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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
声
・
歌
・
こ
と
ば
の
力

ウ
タ
と
い
う
こ
と
ば
の
か
た
ち

―「
聞
き
手
」の
登
場
を
め
ぐ
っ
て
―

永 

池　

健 

二　

　

K
araoke

が
世
界
を
席
捲
し
て
い
る
と
い
う
。
ジ
ョ
ウ
・
シ
ュ
ン
ほ

か
著
『
カ
ラ
オ
ケ
化
す
る
世
界
』
に
よ
れ
ば
、
一
九
七
〇
年
代
に
日
本
で

発
明
さ
れ
た
と
い
う
カ
ラ
オ
ケ
は
、
ま
た
た
く
間
に
世
界
各
地
に
広
が
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
生
活
文
化
と
深
く
結
合
し
て
、
熱
狂
的
と
で
も
い
う

べ
き
独
自
の
カ
ラ
オ
ケ
文
化
を
作
り
あ
げ
て
い
る
そ
う
で
あ
る（

１
）。

カ
ラ
オ

ケ
に
熱
中
す
る
世
界
の
人
び
と
は
、
し
ば
し
ば
、
そ
れ
を
自
国
の
歌
謡
文

化
が
生
み
出
し
た
独
自
の
も
の
と
信
じ
て
お
り
、
そ
れ
が
日
本
か
ら
移
入

さ
れ
た
外
来
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
容
易
に
認
め
よ
う
と
し
な
い
の
だ

と
い
う
。
ノ
レ
パ
ン
（
歌
房
）、
K
ボ
ッ
ク
ス
、
K
T
V
な
ど
国
に
よ
っ

て
そ
の
呼
称
は
様
々
で
、
そ
の
娯
し
み
方
も
国
柄
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い

る
が
、
閉
じ
ら
れ
た
空
間
に
身
を
置
い
て
好
み
の
歌
を
歌
い
娯
し
む
と
い

う
、
そ
の
受
容
の
基
本
的
な
か
た
ち
は
変
わ
ら
な
い
。
こ
う
し
た
カ
ラ
オ

ケ
が
、
現
代
と
い
う
同
時
代
を
生
き
る
私
た
ち
が
共
有
す
る
ウ
タ
の
文
化

の
、
典
型
的
な
一
つ
の
か
た
ち
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
あ
る
ま
い
。

　

こ
う
し
た
カ
ラ
オ
ケ
の
隆
盛
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
私
た
ち
の
時
代
に

お
け
る
ウ
タ
の
文
化
の
大
き
な
変
質
の
過
程
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
、
人
が

集
ま
っ
て
共
に
何
か
を
す
る
よ
う
な
場
に
は
、
歌
が
溢
れ
て
い
た
。
今
日
、

そ
う
し
た
歌
声
は
、
す
っ
か
り
姿
を
消
し
、
代
わ
り
に
私
た
ち
の
前
に
広

が
っ
て
い
る
の
は
、
人
が
ひ
と
り
で
い
る
時
、
自
分
だ
け
の
た
め
に
歌
う

「
鼻
歌
の
風
景
」
ば
か
り
で
あ
る
。
街
角
に
溢
れ
て
い
る
ウ
タ
の
隆
盛
に
眼

を
奪
わ
れ
て
い
る
間
に
、
私
た
ち
の
ウ
タ
の
風
景
は
、
す
っ
か
り
姿
を
換

え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る（

２
）。

　

カ
ラ
オ
ケ
と
ハ
ナ
ウ
タ
。
こ
の
二
つ
の
風
景
に
代
表
さ
れ
る
現
代
の
ウ
タ

の
特
殊
な
状
況
を
、
あ
る
著
名
な
作
詞
家
た
ち
は
、
危
機
意
識
を
込
め
て

「
歌
謡
の
密
室
化
」
と
呼
ん
で
い
る
。
歌
は
現
代
に
あ
っ
て
は
、
人
と
共
に

あ
る
も
の
、
人
と
共
に
楽
し
む
も
の
で
は
な
く
、
自
分
ひ
と
り
だ
け
の
世

界
に
入
っ
て
い
く
た
め
の
も
の
と
化
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

歌
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
カ
タ
ル
、
ハ
ナ
ス
、
ト
ナ
エ
ル
、
ヨ
ム
と
い
っ

た
他
の
言
語
表
現
の
様
々
な
形
式
と
、
ど
う
異
な
る
の
か
。
こ
う
し
た
ウ

タ
の
初
源
に
関
わ
る
問
い
も
、
現
代
の
私
た
ち
を
捉
え
て
い
る
ウ
タ
の
風

景
の
特
殊
な
あ
り
方
を
も
包
み
込
む
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
　
　

１

　

ハ
ナ
ウ
タ
と
い
う
言
葉
が
歴
史
に
登
場
し
て
く
る
の
は
、
中
世
も
ず
っ

と
降
っ
た
室
町
の
後
期
ご
ろ
、
ち
ょ
う
ど
「
小
歌
」
と
呼
ば
れ
た
新
し
い

軽
妙
な
短
詞
章
の
流
行
謡
が
隆
盛
を
き
わ
め
た
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
頃
、
お
そ
ら
く
は
人
び
と
の
生
活
の
変
化
に
対
応
し
て
、
ウ
タ
の
享
受

の
か
た
ち
が
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る（

３
）。

　

も
ち
ろ
ん
、
ハ
ナ
ウ
タ
と
い
う
言
葉
は
な
く
と
も
、
誰
も
聞
く
人
が
い
な
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い
の
に
ウ
タ
を
歌
う
こ
と
は
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ

う
な
万
葉
歌
な
ど
は
、
そ
う
し
た
古
代
の
独
歌
の
典
型
的
な
一
つ
だ
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

 

い
で
吾
が
駒
早
く
行
き
こ
そ
真
土
山　

待
つ
ら
む
妹
を
行
き
て
早
見
む

（
４
）

（
万
葉
集
巻
第
十
二
、三
一
五
四
歌
）

　

さ
あ
早
く
。
け
わ
し
い
峠
道
で
思
わ
ず
馬
に
語
り
か
け
る
。
そ
う
し
た

口
吻
を
残
し
た
こ
の
歌
は
、
険
し
い
国
境
い
の
峠
道
を
往
き
来
す
る
旅
人

の
歌
で
あ
り
、
今
日
も
各
地
に
残
る
馬
子
歌
の
先
蹤
で
あ
る
と
共
に
、
誰

に
聞
か
せ
る
で
も
な
く
思
わ
ず
つ
ぶ
や
く
私
た
ち
の
ハ
ナ
ウ
タ
の
は
る
か

な
御
祖
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
険
し
い
山
道
を
行
く
と
き
、
人
は
な
ぜ
歌

を
う
た
う
の
か
。

　

そ
れ
に
つ
い
て
、
宮
本
常
一
が
興
味
深
い
解
釈
を
示
し
て
い
る
。『
忘
れ

ら
れ
た
日
本
人
』
の
「
対
馬
に
て
」
の
一
節
。
対
馬
の
山
中
で
道
を
失
い
、

途
方
に
く
れ
て
い
た
宮
本
は
、
人
声
を
手
掛
り
に
峠
の
上
で
荷
物
を
預
け

て
い
た
村
人
と
再
会
す
る
。
宮
本
が
、
こ
う
し
た
見
通
し
の
悪
い
山
道
を

行
く
難
し
さ
を
述
べ
る
と
、
一
行
の
老
人
が
、
そ
れ
に
は
よ
い
方
法
が
あ

る
と
い
っ
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
く
れ
た
の
だ
と
い
う
。

　
「
歌
を
う
た
う
の
だ
。
歌
を
う
た
っ
て
お
れ
ば
、
同
じ
山
の
中
に
い
る
者

な
ら
そ
の
声
を
き
く
。
同
じ
村
の
者
な
ら
、
あ
れ
は
誰
だ
と
わ
か
る
。
相

手
も
歌
を
う
た
う
。
歌
の
文
句
が
わ
か
る
ほ
ど
の
と
こ
ろ
な
ら
、
お
お
い

と
声
を
か
け
て
お
く
。
そ
れ
だ
け
で
、
相
手
が
ど
の
方
向
へ
何
を
し
に
行

き
つ
つ
あ
る
か
ぐ
ら
い
は
わ
か
る（

５
）。」

　

宮
本
は
、
こ
の
老
人
の
言
葉
を
受
け
て
、「
民
謡
が
、
こ
う
い
う
山
道
を

あ
る
く
と
き
に
必
要
な
意
味
を
知
っ
た
よ
う
に
思
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。

い
か
に
も
宮
本
ら
し
い
あ
ざ
や
か
な
印
象
を
残
す
記
述
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
は
た
し
て
そ
れ
で
よ
い
の
か
。
あ
ま
り
に
も
合
理
的
す
ぎ
る
理
解
に
、

何
か
微
妙
な
違
和
感
が
残
る
。

　

同
じ
よ
う
な
山
中
の
歌
声
に
対
し
て
、
小
説
家
の
中
里
介
山
が
、
ま
た
、

ま
っ
た
く
異
な
る
別
の
解
を
提
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
、
よ
く

知
ら
れ
た
長
編
小
説
『
大
菩
薩
峠
』　
「
白
根
山
の
巻
」
の
一
節
。
甲
斐
の
山

中
で
の
争
闘
で
深
傷
を
負
っ
て
昏
睡
し
た
机
龍
之
助
は
、「
山や

ま
の
娘

む
す
め」

と
呼

ば
れ
る
「
一
団
体
の
女お

な
ご子

連れ
ん

」
の
一
行
に
助
け
ら
れ
、
峠
を
下
る
山
駕
籠

の
中
で
、
夢
う
つ
つ
の
中
に
、
女
た
ち
の
う
た
う
歌
を
聞
く
。
後
に
な
っ

て
あ
の
時
の
歌
を
も
う
一
度
聞
か
し
て
ほ
し
い
と
頼
む
龍
之
助
に
対
し
て
、

女
子
連
の
首
領
、
お
徳
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。

　
「
ま
あ
、
お
恥
か
し
い
こ
と
、
あ
ん
な
の
は
歌
で
も
何
で
も
あ
り
や
し
ま

せ
ん
、
魔
除
け
に
あ
あ
し
て
声
を
出
し
て
歩
く
だ
け
の
こ
と
で（

６
）」

　

介
山
は
ま
た
「
旅
を
し
て
歩
く
と
き
に
興
に
乗
じ
て
う
た
う
歌
、
危
険

な
山
坂
を
超
ゆ
る
と
き
、
魔
除
け
を
兼
ね
て
歌
い
つ
け
の
歌
」
と
も
記
し

て
い
る
。
介
山
は
考
証
家
と
し
て
も
知
ら
れ
、
甲
斐
人
の
生
活
習
俗
に
も

造
詣
が
深
か
っ
た
。
合
理
的
な
宮
本
の
解
よ
り
も
、
は
る
か
に
深
い
所
で
、

山
中
で
思
わ
ず
歌
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
る
人
び
と
の
心
性
を
捉
え
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。

　

圓
田
陽
一
編
『
全
長
崎
県
歌
謡
集
』
は
、
か
つ
て
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
人

び
と
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
て
い
た
と
い
う
次
の
よ
う
な
祈
祷
歌
を
載
せ
て
い
る
。
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大
天
狗
、
大
天
狗
、
そ
こ
立た

ち
退の

け
ろ
、
こ
の
路
は
三
品
の
路
、
御
身

様
の
お
言
葉
を
以
て
通
ら
す
ぞ（

７
）。

　

圓
田
は
、
右
の
歌
に
「
恐
ろ
し
い
所
を
通
る
時
に
唄
つ
た
も
の
。」
と
注
記

し
て
い
る
。
険
し
い
山
道
や
夜
道
を
行
く
時
、
人
は
無
意
識
の
中
に
歌
へ
と

駆
り
立
て
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
馬
を
催
し
て
峠
を
越
え
た
古
代
の
旅
人
に

も
、
そ
の
眼
に
見
え
な
い
力
は
い
っ
そ
う
強
く
働
い
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
　
　

２

　

か
つ
て
寺
山
修
司
は
、「
歌
謡
」
と
い
う
表
現
形
式
を
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ

を
基
本
と
す
る
ド
ラ
マ
と
対
比
し
て
、「
集
団
的
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
一
形
態
」

と
規
定
し
て
み
せ
た
。
歌
謡
は
、
た
と
え
そ
の
外
的
形
式
が
掛
合
い
の
よ

う
に
対
話
的
な
装
い
を
持
っ
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
対

話
者
同
士
が
言
葉
の
遣
り
取
り
を
通
じ
て
自
己
変
革
を
遂
げ
て
い
く
よ
う

な
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
的
な
性
格
を
欠
落
さ
せ
た
、
自
己
完
結
的
、
自
己
充
足

的
な
言
語
表
現
だ
と
い
う
の
で
あ
る（

８
）。

筆
者
は
、
こ
う
し
た
寺
山
の
歌
謡

＝
モ
ノ
ロ
ー
グ
論
を
踏
ま
え
、
旧
稿
に
お
い
て
、
歌
謡
と
い
う
言
語
表
現

の
形
式
を
、
ト
ナ
エ
ゴ
ト
と
対
比
し
て
追
究
し
、
改
め
て
歌
謡
の
特
質
を

独
白
的
＝
独
歌
的
性
格
に
見
い
だ
し

（
９
）た

。
い
ま
そ
の
要
点
を
列
挙
す
る
と

次
の
通
り
で
あ
る
。

①　

ウ
タ
と
ト
ナ
エ
ゴ
ト
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
点
に
お
い
て
、
そ

の
言
語
表
現
と
し
て
の
特
質
を
共
有
し
て
い
る
。
第
一
に
、
ど
ち
ら
も

ヘ
ダ
テ
あ
る
も
の
、
異
質
な
も
の
に
向
か
っ
て
、
そ
の
ヘ
ダ
テ
を
越
え

て
発
せ
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、
ど
ち
ら
も
、
眼
に
見
え

な
い
も
の
、
隠
れ
て
い
る
も
の
に
働
き
か
け
、
言
葉
に
よ
っ
て
そ
の
力

を
表
に
顕
し
、
喚
起
す
る
表
現
で
あ
る
こ
と
。

②　

ト
ナ
エ
ゴ
ト
の
表
現
が
、
命
令
形
や
願
望
形
を
多
用
し
た
、
対
象

へ
の
直
接
的
で
強
力
な
指
向
性
に
特
徴
付
け
ら
れ
る
の
に
対
し
、
ウ
タ

の
表
現
は
、
対
象
へ
と
一
筋
に
は
向
か
わ
な
い
。
特
定
の
対
象
を
明
確

に
措
定
し
、
そ
の
対
象
へ
の
指
向
を
露
わ
に
示
す
こ
と
は
き
わ
め
て
少

な
い
、
対
象
指
向
性
の
弱
い
言
語
表
現
で
あ
る
こ
と
。

③　

ト
ナ
エ
ゴ
ト
は
、
し
ば
し
ば
微
声
を
も
っ
て
さ
さ
や
く
よ
う
に
語

ら
れ
る
。
特
定
の
対
象
に
そ
の
力
の
顕
現
を
願
う
ト
ナ
エ
ゴ
ト
の
言
葉

は
、
対
象
以
外
の
も
の
に
働
く
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一

方
、
ウ
タ
の
表
現
が
対
象
に
対
し
て
直
接
向
か
う
こ
と
が
な
い
の
は
、

そ
の
表
現
が
特
定
の
対
象
に
対
し
て
特
定
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
た

め
の
形
式
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ウ
タ
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の

す
べ
て
に
内
在
す
る
眼
に
見
え
な
い
何
か
に
ひ
と
し
な
み
に
働
き
か
け
、

そ
れ
を
振
る
わ
せ
、
共
鳴
さ
せ
、
ヘ
ダ
テ
を
越
え
て
同
調
同
化
を
促
す
。

そ
の
た
め
に
こ
そ
、
ウ
タ
に
は
曲
節
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

④　

記
紀
に
描
き
出
さ
れ
た
古
代
の
歌
の
風
景
の
中
に
は
、
な
ぜ
か
、

歌
の
「
聞
き
手
」
が
登
場
し
な
い
。
少
な
く
と
も
、
聞
き
手
が
歌
の
場

を
構
成
す
る
主
体
的
役
割
を
担
っ
て
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
。
多
く
の

記
事
で
は
、
単
に
「
歌
曰
（
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
）」
と
し
て
歌
を
掲
げ
る

の
み
で
、
歌
の
後
は
、
そ
の
ま
ま
次
の
記
述
に
移
っ
て
行
く
。
記
紀
の

歌
謡
に
お
け
る
こ
う
し
た
「
聞
き
手
の
不
在
」
と
で
も
い
う
べ
き
契
機

は
、
古
代
に
お
け
る
歌
謡
の
「
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
性
格
」
を
そ
の
ま
ま
映
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す
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑤　

ウ
タ
と
い
う
言
語
表
現
に
と
っ
て
、「
聞
き
手
」
の
存
在
は
、
本
質

的
な
も
の
で
も
、
不
可
欠
な
も
の
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
歌
謡
の
表
現

の
特
質
を
、
あ
え
て
「
聞
き
手
の
不
在
」
と
呼
ん
で
お
く
。
こ
う
し
た

「
聞
き
手
の
不
在
」
と
い
う
「
独
歌
」
的
な
契
機
こ
そ
、
す
べ
て
の
歌
謡

に
内
在
す
る
、
本
質
的
で
普
遍
的
な
特
徴
で
は
な
い
か
。

　
　
　

３

　

改
め
て
い
う
。
ウ
タ
と
は
、
聞
き
手
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
「
聞
き
手

不
在
」
の
言
語
表
現
で
あ
る
。
も
し
、
今
日
の
私
た
ち
か
ら
見
て
、
ウ
タ
が

「
聞
き
手
」
の
存
在
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
と
す

れ
ば
、
―
実
際
に
、
ウ
タ
の
聞
き
手
は
巷
に
溢
れ
て
い
る
の
だ
が
―
、
そ

れ
は
、
長
い
歌
謡
の
歴
史
の
中
で
ウ
タ
が
そ
の
姿
を
変
え
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
歌
謡
の
歴
史
の
中
で
「
聞
き
手
」
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て

登
場
す
る
の
か
。

　

日
本
の
歌
謡
史
に
お
い
て
「
聞
き
手
」
は
、
流
行
謡
の
登
場
と
共
に
現
れ

る
。
歌
謡
史
に
最
初
に
現
れ
る
流
行
謡
群
は
、
平
安
時
代
中
期
以
降
京
都
を

中
心
に
勃
興
し
、
お
よ
そ
二
百
五
十
年
に
わ
た
っ
て
隆
盛
を
極
め
た
「
今
様

（
歌
）」
で
あ
る
。
聞
き
手
は
こ
の
今
様
の
流
行
と
軌
を
一
に
し
て
登
場
す
る
。

　
『
平
家
物
語
』　
「
祇
王
」
の
あ
の
著
名
な
場
面
を
想
起
し
て
ほ
し
い
。
清

盛
の
西
八
条
の
館
に
推
参
し
た
若
き
白
拍
子
仏
御
前
を
、
祇
王
の
取
り
成
し

に
よ
っ
て
見
参
し
た
清
盛
は
、
仏
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
歌
を
所
望
す
る
。

　
「
見
参
す
る
ほ
ど
に
て
は
、
い
か
で
か
声
を
も
き
か
で
あ
る
べ
き
。
い
ま

や
う
一
つ
う
た
へ
か
し

）
（（
（

。」

　

清
盛
の
所
望
に
応
じ
て
仏
御
前
は
祝
い
の
今
様
を
歌
い
出
す
。
こ
こ
で

は
、
あ
き
ら
か
に
「
聞
き
手
」
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
に
聞

か
せ
る
た
め
に
こ
そ
歌
は
あ
る
の
で
あ
る
。

　

歌
謡
に
お
け
る
「
聞
き
手
」
の
存
在
を
示
す
早
い
事
例
は
、
す
で
に
十
一

世
紀
前
半
の
『
枕
草
子
』
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
八
十
七
段

「
職
の
御
曹
司
」
に
見
え
る
「
な
ま
老
い
た
る
女
法
師
」
と
女
房
た
ち
と
の

「
歌
は
う
た
ふ
や
。
舞
な
ど
す
る
か

）
（（
（

」
と
い
っ
た
や
り
と
り
は
、
す
で
に
歌
を

聞
き
娯
し
む
と
い
う
「
聞
き
手
」
の
意
識
の
存
在
を
は
っ
き
り
と
伝
え
て
い

よ
う
。

　

歌
を
聞
き
、
愛
で
て
娯
し
む
と
い
う
「
聞
き
手
」
の
存
在
が
な
け
れ
ば
、

流
行
謡
は
成
立
し
な
い
。
十
一
世
紀
前
半
に
登
場
す
る
今
様
歌
群
が
流
行
謡

で
あ
る
こ
と
は
、
今
日
、
ほ
ぼ
共
通
の
理
解
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
、

最
初
の
流
行
謡
群
で
あ
る
こ
と
の
歴
史
的
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も

十
分
に
理
解
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
「
聞
き
手
の
登
場
」
に
よ
っ
て
、

歌
謡
史
に
お
け
る
古
代
か
ら
中
世
へ
の
一
大
画
期
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
ウ
タ
が
ハ
ヤ
ル
と
い
う
現
象
は
古
代
に
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
こ
に
は
、
今
日
の
私
た
ち
が
理
解
し
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
「
流
行

謡
」
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
は
、
ウ
タ
が
ハ
ヤ
ル
と
い
う
現
象
は
、
人
の

ワ
ザ
で
は
な
く
、
そ
れ
を
越
え
た
超
越
的
な
力
の
顕
現
、
即
ち
、
神
の
ワ
ザ

と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
誰
も
意
図
し
た
り
仕
掛
け
た
り
す
る
者

が
い
な
い
の
に
、
い
つ
の
間
に
か
一
つ
の
ウ
タ
が
人
の
口
か
ら
口
へ
と
伝

わ
り
広
が
り
、
瞬
く
間
に
一
世
を
風
靡
す
る
。
そ
こ
に
古
代
の
人
び
と
は
、
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眼
に
見
え
な
い
神
意
の
顕
現
を
、
未
然
の
事
を
告
げ
知
ら
せ
る
超
越
的
な

力
の
発
現
を
感
じ
、
そ
れ
を
ワ
ザ
ウ
タ
と
称
し
て
畏
怖
し
た
の
で
あ
る

）
（（
（

。

　

ウ
タ
の
流
行
が
、
人
事
、
す
な
わ
ち
人
の
な
せ
る
ワ
ザ
と
了
解
さ
れ
、

「
流
行
謡
」
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
ウ
タ
を
聞
き
、
そ
れ
を
愛
で
娯
し
ん

だ
り
、
好
悪
を
選
択
し
た
り
す
る
人
び
と
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
ウ

タ
を
聞
き
娯
し
む
こ
と
が
人
の
も
の
と
な
っ
た
と
き
、
す
な
わ
ち
、
ウ
タ
の

「
聞
き
手
」
が
登
場
し
た
と
き
、
歴
史
に
最
初
の
流
行
謡
群
＝
今
様
が
登
場

し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

今
様
の
時
代
に
な
っ
て
は
じ
め
て
歌
を
う
た
う
こ
と
を
業
い
と
す
る
専

門
の
歌
い
手
、
傀く

儡ぐ
つ

や
遊あ

そ
び女

と
呼
ば
れ
る
歌
女
が
登
場
す
る
。
専
門
の
歌

い
手
の
存
在
に
は
、
そ
の
広
範
な
享
受
者
＝
聞
き
手
の
存
在
が
不
可
欠
だ

か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
流
行
謡
の
登
場
は
、
ウ
タ
の
歌
い
手
と
聞
き
手
が

分
化
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
そ
う
し
た
歌
女
た
ち
が
伝
え
る

聖
徳
太
子
と
土
師
連
八
島
に
関
わ
る
今
様
の
起
源
譚
は
、
彼
ら
が
、
自
分

た
ち
の
う
た
う
今
様
歌
が
、
古
代
の
ワ
ザ
ウ
タ
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で

あ
る
と
了
解
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

　

も
の
が
ハ
ヤ
ル
＝
流
行
と
い
う
現
象
が
広
範
に
成
立
す
る
た
め
に
は
、
意

識
的
に
で
あ
れ
、
無
意
識
的
に
で
あ
れ
、
個
人
が
自
ら
の
判
断
に
よ
っ
て

何
か
を
選
択
す
る
と
い
う
態
度
の
成
立
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
今
様
が
流

行
し
た
平
安
時
代
後
期
は
、
ウ
タ
だ
け
で
な
く
そ
う
し
た
流
行
現
象
が
広

範
に
成
立
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
流
行
現
象
の
広
範
な
流
布
は
、

王
朝
後
期
に
お
け
る
京
人
た
ち
の
生
活
世
界
の
あ
り
方
の
大
き
な
構
造
的

変
化
の
過
程
と
対
応
し
て
い
よ
う
。「
聞
き
手
の
登
場
」
を
も
っ
て
「
歌
謡

の
中
世
」
の
始
動
と
規
定
す
る
所
以
で
あ
る
。
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