生

ま
れ
、
語
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
も
推
測
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
小
鳥
前
生
譚
を
伝
え
る
の
は
、
ア
ジ
ア
だ
け
で
は
な
い
。
日

本
民
話
の
会
・
外
国
民
話
研
究
会
編
訳
『
世
界
の
鳥
の
民
話
』（
三
弥
井
書

店
、
二
〇
〇
四
年
）
の
「
１
章　

コ
ノ
ハ
ズ
ク
に
な
っ
た
子
ど
も
─
小
鳥

前
生
譚
─
」
に
は
、
中
国
、
ド
イ
ツ
、
ア
イ
ヌ
、
チ
ャ
ム
（
ベ
ト
ナ
ム
）、

セ
ル
ビ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
キ
ャ
リ
ア
ー
（
カ
ナ
ダ
）、
イ
ギ
リ
ス
の
一
四
話

を
収
録
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
を
人
類
史
の
視
野
で
議
論
で
き
る
基

盤
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

地
球
上
で
は
、
飽
食
の
時
代
を
迎
え
た
一
方
で
、
飢
餓
に
苦
し
む
人
々

が
絶
え
な
い
だ
け
に
、
こ
う
し
た
話
を
研
究
す
る
社
会
的
な
意
義
は
大
き

い
。「
つ
た
え
る
」
と
い
う
口
承
文
芸
の
本
質
に
関
わ
る
テ
ー
マ
を
据
え
、

発
生
や
伝
播
に
限
ら
ず
、
そ
れ
を
支
え
た
思
考
を
と
ら
え
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
そ
う
し
た
際
に
、変
動
す
る
時
代
の
口
承
文
芸
を
見
つ
め
た
『
聴

耳
草
紙
』
の
よ
う
な
記
述
は
、
ま
だ
発
見
さ
れ
な
い
ま
ま
に
眠
っ
て
い
る

に
ち
が
い
な
い
。
人
類
史
の
視
野
に
立
っ
て
「
つ
た
え
る
」
と
い
う
こ
と

考
え
る
口
承
文
芸
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
始
ま
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

（
い
し
い
・
ま
さ
み
／
東
京
学
芸
大
学
）


