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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
「
口
承
文
芸
研
究
の
再
編
成
」

〈
声
〉
の
カ
タ
チ

─
奈
良
丸
の
義
士
伝
は
い
か
に
し
て
流
通
し
た
か
─

真 

鍋
　
昌 

賢
　

は
じ
め
に

口
承
文
芸
研
究
者
は
、
複
製
さ
れ
た
声
と
ど
の
よ
う
に
つ
き
あ
っ
て
い

け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
録
音
の
魅
力
と
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
、
現
在
で

は
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
つ
て
の
芸
を
再
現
し
て
く
れ
る
こ
と
に
あ

る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
複
製
さ
れ
た
声
が
、
過
去
に
現
象
し
た
肉
声

そ
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
肉
声
に
触
れ
た
こ
と
が
な

い
場
合
、
そ
の
複
製
に
つ
い
て
の
解
釈
・
分
析
は
ど
こ
ま
で
可
能
な
の
だ

ろ
う
か
。
複
製
さ
れ
た
声
を
と
り
あ
げ
て
、
歴
史
上
の
演
者
・
現
場
の
性

格
を
、
ど
こ
ま
で
代
表
さ
せ
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た

疑
問
は
、
録
音
を
資
料
（
史
料
）
と
し
て
認
識
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ

う
な
手
続
き
が
必
要
な
の
か
、
と
い
う
根
底
的
な
問
い
に
つ
な
が
っ
て
い

く
。
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
に
、
浪
花
節
に
お
け
るSP

レ
コ
ー
ド
（
以
下
レ
コ
ー
ド
）
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

本
稿
で
は
、
一
九
一
〇
年
代
に
お
い
て
、
二
代
目
吉
田
奈
良
丸
（
以
下
、

奈
良
丸
）
の
義
士
伝
が
、
ど
の
よ
う
な
流
通
回
路
を
通
し
て
ひ
ろ
ま
っ
て

い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
一
九
一
〇
年
代
と
は
、
日
本
の
国
産
レ

コ
ー
ド
産
業
の
黎
明
期
に
あ
た
る
。
レ
コ
ー
ド
と
い
う
形
式
の
特
徴
・
存

在
意
義
は
、
歴
史
的
社
会
的
に
、
あ
る
い
は
複
製
媒
体
ど
う
し
の
関
係
の

な
か
で
、
折
衝
さ
れ
同
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
レ
コ
ー
ド
の
位
置
づ
け
は
、

当
時
の
間
メ
デ
ィ
ア
的
な
配
置
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
理
解
が
可

能
に
な
る
。

　
〈
声
（
１
）〉

は
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
タ
チ
（
物
質
性
）
と
と
も
に
受
容
さ
れ
る
。
内

容
分
析
の
一
歩
手
前
で
立
ち
止
ま
り
、
そ
の
形
式
に
つ
い
て
の
理
解
を
得

る
と
い
う
迂
回
こ
そ
が
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
複
製
さ
れ
た
声
を
扱
う

際
の
有
効
な
前
提
と
な
る
だ
ろ
う
。「
メ
デ
ィ
ア
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
」

（
Ｍ
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
）
と
す
る
な
ら
ば
、「
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
の
レ
コ
ー

ド
は
、
奈
良
丸
と
聴
衆
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
更
新
し
た
の
か
。
ひ
と
つ

の
形
式
を
凝
視
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
の
〈
声
〉
を
流
通
さ
せ
る

回
路
全
体
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
ま
た
メ
デ
ィ
ア
空
間
の
相
互
関
係
に
目

を
配
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
再
現
の
タ
イ
プ
を
意
味
づ
け
て
い
く
こ
と

こ
そ
が
、
録
音
及
び
各
種
活
字
媒
体
に
よ
る
肉
声
の
脱
身
体
化
／
再
成
形

を
検
討
可
能
な
も
の
に
し
て
い
く
道
筋
と
な
る
。

国
産
レ
コ
ー
ド
産
業
の
初
期
を
支
え
た
ニ
ッ
ポ
ノ
フ
ォ
ン
（
日
本
蓄
音

器
商
会
）
の
躍
進
を
支
え
た
の
は
、「
浪
花
節
の
台
頭（
２
）」

で
あ
っ
た
と
い

わ
れ
る
。
な
か
で
も
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
奈
良
丸
で
あ
っ
た
。

一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三
）
に
「
殿
中
刃
傷
」「
赤
垣
源
蔵
」「
討
入
」
が

発
売
さ
れ
こ
と
を
皮
切
り
に
、
一
九
一
二
年
（
明
治
四
五
）
ま
で
の
あ
い
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だ
に
、二
三
演
目
（
六
〇
面
）
が
吹
き
込
ま
れ
た
。「
奈
良
丸
も
の
」
は
「
空

前
の
成
功
」
を
収
め
た
と
言
わ
れ
る
（
３
）。

奈
良
丸
は
、
奈
良
県
下
市
町
出
身
の
浪
花
節
演
者
で
あ
り
、
二
二
歳
で

二
代
目
を
襲
名
し
た
。
奈
良
丸
の
〈
声
〉
は
、
口
演
、
活
字
、
レ
コ
ー
ド

を
通
し
て
直
接
的
・
間
接
的
に
流
通
し
て
い
く
。
一
九
一
五
年
（
大
正
四
）

に
刊
行
さ
れ
た
『
浪
花
節
名
鑑
』
に
は
、
代
表
的
な
演
目
と
し
て
「
義
士

伝
」、「
難
波
戦
記
」、「
源
平
盛
衰
記
」、「
金
森
源
太
郎
」
な
ど
が
記
さ
れ

て
い
る
（
４
）。

そ
れ
以
外
に
も
、一
九
一
二
年（
明
治
四
五
）に
刊
行
さ
れ
た『
吉

田
奈
良
丸
講
演
集
』
に
よ
れ
ば
、「
満
州
土
産　

橘
英
雄
」「
慶
安
太
平
記
」

「
天
下
三
老
士
」「
鍵
屋
騒
動
」「
左
甚
五
郎
」「
曽
我
物
語
」「
勧
進
帳
」「
景
清
」

「
袈
裟
御
前
夫
と
生
別
れ
」
な
ど
を
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
（
５
）。

こ
の
よ
う
に
奈
良
丸
は
、
一
九
一
〇
年
前
後
に
お
い
て
、
豊
富

な
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
抱
え
て
い
た
が
、
最
も
著
名
な
演

目
群
は
、「
義
士
伝
」
で
あ
っ
た
。

レ
コ
ー
ド
に
吹
き
込
ま
れ
た
文
句
と
各
種
の
書
籍
に
記
さ
れ
た
文
句
を

比
較
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
最
初
に
吹
き
込
ん
だ
演
目
と
後
年
吹
き
込
ん

だ
同
演
目
を
比
較
し
た
場
合
、
そ
こ
に
は
数
多
く
の
差
異
が
発
見
さ
れ
る
。

微
細
な
も
の
か
ら
大
き
な
も
の
ま
で
、
そ
の
差
異
は
、
奈
良
丸
論
を
展
開

す
る
な
か
で
様
々
な
気
づ
き
を
与
え
て
く
れ
る
。
実
際
に
本
稿
で
も
、
そ

れ
ら
の
比
較
に
言
及
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
述
べ
て
お
き
た

い
の
は
、
文
句
の
比
較
に
注
意
を
払
う
に
し
て
も
、
そ
れ
が
最
終
的
な
目

的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
差
異
を
際
限
な
く
生
み
出

し
て
い
く
な
か
で
、
奈
良
丸
の
義
士
伝
の
流
通
に
お
い
て
、
レ
コ
ー
ド
が
、

あ
る
い
は
活
字
が
及
ぼ
し
た
影
響
こ
そ
が
、
関
心
の
対
象
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
ま
ず
、
明
治
三
〇
年
代
の
〈
速
記
本（
６
）〉

に
記
さ
れ
た
演
目

の
特
徴
、
及
び
一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
大
和
桜
義

士
の
面
影
』
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。
次
に
一
九
一
〇
年
代
初
頭

の
レ
コ
ー
ド
が
ど
の
よ
う
に
吹
き
込
ま
れ
た
の
か
に
つ
い
て
述
べ
て
、
そ

れ
以
降
に
刊
行
さ
れ
て
い
く
〈
小
型
本
〉・〈
稽
古
本
〉
の
位
置
づ
け
に
言

及
し
て
み
た
い
。

一　

活
字
化
さ
れ
る
奈
良
丸
の
〈
声
〉

奈
良
丸
の
〈
速
記
本
〉
の
な
か
で
最
も
初
期
の
も
の
と
し
て
は
、

一
九
〇
四
年
（
明
治
三
七
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
豪
傑
金
森
源
太
郎（
７
）』

が
挙

げ
ら
れ
る
。
本
書
は
、
武
士
の
子
ど
も
で
あ
り
な
が
ら
山
賊
に
育
て
ら
れ

た
金
森
源
太
郎
の
武
勇
伝
で
あ
る
。
師
匠
で
あ
る
宮
本
武
蔵
の
大
和
巡
り

か
ら
は
じ
ま
り
、
武
蔵
と
源
太
郎
の
出
会
い
、
そ
の
ふ
た
り
と
女
海
賊
と

の
出
会
い
へ
と
物
語
は
続
い
て
い
く
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、

本
書
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。
ル
ビ
と
と
も
に
提
示
し
て
み
た
い
。

エ
ヽ
本ほ
ん
じ
つ日
よ
り
御お
せ
い
ち
ょ
う

清
聴
…
…
イ
ヤ
御お
こ
う
ら
ん
高
覧
に
供け
う
し
ま
す
る
は
、
奈て
ま良

丸へ

の
十お
は
こ
八
番
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
豪が
う
け
つ傑
金か
な
も
り
げ
ん

森
源
太た
ら
う郎
の
講お
は
な
し談
で
ご

ざ
い
ま
す
（
８
）（

ル
ビ
は
本
文
の
マ
マ
）

演
目
の
内
容
に
入
る
前
に
、
奈
良
丸
が
客
に
直
接
語
り
か
け
て
い

る
口
演
現
場
を
再
現
す
る
か
の
よ
う
な
演
出
が
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
奈て
ま
へ

良
丸
」「
講お
は
な
し談

」
と
い
う
部
分
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
口
演
の
余
韻
を
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ル
ビ
に
お
い
て
演
出
し
て
い
る
。
読
者
に
口
演
現
場
の
臨
場
感
を
与
え
つ

つ
、
口
演
の
聴
覚
的
な
情
報
を
読
者
に
対
す
る
視
覚
的
情
報
へ
と
変
換
し

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
一
方
で
気
付
く
べ
き
は
、「
御お
せ
い
ち
ょ
う

清
聴
…
…
イ

ヤ
御お
こ
う
ら
ん

高
覧
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
口
演
の
忠
実
な
再
現
と
し
て
読

ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
読
み
物
と
い
う
前
提
の
も
と
に
活

字
化
し
て
い
る
こ
と
の
強
調
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
速
記
本
〉
と
し
て
の

リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
演
出
し
つ
つ
も
、
読
み
物
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
よ
う

と
し
て
い
る
。

　
「
講お
は
な
し談

」
と
い
う
言
葉
に
関
連
し
て
、
さ
ら
に
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と

が
二
つ
あ
る
。
本
書
全
体
を
見
渡
し
て
み
る
と
す
ぐ
に
気
付
く
こ
と
だ
が
、

フ
シ
の
部
分
の
記
載
が
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
、
そ
し
て
本
書
が
浪
花
節
の

4

4

4

4

〈
速
記
本
〉
で
あ
る
こ
と
そ
の
も
の
が
、
ど
こ
に
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
形
式
は
、
本
書
の
み
で
は
な
く
、
む
し
ろ
明
治

三
〇
年
代
の
浪
花
節
の
〈
速
記
本
〉
に
よ
く
見
ら
れ
た
。
念
の
た
め
述
べ

て
お
く
と
す
れ
ば
、
こ
の
頃
の
浪
花
節
に
フ
シ
が
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
速
記
者
が
講
談
本
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
浪
花
節
を

流
し
こ
ん
で
、
か
な
り
大
胆
な
再
編
成
を
お
こ
な
い
活
字
化
し
た
と
推
定

さ
れ
る
。「
講
談
」
と
い
う
表
記
は
、
講
談
本
と
し
て
読
ま
せ
る
と
い
う
暗

黙
の
前
提
を
象
徴
的
に
意
味
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
。
フ
シ
の
部
分
は
、

韻
律
を
と
り
さ
ら
れ
、
散
文
に
変
換
さ
れ
、
浪
花
節
席
の
常
連
フ
ァ
ン
を

念
頭
に
お
く
の
で
は
な
く
、
講
談
速
記
本
の
読
者
を
念
頭
に
お
い
て
刊
行

さ
れ
た
。
四
代
目
旭
堂
南
陵
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
明
治
三
〇

年
代
の
大
阪
で
は
、
講
談
速
記
本
が
隆
盛
し
て
い
た
。
ま
た
貸
本
屋
が
興

隆
す
る
な
か
で
、
講
談
速
記
本
は
主
た
る
貸
出
本
に
な
っ
て
い
た
（
９
）。

浪
花

節
の
〈
速
記
本
〉
が
少
し
づ
つ
増
え
て
い
く
の
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期

で
あ
る
。
ま
さ
に
講
談
本
の
需
要
が
急
速
に
高
ま
っ
て
い
く
な
か
で
、
当

時
講
談
よ
り
も
格
下
と
み
な
さ
れ
て
い
た
浪
花
節
が
、
そ
の
コ
ン
テ
ン
ツ

と
し
て
と
り
こ
ま
れ
て
い
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
の
の
ち
、
実
質
的
に
奈
良
丸
の
名
前
を
本
格
的
に
ひ
ろ
め
た
の
は
、

一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
一
二
年
（
明
治
四
三
～
四
五
）
に
か
け
て
刊
行
さ

れ
た
『
大
和
桜
義
士
の
面
影
』
一
～
三
（
以
下
『
大
和
桜
』）
で
あ
っ
た
。

第
一
編
は
、
天
満
国
光
席
（
大
阪
）、
第
二
編
は
御
園
座
（
名
古
屋
）、
第

三
編
は
複
数
の
口
演
先
で
速
記
さ
れ
た
。
こ
の
三
冊
で
は
フ
シ
の
部
分
を
、

そ
れ
以
外
の
部
分
か
ら
、
明
確
に
区
別
し
て
活
字
化
＝
視
覚
化
し
て
い

る
）
（（
（

。『
大
和
桜
』の「
は
し
が
き
」で
は
、浪
花
節
が「
忠
孝
貞
」を
語
り
、「
感

化
」の
力
を
も
つ
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
と
と
も
に
、奈
良
丸
の「
五
七
、七
五

の
美
文
調
」
や
、「
其
人
に
接
す
る
」
よ
う
に
聞
か
れ
る
リ
ア
ル
な
登
場

人
物
の
演
じ
方
が
特
徴
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
出
版
意
義
の

強
調
に
お
い
て
持
ち
出
さ
れ
る
の
は
、
義
士
の
活
躍
を
描
く
こ
と
に
よ
る

「
社
会
教
育
」
と
い
う
文
脈
で
あ
っ
た）
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
肉
声
を
紙
上
で

再
現
し
た
と
い
う
自
負
が
う
か
が
え
る
一
方
で
、「
あ
な
惜を

し
や
妙た
へ
に
聞き
こ

え
し
音ね

も
節ふ
し
も　

速み
ゝ
ず記
文も
じ字
に
は
う
つ
ら
ざ
り
け
り）
（（
（

」
と
記
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
活
字
化
と
は
、
む
し
ろ
奈
良
丸
の
口
演
の
魅
力
を
伝
え
き
れ
な

い
ジ
レ
ン
マ
を
か
か
え
る
行
為
で
あ
る
こ
と
も
自
覚
さ
れ
て
い
た
。

一
方
で
は
、
か
つ
て
の
〈
速
記
本
〉
か
ら
、
そ
が
れ
た
演
出
が
あ
る
。

そ
れ
は
、『
金
森
源
太
郎
』
の
冒
頭
部
分
に
あ
っ
た
よ
う
な
聴
衆
へ
の
直
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接
的
に
話
し
か
け
る
部
分
で
あ
る
。
読
ま
れ
る
価
値
を
説
得
的
に
示
す
た

め
に
は
、
逆
説
的
に
、
現
場
の
聴
衆
へ
直
接
呼
び
か
け
る
臨
場
感
は
、
縮

滅
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た）
（（
（

。
フ
シ
が
視
覚
化
さ
れ
、
口
演
全
体
が
活
字
と

し
て
整
頓
さ
れ
つ
つ
、
さ
ら
に
は
、
物
語
外
部
に
お
け
る
演
者
／
客
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
臨
場
感
を
重
視
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
美

文
調
に
よ
る
格
調
の
高
さ
と
読
み
物
と
し
て
の
完
成
度
を
重
視
し
た
〈
速

記
本
〉
が
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

二　

複
製
さ
れ
る
〈
声
〉
―
再
構
成
手
段
と
し
て
の
フ
シ
―

　
『
大
和
桜
』
が
刊
行
さ
れ
た
年
、
奈
良
丸
は
初
め
て
レ
コ
ー
ド
の
吹
き

込
み
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
奈
良
丸
が
、
ニ
ッ
ポ
ノ
フ
ォ
ン
で
最
初
期

（
一
九
一
〇
～
一
二
）
に
吹
き
込
ん
だ
レ
コ
ー
ド
の
一
面
あ
た
り
の
収
録
時

間
は
、
お
お
よ
そ
三
～
四
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
興
行
で
の
口
演
時
間
と
比

べ
て
レ
コ
ー
ド
の
収
録
時
間
は
大
幅
に
短
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
何
ら
か

の
手
段
で
、演
目
を
構
成
し
な
お
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る）
（（
（

。
こ
こ
で
は
、

奈
良
丸
が
は
じ
め
て
録
音
を
経
験
し
た
演
目
群
の
な
か
か
ら
、
い
く
つ
か

の
義
士
伝
を
と
り
あ
げ
て
、
便
宜
的
に
『
大
和
桜
義
士
の
面
影
』
を
対
照

さ
せ
つ
つ
、
そ
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

ま
ず
は
「
殿
中
刃
傷
」
で
あ
る
。
こ
の
レ
コ
ー
ド
に
は
「
あ
れ
や
こ
れ

や
の
手
違
を
ー
、
受
け
て
被
む
る
身
の
恥
辱
と
」
と
い
う
文
句
の
フ
シ
が

吹
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
文
句
の
フ
シ
回
し
は
、「
奈
良
丸
の
蓄
音
器
で
、

最
も
耳
に
付
い
て
居
る
も
の
」
で
あ
り
、「
俗
に
『
あ
れ
や
こ
れ
や
』
の

手
違
ひ
節
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
奈
良
丸
の
口
演
を
代
表
す
る
フ
シ
回

し
で
あ
っ
た）
（（
（

。
こ
の
フ
シ
回
し
は
他
の
演
目
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る

の
だ
が
、「
殿
中
刃
傷
」
の
文
句
が
、
そ
の
人
気
を
ひ
っ
ぱ
る
糸
口
と
な

り
代
表
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
殿
中
刃
傷
」
に
は
、『
大
和
桜
』
の
冒
頭
部
分
と
ほ
ぼ
同
一
の
出
だ
し
・

展
開
が
吹
き
込
ま
れ
て
お
り
、
最
後
の
部
分
で
は
「
ヤ
ッ
ト
切
り
込
む
太

刀
先
も
額
の
金
輪
が
邪
魔
に
な
り
無
念
や
本
懐
遂
げ
ら
れ
ず
田
村
屋
敷
に

預
け
ら
れ
春
の
夕
暮
告
げ
渡
る
鐘
の
響
と
諸
共
に
無
念
の
最
後
を
遊
す
ば

か
り
家
来
四
十
七
人
が
怨
み
積
る
雪
の
夜
に
主
の
仇
討
誉
は
高
輪
泉
岳
寺
」

と
い
う
文
句
の
フ
シ
が
入
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
冒
頭
部
分
を
共
有
し
つ

つ
も
、
最
後
の
四
〇
秒
ほ
ど
は
、
そ
の
後
の
展
開
を
示
唆
す
る
ま
と
め
の

文
句
が
付
け
ら
れ
た）
（（
（

。

　
『
大
和
桜
』
の
冒
頭
部
分
と
重
な
る
部
分
を
含
み
つ
つ
、
レ
コ
ー
ド
用
に

独
自
に
再
構
成
さ
れ
て
い
る
パ
タ
ー
ン
は
、
他
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。「
大

高
源
吾
」
は
、
奈
良
丸
の
代
表
的
な
義
士
伝
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
冒
頭

部
分
は
『
大
和
桜
』
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
そ
の
後
、
部
分
を
端
折
っ
た

り
圧
縮
し
な
が
ら
、
吹
き
込
み
が
進
行
し
て
い
る
。
ま
た
収
録
面
数
の
多

い
例
と
し
て
は
、た
と
え
ば「
中
山
安
兵
衛
生
立
」（
四
面
一
組
）が
あ
る
。「
鬼

を
も
拉
ぐ
大
丈
夫
の
勇
猛
心
も
曲
者
の
恋
に
は
迷
う
例
い
か
や
」
と
い
う

冒
頭
部
分
ま
で
は
、『
大
和
桜
』
の
冒
頭
部
分
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
そ

れ
以
降
は
、
異
な
る
独
自
の
文
句
に
な
っ
て
い
る
。
物
語
の
筋
を
フ
シ
に

乗
せ
て
た
ど
っ
て
い
き
、四
枚
目
で
は
、安
吉
少
年
が
印
籠
を
盗
む
場
面
（
物

語
前
半
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
）に
時
間
を
費
や
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に『
大



168

和
桜
』
と
共
有
す
る
冒
頭
部
分
を
と
り
こ
み
な
が
ら
、
フ
シ
を
有
効
に
用

い
て
、演
目
を
必
要
に
応
じ
て
圧
縮
し
、吹
き
込
み
内
容
を
構
成
す
る
の
は
、

常
套
的
な
吹
き
込
み
パ
タ
ー
ン
と
言
っ
て
い
い
。

フ
シ
を
効
果
的
に
用
い
る
に
し
て
も
、
全
体
的
に
は
フ
シ
以
外
を
聴
か

せ
る
こ
と
に
重
き
を
お
く
場
合
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
登
場
人
物
の
会

話
を
吹
き
込
み
の
中
心
に
も
っ
て
き
た
い
と
い
う
場
合
で
あ
る
。「
神
埼

与
五
郎
」（
四
面
一
組
）
で
は
、『
大
和
桜
』
に
見
ら
れ
る
冒
頭
部
分
の
フ

シ
な
ど
は
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。『
大
和
桜
』
と
異
な
る
文
句
の
フ
シ
を
、

レ
コ
ー
ド
の
冒
頭
に
入
れ
た
の
ち
、
茶
屋
の
場
面
を
焦
点
化
し
、
登
場
人

物
（
神
崎
、
茶
屋
の
婆
さ
ん
、
馬
方
）
の
会
話
に
時
間
が
割
か
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
〈
速
記
本
〉
と
比
較
し
た
と
き
に
わ
か
る
の
は
、
口
演
演

目
の
一
部
分
を
、
フ
シ
を
効
果
的
に
用
い
て
構
成
し
な
お
し
て
吹
き
込
み

を
お
こ
な
っ
た
工
夫
で
あ
る）
（（
（

。
そ
も
そ
も
当
時
の
レ
コ
ー
ド
と
は
、
演
目

の
全
体
を
聴
か
せ
る
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

演
者
／
聴
衆
は
、
レ
コ
ー
ド
を
媒
介
す
る
な
か
で
、
間
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
定
式
を
新
た
に
共
有
し
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
。
短
い
時

間
の
な
か
で
吹
き
込
み
内
容
を
構
成
す
る
と
き
に
、
常
套
的
に
工
夫
さ
れ

て
い
く
の
が
、
終
了
の
合
図
で
あ
る
。
例
え
ば
「
討
入
」
で
は
「
暫
く
休

憩
次
の
段
」、「
赤
垣
源
蔵
（
下
）」
で
は
、「
読
物
な
り
先
是
迄
」、「
中
山

安
兵
衛
生
立（
四
）」で
は「
如
何
な
り
ま
す
か
二
度
の
御
縁
」、「
義
士
引
揚
」

で
は
「
一
寸
私
は
息
を
入
れ
」
な
ど
で
あ
る
。「
大
高
源
吾
」
で
は
、
上
・

中
は
「
如
何
な
る
の
か
次
の
段
」
で
終
了
し
、
下
は
「
大
高
こ
の
夜
の
御

話
が
如
何
な
る
の
か
暫
く
休
憩
」
で
終
わ
っ
て
い
る
。
レ
コ
ー
ド
の
最
後

に
は
、
聴
衆
に
と
っ
て
腑
に
落
ち
る
終
了
（
キ
リ
バ
の
踏
襲
）
を
演
出
す

る
必
要
が
あ
っ
た
。

三　

活
字
の
増
産
―〈
小
型
本
〉と
〈
稽
古
本
〉―

　
『
大
和
桜
』
第
三
編
に
は
、「
加
奈
栄
会
）
（（
（

」
と
い
う
名
称
の
も
と
に
、「
愛

浪
家
諸
君
ニ
警
告
ス
」
と
い
う
注
意
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
大
和
桜
』
が
人

気
を
博
し
た
た
め
、
奈
良
丸
の
名
前
や
タ
イ
ト
ル
を
混
同
す
る
よ
う
な
紛

ら
わ
し
い
「
類
書
」
が
発
行
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
各
都
市
を
巡
業

し
「
浪
界
ノ
名
人
」
と
称
せ
ら
れ
、「
蓄
音
器
ニ
浪
花
節
ヲ
吹
キ
込
ミ
非
常

ニ
流
行
シ
ツ
ヽ
ア
ル
」
奈
良
丸
の
速
記
本
は
『
大
和
桜
』
し
か
な
い
。
し

た
が
っ
て
「
類
書
」
に
ま
ど
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
の
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
九
一
二
年
の
時
点
で
、
レ
コ
ー
ド
の
売

れ
行
き
が
、
奈
良
丸
の
知
名
度
を
格
段
に
上
げ
た
こ
と
、『
大
和
桜
』
と
レ

コ
ー
ド
の
共
存
が
、「
偽
物
」
を
生
ん
で
い
く
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る）
（（
（

。

　
『
大
和
桜
』
刊
行
以
降
、
奈
良
丸
の
演
目
を
掲
載
し
た
出
版
物
が
、
そ
れ

ま
で
に
な
い
勢
い
で
刊
行
さ
れ
て
い
く
。
た
と
え
ば
『
美
久
仁
の
花
』
一
・

二
（
丸
山
平
次
郎
速
記
）
は
、『
大
和
桜
』
の
後
継
本
と
で
も
い
う
べ
き
、

奈
良
丸
の
〈
速
記
本
〉
で
あ
る
。
義
士
伝
を
一
部
含
ん
で
い
る
が
、
そ
れ

以
外
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
中
心
に
掲
載
し
た「
十
八
番
講
演
集
」で
あ
っ
た
。

本
書
は
、『
大
和
桜
』
と
同
じ
判
型
で
あ
り
、
演
目
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
全
体

が
記
さ
れ
て
い
る
。『
美
久
仁
の
花
』
第
二
編
の
「
序
詞
」
に
は
、
以
下
の
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よ
う
な
導
入
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
奈
良
丸
の
レ
コ
ー
ド
は
「
快
感
を
与

ふ
る
」
だ
け
で
な
く
、知
ら
ず
知
ら
ず
の
あ
い
だ
に
フ
シ
が
「
脳
裏
に
深
刻
」

さ
れ
て
、「
忠
孝
一
本
の
我
が
国
体
の
精
華
」
あ
る
い
は
「
武
士
道
の
何
者

た
る
」
か
を
感
受
さ
せ
、
ま
た
「
風
教
に
少
か
ら
ぬ
稗
益
」
を
与
え
る
の

だ
と
い
う
。
そ
し
て
「
三
分
間
の
レ
コ
ー
ド
に
し
て
然
り
、
然
れ
ど
も
橿そ

は
僅
か
纔
に
そ
の
一
斑
を
語
れ
る
の
み
、
全
豹
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
部
分
を
限
定
的
に
し
か
吹
き
込
め
な
い
レ
コ
ー

ド
で
す
ら
、
そ
の
よ
う
な
力
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
レ
コ
ー
ド
は
口

演
の
全
体
を
表
現
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
美
久
仁

の
花
』は「
そ
の
無
限
の
感
興
こ
そ
国
体
の
精
華
を
発
顕
せ
し
む
る
の
媒
介
」

で
あ
り
、「
彼
の
レ
コ
ー
ド
の
比
に
あ
ら
ざ
る
を
確
信
す
」
と
い
う）
（（
（

。
レ
コ
ー

ド
の
「
快
感
」「
感
化
力
」
を
認
め
つ
つ
も
、
レ
コ
ー
ド
と
〈
速
記
本
〉
の

商
品
と
し
て
の
特
徴
を
「
一
斑
」
と
「
全
豹
」
と
い
う
差
異
に
求
め
、〈
速

記
本
〉
の
存
在
意
義
を
主
張
し
て
い
る
。

　
『
大
和
桜
』
の
警
告
、
そ
し
て
『
美
久
仁
の
花
』
の
差
異
化
か
ら
う
か
が

え
る
の
は
、
す
で
に
レ
コ
ー
ド
を
無
視
し
て
〈
速
記
本
〉
を
出
せ
な
く
な
っ

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
レ
コ
ー
ド
の
登
場
に
よ
っ
て
活

字
の
存
在
意
義
が
減
退
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
レ
コ
ー
ド
の

発
売
に
よ
っ
て
、
奈
良
丸
の
口
演
に
ま
つ
わ
る
出
版
物
の
数
は
増
え
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
中
心
的
に
刊
行
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
、『
大
和

桜
』
や
『
美
久
仁
の
花
』
よ
り
も
小
さ
な
判
型
の
出
版
物
で
あ
っ
た
。
こ

こ
で
言
う
〈
小
型
本
〉
と
は
、
お
お
よ
そ
タ
テ14.5cm

～18cm

、
ヨ
コ

9cm

～13cm

ほ
ど
の
大
き
さ
で
、
演
目
の
全
体
も
し
く
は
一
部
を
活
字

化
し
た
本
を
ひ
ろ
く
指
し
て
い
る
。
な
か
で
も
最
も
多
い
タ
イ
プ
は
、
手

の
ひ
ら
で
つ
か
め
る
縦
長
の
形
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
は
、
筆
者
が
実
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
〈
小
型
本
〉
を
と
り
あ

げ
て
、
掲
載
内
容
の
タ
イ
プ
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
こ
こ
で
は
、
奈

良
丸
の
演
目
の
み
を
掲
載
し
て
い
る
も
の
を
中
心
に
と
り
あ
げ
て
み
る）
（（
（

。

以
下
で
は
（　

）
内
に
お
お
よ
そ
の
表
紙
サ
イ
ズ
（
タ
テ
×
ヨ
コ
、
単
位

は
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）、
発
行
所
、
発
行
年
、
総
頁
数
、
値
段
を
分
か
る

範
囲
内
で
記
す
。
ち
な
み
に
こ
こ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
『
大
和
桜
』
や

『
美
久
仁
の
花
』
は
お
お
よ
そ22

×15 cm

（
菊
版
）
で
あ
り
、総
頁
数
は
、

各
出
版
物
に
差
は
あ
る
も
の
の
、
お
お
よ
そ
三
六
〇
頁
前
後
で
あ
る
。
ま

た
値
段
は
各
五
〇
銭
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
比
べ
て
、〈
小
型
本
〉
は
安

価
で
薄
く
、
持
ち
運
び
が
楽
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。

①
〈
小
型
本
〉

（
Ａ
）
抜
粋
タ
イ
プ

　
『
浪
花
武
士
』（18.2

×12.6

、
奈
良
丸
会
、
一
九
一
一
年
、
一
〇
二
頁
、

一
〇
銭
）
は
、『
大
和
桜
』
か
ら
二
演
目
を
抜
粋
し
、
さ
ら
に
新
聞
に
掲
載

さ
れ
た
奈
良
丸
評
を
加
え
て
全
体
を
構
成
し
て
い
る
。『
吉
田
奈
良
丸
講
演

　

浪
花
節
』（18.6

×12.6

、加
奈
栄
会
、一
九
一
二
年
、一
四
〇
頁
、一
二
銭
）

も
同
様
で
あ
る
。
三
つ
を
抜
粋
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、『
大
和
桜
』
の

発
行
所
あ
る
い
は
奈
良
丸
公
認
の
発
行
所
が
出
し
て
い
る
出
版
物
で
あ
り
、

『
大
和
桜
』
よ
り
も
値
段
の
安
い
〈
速
記
本
〉
の
抜
粋
版
と
し
て
の
性
格
を

も
っ
て
い
る
。
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し
て
は
い
る
も
の
の
、（
Ｂ
）
の
タ
イ
プ
に
比
べ
て
、（
Ｃ
）
の
タ
イ
プ
は
、

レ
コ
ー
ド
の
文
句
と
の
差
異
は
大
き
い
。

こ
う
し
た
〈
小
型
本
〉
は
、〈
速
記
本
〉
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
部
分

的
に
含
み
つ
つ
、
一
方
で
は
レ
コ
ー
ド
の
登
場
を
前
提
と
し
た
位
置
づ

け
も
含
み
込
ん
だ
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
レ
コ
ー
ド

の
文
句
そ
の
ま
ま
の
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
外
の
も
の
も
含
め
て
、

一
九
一
〇
年
代
に
お
け
る
演
目
の
断
片
化
と
は
、
レ
コ
ー
ド
の
登
場
に
呼

応
し
た
流
れ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
聴
く
た
め
の
補
助
と
い
う
役

割
だ
け
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
、
繰
り
返
し
複
製
さ
れ
た
声
を
聴
き
、

真
似
を
す
る
聴
衆
を
量
産
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。〈
小
型
本
〉
は

聴
衆
の
マ
ネ
ル
と
い
う
実
践
を
手
軽
に
補
助
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い

た
。
菊
判
よ
り
も
小
さ
い
判
型
の
〈
速
記
本
〉
は
、こ
れ
以
前
か
ら
も
あ
っ

た
）
（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
レ
コ
ー
ド
登
場
以
降
に
お
い
て
は
、
複
製
さ
れ

た
声
を
マ
ネ
ル
と
い
う
実
践
を
後
押
し
す
る
と
い
う
意
義
が
、〈
小
型
本
〉

に
明
確
に
付
け
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。〈
小
型
本
〉
の
存
在
意
義
が
、菊
判
、

レ
コ
ー
ド
と
の
相
対
的
な
関
係
の
な
か
で
、
ま
た
需
要
／
供
給
の
な
か
で

再
設
定
さ
れ
て
い
く
と
言
っ
て
も
い
い
。

②
〈
稽
古
本
〉

こ
う
し
た
〈
小
型
本
〉
と
重
な
り
つ
つ
も
、
キ
ク
／
マ
ネ
ル
と
い
う
実

践
を
よ
り
積
極
的
に
下
支
え
す
る
出
版
物
も
出
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
稽

古
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
出
版
物
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

そ
れ
ら
を
〈
稽
古
本
〉
と
よ
ん
で
お
き
た
い
。

（
Ｂ
）
部
分
掲
載
タ
イ
プ
①
レ
コ
ー
ド
文
句
集

　
『
奈
良
丸
浪
花
節　

義
士
の
一
節
』（17.2

×9

、
中
野
伊
三
郎
編
・
発
行
、

一
九
一
一
年
、四
一
頁
、十
銭
）
は
、レ
コ
ー
ド
の
文
句
を
「
フ
シ
」「
コ
ト
バ
」

の
二
つ
の
部
分
に
区
別
し
て
活
字
化
し
、
さ
ら
に
コ
ト
バ
の
部
分
の
う
ち
、

登
場
人
物
の
発
言
を
「　

」
を
使
っ
て
区
別
し
て
い
る
。『
吉
田
奈
良
丸
一

席
浪
花
節
）
（（
（

』（14.5

×9
、田
村
書
店
、一
九
一
二
年
、七
七
頁
、価
格
不
明
）、

『
浪
花
節
義
士
伝
音
譜
集
』（17.1
×9.2

、
浪
花
節
新
聞
社
、
一
九
一
二
年
、

五
一
頁
、
価
格
不
明
）
も
同
様
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、『
浪
花
節
十
八
番
番

奈
良
丸
講
演
集
月
の
巻
』（15

×8.8
、
大
阪
加
奈
栄
会
、
一
九
一
三
年
、

一
一
五
頁
、一
二
銭
）
は
、レ
コ
ー
ド
に
か
な
り
近
い
が
文
句
が
少
し
づ
つ
、

違
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
準
レ
コ
ー
ド
文
句
集
と
言
え
る
よ
う
な
も
の

も
あ
る
。

（
Ｃ
）
部
分
掲
載
タ
イ
プ
②
そ
の
他

　
『
義
士
伝
新
音
譜
集　

第
二
編
』（16.8

×
9
、
榎
本
書
房
、
一
九
一
三
年
、

六
九
頁
）
は
レ
コ
ー
ド
の
形
式
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
内
容
を
よ
り
詳
細

に
記
し
直
し
て
い
る
。『
奈
良
丸
講
演
集
』（
15
×
9
、
浪
花
節
新
聞
社
編
、

三
芳
屋
書
店
、
一
九
一
二
年
、
一
五
六
頁
、
価
格
不
明
）
は
「
殿
中
刃
傷
」

「
赤
垣
源
蔵
」
な
ど
の
演
目
の
一
部
が
掲
載
さ
れ
、
他
に
ま
く
ら
・
口
上
な

ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。『
浪
花
節
お
稽
古
』（
第
二
編
）（16.8

×
9
、
吉

川
竹
次
郎
編
、
名
倉
昭
文
堂
、
一
九
一
二
年
、
四
一
頁
、
価
格
不
明
）
は
、

や
は
り
演
目
の
部
分
を
掲
載
し
て
い
る
。
し
か
し
、
演
目
の
部
分
掲
載
を
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お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
奈
良
丸
の
義
士
伝
は
、
一
九
一
〇
年
代

以
降
、
肉
声
で
の
口
演
以
外
に
、〈
速
記
本
〉・
レ
コ
ー
ド
・〈
小
型
本
〉・〈
稽

古
本
〉
を
通
し
て
流
通
し
て
い
っ
た
。
奈
良
丸
の
〈
声
〉
の
流
通
回
路
と

は
、
当
時
の
浪
花
節
業
界
全
体
に
お
い
て
先
駆
的
か
つ
代
表
的
な
ケ
ー
ス

で
あ
っ
た
。
全
体
／
部
分
、
聴
覚
／
視
覚
と
い
う
区
分
の
も
と
で
そ
れ
ぞ

れ
の
カ
タ
チ
は
個
性
を
も
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
お
互
い

を
差
異
化
し
な
が
ら
、
ま
た
関
連
し
あ
っ
て
も
い
た
。
レ
コ
ー
ド
と
い
う

視
覚
を
欠
い
た
書
き
込
み
は
、
繰
り
返
し
耳
を
傾
け
る
と
い
う
〈
声
〉
へ

の
接
し
方
を
生
み
出
し
つ
つ
、
そ
れ
を
補
う
活
字
を
ま
た
量
産
し
た
の
で

あ
る
。
本
稿
で
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
取
り
組
ん
だ
の
は
、
記
録
に
は
残
り

に
く
い
キ
ク
・
ヨ
ム
・
マ
ネ
ル
と
い
う
実
践
の
つ
な
が
り
を
、
メ
デ
ィ
ア

の
連
携
を
再
構
成
す
る
な
か
で
見
出
す
作
業
で
あ
っ
た
。

レ
コ
ー
ド
の
位
相
を
考
え
る
際
に
、
口
演
／
レ
コ
ー
ド
／
活
字
と
い

う
三
つ
の
レ
ベ
ル
で
位
置
づ
け
る
こ
と
は
一
見
正
し
い
か
に
見
え
る
の
だ

が
、「
活
字
」
を
一
括
し
て
と
ら
え
て
し
ま
う
と
、〈
声
〉
の
流
通
を
論
じ

る
う
え
で
は
、
限
界
を
呼
び
込
ん
で
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
確
認

し
て
き
た
の
は
、『
大
和
桜
』
と
レ
コ
ー
ド
が
発
売
さ
れ
て
以
降
、
そ
れ

を
さ
さ
え
る
新
た
な
活
字
が
量
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
で
あ
る
。

重
要
な
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
タ
チ
の
な
か
で
具
現
化
し
た
義
士
伝
が
、

奈
良
丸
の
〈
声
〉
を
楽
し
む
人
々
の
キ
ク
・
ヨ
ム
・
マ
ネ
ル
と
い
う
ゆ
る

『
ふ
し
附
稽
古
本　

な
に
わ
ぶ
し
あ
れ
や
こ
れ
や
』（18.5

×12.6

、
尾
上
金

城
編
、
三
芳
屋
書
店
、
一
九
一
四
年
、
四
五
銭
）
（（
（

）
は
、
活
版
印
刷
で
は
「
言

葉
の
余
音
」
を
現
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
「
思
ひ
切
つ
て
石
版
」
印

刷
と
し
て
出
版
し
た
と
い
う
。
文
句
の
右
側
に
ど
の
よ
う
に
マ
ネ
ル
べ
き

か
と
い
う
指
示
が
、
各
種
記
号
を
用
い
な
が
ら
記
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
石
版
に
し
た
と
こ
ろ
で
限
界
は
あ
る
わ
け
だ
が
、
声
の
文
字
化
の
ジ
レ

ン
マ
を
少
し
で
も
改
善
し
た
い
と
い
う
主
張
が
読
み
取
れ
る
。
蓄
音
器
で

聴
く
場
合
、
短
い
時
間
で
「
快
感
を
与
へ
る
為
め
に
、
節
廻
し
を
殊
更
に

作
り
出
し
て
、
抑
揚
波
瀾
頓
挫
を
出
来
得
る
限
り
、
多
く
」
し
て
あ
る
と

い
う
。
つ
ま
り
レ
コ
ー
ド
の
た
め
に
「
作
り
上
げ
た
節
廻
し
」
な
の
で
「
素

人
と
し
て
ト
テ
モ
真
似
の
出
来
る
」
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え

に
素
人
が
真
似
出
来
る
よ
う
に
節
付
け
を
し
た
も
の
が
本
書
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
確
認
す
べ
き
は
、
本
書
は
レ
コ
ー
ド
そ
の
も
の
を
復
元
し
よ
う
と

し
た
わ
け
で
は
な
く
、
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
つ
つ
も
独
自
に
節
付
け
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

奈
良
丸
以
外
の
演
者
の
も
の
ま
で
視
野
を
ひ
ろ
げ
る
と
、
管
見
の
限
り

で
は
『
音
譜
附
独
習
自
在　

浪
花
節
』（19

×
不
明
、
金
井
浪
海
編
、
杉

本
梁
江
堂
、一
九
一
二
年
、四
五
銭
）
（（
（

）『
本
文
フ
シ
付
浪
花
節
独
稽
古
』（18.6

×10.2

、
緑
葉
散
史
編
、
一
九
一
七
、
盛
陽
堂
、
五
五
銭
）『
浪
花
節
ま

く
ら
五
百
段
集
』（14.2

×8.2

、
榎
本
松
之
助
、
榎
本
書
店
、
一
九
一
八
）

な
ど
も
、
こ
う
し
た
稽
古
を
想
定
し
た
実
用
本
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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は
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
肉
声
が
複
製
さ
れ
た
声
の
あ

と
に
聴
か
れ
る
、
あ
る
い
は
複
製
さ
れ
た
声
の
み
が
聴
か
れ
て
、
肉
声
が

遂
に
聴
か
れ
な
い
、
と
い
う
回
路
が
成
立
す
る
な
か
で
、〈
声
〉
の
消
費

の
さ
れ
方
が
ど
の
よ
う
に
変
容
す
る
の
か
を
把
握
す
る
こ
と
こ
そ
が
肝
要

で
あ
る
。
そ
こ
に
、
口
承
文
芸
研
究
が
、
複
製
さ
れ
た
声
を
あ
つ
か
う
立

場
か
ら
メ
デ
ィ
ア
文
化
史
を
批
評
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

注（
1
）�

本
稿
で
は
、
肉
声
で
の
直
接
の
口
演
及
び
そ
の
活
字
で
の
再
現
、

レ
コ
ー
ド
で
の
再
現
を
す
べ
て
含
め
た
総
称
を
〈
声
〉
と
表
記
し

て
い
る
。

（
2
）�

山
口
亀
之
助
『
レ
コ
ー
ド
文
化
発
達
史
』
録
音
文
献
協
会
、

一
九
三
六
年
、
一
六
四
頁

（
3
）�

同
右
、
一
五
一
頁

（
4
）�『
浪
花
節
名
鑑
』
杉
岡
文
楽
堂
、
一
九
一
四
年
、
四
九
―
五
〇
頁

（
5
）�

尾
上
金
城
編
『
吉
田
奈
良
丸
講
演
集
』
浪
花
節
新
聞
社
、
一
九
一
二

年
、
三
三
―
四
六
頁

（
6
）�

本
稿
で
は
、
浪
花
節
の
口
演
の
活
字
化
し
た
出
版
物
を
〈
速
記
本
〉

と
し
て
表
記
し
て
い
る
。
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
実
際
の
口
演

を
大
胆
に
再
構
成
し
た
再
現
も
あ
る
が
、〈
速
記
本
〉
と
は
そ
れ
を

も
含
め
た
総
称
と
し
て
用
い
て
い
る
。

（
7
）�

三
代
目
旭
堂
小
南
陵
（
四
代
目
南
陵
）
の
「
速
記
本
の
書
誌
調

や
か
に
連
結
し
た
実
践
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
、
つ
ま
り
、
素
人
の
匿
名

的
な
身
体
に
お
い
て
際
限
な
く
演
じ
直
さ
れ
、
浪
花
節
が
浸
透
力
を
強
め

て
い
っ
た
経
緯
で
あ
る
。

で
は
、
浪
花
節
に
と
っ
て
レ
コ
ー
ド
と
は
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
っ
て

い
た
の
か
。
も
う
一
度
確
認
し
て
お
こ
う
。
レ
コ
ー
ド
に
吹
き
込
ま
れ
た

の
は
、
興
行
で
の
口
演
か
ら
切
り
取
ら
れ
た
単
純
な
一
部
分
で
は
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
、
フ
シ
を
中
心
と
し
て
大
胆
に
短
縮
す
る
構
成
方
法
が
勘
案

さ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
受
容
構
造
そ
の
も
の
が
更
新
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
一
九
一
〇
年
代
初
頭
に
お
い
て
レ
コ
ー
ド
は
、
そ
も
そ
も
、

物
語
に
耽
溺
す
る
聴
き
方
を
許
容
す
る
メ
デ
ィ
ア
で
は
な
か
っ
た
。
浪
花

節
の
よ
う
な
数
十
分
を
要
す
る
物
語
に
お
い
て
は
、
複
製
さ
れ
た
声
を
断

片
的
に
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
聴
か
せ
る
目
的
を
多
分
に
含
ん
で
い
た

と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

初
期
の
レ
コ
ー
ド
と
は
、
レ
コ
ー
ド
の
向
こ
う
側
に
演
者
の
身
体
が
存

在
し
、
そ
の
身
体
に
よ
っ
て
、
全
体
性
・
連
続
性
・
一
回
性
が
一
体
と
な

り
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
想
像
力
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
た
。
い

わ
ば
、
レ
コ
ー
ド
は
、
部
分
性
・
断
続
性
・
反
復
性
の
も
と
に
、
肉
声
の

再
現
を
提
供
し
た
。

全
体
性
を
演
出
し
て
い
る
〈
速
記
本
〉
か
、
複
製
さ
れ
た
声
を
聴
か
せ

る
レ
コ
ー
ド
か
、
ど
ち
ら
が
資
料
と
し
て
の
中
心
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
、

さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
。
ま
た
、
ひ
と
つ
の
演
目
が
様
々
な
差
異
を
は
ら

ん
で
複
数
の
タ
イ
プ
の
活
字
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
い
ず

れ
か
の
〈
速
記
本
〉
を
中
心
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
定
め
て
し
ま
う
こ
と
に
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査
」
に
よ
れ
ば
、『
豪
傑
金
森
源
太
郎
』『
後
の
金
森
源
太
郎
』
と

も
に
、
此
村
欽
英
堂
か
ら
一
九
〇
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
（
三
代
目
旭
堂
小
南
陵
「
速
記
本
の
書
誌
調
査
」『
明

治
期
大
阪
の
演
芸
速
記
本
基
礎
研
究
』
た
る
出
版
、
一
九
九
四
年
、

二
〇
六
頁
）。
な
お
本
論
文
に
お
い
て
参
照
し
た
の
は
、
一
九
〇
六

年
に
刊
行
さ
れ
た
再
版
で
あ
る
。

（
8
）�

二
代
目
吉
田
奈
良
丸
口
演
・
井
下
士
青
速
記
『
豪
傑
金
森
源
太
郎
』

此
村
欽
英
堂
、
一
九
〇
六
年
（
再
版
）、
一
頁
。

（
9
）�

四
代
目
旭
堂
南
陵
「
大
阪
の
貸
本
業
と
講
談
本
」『
続
々
・
明
治

期
大
阪
の
演
芸
速
記
本
基
礎
研
究
』
た
る
出
版
、
二
〇
一
一
年
、

一
八
一
―
一
九
一
頁

（
10
）�

こ
れ
以
前
に
も
、
フ
シ
の
視
覚
化
は
浪
花
節
の
速
記
に
お
い
て
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
。
管
見
の
限
り
で
は
、『
花
競
浪
花
節
』（
速
記

研
究
会
速
記
、
東
京
出
版
協
会
、
一
九
〇
六
年
、
国
立
国
会
図
書

館
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
て
閲
覧
）
あ
る
い
は
桃
中
軒

雲
右
衛
門
口
演
・
丸
山
平
次
郎
他
速
記
『
雪
の
曙
義
士
銘
々
伝
』

一
～
三
（
林
美
盛
堂
、
一
九
〇
七
―
一
九
〇
九
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
11
）�

尾
上
金
城
「
は
し
が
き
」
二
代
目
吉
田
奈
良
丸
口
演
・
丸
山
平
次

郎
速
記
『
大
和
桜
義
士
の
面
影
』
第
一
編
、
大
淵
駸
々
堂
・
岡
本

偉
業
館
・
此
村
欽
英
堂
、
一
九
一
〇
年

（
12
）�

丸
山
平
次
郎
「
は
し
が
き
」
二
代
目
吉
田
奈
良
丸
口
演
・
丸
山
平

次
郎
速
記
『
大
和
桜
義
士
の
面
影　

第
二
編
』
大
淵
駸
々
堂
・
岡

本
偉
業
館
・
此
村
欽
英
堂
、
一
九
一
一
年

（
13
）�

た
だ
し
、
フ
シ
の
な
か
に
口
演
者
か
ら
客
へ
の
語
り
か
け
が
含
ま

れ
て
い
て
、そ
れ
が
活
字
化
さ
れ
た
場
合
は
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
赤

垣
源
蔵
徳
利
の
別
れ
」
の
冒
頭
部
分
で
は
、「
思
ふ
が
儘
に
奈
良
丸

が
、
語
る
言
の
葉
よ
し
や
あ
し
、
茂
る
浪
花
の
一
ト
節
に
（
後
略
）」

（
前
掲
『
大
和
桜
義
士
の
面
影　

第
二
編
』、
二
頁
）
と
記
さ
れ
て

い
る
。

（
14
）�

限
ら
れ
た
時
間
枠
の
な
か
で
は
、
口
演
演
目
を
分
割
し
て
別
の
レ

コ
ー
ド
と
し
て
発
売
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、「
赤
垣

源
蔵
徳
利
の
別
れ
」
は
、「
赤
垣
源
蔵
」「
赤
垣
源
蔵
徳
利
の
別
れ
」

「
塩
山
伊
左
衛
門
」
に
分
割
さ
れ
て
場
面
の
選
択
が
お
こ
な
わ
れ
た

う
え
で
、
吹
き
込
ま
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、「
大
高
源
吾
」
は
、

一
九
一
一
年
に
三
面
で
吹
き
込
ま
れ
、そ
の
後
一
九
二
五
年
に
、「
大

高
源
吾
」
三
面
「
大
高
と
宝
井
」
三
面
と
い
う
二
つ
の
商
品
に
再

吹
き
込
み
さ
れ
た
。

（
15
）�

尾
上
金
城
編
『
ふ
し
附
稽
古
本　

浪
花
節
あ
れ
や
こ
れ
や
』
三
芳

屋
書
店
、
一
九
一
四
年
、
一
頁

（
16
）�『
大
和
桜
』
で
は
「
時
は
元
禄
十
四
年
」、
レ
コ
ー
ド
で
は
「
頃
は

元
禄
十
四
年
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
こ
の
前
に
つ
け

ら
れ
る
「
君
の
恵
み
に
く
ら
ぶ
れ
ば
、
富
士
の
高
嶺
も
高
か
ら
ず
、

髪
の
毛
よ
り
も
軽
き
身
は
棄
つ
と
も
何
か
厭
ふ
ら
ん
、
恨
み
は
積

も
る
雪
の
夜
に
、
主
君
の
仇
を
報
し
た
る
、
歴
史
に
残
る
忠
と
義

を
、
イ
ザ
ヤ
語
ら
ん
御
諸
君
に
」
と
い
う
文
句
も
、
速
記
と
し
て

残
さ
れ
て
い
る
（
樋
口
南
洋
編
『
浪
花
節
十
八
番
』
岡
本
増
進
堂
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一
九
一
一
年
、
五
―
六
頁
）。

（
17
）�

か
つ
て
別
稿
で
、
ニ
ッ
ポ
ノ
フ
ォ
ン
の
大
正
中
期
の
レ
コ
ー
ド
を

取
り
上
げ
て
、
再
編
成
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
「
寄

席
芸
を
め
ぐ
る
受
容
史
の
再
想
像�

―
一
九
二
〇
年
前
後
の
浪
花
節

を
焦
点
と
し
て
」
吉
見
俊
哉
他
編
『
叢
書　

現
代
の
メ
デ
ィ
ア
と

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム�

4　

大
衆
文
化
と
メ
デ
ィ
ア
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
、
二
〇
一
〇
年
）

（
18
）�

加
奈
栄
会
と
は
、
大
淵
駸
々
堂
・
岡
本
偉
業
館
、
此
村
欽
英
堂
に

よ
る
発
行
所
の
連
盟
組
織
の
名
称
。

（
19
）�

二
代
目
吉
田
奈
良
丸
口
演
・
丸
山
平
次
郎
速
記
『
大
和
桜
義
士
の

面
影
』
第
三
編
、
岡
本
偉
業
館
・
此
村
欽
英
堂
・
大
淵
駸
々
堂
、

一
九
一
二
年
、
三
六
〇
頁

（
20
）�

丸
山
平
次
郎
「
序
詞
」
二
代
目
吉
田
奈
良
丸
口
演
・
丸
山
平
次
郎

速
記
『
吉
田
奈
良
丸
十
八
番
講
演
集　

美
久
仁
の
花　

第
二
編
』

奈
良
丸
会
本
部
、
一
九
一
二
年

（
21
）�

本
稿
で
は
断
り
の
な
い
限
り
、
奈
良
丸
の
演
目
の
み
を
と
り
あ
げ

た
〈
小
型
本
〉
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
ほ
か
に
、
奈
良
丸
に
限
定

し
た
も
の
以
外
と
し
て
は
、
奈
良
丸
と
同
等
の
扱
い
で
他
の
演
者

も
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
奈
良
丸
の
写
真
や
名
前
が

表
紙
に
出
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
は
必
ず
し
も
奈
良
丸
で
は
統
一

さ
れ
て
い
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
写
真
の
み
勝
手
に
借
用
し
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
も
の
な
ど
も
あ
る
。

（
22
）�

一
部
、
他
の
演
者
の
演
目
も
掲
載
し
て
い
る
。

（
23
）�

た
と
え
ば
、
奈
良
丸
の
「
赤
垣
源
蔵
伝
」
も
収
録
さ
れ
て
い
る
『
浪

花
節　

義
士
銘
々
伝　

第
三
編
』（17.2

×9.4

、
三
芳
屋
書
店
、

一
九
二
頁
、
一
九
〇
八
年
）
な
ど
。

（
24
）�『
浪
花
節
稽
古
本
第
四
編　

神
崎
与
五
郎
其
一
其
二
』（22.3

×

15.2

、
尾
上
浪
花
節
新
聞
社
長
編
、
榎
本
書
房
、
一
九
一
二
年
、

一
六
頁
、
価
格
不
明
）
は
、
一
演
目
（
レ
コ
ー
ド
一
組
）
の
み
で

構
成
さ
れ
て
い
る
う
す
い
稽
古
本
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
こ
の
『
浪

花
節
稽
古
本
』
シ
リ
ー
ズ
が
発
売
さ
れ
た
の
ち
に
、
改
訂
・
編
集

し
た
も
の
が
本
書
と
考
え
ら
れ
る
。

（
25
）�

国
立
国
会
図
書
館
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
て
参
照
。

＊�

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
口
頭
発
表
の
一
部
を
省
略
し
、
新
た
に
補
足
部

分
を
加
え
た
。

＊�

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
近
代
日
本
に
お

け
る
語
り
芸
研
究
の
方
法
論
の
構
築
」（
研
究
代
表
者
：
真
鍋
昌
賢
、

二
〇
〇
八
～
二
〇
一
〇
年
度
、
研
究
課
題
番
号
：20520706

）
に
よ

る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
資
料
整
理
に
お
い
て
は
澤
田
正

太
郎
さ
ん
（
大
阪
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）、
張
紋
絹
さ
ん
（
大

阪
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
の
協
力
を
得
た
。

�

（
ま
な
べ
・
ま
さ
よ
し
／
北
九
州
市
立
大
学
）


