
三
年
続
き
の
盗
作
で
歌
会
始
は
マ
ン
シ
ン
ソ
ウ
イ

の
よ
う
で
あ
る
．
盗
作
者
は
テ
レ
ビ
で
イ
ケ
シ
ャ
ア

シ
ャ
ァ
と
盗
作
で
な
い
と
言
い
切
っ
て
い
た
。
そ
ん

な
の
を
聞
い
て
い
た
ら
、
お
よ
そ
あ
の
人
達
は
、
芸

術
と
無
関
係
の
存
在
で
し
か
な
い
と
思
っ
た
。

考
え
て
象
れ
ば
、
和
歌
は
永
い
間
宮
廷
の
温
室
の

中
で
育
っ
て
来
た
。
「
古
今
集
」
以
来
、
宮
廷
サ
ロ

ン
文
学
と
し
て
、
否
応
な
し
に
栄
え
て
来
た
。
歌
の

た
し
な
み
が
社
会
的
地
位
を
も
保
障
し
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
好
む
と
好
、
烹
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、
彼
等
貴
族

は
こ
れ
を
教
養
と
し
て
、
無
用
・
有
用
の
用
と
し
て

選
ば
さ
れ
た
．
恋
に
、
死
に
、
別
れ
に
、
賀
に
Ｉ
．

が
し
か
し
、
名
誉
や
コ
ヶ
ン
に
か
か
わ
る
と
い
う
非

芸
術
的
環
境
の
中
で
は
、
盗
作
が
盗
作
で
な
い
よ
う

な
、
も
っ
た
い
ぶ
っ
た
説
明
が
し
ば
し
ば
行
な
わ

れ
、
天
皇
の
権
威
と
結
合
し
て
悪
の
華
を
咲
か
せ
た

り
し
た
。
少
数
の
偉
大
な
歌
人
の
系
譜
を
除
け
ば
、

諸
々
は
模
倣
や
盗
作
を
事
と
し
た
ト
ン
チ
教
室
に
外

な
ら
な
か
っ
た
。
ト
ン
チ
が
芸
術
だ
と
錯
覚
す
る
輩

の
出
る
の
も
無
理
は
な
い
。
枕
冊
子
で
は
、
情
少
納
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言
が
中
宮
彰
子
の
召
し
に
応
じ
て
、
と
っ
さ
の
機
転

を
き
か
せ
た
歌
を
作
っ
て
褒
め
ら
れ
た
り
し
て
い
る

が
、
そ
れ
が
芸
術
と
無
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
は
今
更

云
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

芸
術
は
美
を
客
観
化
す
る
た
め
の
独
自
の
創
造
と

し
て
そ
の
意
義
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、
個
の
生
に

お
け
る
必
然
と
い
か
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
が
よ
り

重
要
で
は
な
か
っ
た
か
。
孔
子
は
「
述
而
不
し
作
」

と
い
っ
た
が
、
そ
の
真
意
は
深
遠
で
あ
り
、
宗
教
的

境
地
で
．
さ
え
あ
る
。
学
問
が
対
象
（
現
象
）
を
記
述

し
、
そ
の
原
理
（
木
質
）
を
究
め
る
の
に
、
一
定
の
も

の
さ
し
だ
け
に
則
っ
て
い
る
と
、
そ
れ
に
合
わ
な
い

対
象
を
疎
外
し
が
ち
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

学
界
の
現
状
は
ど
う
か
。
数
多
く
の
す
ぐ
れ
た
学

者
の
業
績
を
見
る
と
、
そ
の
学
説
や
体
系
の
仲
大
さ

に
頭
が
下
る
が
、
新
資
料
の
発
見
の
場
合
は
別
と
し

て
、
新
学
説
の
提
唱
と
か
云
わ
れ
る
も
の
の
中
に
、

外
国
製
の
理
論
や
方
法
を
焼
き
直
し
て
、
堂
々
と
の

さ
ば
っ
て
い
る
の
は
盗
作
と
は
別
だ
ろ
う
か
。
ま

た
、
他
人
の
説
を
言
葉
だ
け
変
え
て
、
さ
も
自
分
の
新

見
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

研
究
の
方
法
に
し
て
も
、
い
つ
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク

ス
な
既
成
の
方
法
だ
け
に
則
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
科

学
的
方
法
は
考
え
ら
れ
な
い
と
思
い
込
ん
で
い
る
人
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は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
輩
の
考
え
出
し
た
方
法
を

そ
の
ま
ま
用
い
た
り
し
て
い
る
の
は
、
広
い
意
味
で

は
盗
作
か
も
知
れ
な
い
・

学
問
に
お
け
る
方
法
は
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
ル
ー

ル
の
よ
う
な
も
の
で
、
ル
ー
ル
を
守
ら
ぬ
と
こ
ろ
に

は
正
し
い
競
技
は
行
な
わ
れ
な
い
ｌ
と
い
う
考
え

方
が
あ
ろ
う
。
が
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
を
絶
対
視

す
る
の
は
全
く
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
学
問
に
お
け

る
方
法
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
絶
対
的
な
も
の
で
は

な
く
、
単
な
る
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
。
真
理
を
解

明
す
る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
手
段
は
あ
く
ま

で
手
段
で
あ
っ
て
、
廿
世
紀
の
手
段
が
廿
一
世
紀
に

も
通
用
す
る
と
思
っ
た
ら
大
間
違
い
で
あ
る
。
物
の

見
方
や
考
え
方
は
、
常
に
対
象
そ
の
も
の
に
即
し
て

考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
、
は
じ
め
か

ら
定
ま
っ
た
方
法
を
用
い
て
対
象
を
見
よ
う
と
す
る

の
は
、
丁
度
対
象
が
何
た
る
か
を
見
な
い
さ
き
か

ら
、
顕
微
鏡
や
望
遠
鏡
を
構
え
る
よ
う
な
も
の
で
は

、
、
、
、

な
か
ろ
う
か
。
真
理
を
計
る
も
の
さ
し
に
む
や
み
と

長
短
が
あ
っ
た
り
し
て
は
困
り
も
の
だ
が
、
一
つ
の

、
、
や
、

も
の
さ
し
以
外
に
真
理
を
計
る
も
の
は
な
い
な
ど
と

考
え
る
の
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。

先
人
の
方
法
を
た
だ
踏
襲
す
る
だ
け
で
は
学
問
の

進
歩
は
な
い
。
（
三
八
・
一
・
一
五
）
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