
和
讃
に
寄
せ
て

和
　
讃

に
　
寄
　
ぜ
　
て

f
傳
統
的
音
樂
に
潜
む
も
の
f

仲

七
六眞

而

　
外
來
の
文
化
が
移
植
さ
れ
、
そ
れ
が
ひ
と
た
び
民
衆
に
湿
れ
る
と
、
決
し
て
そ
の
ま
」
の
姿
で
保
存
さ
れ
る
事
な
く
攣
化
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
元
來
文
化
形
成
の
活
動
は
精
神
的
自
焚
性
に
登
す
る
も
の
で
あ
っ
て
必
ず
し
も
氣
候
風
土
の
直
接
影
響
に
由
饗
す
る
も
の
で
は
な

い
け
れ
ど
も
、
そ
の
影
響
に
は
一
定
の
限
界
が
あ
る
事
は
否
定
出
來
な
い
。
そ
の
限
界
内
に
於
い
て
最
良
の
可
能
性
を
見
出
し
、
そ

こ
に
文
化
形
成
を
促
す
な
ら
ば
或
る
檬
式
の
成
立
は
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
最
良
の
可
能
性
と
は
自
然
の
要
求
と
人
間
の
要
求
の
完

全
な
る
思
慮
的
合
致
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
可
能
性
を
現
實
化
す
る
圭
驚
は
云
う
ま
で
も
な
く
文
化
的
歴
史
的
理

念
に
支
配
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
民
族
の
一
員
と
し
て
の
個
入
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
考
へ
に
立
っ
て
我
國
の
町
鳶
的
文
化
を
観
察
す
る
時
、
各
時
代
を
通
じ
次
々
と
移
植
さ
れ
て
來
た
外
需
文
化
が
如
何

な
る
様
式
形
成
を
な
し
と
げ
た
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
如
何
な
る
特
徴
を
持
っ
て
い
る
か
、
こ
の
事
に
つ
い
て
は
既
に
種
汝
な
る
角
度

や
立
…
場
か
ら
槍
討
さ
れ
、
論
じ
ら
れ
、
留
る
種
の
決
定
的
な
意
見
を
も
磯
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
新
し
い
文
化
建



設
の
た
め
に
は
常
に
こ
の
傳
統
的
文
化
の
中
に
潜
む
本
質
的
な
要
素
の
探
究
が
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
の
よ
う
に
思
は
れ
る
。

　
日
本
化
さ
れ
た
聲
明
印
ち
和
讃
は
民
衆
の
血
の
中
に
傳
統
を
持
つ
だ
け
に
、
そ
こ
に
日
本
的
た
要
素
が
藏
さ
れ
て
い
る
に
相
違
な

く
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
佛
全
音
樂
の
嚢
展
も
期
待
出
來
る
よ
う
に
思
は
れ
る
。
併
し
こ
れ
に
關
す
る
文
獄
は
少
く
殊
に
和
讃
の
佛
敏

音
樂
と
し
て
の
文
嶽
は
皆
無
に
等
し
い
状
態
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
の
研
究
は
非
常
に
困
難
た
事
で
あ
る
が
俗
樂
特
に
民
講
と
の
關
聯

詩
に
予
て
検
討
す
る
の
も
一
つ
の
方
法
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
小
論
は
そ
の
意
岡
の
下
に
研
究
を
進
め
る
序
の
よ
う
な
も

の
で
概
括
的
に
傳
統
的
音
樂
を
考
察
す
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
左
先
づ
御
断
り
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
佛
敏
音
聾
の
根
幹
を
な
す
も
の
は
聲
明
で
あ
る
。
聲
明
が
弘
法
大
師
、
慈
畳
大
師
に
依
っ
て
將
來
さ
れ
る
以
前
に
既
に
大
陸
と
の

交
通
は
開
け
て
い
π
の
で
あ
る
か
ら
、
佛
筑
紫
來
と
同
時
に
佛
敏
音
樂
の
渡
來
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
法
式
の
型
態
を
整
へ
て

い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
法
式
に
從
つ
た
正
規
の
聲
明
は
弘
法
大
師
に
依
っ
て
將
來
さ
れ
た
眞
言
論
明
で
あ
る
。
こ
れ
に
曇
る
る

こ
と
約
四
十
年
に
し
て
慈
畳
大
師
の
天
台
聲
明
も
將
來
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
眞
言
天
台
の
二
派
は
我
が
國
の
佛
教
音
樂
の
根

幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
眞
言
聲
明
に
就
い
て
は
岩
原
半
信
氏
、
天
台
の
聲
明
に
就
い
て
は
吉
田
恒
三
氏
其
の
里
数
氏
に
よ
っ
て

そ
の
研
究
を
著
書
論
文
に
褒
表
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
」
で
は
詳
述
す
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
が
和
讃
を
知
る
た
め
に
先
づ
聖
明

と
は
何
で
あ
る
か
を
知
ら
ね
ば
な
い
な
い
。
そ
れ
は
印
度
に
根
源
を
持
ち
、
あ
の
印
度
の
五
明
即
ち
因
明
、
醗
酵
、
醤
方
明
、
工
巧

明
、
聲
明
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
、
明
と
は
學
術
を
蒙
昧
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
聲
の
學
と
い
う
事
に
な
る
が
、
元
來
こ
れ
は
聲
音

語
法
を
正
す
法
で
あ
っ
て
音
韻
文
學
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
、
こ
れ
は
製
法
を
設
く
に
當
っ
て
雄
辮
を
必
要
と
す
る
の
で
聲
丘
日
法

や
語
法
が
整
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
窓
明
は
重
要
視
さ
れ
て
獲
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
今
聲
明
と
い
う
の
は
佛
敏
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和
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の
法
式
に
用
い
ら
れ
る
聲
樂
一
般
を
指
す
こ
と
に
す
る
。
勿
論
佛
敏
の
法
式
に
な
雅
樂
や
伎
樂
等
の
存
す
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が

聲
明
と
は
一
癒
佛
教
に
用
い
ら
れ
る
聲
樂
を
意
味
し
、
そ
れ
に
は
梵
讃
、
漢
讃
、
和
讃
の
三
つ
を
包
容
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
す
る
。
聖
明
は
そ
の
初
期
邸
ち
傳
地
下
初
に
於
い
て
は
漢
讃
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
程
で
あ
る
が
、
豊
年
初
期
に

は
既
に
和
讃
を
創
作
す
る
機
蓮
が
動
い
て
い
た
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
文
學
史
上
こ
の
時
代
は
謡
う
も
の
か
ら
讃
む
も
の
へ
と

移
り
堪
る
時
機
に
相
當
し
、
五
七
の
調
は
七
五
の
調
に
韓
じ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
波
に
も
誘
は
れ
て
和
讃
は
生
れ
て
來
た
と
思
え

る
。
和
讃
は
日
本
文
の
讃
唱
で
あ
っ
て
圭
と
し
て
七
五
調
の
四
句
を
一
節
と
す
る
蓮
句
の
長
文
で
あ
る
。
素
よ
り
佛
法
俗
の
三
豊
を

讃
唱
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
和
聖
な
る
が
故
に
理
解
し
易
く
民
衆
に
親
し
ま
れ
る
要
素
を
具
え
て
い
る
。
最
初
天
台
の
畢
生
の
手
に

依
っ
て
創
作
さ
れ
た
と
い
う
阿
彌
陀
和
讃
、
室
也
和
讃
、
來
迎
和
讃
、
天
台
大
師
和
讃
等
は
人
口
に
瞼
…
炭
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。
第
安
朝
が
過
ぎ
時
代
は
武
家
政
治
に
入
る
の
で
あ
る
が
支
那
天
台
の
思
想
が
眞
言
密
婦
と
結
び
つ
い
て
猫
自
の
日
本
天
台
が
生

れ
、
そ
し
て
そ
の
基
盤
の
上
に
立
っ
て
更
に
強
力
な
浄
土
信
仰
へ
の
韓
土
の
傾
向
を
ひ
き
起
し
、
途
に
は
法
然
上
人
を
し
て
浮
土
宗

を
興
さ
し
め
る
に
至
っ
た
事
情
は
歴
史
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
瀧
會
秩
序
の
混
臨
を
伸
つ
た
當
時
の
尊
墨
不
安
、
そ
こ
よ

り
磯
生
し
た
末
法
思
想
に
起
因
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
事
實
こ
の
時
代
は
模
倣
よ
り
離
脱
を
試
み
た
時
代
で
あ
っ
て
、

傅
來
の
聲
明
は
そ
の
磯
展
を
停
止
し
、
そ
れ
に
代
っ
て
和
讃
の
隆
盛
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
眞
宗
の
親
鷺
聖
人
こ
そ
和
讃
の
代
表
的
た
行
者
で
あ
る
と
云
え
る
。
聖
人
の
和
讃
と
し
て
編
輯
さ
れ
、
陽
徳
の
讃
仰
と
他
力
本
願

の
深
義
が
自
か
ら
り
深
い
髄
駒
を
通
し
て
述
べ
ら
れ
て
あ
る
Q
こ
れ
に
は
兎
狩
和
讃
、
高
僧
和
讃
、
正
像
末
和
讃
の
三
者
を
含
め
て

い
る
。
眞
宗
に
於
い
て
は
現
在
街
こ
の
和
讃
を
聖
典
に
組
入
れ
、
偶
丈
の
後
に
讃
唱
し
績
け
て
い
る
の
で
あ
る
。



　
如
來
大
悲
の
恩
徳
は

　
身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
し

　
師
圭
知
識
の
恩
徳
も

　
ほ
ね
を
く
だ
き
て
も
謝
す
べ
し

　
こ
れ
は
正
像
末
和
讃
中
の
最
後
の
一
節
に
し
て
最
も
人
ロ
に
脈
衆
さ
れ
た
も
の
と
し
て
奉
げ
る
事
が
中
墨
る
が
、
さ
て
こ
の
和
讃

の
讃
唱
に
當
っ
て
は
如
何
な
る
旋
律
が
っ
け
ら
れ
て
來
た
か
。
佛
心
音
樂
と
し
て
の
和
讃
に
關
す
る
耳
蝉
が
乏
し
い
の
で
正
確
な
る

歴
史
を
知
る
事
は
困
難
で
あ
る
が
、
こ
の
和
讃
が
正
信
偶
と
共
に
誠
諦
さ
れ
る
と
い
う
法
式
の
初
つ
た
の
は
親
単
寧
人
入
滅
後
二
百

年
、
蓮
如
上
人
の
頃
よ
り
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
以
前
の
勤
行
に
は
六
時
禮
讃
等
を
構
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
和
讃
を
誠

聴
す
る
た
め
の
聲
律
は
小
原
流
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
に
は
慈
童
大
師
以
後
、
慈
恵
信
正
、
源
信
僑
都
を
経
て
後
京
都
小
原
の
良
忽

馬
入
に
及
ぶ
天
早
上
明
の
流
れ
が
あ
る
。
良
忍
上
人
は
融
通
常
盤
宗
の
開
組
で
あ
る
が
、
そ
の
弟
子
に
叡
塞
上
人
が
あ
り
、
更
に
そ

の
弟
子
が
法
然
聖
人
で
あ
る
。
眞
宗
に
用
い
る
聖
明
は
明
ら
か
に
天
墓
幽
明
で
あ
り
、
又
「
實
爆
心
」
に
も
本
願
寺
に
於
て
は
小
原

に
そ
の
研
究
生
を
邊
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
考
へ
ら
れ
る
の
は
和
讃
が
和
丈
で
あ
っ
て
、
叉
日
本
人
が
讃
唱
す

る
の
で
あ
る
か
ら
漢
讃
そ
の
ま
㌧
で
あ
る
筈
は
な
く
、
そ
こ
に
新
し
い
調
和
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
鶏
・
げ

た
和
讃
（
恩
徳
讃
）
の
讃
唱
に
際
し
て
も
単
位
で
は
醤
譜
、
新
譜
な
る
も
の
が
あ
り
更
に
現
在
に
於
い
て
は
澤
康
唯
、
清
水
脩
華
氏

の
作
曲
に
か
X
る
現
代
作
品
も
あ
っ
て
、
こ
れ
が
日
汝
の
法
要
に
用
い
ら
れ
て
い
る
事
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
が
あ
る
が
奮
譜
と

は
天
毫
聲
明
旋
律
で
あ
り
、
新
譜
は
絵
程
攣
化
さ
れ
簡
易
化
さ
れ
た
律
旋
の
も
の
で
あ
る
。
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そ
こ
で
先
づ
傳
雑
音
樂
の
一
般
的
共
通
性
と
し
て
輩
昔
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
翫
に
吉
川
英
士
氏
等
の
所
読
に
も
あ
る

如
く
、
日
本
人
の
情
趣
的
傾
向
に
適
合
し
て
い
る
と
み
る
べ
く
、
殆
ん
ど
総
て
の
も
の
が
号
音
的
で
あ
る
。
張
源
祥
氏
も
人
交
論
究

第
四
巻
第
六
號
に
見
て
詳
し
く
論
究
さ
れ
、
そ
れ
は
事
實
と
し
て
否
定
す
る
こ
と
が
生
恥
．
な
い
。
併
し
佛
定
盤
樂
に
於
い
て
は
民
衆

の
同
時
的
唱
和
と
い
う
と
こ
ろ
が
ら
、
磁
位
的
形
成
へ
の
可
能
性
が
伺
え
る
。
こ
れ
な
西
洋
中
世
に
於
け
る
教
會
音
譜
の
登
達
段
階

か
ら
し
て
も
そ
の
可
能
性
を
推
し
進
め
る
こ
と
が
出
面
．
る
と
考
へ
る
の
で
あ
る
が
實
際
に
於
い
て
ぽ
何
の
駆
血
的
な
合
唱
音
樂
を
も

持
た
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
後
で
再
び
鰯
れ
る
こ
と
に
す
る
が
、
現
今
唱
和
さ
れ
る
種
監
な
る
梵
唄
に
於
い
て
は
、
導
師
の
調

聲
に
短
い
て
唱
漁
は
同
管
を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
日
本
人
に
は
輩
晋
愛
好
性
な
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
事
を

認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
特
色
が
あ
り
、
意
義
が
あ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
こ
れ
は
日
本
瓦
化
を
眺
め
る
時
、
日

本
の
目
で
眺
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
事
の
假
定
を
も
同
時
に
認
め
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
我
が
國
の
砲
術
が
一
般

に
型
を
術
ぴ
、
型
に
爆
撃
の
諸
事
鮎
を
求
め
る
の
も
、
こ
れ
は
西
洋
近
代
の
合
理
意
義
的
観
貼
と
異
っ
た
精
神
で
あ
る
と
思
え
る
。

型
は
云
う
ま
で
も
な
く
理
よ
り
演
繹
せ
ら
れ
る
性
格
の
も
の
で
な
く
、
事
實
に
帰
省
・
す
る
事
實
的
な
も
の
で
あ
り
叉
優
れ
た
典
型
で

も
あ
り
得
る
。
こ
の
典
型
の
事
實
の
中
に
藝
術
の
原
理
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
が
日
本
的
な
立
場
と
で
も
い
克
よ
う
。
併
し
理
を
無

魅
す
る
も
の
で
は
な
い
。
叉
神
秘
的
な
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
旋
律
が
旋
律
型
と
呼
ば
れ
る
一
定
の
型
に
は
ま
っ
た
旋
律

の
軍
紀
に
よ
っ
て
成
立
す
る
む
き
の
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
は
類
型
的
で
あ
の
、
從
っ
て
亙
る
樂
曲
に
於
い
て
の
み
一

同
限
り
用
い
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
何
同
も
繰
返
し
て
使
用
出
來
る
し
、
更
に
同
種
類
の
他
の
樂
曲
に
於
い
て
も

同
様
に
用
い
る
こ
と
が
出
來
る
と
い
っ
た
旋
律
型
が
日
本
旋
律
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
片
周
義
道
氏
も
昔
定
盤
創
刊



號
に
蓮
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
確
か
に
そ
の
事
實
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
聲
明
に
云
う
「
由
里
、
マ
ク
リ
、
ア
タ
リ
」
等
の
譜
名

の
存
す
る
の
は
、
郎
ち
旋
律
型
を
指
す
も
の
で
あ
る
（
束
洋
脅
樂
研
究
吉
田
恒
三
馬
啓
明
墨
粍
論
滲
．
照
）
。
そ
こ
で
こ
れ
等
の
旋
律
型
を
観

察
す
る
に
そ
の
音
域
は
小
さ
く
五
度
以
内
に
限
ら
れ
、
又
西
洋
近
世
に
み
る
よ
う
な
機
能
和
聲
的
法
則
よ
り
解
放
さ
れ
た
猫
舌
の
法

則
性
に
從
っ
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
西
洋
音
樂
に
於
い
て
も
み
ら
れ
る
事
で
あ
っ
て
バ
・
ッ
ク
、
古
典
、
ロ
ー
マ
ン

派
の
三
つ
の
作
曲
檬
式
に
属
す
る
音
通
に
於
い
て
は
機
能
和
盤
の
法
則
に
支
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
そ
れ
以
前
の
も
の
及
び
現

代
の
一
部
の
昔
樂
に
は
そ
れ
自
盟
の
心
嚢
の
美
の
原
理
に
從
っ
て
成
立
し
て
い
る
旋
律
を
み
る
⑪
で
あ
る
。
こ
れ
を
純
紳
旋
律
と
い

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
聲
明
の
旋
律
に
も
こ
の
言
葉
を
適
用
す
る
事
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
か
』
る
旋
律
に
於
い
て
は
そ
こ
に
統

一
的
な
印
象
を
與
へ
る
た
め
に
メ
ル
ス
マ
ン
も
云
っ
て
い
る
よ
う
に
、
何
か
中
心
に
た
る
よ
う
な
晋
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
れ
等
の
旋
律
に
於
い
て
は
そ
の
旋
律
の
届
寒
寒
、
換
言
す
る
と
中
心
に
な
る
よ
う
な
位
置
の
音
は
大
儲
に
於
い
て
主
音
、
属

音
、
下
属
音
な
る
晋
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
聲
明
旋
律
を
更
に
深
く
観
察
す
る
た
め
に
そ
の
樂
音
組
織
に
つ
い
て

槍
討
を
加
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
西
洋
の
近
代
に
於
け
る
樂
音
組
織
は
科
學
の
基
盤
の
上
に
立
っ
て
合
理
的
に
組
織
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
聲
明
の
そ

れ
は
颯
評
す
る
と
い
う
目
的
に
適
う
様
に
感
情
的
に
自
由
性
が
あ
る
、
從
っ
て
晋
階
晋
の
動
揺
が
あ
る
。
聲
明
の
音
階
は
雅
樂
の
音

階
を
借
り
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
争
う
ま
で
も
な
く
中
國
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
國
に
あ
っ
て
は
三
分
損
釜
の
法
に

從
っ
て
割
出
さ
れ
、
日
本
で
は
順
八
蓮
六
の
法
を
も
併
せ
用
い
て
十
二
の
所
謂
牛
晋
の
階
段
的
序
列
帥
ち
十
二
律
を
得
る
の
で
あ
る

が
そ
れ
の
出
滑
音
は
壷
越
（
大
略
二
に
相
魅
す
る
）
で
あ
る
。
律
と
は
無
限
に
存
す
る
自
然
音
中
よ
り
選
ば
れ
た
有
限
の
高
さ
を
異
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に
す
る
再
訴
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
旋
律
音
と
し
て
練
べ
て
を
使
用
す
る
の
で
は
た
く
、
そ
こ
に
選
揮
的
な
秩
序
意
識
が
働

い
て
五
音
を
曲
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
雅
樂
で
は
五
三
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
五
音
に
宮
画
角
叢
話
の
階
名
が
附
せ
ら
れ
て
い

る
Q
そ
し
て
そ
の
旋
律
音
が
こ
の
五
音
を
翻
る
所
謂
旋
法
に
三
種
を
用
い
て
い
る
。
帥
ち
呂
、
中
、
律
の
三
種
で
あ
る
。
こ
の
中
律

旋
の
構
成
法
は
呂
旋
と
…
異
っ
た
庭
置
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
帥
．
ち
順
．
八
逆
六
卑
二
身
行
っ
た
上
で
更
に
順
八
力
一
行
い
、
次
に
最
初

の
宮
に
戻
り
又
順
六
を
行
っ
て
得
る
の
で
、
そ
こ
に
生
じ
た
第
三
階
音
の
角
は
特
殊
性
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
が
返

っ
て
日
本
人
に
迎
え
ら
れ
る
の
か
、
鮮
明
の
實
際
に
於
て
は
呂
旋
の
も
の
で
も
律
旋
化
さ
れ
て
い
る
面
癖
で
あ
る
。
事
實
比
較
的
に

合
理
的
な
呂
旋
は
傳
來
面
面
不
安
初
期
に
ぽ
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
其
の
後
殆
ん
ど
省
み
ら
れ
す
、
律
旋
が
大
部
分
を
占

め
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
律
旋
五
音
の
性
格
を
楡
討
し
て
み
る
に
、
宮
と
徴
の
關
係
は
圭
音
と
属
音
の
關
係
で
完
全
五
度
、
宮
と
角

の
關
係
は
圭
音
と
下
属
「
音
の
關
係
で
完
全
四
度
、
共
に
協
和
荒
塗
で
あ
る
の
で
宮
に
宿
し
よ
く
ハ
1
モ
ニ
1
し
動
揺
性
が
少
い
が
、

商
と
羽
は
圭
音
に
樹
し
て
不
協
和
暖
雨
に
あ
る
の
で
動
揺
す
る
性
格
が
あ
る
。
從
っ
て
馨
明
は
い
つ
れ
の
場
合
で
も
安
定
し
た
宮
徴

が
中
心
と
な
っ
て
上
行
下
行
し
て
旋
律
衝
動
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
上
酒
旋
法
の
組
織
は
五
音
組
織
が
原
則
で
あ
る
が
女
宮
反
応
揚

羽
揚
商
な
る
四
馬
が
加
へ
ら
れ
て
七
音
組
織
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
雅
樂
の
攣
宮
攣
．
細
面
羽
並
商
と
同
じ
も
の
で
反
の

二
倍
は
呂
旋
に
、
揚
の
二
聲
は
律
旋
に
面
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
こ
の
七
音
組
織
を
岩
原
諦
信
氏
の
表
を
借
り
て
示
せ
ば
次
の
通
り

で
あ
る
。

律
旋
法
＋
響
俳
舟
．
型
．
瑠



　呂

　旋

　法

一宮一一

一反宮一

一弱一

一． ･

一反徴一

一角＿＿．

商

　
　
　
　
　
　
一

中
曲
旋
法
　
　
宮

　
　
　
　
　
　
一

一嬰羽一

一嬰徴一

．一･一

一一p一

一嬰商一

一商・

　
宮

1
　
」

　
宮

　
「

　
こ
の
よ
う
な
七
音
組
織
を
眺
め
る
と
西
洋
の
も
の
と
類
似
は
し
て
い
る
が
そ
の
成
立
の
根
本
に
於
い
て
は
相
違
が
あ
る
の
で
あ
っ

て
例
へ
ば
四
聲
と
そ
の
原
音
言
い
か
へ
れ
ば
商
と
揚
商
、
羽
と
揚
羽
が
旋
律
的
に
連
面
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
事
は
な
い
と
い
う

こ
と
に
よ
っ
て
も
理
解
出
潮
る
の
で
あ
る
。
併
し
こ
の
表
に
假
り
に
西
洋
の
階
名
を
借
り
て
そ
の
音
程
闘
の
無
漏
を
調
べ
て
み
る
と

敏
會
調
旋
法
に
相
似
鐵
を
見
出
す
こ
と
は
甚
だ
興
味
を
そ
㌧
る
の
で
あ
る
が
實
際
聲
明
に
於
て
は
こ
の
よ
う
た
理
論
的
な
組
織
を
持

ち
な
が
ら
呂
中
律
の
三
旋
法
を
律
の
旋
法
に
準
じ
た
唱
へ
方
で
濟
し
て
い
る
の
が
實
献
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
術
音
階
の
上
に
は

全
く
表
は
れ
て
居
な
い
音
の
活
動
が
實
際
聲
明
の
上
に
絡
始
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
曲
旋
法
は
豊
明
猫
特
の
旋
法
と
し
て

そ
の
威
立
の
由
來
に
就
い
て
は
種
々
な
る
見
解
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
こ
れ
は
別
の
薫
習
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
て
こ
の
旋
法
が
特

別
に
生
れ
出
た
と
い
う
事
に
心
が
ひ
か
れ
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
』
で
し
ば
ら
く
俗
樂
旋
法
に
鰯
れ
て
み
た
い
。
俗
樂
旋
法
の
研
究
は
非
常
に
進
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
あ
ま
り
に
も
そ

の
種
類
が
複
雑
で
現
今
で
は
確
た
る
画
論
を
見
出
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
併
し
理
在
ま
で
○
研
究
に
依
っ
て
田
邊
省
雄
島
は
次
の

よ
う
な
標
準
を
示
し
て
い
ら
れ
る
。
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和
讃
に
寄
せ
て

陽
旋
法

陰
旋
法

基1
本
型i

：：＝：1．宮

A　，嬰羽

・吻
・極

ソ／二

輪ミ1i

レ1宮

麟
嘩
…
三
ド

聯一

J
＝
・
ド

桑
型
マ
」
ド

フ

　
　
　
　
　
レ

　
ー
ー
　
レ

・
　
7
ア
マ

1∠

　　一

一
三
・

一
・

二
二
∴
プ
ア
　

▽

聯
蚕
＝
・
エ

・
ニ
フ

聯
瞬
一
険

レ

▽
．
Z
二 丁

ア
一
・

－一

ﾋ

を
持
た
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
日
本
旋
法
の
導
晋
は
翻
印
に
…
封
し
て
全
音
的
手
躍
で
あ
る
。

せ
る
の
は
旋
律
的
短
音
階
の
そ
れ
に
似
て
い
る
。
民
謡
の
旋
法
ぽ
陽
旋
法
第
一
鍵
形
で
あ
る
と
い
っ
た
の
で
あ
る
が
事
蜜
は
第
二
外

形
を
用
い
て
い
る
も
の
が
非
常
に
多
い
の
で
あ
る
、
筆
者
の
郷
里
の
螢
働
歌
に
も
そ
の
例
を
見
出
す
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
聲

明
に
中
薬
旋
法
あ
り
、
俗
樂
に
こ
の
第
二
攣
形
あ
り
。
共
に
日
本
人
の
音
感
の
生
ん
だ
旋
法
と
し
て
更
に
深
く
そ
の
關
係
を
も
追
及

し
た
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
は
別
に
詳
論
し
た
い
と
考
へ
て
い
る
。
日
本
に
將
來
さ
れ
た
最
初
の
呂
旋
、
律
旋
の
内
、
四
度
の
訣

け
て
い
る
呂
旋
が
捨
て
ら
れ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
元
來
・
準
行
調
の
關
係
に
立
っ
て
い
た
呂
律
の
呂
の
代
り
に
陰
旋
法

が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
又
興
味
深
い
事
で
あ
る
。
陰
旋
法
は
西
洋
中
世
の
ブ
リ
ギ
ヤ
旋
法
に
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
事

は
音
樂
世
界
昭
和
十
五
年
四
月
號
に
田
中
正
雫
博
士
が
論
文
を
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
さ
て
再
び
聲
明
旋
律
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四

　
こ
の
表
に
依
っ
て
み
る
に
大
略
陽
旋
ぽ
律
旋
に
等
し
い
姿
を

示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
呂
旋
が
捨
て
ら
れ
律
旋
が
大
部
分
を
占

め
る
聲
明
の
推
移
の
事
惰
が
伺
は
れ
る
よ
う
に
思
え
る
。
日
本

の
民
謡
特
に
勢
働
歌
等
は
殆
ん
ど
が
陽
旋
法
で
あ
る
。
陽
旋
第

一
攣
．
形
が
そ
れ
で
あ
る
。
併
し
手
を
加
へ
た
藝
術
的
な
も
の
の

旋
法
を
み
る
と
上
行
は
第
一
攣
形
で
あ
る
が
、
下
行
は
墓
本
型

を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
人
の
斗
升
が
然
ら
し
め
た
と
考

へ
ら
れ
る
。
上
行
に
際
し
て
嬰
羽
を
用
い
る
の
は
導
音
の
働
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
下
行
の
際
は
基
本
型
を
用
い
て
す
ま



ど
り
、
そ
の
用
い
ら
れ
て
い
る
音
程
に
就
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
一
般
的
に
至
心
旋
律
に
け
跳
躍
的
な
音
程
は
少
い
。
不
板

的
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
音
程
は
五
線
に
採
譜
す
る
事
が
困
難
な
微
妙
な
動
き
で
さ
え
あ
る
。
概
し
て
順
次
的
進
行
、
そ
れ
は
短
二

度
で
な
く
て
長
二
度
が
圭
燈
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
の
言
葉
そ
の
も
の
に
も
由
謝
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
日
本

人
が
讃
唱
に
際
し
て
猫
自
の
音
感
に
服
忌
せ
し
め
た
も
の
で
あ
ら
う
。
日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
高
低
罵
言
に
あ
る
と
い
は
れ
る
の

で
あ
る
が
、
事
態
は
意
外
に
そ
の
音
程
が
小
さ
く
て
、
時
に
は
直
音
よ
り
更
に
小
さ
い
音
程
を
示
す
程
で
あ
る
。
湛
智
の
暗
明
用
心

集
に
「
塵
梅
；
膏
各
一
律
牛
ナ
ン
バ
三
分
損
釜
ノ
法
二
叶
ハ
ズ
云
々
」
と
あ
る
の
は
こ
の
間
の
消
息
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
要
す
る

に
聲
明
旋
律
が
不
板
的
で
あ
る
の
も
言
葉
と
の
關
聯
に
依
っ
て
形
成
さ
れ
た
音
無
術
で
あ
る
た
め
と
も
思
え
る
。
聲
明
で
は
ア
タ
ッ

ク
に
際
し
て
常
に
鼻
衝
音
（
シ
ュ
ラ
ィ
フ
ァ
ー
風
）
の
よ
う
な
も
の
が
與
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
導
音
的
性
格
を
持
つ
音
で
あ
っ
て
大

て
い
は
発
音
下
の
音
、
時
に
は
短
三
度
下
の
晋
よ
り
出
る
事
も
あ
る
が
、
何
か
圭
音
（
宮
音
）
換
言
す
れ
ば
中
心
音
を
求
め
て
の
準

備
的
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
眞
｛
示
各
派
で
は
あ
ま
り
用
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
い
つ
れ
に
し
て
も
ピ
ッ
チ

を
明
確
に
示
す
樂
譜
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
日
本
の
竜
前
一
般
に
は
共
通
的
な
や
り
ロ
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
次
に
四
度
音
程
の
こ
と
で
あ
る
が
聲
明
に
は
こ
の
音
程
が
非
常
に
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
墨
譜
を
み
る
と
徴
角
商
の
下
行
型
が

多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
實
際
は
徴
商
即
ち
完
全
四
度
下
行
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
一
つ
の
フ
レ
ー
ズ
の
最
後
の
箇
所

と
思
は
れ
る
所
に
よ
く
み
ら
れ
る
。
聲
明
と
關
係
の
深
い
準
曲
や
能
樂
に
は
こ
の
音
程
が
軍
議
な
意
義
左
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
の
で
あ
る
が
、
或
は
日
本
個
有
の
樂
音
組
織
の
根
本
に
完
全
四
度
が
支
配
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

前
掲
陽
旋
第
二
二
形
の
構
成
は
何
も
の
か
を
語
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
街
四
度
に
重
層
し
て
塘
四
度
に
つ
い
て
一
言
鰯
れ
る
こ
と
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に
す
る
。
俗
離
の
中
に
は
確
か
に
こ
の
昔
程
が
使
用
さ
れ
特
種
た
味
を
持
た
せ
て
い
る
。
あ
れ
ぼ
ど
西
洋
の
中
世
古
典
普
樂
で
拒
否

さ
れ
た
増
四
度
が
日
本
の
俗
樂
に
於
て
は
特
種
な
働
き
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
實
陰
旋
法
の
中
に
は
そ
の
類
似
音
程
が
あ

る
。
ヒ
ン
デ
ミ
ッ
ト
は
作
曲
の
手
引
の
中
で
基
音
か
ら
の
近
親
さ
の
序
列
を
造
り
、
増
四
度
は
基
音
よ
り
最
も
遠
く
に
位
置
せ
し
め

て
い
る
が
西
洋
近
代
の
機
能
和
聲
に
支
配
さ
れ
る
怨
望
に
於
て
も
増
四
度
を
含
む
属
七
の
和
音
が
数
多
く
用
い
ら
れ
て
來
た
た
め
に

不
協
和
音
程
の
中
で
は
む
し
ろ
近
親
た
晋
程
と
し
て
感
じ
、
特
に
吾
々
に
と
っ
て
は
古
典
理
論
の
中
の
増
四
度
の
拒
否
は
不
思
議
に

思
え
る
程
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
時
的
音
程
に
篤
し
て
の
問
題
で
あ
る
が
更
に
旋
律
的
に
こ
の
音
程
を
眺
め
る
時
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
メ

シ
ア
ン
を
思
ひ
お
こ
す
の
で
あ
る
。
彼
は
好
ん
で
こ
の
音
程
を
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
倍
晋
中
の
十
一
倍
音
で
あ
る
嬰
へ
忍
歩

適
し
、
こ
れ
は
正
常
解
決
音
で
あ
る
ハ
晋
に
向
っ
て
の
引
力
が
備
っ
て
い
る
と
論
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
思
う
に
晋
程
の
協
和
感

な
る
も
の
は
時
代
性
と
民
族
性
に
張
く
關
係
が
あ
る
と
い
は
ざ
る
を
得
な
い
。

　
次
に
完
全
五
度
で
あ
る
が
こ
れ
は
宮
徴
の
關
係
で
あ
り
果
然
重
要
た
音
程
で
あ
る
。
純
粋
旋
律
の
一
般
的
特
性
と
し
て
曲
首
に
完

全
五
度
の
跳
躍
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
聲
明
に
於
い
て
は
そ
の
例
は
少
な
い
。
こ
X
で
説
明
に
甲
乙
た
る
用
語
の
あ
る
こ
と
を
思

い
浮
べ
る
の
で
あ
る
。
甲
は
宮
を
指
し
乙
は
微
を
指
す
の
で
あ
る
が
こ
の
場
合
の
徴
は
完
全
四
度
下
の
茸
山
．
ち
韓
陶
さ
れ
た
徴
を
指

す
の
で
あ
る
。
從
っ
て
甲
乙
の
關
係
は
完
全
五
度
の
關
係
で
な
く
完
全
四
度
の
關
係
で
あ
る
。
こ
の
事
は
叉
後
で
漁
る
積
り
で
あ

る
。
六
度
音
程
も
時
に
は
出
て
く
る
よ
う
で
あ
る
が
殆
ん
ど
愈
愈
ら
な
い
。
素
よ
り
機
能
和
字
に
於
け
る
軍
紀
な
長
三
度
は
問
題
外

と
い
っ
た
姿
で
あ
る
。

　
音
樂
で
は
旋
律
が
圭
導
樺
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
享
は
出
來
な
い
。
特
に
軍
音
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
総
て
が
集
中
さ
れ



て
來
た
．
と
思
え
る
日
本
旋
律
に
は
撒
多
く
の
研
究
課
題
が
藏
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
疑
は
た
い
の
で
あ
み
が
こ
の
よ
う
な
純
粋
旋
律
の

唐
紅
化
に
就
い
て
＝
言
草
焦
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
聲
明
の
本
來
は
自
分
が
楓
滅
し
、
佛
．
を
讃
仰
す
る
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が

法
式
に
用
い
ら
れ
、
民
衆
に
も
唱
和
ゆ
．
瓢
求
め
る
と
す
る
な
ら
ば
そ
こ
に
同
時
的
唱
和
と
い
う
こ
と
か
ら
合
唱
音
樂
へ
○
可
能
性
も
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
併
し
事
實
は
何
り
其
燈
的
な
合
唱
吾
樂
を
も
持
っ
て
い
た
い
り
で
あ
る
。
只
ユ
ニ
ゾ
ン
を
指
定
し
て
い
る
の

み
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
手
心
は
ユ
ニ
ゾ
ン
で
な
く
て
自
然
搬
生
的
な
帥
興
的
た
合
唱
麦
聞
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
聲
域
を
異
に
す
る

人
気
の
同
時
的
唱
和
で
あ
る
か
ら
當
然
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
日
本
人
の
調
和
感
畳
と
し
て
如
何
た
乃
音
程
を
選
ぶ
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
今
西
洋
中
世
の
手
量
オ
ル
ガ
ヌ
ム
の
歴
史
を
た
ど
り
、
そ
の
自
然
暴
圧
的
な
型
幅
を
借
り
る
た
ら
ば
、
そ
れ
は
完
全
四
度

の
寒
行
と
い
う
事
に
な
る
。
倍
音
現
象
は
自
然
現
象
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
々
に
感
知
す
る
も
の
で
た
く
音
色
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の

で
あ
る
が
そ
の
多
く
の
倍
音
中
よ
リ
オ
ク
タ
ー
ブ
と
完
全
五
度
が
先
づ
選
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
洋
の
東
西
髭
篭
は
す
協
和
度
の

黙
か
ら
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
オ
ク
タ
ー
ブ
の
六
†
行
は
當
然
な
が
ら
完
全
五
度
＠
晋
程
位
置
に
は
問
題
が
あ
る
。
主
旋
律
の
上
に

完
全
五
度
が
お
か
れ
る
な
ら
ぼ
主
旋
律
の
印
象
は
う
す
ら
ぐ
で
あ
ろ
う
。
從
っ
て
そ
の
縛
同
の
完
全
四
度
下
で
唱
は
れ
る
事
に
な

る
。
こ
の
場
合
の
根
昔
は
あ
く
ま
で
上
の
圭
旋
律
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
完
冷
四
度
の
季
行
オ
ル
ガ
ヌ
ム
が
最
も
自
然
譜
面
的
た
型

態
で
あ
っ
て
、
西
洋
中
世
の
不
行
オ
ル
ガ
ヌ
ム
は
こ
』
よ
り
形
成
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
七
音
組
織
の
上
に
立
つ
中
世
の
オ

ル
ガ
ヌ
ム
に
於
て
は
塘
音
程
を
同
避
す
る
た
め
、
斜
行
反
行
等
の
曲
論
を
な
さ
ね
ば
た
ら
ぬ
こ
と
に
な
り
、
轟
然
不
行
四
度
の
維
持

は
不
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
斜
行
反
行
の
静
置
は
封
位
法
と
い
う
複
旋
的
庭
理
法
の
生
れ
る
一
つ
の
編
機
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
が

五
音
組
織
の
領
域
に
重
て
は
行
四
度
の
維
持
が
可
能
で
あ
る
の
で
返
っ
て
封
位
的
な
複
雑
的
虞
理
法
の
形
成
獲
展
を
み
な
か
っ
た
の
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で
は
な
い
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
先
に
も
述
べ
た
如
く
甲
乙
の
用
法
ぽ
完
全
四
度
の
關
係
に
あ
る
。
併
し
こ
れ
は
同
時
的
唱
和
の
た

め
の
も
の
で
な
く
聲
明
車
節
度
展
の
た
め
に
四
種
反
音
な
る
方
法
が
あ
り
、
そ
の
一
種
甲
乙
反
音
と
ぽ
甲
よ
り
乙
へ
移
調
を
意
味
し

完
全
四
度
下
に
音
を
取
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
併
し
こ
の
こ
と
な
四
度
不
行
へ
の
可
能
性
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
岩
原

諦
信
氏
ぽ
南
山
進
流
聲
明
研
究
の
中
で
次
の
よ
う
た
こ
と
を
言
っ
て
い
ら
れ
る
。
　
「
切
々
経
は
即
製
一
同
が
全
く
同
じ
高
度
で
唱
え

る
と
云
う
こ
と
は
そ
れ
が
音
樂
的
で
あ
っ
て
も
寧
ろ
吾
々
の
望
ま
た
い
所
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ぽ
職
衆
一
同
が
各
自
の
持
ち
前
の
聲
で

唱
へ
て
、
而
も
そ
こ
に
一
種
の
調
和
を
持
ち
得
る
よ
う
に
唱
え
る
の
が
理
想
で
あ
る
。
数
音
を
同
時
に
響
か
す
時
に
、
そ
れ
等
は
全

然
調
和
せ
す
し
て
混
雑
し
て
不
快
を
感
ぜ
し
め
る
場
合
と
、
能
く
調
和
し
て
快
感
力
覧
え
し
め
る
場
合
と
が
あ
る
。
切
々
経
は
後
者

の
場
合
に
つ
い
て
考
慮
す
れ
ば
よ
い
。
邸
ち
同
時
に
響
く
撒
音
の
調
和
的
結
合
に
依
っ
て
切
々
経
は
唱
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ね
」
と
述

べ
更
に
調
和
的
結
合
音
の
例
と
し
て
五
線
上
に
長
三
和
晋
の
第
二
縛
問
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
豊
明
の
特
種
な
場
合
に
於
け

る
合
唱
形
態
の
事
實
を
認
め
そ
こ
に
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
要
求
し
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
解
す
る
事
が
出
謝
る
が
長
三
和
音
の
第
二
縛

回
指
示
に
は
問
題
が
あ
る
と
思
う
O
で
あ
る
。
帥
ち
第
二
韓
同
に
於
け
る
完
奈
四
度
↓
膏
程
は
先
程
來
・
の
論
明
に
よ
り
う
な
づ
け
る
と

し
て
も
長
三
度
の
導
入
ぽ
如
何
と
考
へ
る
。
吾
々
は
長
三
和
音
の
美
し
ホ
三
．
か
認
め
ろ
事
が
出
來
・
る
が
鮮
明
の
よ
う
な
律
旋
の
音
樂
に

於
蛾
て
は
む
し
ろ
長
一
一
度
の
音
程
が
意
義
を
持
つ
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
自
然
倍
音
よ
り
形
威
さ
れ
た
西
洋
近
世
の
樂
音
組
織
で
は

三
度
が
三
倍
音
〇
五
度
に
次
ぐ
軍
要
な
五
倍
晋
と
し
て
意
義
を
持
つ
の
で
あ
る
が
五
度
暑
列
よ
り
生
す
る
律
旋
に
於
い
て
は
四
次
の

倍
音
と
し
て
表
れ
る
三
度
は
旋
法
か
ら
も
既
に
除
外
さ
れ
て
殆
ん
ど
意
義
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
五
度
音
列
よ
り
形
成
さ
れ

た
樂
菅
組
織
律
旋
に
於
い
て
は
五
度
に
次
ぐ
九
度
そ
れ
老
韓
回
し
た
二
度
は
重
要
た
意
義
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
果
て
も



オ
ー
ク
ブ
、
五
度
に
次
い
で
四
度
、
二
度
音
程
の
合
理
的
結
合
法
の
案
出
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
併
し
部
位
の
美
的
原
理
は
自
然

意
地
の
理
論
の
み
で
は
解
決
出
來
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
経
験
的
な
美
的
債
値
判
断
が
軍
麗
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
薄
給
的
な
合
理
性
に
の
み
に
基
く
和
聲
理
論
が
成
立
し
た
と
し
て
も
、
直
ち
に
満
足
な
る
効
果
を
得
る
と
は
考
へ
な
い

の
で
あ
る
が
、
只
推
論
的
に
で
も
そ
の
可
能
性
を
見
出
す
た
め
に
深
く
傳
統
音
無
樂
の
前
面
に
メ
ス
を
加
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

倍
音
の
認
識
に
不
利
な
定
器
を
使
用
し
て
來
た
と
い
う
事
も
確
か
に
複
旋
的
な
事
事
へ
の
展
開
を
防
げ
て
い
た
と
考
へ
る
事
が
出
回

る
し
、
又
軍
戸
愛
好
性
と
い
う
民
族
性
が
現
在
の
磁
針
に
何
の
具
罷
的
な
和
聲
的
要
素
を
も
示
し
て
く
れ
て
い
な
い
こ
と
は
い
さ
さ

か
失
望
を
感
ず
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
吾
汝
は
既
に
八
十
年
の
歴
史
を
持
つ
洋
樂
的
音
感
の
吸
牧
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
過

去
に
於
い
て
潜
在
的
で
あ
っ
た
と
思
え
る
和
聲
意
識
を
明
る
み
へ
引
き
出
す
こ
と
の
望
み
を
捨
て
る
事
は
出
由
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
傳
統
的
佛
面
癖
樂
に
於
け
る
樂
昔
組
織
と
そ
の
上
に
形
成
さ
れ
た
旋
律
と
和
聲
の
表
皮
の
一
端
を
眺
め
て
來
た
の
で
あ
る
が

更
に
民
族
性
の
究
極
的
な
要
素
と
考
へ
ら
れ
る
リ
ズ
ム
に
就
い
て
深
く
槍
討
を
加
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
別
の

機
會
に
詳
論
し
た
頭
考
へ
で
あ
る
。
最
初
に
も
御
断
り
し
た
如
く
こ
の
小
論
が
傳
統
的
音
盤
の
私
心
に
労
れ
る
に
至
ら
す
表
皮
の
通

観
に
滞
り
、
標
題
の
和
讃
へ
の
考
察
に
も
意
の
浦
た
ざ
る
左
感
ず
る
の
で
あ
る
が
紙
撒
の
制
約
も
あ
っ
て
こ
の
小
論
の
中
に
提
示
し

た
二
三
の
興
味
あ
る
事
項
に
就
い
て
は
別
の
機
會
を
待
つ
次
第
で
あ
る
。

　
（
御
断
り
）
　
説
明
に
五
線
漏
路
を
用
い
な
か
っ
た
こ
と
は
こ
の
種
戸
の
も
の
に
於
て
不
都
合
と
片
手
う
の
で
あ
る
が
御
諒
承
願
う
次
第
で
あ
る
。

和
讃
に
留
せ
て

八
九


