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『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
が
語
る
も
の

-

ザ
ビ
エ
ル
が
伝
え
'
残
し
た
も
の
1

竹

井

成

美

ザ
ビ
エ
ル

(
一
五
〇
六
1

五
二
)
来
訪
四
五
〇
周
年
の
記
念
行
事
も
い
よ
い
よ
幕
を
下
ろ
そ
う
と
い
う

l
九
九
九
年

一
〇
月
'
大

分
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
'
五
〇
年
ぶ
-
に
公
開
さ
れ
た
ザ
ビ
エ
ル
の
聖
腕
に
遭
遇
し
た
｡
ま
さ
に
そ
こ
に
ザ
ビ
エ
ル
の
遺
し
た
そ
の

も
の
が
あ
っ
た
｡

本
論
で
は
､
ザ
ビ
エ
ル
の
も
た
ら
し
た
キ
リ
ス
ト
教
と
と
も
に
伝
来
し
た
西
洋
音
楽
の
実
態
を
概
略
し
な
が
ら
､
見
え
る
形
で
今

日
に
残
さ
れ
た
楽
譜
を
通
し
て
､
四
五
〇
年
前
に
ザ
ビ
エ
ル
が
伝
え
'
残
し
た
も
の
を
音
楽
的
視
点
か
ら
探
る
｡

一

ザ
ビ
エ
ル
来
訪
と
西
洋
音
楽
伝
来

-

西
洋
音
楽
伝
来
を
裏
付
け
.る
資
料

ザ
ビ
エ
ル
来
訪
よ
り
約
半
世
紀
後
の

一
五
九
八
年
に
来
日
し
た
新
任
司
教
セ
ル
ケ
イ
ラ

(
一
五
五
二
-

一
六

一
四
)
と
音
楽
と
の
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接
点
に
､
セ
ル
ケ
イ
ラ
自
ら
が
編
纂
し

一
六
〇
五
年
に
出
版
し
た
典
礼
書

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
が
あ
る
｡

伊
革

マ
ン
シ
ョ

(
一
五
六
九
頃
-

1
六

三

)
ら
天
正
遣
欧
使
節
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
持
ち
帰

っ
た
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
活
版
印

刷
機
で
印
刷
さ
れ
た
そ
の

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
に
は
､

一
九
曲
の
祈
-
の
歌

｢グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
｣
の
楽
譜
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

そ
れ
ら
は
､
ザ
ビ
エ
ル
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
布
教
に
と
も
な
っ
て
初
伝
来
し
た
西
洋
音
楽
の
実
態
を
具
体
的
に
示
す
唯

l
の
資
料
で

あ
る
｡

当
時
日
本
で
歌
わ
れ
て
い
た
聖
歌
や
演
奏
さ
れ
て
い
た
楽
器
な
ど
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
'
宣
教
師
た
ち
が
母
国
に
書
き

Bl
E

送

っ
た
書
簡
や
フ
ロ
イ
ス

(
一
五
三
二
頃
-

九
七
)
の
書
き
記
し
た

『日
本
史

』
な
ど
か
ら
関
連
資
料
を
地
道
に
広
い
集
め
'
そ
れ

か
ら
類
推
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
こ
に
聖
歌
名
が
記
を
れ
て
い
た
と
し
て
も
､
同
名
の
タ
イ
ト
ル
を
有
す
る
聖
歌

は
過
去
か
ら
今
日
ま
で
い
-
つ
か
存
在
し
'
ど
の
旋
律
で
あ
っ
た
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
㌦

一
万
㌧
楽
器
に
つ
い
て
も
､
例

え
ば
'
資
料
に
よ
く
見
ら
れ
る

｢viota
d
'
arcoビ
オ
ラ

･
ダ
ル
コ
｣
は
､
本
来
は

｢弓
に
よ
る
弦
楽
器
｣
と
い
う
意
味
で
あ
-
､

楽
器
を
膝
に
置
い
て
弾
-
ビ
オ
ラ

･
ダ

･′ガ
ン
バ
系
統
の
も
の
か
'
胸
に
置
い
て
弾
-
ビ
オ
ラ

･
ダ

･
プ
ラ
ッ
テ
ョ
系
統
の
も
の
で

あ
る
か
は
､
そ
の
記
述
だ
け
か
ら
は
特
定
で
き
な
い
｡
ま
た
､
単
旋
律
の
聖
歌
と
と
も
に
資
料
に
散
見
さ
れ
る

｢c
an
to
d

'orgao

(2
)

カ
ン
ト

･
ド
ル
ガ
ン
｣
は
､
フ
ロ
イ
ス
の

『日
欧
文
化
比
較

』
な
ど
か
ら
､
何
ら
か
の
合
唱
で
あ
る
こ
と
は
類
推
さ
れ
る
が
'
具
体

(3
)

的
に
ど
の
よ
う
な
合
唱
曲
で
あ

っ
た
か
は
推
測
の
域
を
で
な
い
の
が
事
実
で
あ
る

｡

う
ま
り
､
四
〇
〇
年
も
前
の

｢見
え
な
い
音
楽
｣
の
実
態
を
正
確
に
語
る
に
は
'
何
ら
か
の
楽
譜
に
記
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
最
低
限
必
要
と
な
る
｡
そ
の
意
味
に
お
い
て
､
『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
中
の

一
九
曲
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
楽
譜

(詳
細
は
後

逮
)
は
'

一
六
世
紀
か
ら

一
七
世
紀
初
頭
に
か
け
て
､
確
か
に
日
本
で
鳴
-
響
い
て
い
た
音
楽
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ



2

日
本
人
の
西
洋
音
楽
へ
の
反
応

ザ
ビ

エ
ル
が
日
本
に
滞
在
し
た
二
年
三
カ
月
の
間
､
音
楽
的
事
項
を
記
し
た
資
料
が
二
つ
あ
る
｡

一
つ
は
,

一
五
五

一
年
秋
,
山

口
の
大
内
義
隆

(
1
五
〇
七
-

空

)
を
訪
問
し
た
際
に
ザ
ビ
エ
ル
が
献
1
し
た
品
の
中
の

｢十
三
ノ
琴
ノ
糸
ヒ
カ
ザ
ル
二
五
調
子

ヲ
吟
ズ
ル
モ
ノ
｣
で
あ
る
｡
こ
の
記
述
を
め
ぐ
つ
て
は
諸
説
あ
る
が
,
当
時

｢cravo
ク
ラ
ヴ
オ
｣
と
呼
ば
れ
て
い
た
鍵
盤
楽
器
で

(4
)

よ
し
し
げ

は
な
い
か
と

一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
も
う

一
つ
は
､
そ
の
後
大
友
義

鎮

(後
の
宗
麟
､
一
五
三

〇
-
八
七
)
に
招
か
れ
て
訪
れ

る
､
豊
後
府
内

(現
大
分
市
)
で
の
､
ザ
ビ
エ
ル
一
行
を
歓
迎
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
人
た
ち
に
よ
る

｢
フ
ラ
ウ
タ
と
チ
ャ
ル
メ
ラ
｣

(5
)

で
あ
る
｡
リ
コ
ー
γ

と
シ
ャ
ル
モ
ー
と
い
う
縦
笛
で
あ
る
こ
と
が
類
推
さ
れ
る
｡

そ
う
し
た
西
洋
音
楽
に
日
本
人
が
ど
の
よ
う
ii.

反
応
し
た
か
を
知
る
こ
と
は
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
そ
れ
ら
が
,
日
本
人
の
耳
に
快
-
響
い
た
の
か
､
あ
る
い
は
奇
異
に

響
い
た
の
か
は
､
そ
の
記
述
箇
所
か
ら
は
判
明
し
な
い
｡

一
方
､
来
日
し
た
宣
教
師
た
ち
が
日
本
音
楽
に
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
か
を
知
る
書
に
､
フ
ロ
イ
ス
の

『日
欧
文
化
比
較
』
が
あ

る
｡
文
字
通
-
'
西
洋
人
の
目
を
通
し
た
西
洋
と
日
本
の
文
化
1
の
違
い
を
興
味
深
-
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
,
そ
の
第

二
二
章

｢日
本
の
演
劇
､
即
興
劇
'
舞
踊
､
歌
謡
､
お
よ
び
楽
器
に
つ
い
て
｣
で
の
,
西
洋
人
の
日
本
音
楽
に
対
す
る
鮮
烈
な
反
応
か
ら
は
､

間
接
的
に
で
は
あ
る
が
日
本
人
の
西
洋
音
楽
に
対
す
る
反
応
が
推
測
さ
れ
る
｡

例
え
ば
､
｢わ
れ
ら
に
お
い
て
は
'
さ
ま
ざ
ま
の
音
響
の
音
楽
は
､
響
き
が
よ
-
､
快
い
｡
日
本
の
音
楽
と
き
た
ら
､
ど
れ
も
こ

れ
も
､
た
だ
単
調
音
が
き
し
き
し
と
･響
-
だ
け
で
,
こ
れ
以
1
は
あ
-
え
ぬ
ほ
ど
､
ぞ
っ
と
さ
せ
る
よ
う
な
代
物
で
あ
る
｣
｢
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
諸
国
民
に
お
い
て
は
､
(歌
う
と
き
)
必
ず
声
を
ふ
る
わ
せ
る
｡
日
本
人
は
,
ま

っ
た
-
声
を
ふ
る
わ
せ
な
い
｣
｢
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
､
少
年
は
お
と
な
よ
-
も

一
オ
ク
タ
-
ヴ
高
い
声
で
歌
う
｡
日
本
で
は
,
す
べ
て
の
人
が
同

一
の
音
階
で
わ
め
き
歌
う
｡

そ
こ
で
は
テ
ィ
プ
レ

(ソ
プ
ラ
ノ
)
は
お
休
み
で
あ
る
｣
の
･よ
う
に
､
能
や
狂
言
に
お
け
る
日
本
の
独
特
の
発
声
法
が
,
西
洋
式
の
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二

自
然
な
発
声
法
と
大
き
-
異
な
る
こ
と
へ
の
驚
き
が
書
き
記
さ
れ
て
お
-
､
翻
せ
ば
､∵
日
本
人
に
は
､
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
あ
る
西
洋
音

楽
と
そ
の
発
声
法
は
異
質
に
聞
こ
え
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
｡
.そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
'
｢わ
れ
ら
は
､
カ
ン
ト

･
ド
ル
ガ
ン
の
音(6

)

楽
の
協
和
音
や
調
和
を
尊
重
す
る
｡
日
本
人
は
'
そ
れ
を
か
し
ま
し
と
み
な
し
､
ま
っ
た
-
好
ま
な
い
｣
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
｡

他
方
'

一
六
〇
三
年
か
ら

一
六
〇
四
年
に
か
け
て
日
本
で
出
版
さ
れ
た

『日
葡
辞
書

(日
本
語

･
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
対
訳
辞
書
)』

に
は
､
楽
器
を
中
心
に
､
｢琵
琶

(B
iu
a
)
は
､
ヴ
ィ
オ
ラ

(V
io
ta)｣
｢
笛

(
F

u
y
e
)

は
'
フ
ラ
ウ
タ

(Frauta)｣
｢三
味
線

(
7
)

(
x

a

m
ixen)は
'
三
弦
の
ヴ
ィ
オ
ラ

(Certa.viota
de
tre
s

c
o
r
d
a
s
)
｣

の
よ
う
に
'

日
本
音
楽
に
関
す
る
用
語
が
散
見
さ
れ
､

西
洋
音
楽
が
伝
来
し
た
時
代
に
､
能
､
狂
言
を
は
じ
め
と
し
て
､
雅
楽
､
琵
琶
､
三
味
線
'
挙
な
ど
､
今
日
'
日
本
の
伝
統
音
楽
の

主
要
な
も
の
が
､
伝
承
､
あ
る
い
は
大
成
､
あ
る
い
は
萌
芽
す
る
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
｡

ハ
ー
モ
ニ
ー
の
あ
る
音
楽
を
､
ソ
プ
ラ
ノ

･
ア
ル
ト

･
テ
ナ
ー
･
バ
ス
の
よ
う
に
'
自
分
の
音
域
に
あ
わ
せ
て
自
然
な
発
声
で
合

唱
す
る
西
洋
音
楽
に
対
七
て
'
単
旋
律
を
低
い
声
で
う
な
る
よ
う
に
斉
唱
す
る
日
本
音
楽
｡
い
ず
れ
の
音
楽
も
'
互
い
の
耳
に
奇
異

に
聞
こ
え
た
の
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
｡

折
し
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
か
ら
バ
ロ
ッ
ク
時
代
へ
と
移
行
す
る
時
代
で
あ
-
､
日
本
は
安
土

･
桃
山
時
代
か
ら
江

戸
時
代

へ
と
絢
欄
た
る
文
化
の
移
行
期
に
あ
-
､
そ
の
意
味
で
は
､
西
洋
音
楽
と
日
本
の
音
楽
が
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
り
あ
う
に
ふ
さ

わ
し
い
時
代
に
､
両
者
は
出
会

っ
た
と
言
え
る
｡

3

日
本
人
の
西
洋
音
楽
摂
取
の
過
程

伝
来
当
初
は
互
い
に
違
和
感
を
覚
え
て
い
た
こ
と
が
資
料
か
ら
推
察
さ
れ
る

1
万
､
日
本
人
キ
リ
シ
タ
ン
に
は
着
実
に
西
洋
音
楽

が
浸
透
し
て
い
っ
た
こ
と
を
物
語
る
資
料
も
あ
る
｡
山
口
で
の
ナ
タ
ラ

(ク
リ
ス
マ
ス
)
に
､
ザ
ビ
エ
ル
退
去
後
の
責
任
者
で
あ
る



-
ル
レ
ス
神
父

(
一
五
一
〇
-
七
〇
)
が
中
心
と
な
っ
て
執
-
行

っ
た

｢
m
issa
can
ta
d
a
歌
ミ
サ
｣
で
は
､
｢
ト
ル
レ
ス
ミ
サ
を
歌

い
､
-
-
ガ
ゴ
は
福
音
書
お
よ
び
書
簡
を
読
み
た
り
｡
-
-
キ
リ
シ
タ
ン
等
甚
だ
熱
心
に
ミ
サ
に
与
か
り
て
大
に
喜
び
し
.は
我
等
の

,

(8
)

主
に
感
謝
す
べ
き
こ
と

な

-

｣
と
､
歌
ミ
サ
へ
の
日
本
人
の
喜
び
を

一
五
五
二
年
の
ア
ル
カ
ソ
ヴ
ア
書
簡
は
伝
え
て
い
る
｡
ま
た
､

西
洋
音
楽
発
祥
の
地
を
裏
付
け
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
ヴ
イ
レ
ラ
書
簡
が
伝
え
る

一
五
五
七
年
の
豊
後
府
内
の
状
況
は
､
｢
-
⊥
泉

悼
の
水
曜
日
以
後
の
諸
儀
式
は
歌
唱
し
て
行
ひ
､
二
つ
の
合
唱
隊
に
は
-
-
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
数
人
参
加
せ
-
｡
-
-
ミ
ゼ
レ
レ

･
メ

(9
)

イ

･
デ
ウ
ス
を
歌
ひ
し
が
､
会
堂
内
に
あ
り
し
多
数
の
キ
リ
シ
タ
ン
は
多
-
涙
を
流
し
て
信
心
を
表
し
た
-
｣
と
あ
り
､
音
楽
の
醸

し
出
す
雰
囲
気
に
涙
を
流
し
た
様
が
語
ら
れ
て
い
る
｡

こ
う
し
て
､
西
洋
音
楽
を
聴
-
だ
け
で
な
く
､.
ま
も
な
く
豊
後
府
内
の
少
年
た
ち
が
聖
歌
を
歌
っ
た
り
､
ヴ
ィ
オ
ラ

･
ダ
ル
コ
を

(10
)

携
え
て
肥
前

(現
長
崎
県
)
横
瀬
浦
に
遠
征
す
る
な
ど
､
自
ら
も
演
奏
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
経
緯
が
､
宣
教
師
の
書
簡

か
ら
判
明
す
る
｡
し
か
し
'
本
格
的
に
音
楽
教
育
が
施
さ
れ
て
成
泉
が
上
が
る
の
は
､

一
五
七
九
年
に
巡
察
師
ヴ
ァ
リ
ニ
ヤ
ー
ノ

(
一
五
七
九
-

一
六
〇
六
)
が
来
日
し
て
イ
エ
ズ
ス
会
の
教
育
機
関
を
設
け
て
か
ら
で
あ
る
｡

一
五
八
〇
年
代
に
安
土
と
有
馬
に
設
け
ら
れ
た
セ
ミ
ナ
リ
ヨ

(現
小
学
生

･
中
学
生

･
高
校
生
の
年
齢
期
に
相
当
す
る
少
年
を
対

象
と
し
た
小
神
学
校
)
で
は
､
午
後
二
時
か
ら
三
時
ま
で
音
楽
の
授
業
が
行
わ
れ
て
い
た
｡
｢
セ
ミ
ナ
リ
ヨ
内
規
｣
に
よ
る
と
､
｢才

能
の
あ
る
者
は
-
-
歌
を
習
い
､
ク
ラ
ヴ
オ
や
ヴ
ィ
オ
ラ
ま
た
は
類
似
の
楽
器
を
弾
-
こ
と
を
学
ぶ
｡
こ
れ
は
教
養
及
び
教
会
で
行

M狙
凸

わ
れ
る
儀
式
や
荘
厳
な
祝
祭
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
｣
と
あ
り
'
現
代
の
音
楽
教
育
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
充
実
し
た
音
楽
教
育

が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
｡
指
導
に
は
'
専
門
の
音
楽
教
師
で
は
な
く
､
音
楽
的
才
能
の
あ
っ
た
宣
教
師
が
あ
た
る
ほ
か
､

(12
)

セ
ミ
ナ
リ
ヨ
で
才
能
を
見
出
さ
れ
た
生
徒
が
助
手
と
し
て
手
助
け
し
て
い
た
経
緯
も
読
み
取
れ
る
｡

し
か
し
'
そ
の
内
容
の
充
実
に
比
し
て
､
そ
の
す
べ
て
が
日
本
人
に
適
し
'
効
果
を
挙
げ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
｡
｢イ
エ
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ズ
ス
会
士
服
務
規
定
｣
に
は
'
｢ヴ
ィ
オ
ラ

･
ダ
ル
コ
な
ど
､
弦
楽
器
の
演
奏
は
聞
-
に
耐
え
な
い
｡
才
能
の
な
い
者
に
は
､
今
後

l
切
'
鍵
盤
楽
器
を
除
-
弦
楽
器
を
教
授
し
て
は
な
ら
な
い
｣
や
.r
カ
ン
ト

･
ド
ル
ガ
ン

(簡
単
な
合
唱
曲
)
の
演
奏
も
聞
-
に
耐

(13)

え
ぬ
｡
今
後
は
.'
カ
ン
ト

･
チ
ャ
ン

(グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
)
の
み
を
練
習
さ
せ
る
こ
と
｣
と
い
う
厳
し
い
評
価
が
な
さ
れ
て
お
り
､

日
本
人
は
'
と
く
に
弦
楽
器
や
合
唱
は
音
手
だ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
｡

4

西
洋
式
音
楽
教
育
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
日
本
人
の
音
楽
的
技
量

そ
れ
で
も
､
有
馬
の
セ
ミ
ナ
リ
ヨ
生
か
ら
選
ば
れ
た
伊
東
マ
ン
シ
ョ
ら
､

一
五
八
二
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
け
て
出
発
し
た

｢天

正
遣
欧
使
節
｣
の
メ
ン
バ
.I
は
､
音
楽
的
才
能
に
恵
ま
れ
て
い
た
ら
し
-
､
デ

･
サ
ン
デ

(
一
五
三
一-

一
六
〇
〇
)
の

『D
e
M
i§-

(14
)

sion
e
L
e
g
a
to
rum
Iap
on
en
sium
天
正
遣
欧
使
節
記
』
の
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
中
の
彼
ら
め
行
動
を
綴

っ
た
資
料
の
中
に
は
､

時
折
､
音
楽
を
演
奏
し
た
記
述
が
見
出
さ
れ
る
｡

ち

ぢ

わ

.

商
え
ば
'
伊
東
マ
ン
シ
ョ
と
千

々

石

ミ
ゲ
ル

二

五
六
九
頃
-
不
明
)
が
､
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
エ
ヴ
オ
ラ
の
大
聖
堂
で
大
オ
ル
ガ
ン

を
臆
せ
ず
演
奏
し
て
大
喝
采
を
得
た
と
い
う
記
述
'
ヴ
ィ
ラ

･
ヴ
ィ
ソ
ー
ザ
で
の
同
年
齢
の
王
子
た
ち
と
の
ク
ラ
ヴ
オ
や
ヴ
ィ
オ
ラ

の
直
奏
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
'
イ
タ
リ
ア
の
ピ
サ
で
の
音
楽
に
あ
わ
せ
て
の
舞
静
の
体
験
な
ど
は
､
日
本
で
の
音
楽
教
育
あ
る
い
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
ぺ
赴
-
ま
で
に
寄
港
し
た
土
地
､
と
-
に
当
時
の
東
洋
の
布
教
地
の
中
心
地
で
あ

っ
た
イ
ン
ド
の
ゴ
ア
で
の
音
楽
教
育
な
ど

の
成
果
が
実
を
結
ん
だ
結
果
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
の
ほ
か
'
ス
ペ
イ
ン
の
フ
エ
リ
ペ
二
世

(
一
五
五
六
-

九
人
在
位
)
の
息
子
の
立
太
子
式
で
の
ミ
サ
や
､
イ
タ
リ
ア
で
の
グ
レ

ゴ
リ
ウ
ス

〓
二
世

(
一
五
七
二
-
八
五
在
位
)
の
葬
儀
ミ
サ
'
続
-
シ
ク
ス
ト
ウ
ス
五
世

(
1
五
八
五
-

九
〇
在
位
)
の
戴
冠
ミ
サ
に

与
か

っ
て
お
炉
'
ビ
ク
ト
リ
ア

(
一
五
四
八
1

一
六

二

)
や
パ
レ
ス
ト
リ
ー
ナ

(
一
五
二
五
頃
-
九
四
)
な
ど
､
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ



パ
最
大
級
の
音
楽
家
の
音
楽
を
生
で
聴
-
機
会
さ
え
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
う
し
た
体
験
が
､
『天
正
遣
欧
使
節
記
』
の
中
の
､

｢
-
-

(西
洋
音
楽
は
)
わ
が
国
の
も
の
の
よ
う
に
'
す
べ
て
声
は
同
じ
調
子
で
た
え
ず

一
様
に
保
た
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は

な
く
'
あ
る
調
子
は
高
-
あ
る
も
の
は
低
-
､
ほ
か
は
そ
の
中
間
で
あ
っ
て
､
そ
れ
ら
が
同
時
に
巧
み
な
節
調
を
も

っ
て
発
せ
ら
れ

･(
15)

て
､
そ
こ
に

一
種
の
え
も
い
わ
れ
ぬ
和
音

･
語
調
を
生
ず
る

｣
と
す
る
､
ミ
ゲ
ル
の
西
洋
音
楽

へ
の
感
想
と
し
て
綴
ら
れ
て
い
る
｡

風
を
頼
-
の
帆
船
の
旅
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ま
で
片
道
二
年
半
も
か
か
っ
て
い
た
当
時
の
交
通
事
情
の
中
に
あ

っ
て
､

一
年
八
カ
月

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
を
終
え
'
リ
ス
ボ
ン
を
離
れ
る

一
五
八
六
年
四
月
の
船
上
に
は
､
数
々
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
土
産
が
積
ま
れ
て
い
た
｡

そ
の
う
ち
､
音
楽
に
関
係
し
資
料
的
に
確
認
で
き
る
も
の
は
､
数
種
類
の
楽
器
と
日
本
国
内
で
の
初
の
楽
譜
を
印
刷
す
る
こ
と
に

な
る
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
活
版
印
刷
機
で
あ

っ
た
｡

二

天
正
遣
欧
使
節
の
帰
国

(
一
五
九
〇
年
)
と
秀
吉
の
前
で
の
御
前
演
奏

天
正
遣
欧
使
節
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
持
ち
帰

っ
た
土
産
の
中
に
は
､
楽
器
が
含
ま
れ
て
い
た
｡
ア
ル
パ

(
ハ
ー
プ
)
､
ラ
ペ
ッ
ク

(三
弦
の
弦
楽
器
)
､
リ
ュ
ー
ト

(日
本
の
琵
琶
に
似
た
楽
器
)
'
そ
七
て
ス
ペ
イ
ン

･
ア
ル
カ
ラ
の
ア
ス
.カ
ニ
オ

･
コ
ロ
ン
ナ
卿
が

-

イ
タ
リ
ア
に
発
注
し
て
彼
ら
に
持
た
せ
た
'
象
眼
と
真
珠
を
は
め
こ
ん
だ
ク
ラ
ヴ
オ

(鍵
盤
楽
器
)
で
あ
る
｡
帰
国
し
た
翌
年
に
､

＼

使
節
は
ヴ
ァ
リ
ニ
ヤ
ー
ノ
と
と
も
に
'
イ
ン
ド
副
王
の
国
書
を
携
え
た
使
者
と
い
う
任
務
の
ほ
か
に
､
キ
リ
ス
ト
教
禁
止

へ
と
向
か

う
局
面
を
打
開
す
る
目
的
も
あ

っ
て
'
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
侯
か
ら
の
贈
物
と
と
も
に
､
そ
れ
ら
の
楽
器
を
携
え
て
豊
臣
秀
吉

(
一
五

三
六
-
九
八
)

の
衆
楽
欝
に
赴
い
て
い
る
｡
そ
の
と
き
､
彼
ら
は
､
そ
れ
ら
の
楽
器
で
西
洋
音
楽
を
演
奏
し
'
秀
吉
は
興
味
深
く
聴

(16)

き
､
自
ら
楽
器
を
手
に
し
て
､
三
回
も
ア
ン
コ
ー
ル
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る

｡
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そ
の
御
前
演
奏
の
曲
名
に
つ
い
て
は
'
西
洋
音
楽
史
家

･
皆
川
達
夫
氏
の
推
定
に
よ
る
､
ジ
ョ
ス
.カ
ン

･
デ

･
プ
レ

(
1
四
四
〇

頃
-

1
五
l
二

)
の

『M
itle.regr
etz千
々
の
悲
し
み
』
の
旋
律
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た

『皇
帝
の
歌
』
が
'
今
日
の
定
説
と
な

っ
て

(
17)

い
る
｡

戦
国
武
将
秀
吉
と
西
洋
音
楽
と
の
意
外
な
接
点
は
､
夷
正
遣
欧
使
節
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

三

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
の
成
立
と
数
奇
な
運
命

-

グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
印
刷
機
の
伝
来

そ
の
天
正
遣
欧
使
節
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
派
遣
の
実
質
的
な
計
画
者

･
ヴ
ア
リ
ニ
ヤ
ー
ノ
は
'

一
五
八
〇
年
代
に
セ
ミ
ナ
リ
ヨ
な
ど
イ

エ
ズ
ス
会
の
教
育
機
関
を
設
け
た
際
に
'
そ
こ
で
用
い
る
教
科
書
や
辞
書
を
出
版
す
る
必
要
性
を
痛
感
し
､
活
版
印
刷
機
を
持
ち
帰

る
こ
と
と
印
刷
術
を
学
ば
せ
る
目
的
で
､
使
節

一
.行
に
マ
ン
シ
ョ
ら
と
同
年
齢
の
有
馬
の
セ
ミ
ナ
リ
ヨ
で
学
ぶ
コ
ン
ス
ダ
ン
テ
ノ

･

ド
ラ
ー
ド

(
1･五
六
七
頃
-

一
六
二
〇
)
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ー
ノ

(不
明
)
の
二
人
を
同
行
さ
せ
た
｡
彼
ら
は
'
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
離
れ

る
前
に
滞
在
し
た
リ

ス
ボ
ン
で
'
ヴ
ァ
リ
ニ
ヤ
ー
ノ
が
日
本
で
草
稿
し
て
い
た

『C
a
tec
h
ism
us
C
h
ristia
nae
F
id
ei
日
本
の
カ

テ
キ
ズ
モ
』
と
題
す
る
教
理
書
を
印
刷
す
る
の
に
立
ち
会

っ
た
の
を
は
じ
め
'
ド
ラ
ー
ド
は
'
帰
途
に
､
イ
ン
ド
の
ゴ
ア
で
､
ヴ
ア

リ
ニ
ヤ
ー
ノ
へ
捧
げ
ら
れ
た

『O
ratio
h
abita
a
F

a㌻
D
.
M

artino
J
a
p
onio
原
マ
ル
チ
ノ
の
演
述
』
の
出
版
に
関
与
し
て
い

る
｡
そ
の
表
紙
の
下
に
は
､
｢G
o
ae〉
ex
cu
d
e
ba
t
C
on
statin
u
s
D
ou
rat'
Za
p
o
nius
in
a
e
d
ib
u
s
So
c

ie
tatis
tesu
.
ゴ
ア
の

(
18
)

イ
エ
ズ
ス
会
の
館
に
て
日
本
人
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
ー
ド
ラ
ト
ト
ウ
ス
こ
れ
を
版
に
刻
す
る
も
の
な
り
｣
と
あ
り
,
組
版
を
担

当
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
日
本
へ
の
帰
国
を
前
に
し
て
秀
吉
の
入
国
許
可
が
得
ら
れ
ず
'

一
年

一
〇
カ
月
を
過
ご
し
た
マ



カ
オ
で
は
､
使
肝

一
行
の
西
洋
行
脚
の
様
子
を
表
し
た
前
述
の
デ

･
サ
ン
デ
の

『天
正
遣
欧
使
節
記
』
(ラ
テ
ン
語
)
と
日
本
の
セ

ミ
ナ
リ
ヨ
の
教
材
に
選
定
さ
れ
た
ジ
ョ
ア
ン

･
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
オ
の

『C
h

ristia
n
i
P
u

eri

Hnstitutioキ
リ
ス
ト
教
子
弟
の
教

育
』
(ラ
テ
ン
語
)
も
印
刷
し
て
い
る
｡

使
節
の
帰
国
と
と
も
に
､
日
本
に
初
伝
来
し
た
活
版
印
刷
機
は
､
加
津
佐

(島
原
半
島
南
西
部
)
の
コ
レ
ジ
ヨ
に
持
ち
込
ま
れ
'

ド

一
五
九

一
年
の
､
最
初
の
キ
リ
シ
タ
ン
版

『s
a
ロ
CtO
S
n
O
G
o
sa
gu
eo
n
o
u
c
h
i
N
u
q
igaq
i
サ
ン
ト
ス
の
御
作
業
の
う
ち
抜
き

(19
)

書
』
-(
ロ
ー
マ
字
綴
-
の
横
書
き
の
日
本
文

‥
聖
人
伝
)
の
印
刷
を
皮
切
り
に
､

一
六

1
四
年
の
キ
リ
ス
ト
教
禁
止
で
マ
カ
オ
に
運

び
出
さ
れ
る
ま
で
の
二
〇
余
年
の
あ
い
だ
に
'
い
わ
ゆ
る
キ
リ
シ
タ
ン
版
を
生
み
出
す
原
動
力
と
な
､つ
た
の
で
あ
る
｡

キ
リ
シ
タ
ン
版
は
､
『D
octrin
a

Ch

rista
n
ど
ち
り
な
き
り
し
た
ん
』
や
去
M
anu
ate
a
d

Sacram
en
ta
サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提

要
』
の
よ
う
な
'
①
キ
リ
ス
ー
教
の
教
義
や
信
仰
修
養
､
典
礼
の
た
め
の
宗
教
書
を
は
じ
め
と
し
て
､
『F
e
iq
e

n
o
M
o
n
o
gata
ri

平
家
物
語
』
や

『E
so
p
o
n
o
F
a
b
u
t
asエ
ソ
ポ

(イ
ソ
ッ
プ
)
物
語
』
の
よ
う
な
'
②
和
漢
古
典
文
学
書
､
西
洋
古
典
文
学
書
､

そ
し
て

『D
ic
tion
a
r
iu
m
L
atin
o
L
u
sita
n
icu
m
ac
Japo
nicum
羅
葡
日
辞
書
』
や

W
o
cabu
tario
da
L
in
goa
d
e
J
apam

日
葡
辞
書
』
の
よ
う
な
､
③
語
学
書
に
大
き
く
区
分
さ
れ
､
現
存
､
あ
る
い
は
確
実
に
印
刷
さ
れ
た
と
さ
れ
る
も
の
は
､
五

〇
種
類

(20
)

以
上
に
も
の
ぼ
る
｡

印
刷
に
使
わ
れ
た
ロ
ー
マ
字
活
字
は
､
ロ
ー
マ
ン
体
と
イ
タ
リ
ッ
ク
体
の
二
種
が
あ
り
'
通
常
の
本
文
は
ロ
ー
マ
ン
体
で
印
刷
さ

れ
る
こ
と
が
多
-
､
イ
タ
リ
ッ
ク
体
は
､

一
五
九
四
年
刊
の

『D
e
Hnstitu
tion
e
G
ram
m
atic
a
ラ
テ
ン
文
典
』
か
ら
使
わ
れ
始

め
て
い
る
｡
ま
た
､
『日
葡
辞
書
』
の
よ
う
な
場
合
に
は
､
日
本
語
を
ロ
ー
マ
ン
体
で
'
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
区
別

し
て
記
し
て
い
る
｡

一
方
'
和
漢
字
に
よ
る
印
刷
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
､
当
初
は
ロ
ー
マ
字
綴
り
の
日
本
語
の
教
科
書
に
対
応

で
き
る
よ
う
に
と
'
初
期
教
育
で
ロ
ー
マ
字
教
育
が
な
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
が
､
日
本
人
は
容
易
に
和
漢
字
の
活
字
を
作
-
出
し
､

ノ
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一
五
九
二
年
頃
の
印
刷
と
さ
れ
る

『ど
ち
り
い
な
き
り
し
た
ん
』
と

『ば
う
ち
ず
も
の
授
け
や
う
』
を
流
麗
な
和
漢
字
の
活
字
で
印

刷
し
て
い
る
｡

こ
う
し
て
,
初
伝
来
の
活
版
印
刷
機
は
'
当
時
の
日
本
文
化
を
､
ま
さ
に
映
す
i
J
い
う
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
｡

2

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
の
誕
生

一
五
九

一
年
に
日
本
で
最
初
の
印
刷
が
な
さ
れ
て
か
ら

一
四
年
後
の
一
六
〇
五
年
に
印
刷
さ
れ
た

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
は
､

初
の
二
色
刷
り
で
あ
る
と
い
う
印
刷
上
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
ほ
か
t
と
-
に
注
目
さ
れ
る
の
は
､
初
め
て
楽
譜
が
印
刷
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
｡

そ
も
そ
も
､
典
礼
書
は
､
ミ
サ
の
式
次
第
で
あ
る
M
issale
と
'
司
教
執
行
に
よ
る
諸
儀
式
を
含
む
P
on
tifi
cate､
そ
し
て

l

般
司
祭
が
執
行
す
る
秘
徴
や
そ
の
他
の
儀
式
の
た
め
の
M
a
n
u
ate
(あ
る
い
は

L
itu
ate)
の
三
種
類
か
ら
な
る
｡

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
は
､
ま
さ
に
そ
の
三
番
首
に
属
し
､
秘
跡
を
授
け
る
諸
儀
式
用
の
も
の
で
は
あ
る
が
t
M
an
u
ate
は
､

国
に
よ
っ
て
差
異
が
あ
巧
独
自
性
に
富
む
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
､
日
本
で
出
版
さ
れ
た
そ
れ
は
､
司
教
が
授
け
る
堅
信

･

叙
階
を
省
-
五
つ
の
秘
跡

(洗
礼

･
告
白

･
聖
体

･
婚
姻

･
終
油
)
用
と
'
い
わ
ゆ
る
準
秘
跡
で
あ
る
埋
葬
式
や
司
祭
訪
問
の
際
の

儀
式
用
か
う
な
る
ほ
か
､
前
文
に
続
い
て
教
会
暦
が
記
さ
れ
る
な
ど
､
本
文
は
四

l
四
頁
に
も
及
ん
で
い
る
｡
式
文
は
黒
､
説
明
文

は
栄
で
印
刷
さ
れ
て
い
る
｡

そ
の
表
紙
に
は
､
｢M

anuatead
S
acram
enta
E
ccte
sia
e
M

inistran
d
a
D
.L
ud
ov
ici
C
e
rqueira
J
apon
e
n
sis
E
p
is･

copi
opera
ad
u守
m
su
i
c12
ri
o
rd
in
a
tu
m
教
会
の
秘
跡
を
執
行
す
る
た
め
の
提
要
｡
日
本
司
教
ド
ン

･
ル
イ
ス

･
セ
ル
ケ
イ

ラ
が
そ
の
配
下
の
聖
職
者
の
た
め
に
作
成
せ
-
｣
と
あ
る
よ
う
に
'

一
五
九
八
年
に
三
代
目
の
司
教
と
し
て
ヴ
ァ
リ
ニ
ヤ
ー
ノ
と
と



し

も
に
来
日
し
た
セ
ル
ケ
イ
ラ
が
､
将
来
日
本
各
地
の
教
会
を
担
当
す
る
日
本
人
司
祭
の
た
め
に
長
崎
の
コ
レ
ジ
ヨ
で
編
纂

･
出
版
し

(21
)

た
も
の
で
あ
る
｡

.3

二
冊
の

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
の
数
奇
な
運
命

一
六
〇
五
年
に
長
崎
で
出
版
さ
れ
た

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
は
'
現
在
'
日
本
に
二
冊
存
雇
す
る
｡

一
冊
は
､
上
智
大
学
キ
リ

シ
タ
ン
文
庫
に
､
も
う

一
冊
は
､
東
洋
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､

一
六
〇
五
年
に
印
刷
さ
れ
た
ま
ま
'
日
本
に
存
在
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
｡

印
刷
さ
れ
た
後
､
イ
エ
ズ
ス
会
の
関
係
諸
機
関
に
送
ら
れ
て
い
た
も
の
か
､
あ
る
い
は
､

一
六

一
四
年
の
キ
リ
ス
ト
教
禁
止
に

よ
っ
て
国
外
に
持
ち
出
さ
れ
て̀
い
た
も
の
の
う
ち
か
ら
二
冊
が
'
今
世
紀
に
な
っ
て
日
本
に
戻
っ
て
来
た
も
の
で
あ
る
｡

上
智
大
学
キ
リ
シ
タ
ン
文
庫
の
も
の
は
'
ヨ
ハ
ネ
ス
ニ
フ
ウ
レ
ス
神
父
･
(
1
八
九

一
I

l
九
五
九
)
が
持
ち
帰

っ
た
と
さ
れ
､
東

洋
文
庫
の
も
の
は
､
岩
崎
久
弥
氏

(
一
八
六
五
卜

一
九
五
五
)
が

一
括
購
入
し
た
モ
リ
ソ
ン
文
庫

(オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ジ
ョ
ー

(22
)

ジ

･
ア
ー
ネ
ス
ト

･
モ
リ
ソ
ン

(
1
八
六
二
-

一
九
二
〇
)
が
収
集
し
た
ア
ジ
ア
文
庫
)
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
.

い
ず
れ
も
'
数
奇
な
運
命
を
た
ど
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
か
の
よ
う
に
'
和
紙
の
所
々
に
虫
食
い
の
跡
が
痛
々
し
い
｡

四

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
中
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
楽
譜
印
刷
上
の
特
徴

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
の
二
三
九
頁
に
､
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
第

1
曲
目

｢S
u
bvenite
san
cti
D
ei
来
り
て
助
け
よ
､
神
の

聖
徒
よ
｣
の
楽
譜
が
登
場
す
る
｡
そ
こ
か
ら
四
〇
一
頁
に
至
る
ま
で
､

一
九
曲
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
が
点
々
と
印
刷
さ
れ
て
い
る
｡
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こ
れ
ら
の
印
刷
は
'
ど
の
{

っ
に
行
わ
れ
た
の
か
を
'
楽
譜
印
刷
の
歴
史
と

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
の
廃
語
上
の
特
徴
か
ら
検

証
す
る
｡

(23
)

-

楽
譜

印
刷

の
始
ま
り

書
物
も
､
楽
譜
も
'

一
五
世
紀
半
ば
ま
で
は
､
そ
の
大
半
が
手
書
き
に
よ
る
写
本
で
あ

っ
た
｡
そ
こ
に
登
場
す
る
の
が
'
ド
イ
ツ

の
グ

ー
テ
ン
ベ
ル
ク

(
二
二
九
八
頃
-

1
四
六
八
)
が
試
み
た
活
版
印
刷
に
よ
る
印
刷
物
で
'

1
四
五

〇
年
代
に
出
回
灯
始
め
る
や
､

瞬
く
間
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
伝
播
し
て
い
っ
た
｡
商
業
都
市
と
し
て
栄
え
た
ベ
ネ
ッ
ィ
ア
と
法
王
の
お
膝
元
の
ロ
ー
マ
へ
は
､
約

1
0
年
遅
れ
て

一
四
六

〇
年
代
に
'
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
大
の
都
市
パ
リ
へ
は
､
さ
ら
に
遅
れ
て

一
四
七

〇
年
代
に
'
そ
し
て
､

一
五
世
紀
末
ま
で
に
は
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
に
活
版
印
刷
に
よ
る
書
物
が
出
回
る
こ
と
に
な

っ
た
｡

し
か
し
'

そ
の
技
術
が
楽
譜
印
刷
に
援
用
さ
れ
る
ま
で
に
は
優
に
半
世
紀
を
身
し
た
｡
最
初
に
活
字
で
多
声
音
楽
を
印
刷
し
た
人

物
は
､
イ
タ
リ
ア
の
ペ
ト
ル
ッ
チ

(
1
四
六
六
-

1
五
三
九
)
で
あ
り
､
そ
の
最
初
の
出
版
物
は
､
フ
ラ
ン
ド
ル
学
派
の
シ
ャ
ン
ソ

ン
を
収
め
た

『A

H

ar
m
onice
m
us
i
c
e
s

o
d

hecaton
オ
デ
カ
ト
ン

(多
声
音
楽
の
百
の
歌
)

A
』
で
'
そ
れ
は

一
五
〇
一
年
の

こ
と
で
あ

っ
た
｡

そ
れ
は
､
譜
線
と
音
符
を
別
々
に
印
刷
す
る
二
重
印
刷
法
で
あ

っ
た

(歌
詞
ま
で
を
考
慮
す
る
と
､
三
重
印
刷
法
と
言
え
る
)
｡

こ
の
譜
法
は
､
何
種
類
か
の
音
符
の
活
字
を
作

っ
て
お
け
ば
'
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
音
楽
に
も
す
ぐ
さ
ま
対
応

で
き
る
t
と
い
う
利
点
が
あ
る
反
面
'
譜
線
と
音
符
が
ず
れ
る
と
い
う
欠
点
が
あ
る
ば
か
り
か
､

一
回
の
組
版
で
印
刷
で
き
る
部
数

は
せ
い
ぜ
い

一
五
〇
部
程
.度
で
あ
へ

か
な
り
の
高
度
な
技
術
が
求
め
ら
れ
る
わ
り
に
は
'
印
刷
に
要
す
る
時
間
や
労
力
は
膨
大
で

あ
-
､
手
書
き
の
楽
譜
の
価
格
と
さ
ほ
ど
か
わ
ら
な
い
高
価
な
も
の
で
あ

っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
理
由
も
あ

っ
て
､
ペ
ト
ル
ッ
チ
の
印



刷
術
が
開
発
さ
れ
た
と
は
言
え
､
板
を
彫

っ
て
印
刷
板
を
作
成
す
る
技
法
の
木
版
印
刷
が
楽
譜
印
刷
の
主
流
で
あ
-
'
ま
た
丁
寧
に

写
譜
さ
れ
た
手
書
き
の
楽
譜
も
根
強
く
支
持
さ
れ
､
ペ
ト
ル
ッ
チ
の
印
刷
術
が
､
そ
れ
ら
に
す
ぐ
さ
ま
取
っ
て
変
わ
る
ほ
ど
の
威
力

は
発
揮
し
な
か
っ
た
｡

こ
の
二
重
印
刷
法
の
欠
点
を
是
正
し
て
､
譜
線
と
音
符
を
同
時
に
印
刷
す
る
同
時
印
刷
法
が
ま
も
な
-
考
案
さ
れ
'
パ
リ
の
ア
テ

ニ
ヤ
ン

(
1
四
九
四
頃
-

一
五
五
1
/
五
二
)
に
よ
っ
て
確
実
な
印
刷
法
と
し
て
整
え
ら
れ
た
｡
彼
の
手
に
よ
っ
て

一
五
二
八
年
か
ら

出
版
さ
れ
て
い
っ
た
シ
ャ
ン
ソ
ン
儀
は
､
画
期
的
な
同
時
印
刷
法
の
手
法
を
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
伝
え
て
い
き
､
各
地
に
ル
ネ
サ

ン
ス
音
楽
を
成
熟
さ
せ
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
｡
ペ
ト
ル
ツ
チ
式
に
比
べ
る
と
､
生
産
に
か
か
る
経
費
と
時
間
は
半
分
以
下
と

い
う
利
便
性
は
あ

っ
た
が
'
譜
線
と

一
つ
の
音
符
を
合
体
し
た
こ
の
画
期
的
な
活
字
に
よ
る
印
刷
法
は
､
そ
の
活
字
と
活
字
の
間
に

細
か
い
切
れ
目
が
で
き
'
譜
線
が
ダ
ラ
ダ
ラ
と
歪
ん
で
読
み
ず
ら
い
と
い
う
欠
点
も
あ

っ
た
｡
依
然
と
し
て
'
手
書
き
の
楽
譜
が
支

持
さ
れ
る
時
代
が
続
い
た
の
.も
事
実
で
あ
る
｡

2

ド
ラ
ー
ド
ら
が
試
み
た
楽
譜
印
刷

印
刷
技
術
を
学
ぶ
た
め
に
'
天
正
遣
欧
使
節
に
同
行
し
た
ド
ラ
ー
ド
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ー
ノ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
訪
れ
た
時
に
は
､
す

で
に
同
時
印
刷
法
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
､
『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
は
､
上
智
大
学
キ
リ
シ
タ
ン
文
庫
と
東
洋
文
庫
の

も
の
を
比
較
す
る
と

(次
頁
)
'
譜
線
と
音
符
が
ず
れ
て
お
-
'
旧
式
の
二
重
印
刷
法
に
よ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
筆
者
が
矢

印
を
付
し
た
フ
ラ
ツ
ー
の
位
置
か
ら
も
容
易
に
確
認
で
き
る
｡

ま
た
'
『サ
カ
ラ
.メ
ン
タ
提
要
』
に
使
わ
れ
て
い
る
譜
線
と
音
符
の
形
態
は
､
ペ
ト
ル
ッ
チ
の
二
重
印
刷
法
に
よ
る
と
さ
れ
る
,

一
五
四
五
年
に
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
で
出
版
さ
れ
た

『五
声
お
よ
び
六
声
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
二
四
曲
を
お
さ
め
る
曲
集
第
7
巻
』
中
の
楽
譜
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AZTf0Ĉ140～YJt;A.dFOr･phfhzL･

t打TMJr JIJlt fll Lp_

t,′ド〝 hEE･'

ジョスカン ･デ ･プレ ｢オケゲムの死

を悼む挽歌｣アントワープ､1545年

｢
L
a

d

e

p

-

o
r
a
t
i
o

n
d

e

Hoh
a
n
.

〇keg
h
e
m

オ
ケ
ゲ
ム
の
死
を
悼
む
挽
歌
｣(24

)

(ジ
ョ
ス
カ
ン

･
デ

･
プ
レ
作
曲
)
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
酷
似
し
て
い
る
｡

例
え
ば
､
後
述
す
る
が
､
譜
線
に
わ
ず
か
な
切
れ
目
が
あ
る
こ
と
や
｣
ク
リ
ヴ
ィ

ス

(上
記
①
)
や
ト
ル
ク
ル
ス

(上
記
②
)
の
形
が
き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
る
｡

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
の
楽
譜
が
'
ペ
ト
ル
ッ
チ
式
印
刷
法
に
よ
っ
て
い
る
こ

と
を
裏
付
け
る

一
資
料
で
あ
る
｡

そ
の
印
刷
に
立
ち
会

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
ド
ラ
ー
ド
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ー
ノ
は
､

ペ
ト
ル
ッ
チ
が
活
躍
し
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
訪
問
し
て
い
る
が
'
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

ら
日
本
へ
の
帰
途
に
つ
-
ま
で
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
の
四
カ
月
余
り
の
大
半
の
日
時

を
'
他
の
使
節
の
メ
ン
バ
ー
と
離
れ
て
リ
ス
ボ
ン
で
過
ご
し
､
前
述
の
ヴ
ア
リ

ニ
ヤ
ー
ノ
が
す
で
に
日
本
で
草
稿
し
て
い
た
『日
本
の
カ
テ
キ
ズ
モ
』
と
題
し
た
教

理
書
を
印
刷
す
る
の
に
立
ち
会
う
め
を
は
じ
め
'
高
度
な
技
術
を
習
得
す
る
た
め

に
研
鐙
し
た
と
さ
れ
て
お
-
､
楽
譜
印
刷
術
も
そ
こ
で
学
ん
だ
可
能
性
が
大
き
い
｡

3

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
の
楽
譜
印
刷
上
の
特
徴

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
中
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
印
刷
を
'
い
く
つ
か
の
項

目
に
区
分
し
て
そ
の
特
徴
を
示
す
｡

①

譜

線
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グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
譜
線
は
､
通
常
四
線
で
あ
る
が
､
㌧『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
の
も
の
は
､
五
線
で
あ
る
｡

(
25)

横
の
線
の
所
々
に

一
六
ミ
リ
ほ
ど
の
切
れ
目
が
あ
り
'
上
図
の
よ
う
な

鋳
造
さ
れ
た
譜
線
用
活
字
を
組
み
合
わ
せ

て
五
線
を
作
り
､
そ
れ
を
朱
色
で
印
刷
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
｡

②

大
区
分
線
､
複
縦
線
'
縦
の
ス
ペ
ー
ス

(イ
ン
テ
ル
)

フ
レ
ー
ズ
の
区
切
り
目
と
し
て
大
区
分
線
が
用
い
ら
れ
て
い
る
ほ
か
'
繰
り
返
し
部
分
と
終
止
部
分
に
複
縦
線
が
用
い
ら
れ
て
い

る
｡
ま
た
､
音
符
と
音
符
の
間
な
ど
に
ス
ペ
ー
ス
が
空
い
て
い
る
部
分
が
見
ら
れ
､
縦
の
ス
ペ
ー
ス

(イ
ン
テ
ル

･
行
間
に
詰
め
る

も
の
)

が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
｡

③

音
部
記
号
､
横
の
ス
ペ
ー
ス

(イ
ン
テ
ル
)

音
部
記
号
は
､
二
種
類
あ
る
｡
ヘ
音
記
号
.LJ･
r
と
ハ
音
記
号

tl
で
あ
る
｡
ヘ
音
記
号
は
'
お
お
む
ね
第
三
線
に
付
さ
れ
て
い
る
が
'

例
え
ば
､
第
五
曲
目
の
｢

L
ibera
m
e
D
om
in
e

主
よ
､
わ
れ
を
解
き
放
ち
た
ま
え
｣
の
よ
う
に
'
全
体
的
に
音
域
が
低
い
曲
で

は
､
第
四
線
に
付
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
第
三
線
に
付
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
つ
ま
り
､
現
行
の
近
代
五
線
譜
の
よ
う
に
音

部
記
号
を

〓
疋
に
し
て
お
く
と
､
そ
の
音
域
か
ら
は
ず
れ
る
音
に
は
加
線
を
加
え
る
必
要
が
生
じ
る
た
め
､
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
集
で

は
し
同
じ
曲
の
中
で
も
､
音
部
記
号
の
位
置
を
自
由
に
動
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
､
加
線
を
加
え
な
い
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
｡
例
え

ば
､
低
い
音
域
に
及
ぶ
旋
律
を
記
す
と
き
に
は
､
音
部
記
号
を
上
の
線
上
に
移
せ
ば
加
線
は
不
要
で
あ
る
L
t
高
い
音
域
に
及
ぶ
旋

律
の
場
合
に
は
､
下
の
線
上
に
移
せ
ば
加
線
は
不
要
と
な
る
｡

ヘ
音
記
号
に
関
し
て
は
､
第
三
線
上
と
第
四
線
上
の
二
通
り
が
あ
り
'
通
常
の
ヘ
音
記
号
の
活
字
を
ま
ず
作
成
し
'
横
の
ス
ペ
ー

ス

(イ
ン
テ
ル
)
を
上
か
下
に
埋
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
第
三
線
上
に
も
第
四
線
上
に
も
配
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

横
の
ス
ペ
ー
ス
は
､
次
に
説
明
す
る
音
符
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
｡
ま
た
'
第
三
線
上
の
ヘ
音
記
号
の
.う
ち
､



L
L･
r
と
JLLr

の
よ
う
に
左
側
に
添
え
ら
れ
た
'
プ
レ
ヴ
ィ
ス
に
似
た
記
号
に
多
少
形
態
の
違
い
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
､
ヘ
音
部
記
号

自
体
は
､
二
種
類
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
｡

･一
方
､
ハ
音
部
記
号
に
関
し
て
は
'
第
四
線
上
に
位
置
す
る
活
字
の

一
種
類
し
か
な
い
｡
た
だ
し
､
第

一
四
曲

｢
S
acerdos
et

P
on
tife
x
祭
司
に
し
て
司
教
｣
の
冒
頭
の
音
部
記
号
は
､
本
来
は
第
三
線
上
の

｢
ヘ
音
部
記
号
｣
の
は
ず
で
あ
る
が
､
第
三
線
上

の

｢
ハ
音
部
記
号
｣
に
間
違
え
て
組
ま
れ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
､
ヘ
音
部
記
号
と
同
様
に
､
ハ
音
部
記
号
の
活
字
の
上
か
下
に
､

横
の
ス
ペ
ー
ス
を
補

っ
て
組
版
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
｡

④

音
符

単
音
符
と
し
て
は
､
ヴ
ィ
ル
ガ
v
ir
ga
r

が
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
､
そ
の
他
､
四
角
な
プ
ン
ク
ト
ウ
ム
P
u
nctuTn
･と
菱

形
の
プ
ン
ク
ト
ウ
ム
◆
が
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
第

一
･
二

･
六

二

一
二

三
曲
の
よ
う
に
､
曲
頭
に
､
二
倍
の
長
さ
に
引
き
伸
ば

さ
れ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
形
態
の
プ
ン
ク
ト
ウ
ム
爪
や
､
第
五

･
八

･
九

･
二

一
･
一
六
曲
の
冒
頭
と
'
第

一
･
四

･
五

･
九

･
一
〇
･

二

･
二

一
･
二
二
曲
の
各

｢第

一
キ
リ
エ
｣
の
よ
う
に
､
二
倍
の
長
さ
に
引
き
伸
ば
さ
れ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
ヴ
ィ
ル
ガ
｢

も
単
音

符
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
プ
ン
ク
ト
ウ
ム
と
ヴ
イ
ル
ガ
の
符
頭
は
ほ
ぼ
同
じ
形
で
あ
る
｡

た
だ
し
､
全

一
九
曲
を
通
し
て
､
そ
れ
ぞ
れ
の
単
音
符
は
､
次
頁
の
よ
う
な
音
域
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
'
正
規
の
楽
譜
を
読
み

な
が
ら

｢
ひ
っ
-
-
返
し
｣
の

｢基
本
型
の
ヴ
イ
ル
ガ
｣
と
そ
の
上
下
に
横
の
ス
ペ
ー
ス

(イ
ン
テ
ル
)
を
埋
め
な
が
ら
､
さ
ら
に

縦
の
ス
ペ
ー
ス

(イ
ン
テ
ル
)
も
適
宜
用
い
な
が
ら
'
活
字
を
組
版
し
て
い
く
能
力
が
要
求
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
｡
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/㌔次
に
二
音
符
と
し
て
は
､
高
音
か
ら
低
音
に
動
-
ク
リ
ヴ
イ
ス
C
tiv
is
l
h
と
低
音
か
ら
高
音
に
動
ぐ
ポ
ダ
ト
ウ
ス
P

odatus

T

.]
が
あ
る
｡
ポ
ダ
ト
ウ
ス
は
'
通
常
の
聖
歌
集
に
見
ら
れ
る

-
で
は
な
い
点
が
特
徴
で
あ
る
｡

こ
の
二
音
符
に
関
し
て
は
､
以
下
の
よ
う
な
音
域
に
わ
た
っ
て
い
る
｡

三
音
符
で
は
'
高
音
-

低
音
-

高
音
と
動
-
ポ
レ
ク
ト
ウ
ス
P
orrectus
V
(た
だ
し
､
通
常
の
.7
と
な

っ
て
い
な
い
)
と
､



低
音
-

高
音
-

低
音
と
動
-
ト
ル
ク
ル
ス
T
orcutus
C
､

1
連
の
下
降
音
群
で
あ
る
ク
リ
マ
ク
ス
C
tim
acus
f
が
用
い
ら
れ
て

い
る
｡
た
だ
し
､
ク
リ
マ
ク
ス
は
単
音
の
プ
レ
ヴ
イ
ス
と
以
下
に
述
べ
る
下
降
の
二
音
菱
形
の
音
符
と
を
組
み
合
わ
せ
て
使
用
し
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

ポ
レ
ク
ト
ウ
ス
と
ト
ル
ク
ル
ス
の
音
域
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
｡

ま
た
､
三
音
符
よ
-
多
い
一
連
の
下
降
音
群
ク
リ
マ
ク
ス
八

㌧

も
見
ら
れ
る
｡
た
だ
し
,
菱
形
の
音
符
は
,
二
つ
､
三
つ
､

四
つ
'
五
つ
は
､
ま
と
ま

っ
た
形
と
し
て
別
々
に
鋳
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
､
例
え
ば
､
二
四

l
頁
の
一
段
目
か
ら
二
段
目
に
わ
た

る
場
合
の
よ
う
に
'
分
け
て
印
刷
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
証
明
さ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
以
下
の
ポ
ダ
ト
ウ
ス
に
組
み
合
わ
さ
れ
る

下
降
の
二
音
以
上
の
菱
形
の
音
符
も
､
別
々
に
鋳
造
さ
れ
た
も
の
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
菱
形
の
音
符
の
音
域
は
以

下
の
と
お
り
で
あ
る

(た
だ
し
､
二
つ
の
菱
形
の
音
符
で
も
'
音
程
が
三
度

(二
四
三
㌧
二
九
八
㌧
二
九
九
､
三
〇
〇
､
四
〇
〇
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頁
)
と
四
度

(三
九
七
頁
)
-
に
開
-
場
合
に
は
'

一
つ
の
菱
形
の
音
符
を
組
み
合
わ
せ
て
組
版
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
)
0

4
+

.2
詞

そ
の
ポ
ダ
ト
ウ
ス
に
下
降
の
二
音
以
上
の
菱
形
の
音
符
が
加
わ
っ
た
も
の
と
し
て
､
ポ
ダ
ト
ウ
ス

･
ス
ブ
ビ
プ
ン
ク
テ
ィ
ス
P
?

d
a
-u
s
su
bb
ip
u
n
ctis
へ

八

㌧
ポ
ダ
ト
ウ
ス

･
ス
ブ
ト
ウ
リ
プ
ン
ク
テ
ィ
ス

P.datussu
btripun
ctis
f

､
ポ
ダ
ト
ウ
ス

･

ス
ブ
ク
ゥ
イ
ブ
ン
ク
テ
ィ
ス
P
o
datussu首
官

n
ctis

＼
＼
が
見
ら
れ
る
｡

T

L
]

①

変
化
記
号

口
音
の
み
に
♭

(フ
ラ
ッ
ト
)
が
付
さ
れ
て
い
る
が
､
本
位
記
号
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で
'
演
奏
面
に
お
い
て
､
区
分
線
に

応
じ
て
解
除
す
る
の
か
､
あ
る
い
は
そ
の
言
葉
の
み
に
お
い
て
有
効
な
の
か
な
ど
'
変
化
音
が
ど
こ
ま
で
有
効
か
を
見
極
め
る
の
は

難
し
い
｡
ま
た
'
変
化
す
べ
き
音
よ
り
か
な
り
前
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
'
見
落
と
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
｡

♭

(フ
ラ
ッ
ト
)
は
､
第
四
間
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の

(第

一
･
四

･
五

･
九

二

〇
二

一
･
二

一
･
二
二
曲
)
と
第
三
間
に

付
さ
れ
て
い
る
も
の

(第

一
〇
･
一
五

･
一
六
曲
)
'
第
二
間
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の

(第

一
五
曲
)
の
三
種
類
が
あ
る
｡
東
洋
文

庫
所
蔵
の
第

一
五
曲
で
は
'
三
九
四
頁
の
♭

(フ
ラ
ッ
ト
)
が
第
二
線
上
と
第
三
線
上
に
位
置
し
て
い
る
が
'
こ
れ
は
､
全
体
的
に

下
に
ず
れ
て
印
刷
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
｡

⑥

ギ
ド
ン
あ
る
い
は
ク
ス
ト
ス



各
譜
表
の
右
端
に
記
さ
れ
た
'
小
型
の
ヴ
ィ
ル
ガ
を
斜
め
に
置
い
た
よ
う
な
'
次
の
音
の
高
さ
を
予
示
す
る
誘
導
記
号
/

は
､

G
uid
on
ギ
ド
ン
あ
る
い
は
C
ustosク
ス
ト
ス
と
呼
ば
れ
る
｡
次
頁
に
旋
律
が
続
-
と
き
に
は
､
と
く
に
便
利
な
記
号
で
あ
る
｡

ま
た
､
曲
に
よ
っ
て
は
､
次
段
の
譜
表
で
音
部
記
号
の
位
置
が
変
わ
る
場
合
も
あ
-
､
こ
の
ギ
ド
ン
が
効
力
を
発
揮
す
る
｡

用
い
ら
れ
て
い
る
ギ
ド
ン
の
位
置
は
､
以
下
の
よ
う
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
な
数
種
類
の
活
字
の
中
か
ら
､
版
を
組
ん
で
い
-
作
業
は
か
な
り
の
労
力
を
要
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
｡

ま
た
｣
組
ま
れ
た
も
の
を
全
体
が
ず
れ
な
い
よ
う
に
印
刷
す
る
の
に
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
｡
第

一
に
'
文
字
の
活
字
と
同
じ
よ
う
に
'
｢反
転
し
た
｣
音
符
の
活
字
の
中
か
ら
'
所
定
の
旋
律
に
応
じ
た
活
字
を
選
び
'
い
く
つ
か

の
ス
ペ
ー
ス

(イ
ン
テ
ル
)
を
補
い
な
が
ら
､
お
そ
ら
-
左
か
ら
右

へ
と
版
を
組
ん
で
い
-
作
業
は
､
か
な
り
.の
技
巧
を
要
し
た
に

/

違
い
な
い
｡
そ
の
楽
譜
印
刷
に
､
ド
ラ
ー
ド
ら
日
本
人
が
関
与
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
､
『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提

要
』
中
の
楽
譜
の
存
在
が
急
に
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
｡
第

一
曲
目

｢S
u
b
v
en
ite
san
cti.D
e
i
来
月
て
助
け
よ
､
神
の
聖
徒
よ
｣
を

組
版
し
た
と
き
に
見
ら
れ
る
様
子
を
次
頁
に
示
す
｡
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⑦

歌
詞

楽
譜
の
下
に
添
え
ら
れ
た
歌
詞
の
印
刷
に
関
し
て
も
'
い
く
つ
か
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
｡

ま
ず
'
そ
れ
ぞ
れ
の
曲
の
冒
頭
歌
詞
の
最
初
の
二
文
字
は
､
S
≦

uenite
(第
一
曲
)
や

M
Hs
erere
(第
三
曲
)
の
よ
う
に
,

現
代
の
聖
歌
集
の
よ
う
に
大
文
字
で
記
さ
れ
て
い
る
｡
･『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
で
は
､
最
初
の
大
文
字

一
字
が
朱
色
で
印
刷
さ
れ

て
い
る
｡

ま
た
､
歌
詞
に
'
現
行
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
は
異
な
る
文
字
が
使
用
さ
絶
て
い
る
の
は
'
欧
文
文
字
に
よ
る
キ
リ
シ
タ
ン
版
に

共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
s
y
bB
en
ite
(二
三
九
頁
､
現
行
の
S
g
byenite)
や
v
o
ca
n
it
(二
四
〇
頁
,
現
行
の



v
o
cav
it)
の
よ
う
に
､
単
語
の
冒
頭
部
分
で
は
な
-
､
途
中
に
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
､
現
行
の
U
が
V
で
､
ま
た
現
行
の
V
が

U

で
綴

ら
れ
て
い

る
｡

同
じ
-
､
con
i
p
e匝
tu
(二
三
九
頁
､
現
行
の

con
Sp
e_tu
)
の
よ
う
に
､
単
語
の
途
中
で
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
'
現
行
の

S
が
f
で
､
C
が
E
で
記
さ
れ
て
い
る
｡

た

だ

し

､
単
語
の
冒
頭
に
置
か
れ
る
場
合
は
現
行
の
S
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
'
二
三
九

頁
の

fan
Cti
の
よ
う
に
小
文
字
の
場
合
に
は
t
f
が
用
い
ら
れ
て
い
る
｡

ま
た
､

eius
(二
三
九
頁
､
現
行
の

ejus)
の
よ
う
に
､
現
行
の
j
が
i
で
兼
ね
ら
れ
て
い
る
｡

さ
ら
に
興
味
深
い
点
は
'
旋
律
を
記
す
音
符
に
歌
詞
が
収
ま
-
切
れ
な
い
箇
所
に
は
､

一
種
の

『省
略
文
字

･
記
号
』
が
使
用
さ

れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
他
の
欧
文
に
よ
る
キ
リ
シ
タ
ン
版
に
も
見
ら
れ
.る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

例
え
ば
､
&

(二
四
〇
頁
､
現
行
の
et)
の
ほ
か
､
繰
-
返
し
の
と
こ
ろ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
&
C.
(二
四
〇
頁
､
な
ど
の
意
)

な
ど
で
あ
る
｡

そ
の
他
の

『省
略
記
号
』
は
､
母
音
の
a
,
e,
0,
u
の
各
文
字
の
上
に
'

1
を
添
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
t
a

の
場
合
で
あ
れ
ば
､

lヽヽ

anim
-a
(二
四
三
頁
､
魂
行
の
a
n
im
a
m
)
と
Q
u
ad
o
(二
五
四
頁
'
現
行
の
Q
u
a
n
d
o
)
の
よ
う
に
'
本
来
は

｢am
｣
か

｢a
n
｣

の
省
略
記
号
と
t
て
用
.い
ら
れ
て
い
る
｡

e

の
場
合
に
は
t
ig
n
eI
(二
五
五
頁
､
現
行
の
ig
n
em
)
と
T
rem
gs
(二
五
五
頁
'
現

行
の

T
rem
en
s)
の
よ
う
に
､

｢em
｣
か

｢en
｣
の
､
O
の
場
合
に
は
､
coi
(二
九
五
頁
､
現
行
の

com
)
と
q
u
G
d
am
(二
五
九

頁
､
現
行
の

quon
d
a
m
)
の
よ
う
に
､
｢o
m
｣
か

｢on
J
の
t
u
の
場
合
に
は
､
D

G

(二
五
二
頁
､
現
行
の
D
u
m
)
の
よ
う
に
､

｢

u
m｣

の
省
略
記
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
｡

語
例
か
ら
､
語
尾
に
当
た
る
母
音
の
上
に
省
略
記
号
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
､
｢
m
｣
を
伴
う
が
'
語
の
途
中
の
母
音
の
上

に
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
､
｢n
｣
を
伴
う
こ
と
が
判
明
す
る
｡
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こ
れ
以
外
に
も
､
q

二
二
五
五
頁
､
現
行
の
q
u
e
)
の
よ
う
に
'
｢
二

が

｢ue｣
の
省
略
記
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
｡

こ
の
他
'

一
単
語
で
二
行
に
ま
た
が
る
場
合
に
は
､
ほ
と
ん
ど
の
場
合
ハ
イ
フ
ン
が
使
用
さ
れ
て
い
る

(し
か
し
､
二
三
九
頁
の

四
段
目
な
ど
'
ハ
イ
フ
ン
を
忘
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
)
｡
し
か
し
'
旋
律
が
メ
リ
ス
マ
的
に
配
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
は
､
現
行
の

聖
歌
集
の
よ
う
な
'

一
単
語
で
あ
る
こ
と
を
示
す
ハ
イ
フ
ォ
ン
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
'

一
単
語
で
あ
る
こ
と
を
判
読
す
る

こ
と
が
難
し
い
場
合
も
あ
る
｡

一
方
､
頁
の
変
わ
り
目
に
次
頁
へ
の
キ
ャ
ッ
チ
ワ
ー
ド
が
印
刷
さ
れ
て
お
り
'
現
代
の
聖
歌
集
で
は

見
ら
れ
な
い
だ
け
に
適
切
な
対
応
と
し
て
興
味
深
い
｡

ま
た
､

l
定
の
歌
許
の
区
切
り
の
所
に
'
宋
色
で
､
R
と
V
の
文
字
が
添
え
ら
れ
て
い
る
｡
R
は

｢R
esp
on
soriu
m
応
唱
｣
部

分
で
あ
る
こ
と
を
示
し
､
V
は

｢V
ersu
s
詩
句

･
行
｣
部
分
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

さ
ら
に
､
旋
律
の
繰
り
返
し
の
部
分
は
､
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
､
朱
色
の
★

印
が
付
さ
れ
て
い
る
｡

五

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
中
の
一
九
曲
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
全
容
と
そ
の
印
刷
上
の
間
違
い

一
九
曲
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
う
ち

二
二
曲
は
'
D
e
O
fFtcio
S
ep
u
lt
埋
葬

(第

一
～
九
曲
)
と

Procession
e
s
行
列

(第

一

〇
～

l
三
'g
)
の
Ji
,つ
に
､
葬
儀
で
歌
わ
れ
る
も
の
で
あ
-
'
残
り
の
六
曲
は
､
0
[d
o
R
ecip
i
end
i
出
迎
え

(第

一
四
曲
)
と

O
rdo
S
sitand
i
視
察

(第

一
五
～

一
九
曲
)
の
よ
う
に
へ
司
教
が
訪
問
し
た
と
き
に
歌
わ
れ
る
も
の
で
'
こ
れ
ら
は
､
い
わ
ゆ

る
準
秘
跡
用
の
聖
歌
で
あ
る
｡

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
中
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
と
､
現
代
の
通
常
聖
歌
集

『Lib
er
U
su
a
-is』
中
の
同
名
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌

と
を
比
較
す
る
と
､.
旋
律
の
主
要
な
動
き
は
同
じ
で
あ
る
が
'
細
部
の
動
き
は
異
な
る
､
と
･3
う
特
徴
が
見
ら
れ
る
｡
例

見ゝ
ば
､
今
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日
よ
-
知
ら
れ
て
い
る

コ
n
p
aradisum
楽
園
に
｣
を
比
較
す
る
と

(上
記
楽
譜
)､

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
ゐ
も
の
が
概
ね
簡
素
な
旋
律
か
ら
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
｡

た

だ

し

､
二
曲
目
の

｢S
u
b
venite
sancti
D
ei
来
-
て
助
け
よ
､
神
の
聖
徒
よ
｣

(
26)

だ
け
は
､
現
代
の
聖
歌
集
に
は
み
あ
た
ら
な
い
旋
衝
か
ら
な
っ
て
い
る

｡

(27
)

-

一
九
曲
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
全
容

一
九
曲
を
'
歌
わ
れ
る
目
的
_･
曲
種

･
旋
法

･
音
部
記
号
の
種
類

･
印
刷
上
の
特

(28
)

徴

･

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
中
の
掲
載
頁

(『L
ib
er
U
su
a
-.is』
で
の
掲
載
頁
)

毎
に
'
次
頁
の
よ
う
に
整
理
す
る
｡
な
お
､
こ
の

･『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
に
は
'

曲
に
よ
っ
て
は
､
楽
曲
の
終
-
に
､
現
代
の
聖
歌
集
と
は
異
な
る

｢R
equiem
レ

ク
イ
エ
ム
｣
と

｢k
y
rie
キ
リ
エ
｣
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
曲
も
あ
る
の
で
､
そ
の
点

も
､.印
刷
上
の
特
徴
と
し
て
整
理

･
掲
載
す
る
｡
現
代
の
聖
歌
集
に
掲
載
さ
れ
て
い

る

｢
レ
ク
イ
エ
ム
｣
と

｢キ
リ
エ
｣
に
は
'
頭
に
★
を
付
す
｡

2

印
刷
上
の
間
違
い

整
理
す
る
と
､
葬
儀
用
の
聖
歌
の
う
ち
の
八
曲

(第

一
･
四

･
五

･
九

二

〇
･

二

二

二
･二
二
曲
)
の
後
に
'
｢
レ
ク
イ
エ
ム
｣
と

｢キ
リ
エ
｣
が
添
え
ら
れ

て
い
る
｡
『

L
ib
er

U
su
a
-is
』

で
は
､
｢
レ
ク
イ
エ
ム
｣
は
､
第

二

四

･
五

･
一

!
一.-､し.一1'

一.1
1
】
:.
1..1

一
∵

..
‥
･..一
.1
-
1
-

r
L

.
-
1.
ト

.
･･f

l



4 『サカラメンタ提要』が語るもの- ザビエルが伝え､残したもの (竹井成美)

目 的 曲種 旋法 I音部記号 ー 印刷上の特徴 頁

1 SubVenitesanctiDei(来りて助けよ､神の聖徒よ)

棺が教会に到着 応唱 4 ヘ音部 ･240頁のヘ音部記号が第 239-41
したときに歌わ 2間にずれている (LU.1765)

れる ･最後のキリエの旋律などに植字のミスがある★ ｢レクイエム｣･｢キリエ｣

2 SubVenitesanctiDei(来りて助けよ､神の聖徒よ)

棺が教会または 交唱 1 ヘ音部 ･単音符に優 形のプ ンク 243-44
墓地に行列して トウムが使用されている
運ばれる七さに ･現代め聖歌集にはない聖
歌われる 歌

3 MisereremeiDeus(神よ､われを哀れみたまえ)

2曲目の交唱と 詩篇 ヘ音部 ･単音符に菱形のプンク 244

交互に歌われる 唱 トウムが使用 されている(29) (LU.1800)

4 Nerecorderispeccatamea(わが答を思い出したまうな)

垂職者の葬儀で 応唱 6 ヘ音由 ★ ｢レクイエム｣ 251-53

■歌われる ･｢キリエ｣ (L.U.1792㌻9p3)

5 LiberameDomine(主よ､われを解き放ちたまえ)

4曲目~に続いて 応唱 1 ヘ音部 ･ヘ音部記号が第3線と4 254-57
歌われる 線に適宜使用されている (L.U.

★ ｢レクイエム｣★ ｢キリエ｣ 1767-68)

6 Ⅰnparadisum (琴囲に)

棺が墓地に運ば 交唱 7 ハ普部 ･冒頭部分の音符が上に多 258

れるときに歌われる 少ずれている (LU.1768)

7 ChorusAngelomm (天使の合唱が)

6曲目に続いて 交唱 7 ハ音蔀 ･冒頭のポダトウスはコで 258-59
歌われる なくJである (LU.1769)

8 Egosum_rlesurrectio(われはよみがえり)

死者と墓を司祭 交唱 2 ヘ音部 ･ザカリアのカンテイクム 259-60
が祝別する前に (BenedictusDominus) (LU.1769)
歌われる め旋律は省略されている

9 Mementomeipeus(神よ､われを覚えたまえ)

死者のための聖 応唱 2 ヘ音部ヽ ･｢レクイエム｣ 263-65
務日課で歌われる ･｢キリエ｣ (LU.1791)

10 C●redo(われは信ずる)

ミサ終了後に教 応唱 8 ハ普部 ･上智大学キ~リシタン文庫 287-90
会か墓地かで行 のものは288貢のギ ドン (L.U.
列するときに歌 が 1箇所ずれている 1785-86)



目 的 曲種 l旋法 J音部記号 印刷上の特徴 質

ll QuiLazarumresuscitasti(ラザロをおこしたまいし主.よ)

司教 .司祭のた 応唱 4 ヘ音部 ･ヘ音部記 号の形態 が 2種 291-93

めの祈 りの後に 類使用されている (LU.1786)■
歌われる ･｢レクイエム｣･｢キリエ｣

12 Dominequandoveneris(主よ､来りしとき)

兄弟 .友人のた 応唱 8 ヘ音 部 ･高い音域になると ハ音部 294-96
めの祈 りの後に ハ普部 記号に変換されている (LU.1787)

歌われる ★ ｢レクイエム｣･｢キリエ｣

13 LiberameDomine(主よ'､われを解き放ちたまえ)

埋葬された死者 応唱 1 ヘ音部 ★ ｢レクイエム｣ 297-300

のための祈りの後に歌われる ･｢キリエ｣ (LU.1798-99)

14 S早CerdosetPontifeX (祭司にして司教)

司教の教区訪問 交唱 1 ヘ音部 ･冒頭の音部記号が間違つ 386-388
のとき､行列が 応唱 8 ハ普部 てハ音部になっている (L.U.
教会に到着した ･現代では 2つの聖歌とし 1840-41)

ときに歌われる て扱われている･東洋文庫のものは､388頁が1頁すべて下にずれている

15 Tantumergo(かくも大いなる)

聖体降福式のと 賛歌 5 ハ音部 ･単音符のみで印刷されて 393-94

きに歌われる いる･東洋文庫のものは､~394頁が全体的に音部記号と音符が下がって印刷されている (L.U.1852)

16 .SicutceⅣus(鹿のように)

司教が洗礼所に 応噴 8 ハ普部 ･東洋文庫のもの は､395 395-98
向かうときに歌 貢が全体的に下がって印 (LU.776BB
われる 刷されている ～776cc)

17 VeniCreatorSpiritus(来りたまえ.聖霊よ)

聖霊を称えるた 賛歌 8 ハ普部 ･ギドシが記されていない 398
め に歌 われる ･2段目が全体に高く印刷 (LU.885)

(第16曲 目の代わりとして歌われる) されている

18 Persignum Crucis(十字架のみしるしによりて)

司教が聖人の遺 交唱_ 4 ハ普部 ･東洋女庫のものは全体に 400

品 .聖棺の前に進むときに歌われる 下がって印刷されている (LU.1457)

19 0quamgloriosum (いかに栄えあるかな)

聖人の遺品の前 交唱 6 ヘ音部 ･東洋文庫のものは一部不 401



4 『サカラメンタ提要』が語るもの- ザビエルが伝え､残したもの (竹井成美)
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〔楽譜A〕

『サカラメンタ提要』中のキリエ

LiberUsualisのキリエ

ChrLste chli-i-son. 耳ターr王一c c-1i-i-son.

I
一 一

_二.__J■L▼

Kt-d･-e e-1i-i-son･

二

二

三
曲
に
見
ら
れ
､
｢キ
リ
エ
｣
は
､
第
五
曲
に
し
か
見
ら
れ
な
い
｡

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
中
の

｢キ
リ
エ
｣
は
'
〔楽
譜
A
〕
の
よ
う
に
素
朴
な

旋
律
で
あ
り
､
第
三
キ
リ
エ
の
下
降
旋
律
は
'
現
代
の
聖
歌
集
の
も
の
以
上
に
美

(30
)

し
い
｡
八
曲
す
べ
て
の
最
後
に
同
旋
律
で
付
け
加

㌃ゝ
ら
れ
て
い
る
の
で
､
何
度
か

聴
け
ば
'

一
般
信
徒
､も
歌
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
名
旋
律
で
あ
る
｡

一
万
㌧
そ
の

｢キ
リ

エ
｣
に
先
立

つ

｢
レ
ク
イ

エ
ム
｣
(第

一
･
四

･
五

･

九

二

〇
･
二

･
二

一
･
二
二
曲
)
で
は
､
第

一
曲
と
第

二

曲
が
同
旋
律

(た
だ
し
'
組
版
ミ
ス
と
考
え
ら
れ
る
が
'

一
部
旋
律
が
違
う
｡
ま
た
'
第

一
曲

の
最
後
で
は
歌
詞
の

｢eis｣
の

｢S｣
が
欠
け
て
い
る
)
､
第

一
〇
曲
と
第

二

一

曲
が
同
旋
律

(た
だ
し

一
カ
所
､
最
後
の

･｢eis｣
の
と
こ
ろ
で
歌
詞
の
付
け
方

が
違
う
)
で
あ
り
'
結
局
六
つ
の
旋
律
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

さ
て
'
上
記
の
第

一
曲
と
第

二

曲
の

｢
レ
ク
イ
エ
ム
｣
は
､
本
来
は
同
旋
律

だ
と
思
わ
れ
る
が
'

一
部
'
旋
律
が
異
な

っ
て
い
る
｡
第

一
曲

〔楽
譜
B
〕
と
第

二

曲

〔楽
譜
C
〕､
そ
し
て
参
考
に
､
現
代
の
『

L

ibe
r

U
s

ua
-i
s』

〔楽
譜
D
〕

(
31)

と
を
比
較
す
る
｡

ま
ず
､
説
明
の
た
め
筆
者
が
手
書
で
補

っ
た
①
で
は
'
第

1.
曲
で
は
'
プ
レ

ヴ
ィ
ス
と
ク
リ
ヴ
ィ
ス
で
組
版
さ
れ
て
い
る
が
､
第

二

曲
で
は
､
ト
ル
ク
ル
ス

轟
で
組
版
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
'
⑦
の

｢
aetem
am
｣
の
後
の
線
が
､
第

一
曲
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4 『サカラメンタ提要』が語るもの- ザビエルが伝え､残したもの (竹井成美)

で
は
複
縦
線
に
な

っ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
､
他
の
曲
の

｢
レ
ク
イ
エ
ム
｣
と
比
べ
る
と
'
本
来
は
第

二

曲
の
よ
う
に
大
区
分
線
で

あ
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
｡

l
方
'
①
の
本
来
あ
る
べ
き
大
区
分
線
は
､
第

二

曲
で
は
欠
落
し
て
い
る
｡
二
カ
所
の
③
で
は
'
虜

一
曲
で
は
､
プ
レ
ヴ
ィ
ス
1

で
あ
る
が
､
第

二

曲
で
は
'
四
角

い
プ
ン
ク
ト
ウ
ム
.
で
却
刷
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
④
で
は
､
ポ

ダ
ト
ウ
ス
T
が
'
第

一
曲
で
は
F
IG
で
あ
る
の
に
対
し
て
､
第

二

曲
で
は
甲
F
と
な

っ
て
い
る
｡
『L
ib
er
U
satis』
で
は
､
E

_F
で
あ
si
,
第

l
曲
の
方
が
植
字
ミ
ス
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
⑥
で
は
､
か
な
り
旋
律
が
異
な

っ
て
お
軒
'
い
ず
れ
が
正
し
い
か

は
断
定
L
が
た
い
が
,
『L
iber
U
satis』
か
ら
す
る
と
,
少
な
く
i
Jも
第

一
曲
で
は
､
｢ei

(
S

)

｣
の
最
初
は
.D
.E
で
は
な
く
,
E
.

F
で
あ
り
､
第

二

曲
は
植
字
の
ミ
ス
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

次
の
問
題
点
は
､
③
の
部
分
の
プ
レ
ヴ
イ
ス

(第

一
曲
)
と
四
角
い
プ
ン
ク
ト
ウ
ム

(第

二

曲
)
の
扱
い
で
あ
る
｡
こ
の
二
曲

の

｢
レ
ク
イ
エ
ム
｣
は
'
本
来
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
'
ど
ち
ら
か
の
曲
で
植
字
ミ
ス
が
な
さ
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
｡

そ
こ
で
､
プ
レ
ヴ
ィ
ス
に
比
べ
て
使
用
頻
度
が
少
な
い
四
角
い
プ
ン
ク
ト
ウ
ム
の
生
じ
て
い
る
箇
所
を
全

一
九
曲
の
中
か
ら
拾
い

集
め
､
何
ら
か
の
共
通
点
は
見
ら
れ
な
い
か
を
比
較
す
る
と
'
第
四
曲

(二
五
三
頁
'

-uceat)
や
第
九
曲

(二
六
三
頁
t
m
e)

な
ど
､

一
九
曲
中
二
七
カ
所
に
､
単
音
符
と
し
て
の
四
角
い
プ
ン
ク
ト
ウ
ム
が
見
ら
れ
る
｡

そ
の
う
ち
､
第

二
二
曲
の
&

(二
九
八
頁
)
と

｢ten
eb
ra
ru
m
｣
の
te
(二
九
八
頁
)
'
第

一
四
曲
の

｢c
rescere｣
の

cres

(三
八
七
頁
)
､
第

一･
五
曲
､
第

一
八
曲
で
は
'
プ
ン
ク
ト
ウ
ム
は
､
低
い
音
域
に
配
さ
れ
て
い
る
た
め
'
本
来
は
ヴ
イ
ル
ガ
で
あ
る

と
こ
ろ
を
､
譜
線
か
ら
下
に
そ
の
譜
尾
が
は
み
で
る
こ
と
か
ら
t
.お
そ
ら
-
符
尾
を
省
略
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
れ
以
外
の
箇
所
の
四
角
い
プ
ン
ク
ト
ウ
ム
が
使
わ
れ
て
い
る
音
形
を
分
類
す
る
と
'
次
の
三
つ
の
音
形
に
共
通
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
｡

1
つ
は
､
四
角

い
プ
ン
ク
ト
ウ
ム
と
ト
ル
ク
ル
ス
の
組
み
合
わ
せ

<.
で
あ
り
､
二
つ
目
は
､
四
角

い
プ
ン
ク
ト
ウ
ム
と
ク
リ



ヴ
ィ
ス
巾

あ
る
い
は
ポ
ダ
ト
ウ
ス
と
の
組
み
合
わ
せ

.1

で
あ
-
､
三
つ
目
は
､
四
角
い
プ
ン
ク
ト
ウ
ム
と
ポ
ダ
ト
ウ
ス

･
ス
ブ
ビ

プ
ン
ク
テ
ィ
ス
の
組
み
合
わ
せ

巾

で
あ
る
｡

■

こ
の
三
つ
の
組
み
合
わ
せ
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
特
徴
は
､
歌
詞
を
構
成
す
る

一
つ
の
単
語
の
中
で
､
ト
ル
ク
ル
ス
､
ク
リ
ヴ
ィ

ス
､
ポ
ダ
ト
ウ
ス
､
ポ
ダ
ト
ウ
ス

･
ス
ブ
ビ
プ
ン
ワ
テ
ィ
ス
に
先
立
つ
音
が

｢単
音
膚
｣
で
あ
り
'
そ
の
単
音
符
の
箇
所
に
単
語
の

最
初
の
シ
ラ
ブ
ル
が
置
か
れ
て
い
る
か
､
あ
る
い
は
単
語
の
途
中
の
シ
ラ
ブ
ル
が
そ
こ
で
切
-
変
わ
る
か
で
あ
り
､
続
-
ト
ル
ク
ル

ス
､
ク
リ
ヴ
ィ
ス
'
ポ
ダ
ト
ウ
ス
､
ポ
ダ
ト
ウ
ス

･
ス
ブ
ビ
プ
ン
ク
テ
ィ
ス
を
そ
の
ま
ま
の
シ
ラ
ブ
ル
で
引
き
続
き
歌
う
よ
う
に
歌

詞
が
配
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
'
上
記
の
よ
う
に

｢
四
角
い
プ
ン
ク
ト
ウ
ム
｣
が
､
･ト
ル
ク
ル
ス
､
ク
リ
ヴ
ィ
ス
､
ポ
ダ
ト
ウ
ス
､

ポ
ダ
ト
ウ
ス

･
ス
ブ
ビ
プ
ン
ク
テ
ィ
ス
に
先
行
し
て
い
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
先
行
す
る
単
音
符
か
ら
ト
ル
ク
ル
ス
､
ク
リ
ヴ
ィ
ス
'

ポ
ダ
ト
ウ
ス
､
ポ
ダ
ト
ウ
ス

･
ス
ブ
ビ
プ
ン
ク
テ
ィ
ス
へ
と
移
行
す
る
と
き
に
単
語
の
シ
ラ
ブ
ル
が
変
わ
る
場
合
に
は
､
四
角
い
プ

ン
ク
ト
ウ
ム
で
は
な
く
'
｢ヴ
ィ
ル
ガ
｣
が
先
行
し
て
い
る
｡

例
え
ば
､
二
六
三
頁
の
｢

m
e｣

の

m
e
の
よ
う
に
､

一
つ
の
単
語
の
中
で
同

一
シ
ラ
ブ
ル
の
ま
ま
旋
律
が
動
-
と
き
に
は
､
確

か
に

｢
四
角
い
プ
ン
ク
ト
ウ
ム
｣
が
先
行
し
て
い
る
｡

一
万
､
二
五
六
頁
の

｢a
m
a
r
a
｣

の
よ
う
に
､
｢a
m
a
r
a
｣

の

m
aか
ら

ra

へ
と
'
シ
ラ
ブ
ル
が
変
わ
る
と

こ
ろ
で
は
､
｢ヴ
ィ
ル
ガ
｣
が
ト
ル
ク
ル
ス
に
先
行

し

て
い
る
｡
同
様

に
､
二
八
八
頁

の

｢

De
um
｣

の
u
m

の
場
合
に
は
､
｢
四
角

い
プ
ン
ク
ト
ウ
ム
｣
が
先
行
し
て
お
-
､
二
三
九
頁
の

｢An

g
etiJ
の
An

か
ら
g
e
へ

と
変
わ
る
場
合
に
は
､
｢ヴ
ィ
ル
ガ
｣
が
ク
リ
ヴ
ィ
ス
に
先
行
し
て
い
る
｡
ま
た
'
二
五
三
頁
の

コ
u
c
e
a
t｣

の
a
t
の
場
合
に
は
､

｢
四
角

い
プ
ン
ク
ト
ウ
ム
｣
が
先
行
し
て
お
-
'
二
三
九
頁
の

｢iロ
COn
S
peCtu｣
の
iロ
か
ら

coロ
S
へ
と
変
わ
る
場
合
に
は
､

｢ヴ
ィ
ル
ガ
｣
が
ポ
ダ
寸
ウ
ス
に
先
行
し
て
い
る
.
そ
し
て
､
二
九
三
頁
の
r

tuceat｣
の

tu
の
場
合
に
は
｣
｢
四
角

い
ブ
シ

ク

ー
ウ
ム
｣
が
先
行
し
て
お
り
､
二
九
八
頁
の
｢
a
e
r
e
a
s
｣

の

reか
ら

asへ
と
変
わ
る
壕
合
に
は
'
｢ヴ
イ
ル
ガ
｣
が
ポ
ダ
ト
ウ
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ス

･
ス
ブ
ビ
プ
ン
ク
テ
ィ
ス
に
先
行
し
て
い
る
｡

こ
の
規
則
か
ら
す
る
と
'
第

一
曲
と
第

二

曲
の
前
記
③
の
部
分
の
扱
い
は
'
明
ら
骨
に
第

一
曲
の
間
違
い
で
､
ヴ
ィ
ル
ガ
で
は

な
く

｢
四
角
い
プ
ン
ク
ト
ウ
ム
｣
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
｡
ま
た
'
①
の
部
分
で
も
'
第

一
曲
の
方
が
間
違
い
で
あ
り
､
本
来
は

｢ト

ル
ク
ル
ス
｣
で
あ
る
べ
き
可
能
性
が
高
い
｡
そ
れ
は
､

『L
iber
U
sua-is』
と
の
比
較
か
ら
も
証
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
ほ
か
､
第

一
曲
で
は
､
前
記
の
規
則
に
そ
ぐ
わ
な
い
音
符
の
使
い
方
が
所
々
に
k
,つ
け
ら
れ
る
｡

例
え
ば
､
l
面

○
頁
二
段
目
の
｢
v
o
c
a

v
it
｣

の

vit､
三
段
目
の
｢
A

n
getiJ

の
ti､
二
四

l
頁
の
r

tu
ceat｣
の
tu
の
冒
頭
普

符
は
､
プ
レ
ヴ
ィ
ス
で
は
な
-
四
角
い
プ
ン
ク
ト
ウ
ム
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

さ
ら
に
､
こ
の
第

一
曲
で
は
'
｢K
y
ri
e
｣
の
箇
所
に
二
カ
所
印
刷
ミ
ス
が
あ
る
｡
つ
ま
へ

第

二

曲
を
含
め
た
他
の
曲
の

｢キ
リ
エ
｣
と
比
較
す
る
と
'
第

一
曲
目
の
第

一
キ
リ
エ
で
は
､
F
音
の

｢e
｣
が

一
つ
多
-
､
ま
た
第
三
キ
リ
工
の

｢e
｣
の
最
初

の
音
符
が
E
音
で
は
な
-
F
昔
の
間
違
い
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
｡
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
､
『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
で
初
め
て

楽
譜
を
印
刷
す
る
そ
の
第

一
曲
目
で
'
か
な
り
試
行
錯
誤
し
た
跡
が
見
ら
れ
る
｡

他
の
曲
に
も
'
例
え
ば
､
二
八
八
頁
の
｢

c
a
rne
｣

の
ca
r､
三
八
六
頁
の
｢

m
agnu
s｣

の
n
u
s､
三
八
八
頁
の
｢
s
u
p

er｣
の

眉
頭
の
su
t
｢eju
s｣
の
冒
頭
の
C
の
'
各
プ
レ
ヴ
ィ
ス
は
'
四
角
い
プ
ン
ク
ト
ウ
ム
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
な
ど
'
前
記
規
則

に
合
致
し
な
い
音
符
の
使
い
方
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
｡

と
は
言
え
､
前
述
し
た
よ
う
に
､
音
符
の
活
字
に
よ
る
二
重
式
楽
譜
印
刷
の
手
順
を
考
え
る
と
､
初
め
て
の
楽
譜
印
刷
に
よ
る

一

九
曲
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
は
､
全
体
的
に
は
非
常
に
精
微
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡



六

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』

中
の
｢

T
a

n
t

u
m
e
r

g
o
｣

が
証
明
す
る
東
西
の
文
化
交
流

-

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』､
中
の

｢｣
a⊃tu∃
ergo｣
の
特
異
性

(32
)

現
代
の
聖
歌
集

『Liber
U
suatis』
で
は
､
｢T
antum
PrgO
タ
ン
ト
ウ
ム
･
エ
ル
ゴ

‥
か
-
も
大
い
な
る
｣
は
､
〔楽
譜
E

〕

の

よ
う
に
､
第
三
旋
法

(
フ
リ
ギ
ア
旋
法

‥
ホ
音
-

ホ
音
の
音
列
｡
終
止
音
は
ホ
音
｡
支
配
音
は
ハ
音
)
に
よ
る
旋
律
が

一
般
的
で
あ

-
'
『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
｡

フ
ラ
ン
ド
ル
楽
派
の
盛
期
に
活
躍
し
た
ジ
ョ
ス
カ
ン
･
デ

･
プ
レ
の
ミ
サ
曲

｢P
a
n
g
e
tin
gu
a
パ
ン
ジ
エ
･
リ
ン
グ
ア

‥
舌
よ

(
E3
)

(
X
)

歌
え
｣
や
､
〔楽
譜

F
〕

の
よ
う
に
､

一
六
世
紀
の
ロ
ー
マ
を
中
心
と
し
て
活
躍
し
た
パ
レ
ス
ト
リ
ー
ナ
の
モ
テ
ト
ウ

ス

｢T
aロtum

erg
o
｣
'
さ
ら
に
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
作
曲
家
デ
ユ
リ
ユ
フ
レ

(
一
九
〇
二
-

八
六
)
の

｢
T
an
tu
m
ergo｣
に
は
､
こ
の
第
三
旋
法
に

ょ
る
旋
律
が
モ
チ
ー
フ
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
旋
健
は
､
当
時
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
ロ
ー
マ
を
中
心
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で

1
般
的
に
用
い
ら
れ
て
i
る
旋
律
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
｡

1
万
､
『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
中
の

｢T
antum
ergo｣
は
'
第
五
旋
法

(リ
デ
ィ
ア
旋
法

‥
ヘ
音
-
ヘ
音
の
音
列
｡
終
止
音

は
ヘ
音
､
支
配
音
は
ハ
音
)
に
よ
っ
て
い
る
｡
フ
ラ
ッ
ト
が
付
さ
れ
て
変
口
音
と
な
る
た
め
'
旋
律
を
紡
い
で
い
く
と
現
行
の
ヘ
長

調
の
趣
が
あ
る
｡
そ
の
旋
律
は
'
記
譜
法
的
に
も
､
『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
中
の
他
の
聖
歌
と
は
異
な
り
､
プ
レ
ヴ
イ
ス
1

と
菱

形
の
プ
ン
ク
ト
ウ
ム

.
を
交
互
に
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
り

(最
後
の
部
分
に
四
角
い
プ
ン
ク
ト
ウ
ム
が
用
心
ら
れ
て
い
る
が
､

前
述
し
た
よ
う
に
､
プ
レ
ヴ
ィ
ス
の
符
尾
が
譜
線
か
ら
は
み
で
る
た
め
に
省
略
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
)
､
リ
ズ
ム
的
に
も
､

他
の
聖
歌
に
は
な
い
特
有
の
三
拍
子
の
リ
ズ
ム
で
歌
わ
れ
る
こ
と
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
｡
〔楽
譜
G
〕
は
､
本
文

二

七
頁
に
掲
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〔楽譜E〕

〔楽譜F〕

〔楽譜G〕
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(
35
)

載
し
た
原
語
を
筆
者
が
現
代
譜
に
解
読
し
た
も
の
で
あ
る
｡

他
方
､
『L
ib
er
U
su
巴
is』
に
は
､
『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
旋
律
が
示
さ
れ
､
｢
ス
ペ
イ
ン
聖
歌

C

antus

(36
)

H
isp
a
n
u
s｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
つ
ま
-

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
中
の

｢T
antum
ergo｣
が
､
ス
ペ
イ
ン
固
有
の
旋
律
で
あ

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｡

2
･

〓
八
世
紀
の
ス
ペ
イ
ン
で
愛
唱
さ
れ
て
い
た

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
中
の

｢T

antum
e
rg
o
｣

こ
の
固
有
の

｢T
a
ロ
tu
m
ergO｣
が
､
確
か
に
'
当
時
ス
ペ
イ
ン
で
広
-
歌
い
親
し
ま
れ
て
い
た
聖
歌
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
も
の
が
あ
る
｡

そ
れ
は
､
当
時
の
ス
ペ
イ
ン
を
代
表
す
る
作
曲
家
の
､
こ
の
旋
律
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
作
品
で
あ
る
｡

つ
ま
り
､
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
･
ゲ
レ
-
ロ
F
ra
n
ci
scoG
u
errero
(1
五
二
八
-

1
五
九
九
)､
ト
マ
ス

･
ル
イ
ス
･
デ

･
ビ
ク
ト
リ

ア
T
o
m
as
Lu
is
d
e
V
ictoria
t
フ
ア
ン

･
ベ
ル
ム
ー
ド
J
u
a
n
B

erm
u
d
o
(
l
五
1
0
頃
-
六
五
頃
)'
ア
ン
-
ニ
オ

･
デ

･
カ
ペ

ソ
ン
An

ton
iod
e
C
ab
e

zon
(
1
五
l
O
I
六
六
)
.の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
で
あ
る
｡

(37)

①

ゲ
レ
-
ロ
の
モ
テ
ト
ウ

ス

｢P
a
n
g
e
tin
g
u
a
｣
よ
-

｢T
antu
m
ergo｣

グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
旋
律
が
､
ソ
プ
ラ
ノ
の
声
部
に
､
ゆ
っ
た
り
と
し
た
三
拍
子
の
リ
ズ
ム
で
歌
わ
れ
た
後

(T
aロ
tum
erg
O

sacram
en
tu
m
ven
ere
m
u
r
c
ern
ui)､
テ
ノ
ー
ル
の
声
部
に
受
け
継
が
れ
て
い
-
｡
〔楽
譜
H
〕
か
ら
分
か
る
よ
う
に
'
ゲ
レ
-

ロ
の
用
い
た
旋
律
は
､
ほ
ぼ

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
車
の
旋
律
と
同
じ
で
あ
る
｡
し
か
も
'
こ
の
聖
歌
の
主
要
な
特
徴
で
あ
る
三

拍
子
の
リ
ズ
ム
が
ほ
ぼ

一
貫
し
で
使
わ
れ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
｡
そ
の
旋
律
を
生
か
し
な
が
ら
'
他
の
声
部
が
細
か
い
旋
律
を

刻
ん
で
精
微
な
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
音
楽
の
衣
を
編
み
上
げ
て
い
る
｡
最
後
の
節

(G
e
n
ito
ri以
下
)
は

､

モ
チ
ー
フ
で
あ
る
グ
レ
ゴ
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4 『サカラメンタ提要』が語るもの- ザビエルが伝え､残したもの (竹井成美)

リ
オ
聖
歌
の
旋
律
が
歌
わ
れ
る
｡

(38
)

②

ビ
ク
ト
リ
ア
の
モ
テ
ト
ウ

ス

｢
P
ange
tin
g
u
a
｣
よ
り

｢T
antum
erg
o
｣

〔楽
譜
1
〕

の
よ
う
に
'
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
旋
律
は
'
バ
ス
の
声
部
に
歌
わ
れ
た
後

(T
a
n
tu
m

erg
o

sacram
entum
)､
三

潤
子
の
リ
ズ
ム
に
転
換
し
'
ア
ル
ト
の
声
部

(venerem
u
r

cer
n
ui)
か
ら
､
ソ
プ
ラ
ノ

(
Et

an
tiq
u
u
m

d

o

cum
entum

N
ovo
ce
d
a
t
ritu
i)
､
テ
ノ
ー
ル

(P
ro
e
st
et
tid
e
s

supp
te
m
e
n
t
u
m
)
､
ア
ル
ト

､(S
e
n
s
uum
d
e
f
e
ctu
i)'
バ

ス

(S
enI

su
u
m
d

efectu
i)'
ア
ル
ト

(S
ensuu
m

d

efectu
i)
へ
と
､
す
べ
て
の
声
部
に
受
け
継
が
れ
て
い
-
｡
最
後
の
節

(G
en
itori

以
下
)
は
､
も
う

一
度
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
の
旋
律
を
繰
り
返
す
か
'
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
旋
律
を
歌
う
か
の
'
い
ず
れ
か
で
あ
る
｡

A

m
eロ
は
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
と
し
て
作
曲
さ
れ
て
い
る
｡

ビ
ク
ト
リ
ア
の
｢

T
a
ロt
u
m

ergO｣
は
､
『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
中
の
旋
律
が
多
少
装
飾
的
に
扱
わ
れ
な
が
ら
全
パ
ー
ト
に
歌

い
継
が
れ
て
い
る
点
と
､
二
拍
子
か
ら
三
拍
子
に
転
換
し
て
い
る
点
が
印
象
的
で
あ
る
｡

(39
)

③

ベ
ル
ム
ー
ド
の
器
楽
曲

｢P
a
n
g
e
tin
g
u
a
(T
antum
erg
o
)｣

〔楽
譜
J
〕

の
よ
う
に
､
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
旋
律
は
､
オ
ル
ガ
ン
の
足
鍵
盤
に

一
貫
し
て
使
わ
れ
て
お
-
､
そ
.の
旋
律
は
､
『サ

カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
中
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
｡

(40
)

①

カ
ペ
ソ
ン
の
器
楽
曲
｢P
a
n
g
e
tin
gu
a
(T
antum
ergo)｣

〔楽
譜
K

〕

の
よ
う
に
､
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
旋
律
が
長
-
伸
ば
ざ
れ
て
織
り
込
ま
れ
'
路
盤
曲
と
し
て
生
ま
れ
か
か

っ
て
い
る
.

3

｢T

antum
e
rg
o
｣
が
物
語
る
東
西
文
化
交
流

四
五
〇
年
前
'
キ
リ
ス
ト
教
と
と
も
に
伝
来
し
た
西
洋
音
楽
の
中
で
'
確
か
に
日
本
で
鳴
-
響
い
た
音
楽
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的



に
示
す
も
の
は
､
唯

一

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
中
の
壌
譜
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
そ
の
中
で
も
､
｢T
aロtum
ergO｣
は
､
プ
レ

ヴ
イ
ス
と
菱
形
の
プ
ン
ク
ト
ウ
ム
を
交
互
に
規
則
的
に
配
し
て
印
刷
さ
れ
た
固
有
の
聖
歌
で
あ
-
'
定
量
的
に
長
短
を
つ
け
て
歌
わ

れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
｡
し
か
も
､
そ
の
旋
律
は
'
当
時
の
ス
ペ
イ
ン

･
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
歌
わ
れ
て
い
た

ロ
ー
カ
ル
聖
歌
の
旋
律
で
あ
-
'
ロ
ー
マ
教
会
な
ど
を
中
心
に
歌
わ
れ
て
い
た

一
般
的
な
旋
律
と
は
異
な

っ
て
い
る
｡
ま
た
､
そ
の

旋
律
は
'
ス
ペ
イ
ン

･
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
聖
歌
と
し
て
単
に
歌
わ
れ
て
い
た
だ
け
で
な
-
､
当
時
の
ス
ペ
イ
ン
を
代
表
す
る
作
曲
家
た

ち
の
手
に
よ

っ
て
､
合
唱
曲
や
器
楽
曲
に
生
ま
れ
変
わ

っ
て
お
り
､
ス
ペ
イ
ン

･
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
広
-
愛
唱
さ
れ
て
い
た
聖
歌
で

あ

っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
｡
つ
ま
り
'
宣
教
師
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
､
お
そ
ら
く
日
本
人
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
､
日
本
で
出
版

さ
れ
た

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
の
楽
譜
の
中
に
今

日
も
生
き
続
け
て
い
る

｢T
antum
ergo
｣
は
'
当
時
'
海
を
隔
て
た
ス
ペ

イ
ン

･
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
広
-
愛
唱
さ
れ
､
同
年
代
の
ス
ペ
イ
ン
の
作
曲
家
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
合
唱
曲
や
器
楽
曲
に
生
ま
れ
変
わ
り
'

今
も
彼
ら
の
表
し
た
楽
譜
の
中
に
生
き
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
｡
今
日
に
残
さ
れ
た
東
西
の
楽
譜
が
'
確
か
に
当
時
'
東
西
が
行
き

交

っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
｡
そ
れ
ら
の
楽
譜
を
'
今
日
に
音
楽
と
し
て
蘇
ら
せ
る
と
き
'
時
空
を
超
え
て
四
五
〇
年
前
に
往
来

し
た
人
び
と
の
思
い
ま
で
も
が
蘇
る
よ
う
に
思
え
る
｡

七

ザ
ビ

エ
ル
が
伝
え
､
残
し
た
も
の

ザ
ビ
エ
ル
も
､
ま
た
そ
の
三
〇
年
後
に
訪
れ
る
ヴ
ア
リ
ニ
ヤ
ー
ノ
も
'
日
本
人
の
才
瀧
を
高
-
評
価
し
､
日
本
人
の
､
そ
し
て
日

本
文
化
の
良
き
理
解
者
で
あ

っ
た
｡

日
本
を
去
る
と
き
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
勉
学
さ
せ
る
目
的
で
同
行
さ
せ
'
そ
の
思
い
を
果
た
す
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
日
本
人
音
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年
､
ベ
ル
ナ
ル
ド
と
マ
テ
オ
へ
の
ザ
ビ
エ
ル
の
思
い
は
､･
伊
東
マ
ン
シ
ョ
ら
天
正
遣
欧
使
節
を
計
画
､
実
行
し
た
ヴ
ア
リ
ニ
ヤ
ー
ノ

へ
と
確
実
に
引
き
継
が
れ
て
実

っ
た
｡
そ
し
て
､
日
本
人
司
祭
を
養
成
す
る
目
的
で
設
置
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
教
育
機
関
で
,
教
育
の

効
率
化
を
計
る
た
め
に
計
画
し
'
活
版
印
刷
機
の
導
入
の
実
現
を
果
た
し
た
そ
の
ヴ
ブ
リ
ニ
ヤ
ー
ノ
の
思
い
は
､
導
入
さ
れ
た
そ
の

活
版
印
刷
機
で
､
将
来
の
日
本
人
司
祭
の
た
め
の
典
礼
書

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
を
編
纂

･
印
刷
し
た
セ
ル
ケ
イ
ラ
の
思
い
へ
と
,

着
実
に
受
け
継
が
れ
て
実

っ
た
､
と
言
え
よ
う
｡

そ
の
意
味
で
は
､
『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
は
'
ザ
ビ
エ
ル
が
成
し
得
な
か
っ
た
思
い
を
､
ヴ
ア
リ
ニ
ヤ
ー
ノ
が
受
け
継
ぎ
,
ヴ
ア

リ
ニ
ヤ
ー
ノ
の
き
ち
な
る
思
い
を
､
セ
ル
ケ
イ
テ
が
受
け
継
い
で
実
ら
せ
た
'
｢そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
の
結
晶
｣
で
あ
る
と
言
え
る
｡

折
し
も
､

一
九
九
九
年
の

｢ザ
ビ
エ
ル
来
訪
四
五
〇
周
年
｣
に
当
た
る
節
目
に
'
筆
者
は
､
大
分
で
一+▲′一一･･ヽ
回 43

､

そ
の
楽
譜
か
ら
そ
の

音
楽
を
蘇
ら
せ
'
多
-
の
音
楽
愛
好
家
と
と
も
に
'
四
五
〇
年
前
に
往
来
し
た
幾
多
の
人
び
と
の
思
い
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
｡

蘇

っ
た
音
楽
は
､
実
際
に
は
見
え
な
い
が
ゆ
え
に
､
時
を
超
え
て
､
場
所
を
超
え
て
'
自
由
に
'
人
び
と
の
思
い
と
交
錯
し
な
が

ら
飛
期
し
､
蘇
り
つ
つ
消
え
て
い
っ
た
｡
ザ
ビ
エ
ル
の
思
い
は
､
四
五
〇
年
の
時
空
を
超
え
'
蘇

っ
た
音
楽
と
と
も
に
,
間
接
的
に

蘇

っ
た
も
の
と
確
信
し
て
い
る
｡

宣
教
師
の
書
簡
に
つ
い
て
は
'
宣
教
師
の
書
簡
を
収
録
し
た
Ca
rt
as
(東
洋
文
庫
所
蔵
)
と
,
そ
れ
ら
を
訳
出
し
た
以
下
の
も
の
を

そ
れ
ぞ
れ
参
照
し
た
｡

村
上
直
次
郎
訳

『イ
エ
ズ
ス
会
士
日
本
通
信
』
上
､
新
異
国
叢
書

一
､
雄
松
堂
書
店
､

一
九
六
八
年
｡

村
上
直
次
郎
訳

『イ
エ
ズ
ス
会
士
日
本
通
信
』
下
､
新
異
国
叢
書
二
㌧
雄
松
堂
書
店
､

一
九
六
九
年
｡

村
上
直
次
郎
訳

『イ
エ
ズ
ス
会
日
本
年
報
』
上
'
新
異
国
叢
書
三
､
雄
桧
堂
書
店
,
一
九
六
九
年
｡

/



ま
た
､
フ
ロ
イ
ス
の

『日
本
史
』
に
つ
い
て
は
､
ル
イ
ス
･
フ
ロ
イ
ス
著
､
松
田
毅

一
日

川
崎
桃
太
共
訳

『日
本
史
』

一
-

二

一､

中
央
公
論
社
'

一
九
七
七
-

一
九
八
〇
年
を
参
照
し
た
｡

ま
た
､
当
時
の
音
楽
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
優
れ
た
先
行
研
究
に
は
､
次
の
も
の
が
あ
る
｡

海
老
揮
有
道

『洋
楽
演
劇
事
始
』
太
平
出
版
株
式
会
社
'

一
九
四
七
年
｡

海
老
津
有
道

『洋
楽
伝
来
史
』
日
本
基
督
教
団
出
版
局
､

一
九
八
三
年
0

J
6
su
s
L
6pez
G
ay,
S
.
J
.
｢キ
リ
シ
タ
ン
音
楽
-

日
本
洋
楽
史
序
説
I
J･
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研
究
会

『キ
リ
シ
タ
ン
研
究
』
第

.l

六
輯
'
吉
川
弘
文
館
'

一
九
七
六
年
｡

皆
川
達
夫

｢西
洋
音
楽
事
始
｣
『別
冊
レ
コ
ー
ド
芸
術
』

sum
m
er､
音
楽
之
友
社
'

一
九
九
八
年
､
七
人
-

八
八
頁
｡

(2
)

J
osef
F
rah
z
s
ch
dtte
S
.J
.
が
ド
イ
ツ
語
訳
し
た
K
ulturg
eg
ensa
tze
E
u
rop
a
･J
a
p
an,
S
op
h
ia
U
n
iv
e
rsitat.
)9
5
5
年
を

は
じ
め
､
松
田
毅

1
日
E
･
ヨ
リ
ッ
セ
ン
共
著

『フ
ロ
イ
ス
の
日
本
覚
書
』
中
公
新
書
､

一
九
八
三
年
､
ル
十
ス
･
フ
ロ
イ
ス
著
､
岡

田
章
雄
訳

『日
欧
文
化
比
較
』
大
航
海
時
代
叢
書
刃
､
岩
波
書
店
'
二

九
六
五
年
を
参
照
｡

(3
)

｢c
antod
'org
a
oJ
に
つ
い
て
は
'
竹
井
成
美

『南
蛮
音
楽

そ
の
光
と
影

-
ザ
ビ
エ
ル
が
伝
え
た
祈
り
の
歌
』
音
楽
之
友
社
､

一

九
九
五
年
､
四
二
-

四
五
頁
や
'
美
山
良
夫

｢
フ
ロ
イ
ス

『日
本
史
』
に
お
け
る

ca'ntod
.
orga
o
l
を
め
ぐ
っ
て
｣
皆
川
達
夫
先
生
古

希
記
念
論
文
集

『音
楽
の
宇
宙
』
音
楽
之
友
社
､

一
九
九
八
年
､
二
七
三
-

二
七
八
頁
を
参
照
｡

(4
).

1
連
の
記
事
は
'
『大
内
義
隆
記
』
中
国
資
料
集
'
第
二
期
戦
国
資
料
叢
書
七
㌧
人
物
往
来
社
出
版
'

1
九
六
六
年
'
六
九
貢
引
用
.

諸
説
あ
る
こ
と
に
関
し
て
は
､
海
老
浮

『洋
楽
伝
来
史
』
二

〇
-
二
二
頁
参
照
｡
詳
し
-
は
､
竹
井

･
前
掲
書
､
二
四
-
二
五
頁
参
照
｡

(5
)

岡
本
良
知

『十
六
世
紀
日
欧
交
通
史
の
研
究
』
原
書
房
､
一
九
七
四
年
'
三
三
三
頁
参
照
｡
静
し
く
は
､
竹
井

･
前
掲
書
､
二
五
頁
参

照

｡

(6
)

松
田
=

ヨ
リ
ッ
セ
ン
共
著

『
フ
ロ
イ
ス
の
日
本
覚
書
』

二
二
〇
-
二
二
四
頁
の

『第
Ⅷ
章

日
本
の
演
劇
､
即
興
劇
､
舞
踊
､
歌
謡
'

お
よ
び
楽
器
に
つ
い
て
｣
に
､
興
味
深
-
日
本
音
楽
に
関
す
る
西
洋
人
の
感
想
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
か
ら
の
引
用
｡

(7
)

土
井
忠
生
他
共
訳

『邦
訳
日
葡
辞
書
』
岩
波
書
店
'

一
九
八
〇
年
を
参
照
｡
収
録
さ
れ
て
い
る
約
三
万
二
千
語
の
う
ち
､
約
四
〇
〇

語
が
音
楽
用
語
に
当
て
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
｡
詳
し
-
は
､
千
葉
優
子

｢キ
リ
シ
タ
ン
版
か
ら
見
た
近
世
邦
楽
の
萌
芽

-
挙
曲
を
中
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6iiコ6i■己!Ed
lO 9 8iZq iZR iZさ■51

( (
12ll亡芦■5iiE■■i

(13
)

(14
)

(15
)

(16
)

(17
)

(18
)

( (
2019pEiiZLJ:i

心
と
し
て
｣
皆
川
達
夫
先
生
古
希
記
念
論
文
集

『音
楽
の
宇
宙
』
二
六
五
-
二
七
二
頁
や
'
若
井
有
子

｢近
世
初
期
日
本
の
音
楽
用
語

の
考
察
-

『日
葡
辞
書
』
を
中
心
に
｣
『音
楽
学
』
第
四

1
巻
二
号
､

一
九
九
五
年
'

二
二
四
-

一
四
六
頁
'
竹
井
'
前
掲
書
,

l
五

一
-

一
五
二
頁
な
ど
を
参
照
｡

村
上
訳

『イ
エ
ズ
ス
会
士
日
本
通
信
』
上
'
五
三
頁
引
用
｡

村
上
訳

『イ
エ
ズ
ス
会
士
日
本
通
信
』
上
､

二

一八
-

1
三
〇
頁
引
用
.

村
上
訳

『イ
エ
ズ
ス
会
士
日
本
通
信
』
上
､
三
三
〇
頁
'
四
〇
五
頁
､
村
上
訳

『イ
エ
ズ
ス
会
士
日
本
通
信
』
下
､
八
二
-
八
三
頁
､

一
六
二
頁
､

一
七
八
頁
を
参
照
｡

ヴ
ィ
オ
ラ
･
ダ
ル
コ
に
関
す
る
詳
細
は
､
神
戸
愉
樹
美

｢キ
リ
シ
タ
ン
史
料
に
お
け
る
擦
弦
楽
器
｣
皆
川
達
夫
先
生
古
希
記
念
論
文

集

『音
楽
の
宇
宙
』
二
三
九
-

二
五
四
頁
を
参
照
.

ヴ
ア
リ
ニ
ヤ
ー
ノ
著
､
松
田
毅

一
他
編
訳

『日
本
巡
察
記
』
東
西
交
渉
旅
行
記
全
集
'
桃
源
社
二

九
六
五
年
参
照
｡

豊
後
府
内
の
最
初
の
教
師
は
'
ギ
リ
エ
ル
メ
･
ペ
レ
イ
ラ
と
ア
イ
レ
ス
･
サ
ン
チ
ェ
ス
が
知
ら
れ
で
い
る
｡
ま
た
､
帰
国
し
た
天
正

遣
欧
使
節
の
面
々
が
'
八
良
尾
の
セ
ミ
ナ
リ
ヨ
で
音
楽
教
師
も
兼
ね
た
な
ど
の
報
告
も
あ
る
.
片
岡
千
鶴
子

『八
長
尾
の
セ
ミ
ナ
リ

ョ
』
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研
究
会
､

一
九
七
〇
年
､
五
九
-

六
〇
頁
｡
竹
井
'
前
掲
書
'
四
九
-

五
〇
頁
,
七
七
-
七
八
貢
参
照
｡

竹
井

･
前
掲
書
'
五
六
-
五
七
頁
参
照
｡

泉
井
久
之
助
他
共
訳

『デ
･.サ
ン
デ
天
正
遣
欧
使
節
記
』
新
異
国
叢
書
五
､
雄
松
堂
書
店
,

一
九
六
九
年
｡

泉
井
他
共
訳

･
前
掲
書
'
二
八
五
頁
引
用
｡

ル
イ
ス
･
フ
ロ
イ
ス
著
'
松
田
毅

一
日

川
崎
桃
太
共
訳

『日
本
史
』
二
､
中
央
公
論
社
､

一
九
七
七
年
､

一
〇
七
頁
参
照
｡

竹
井

･
前
掲
書
､

1
四

1
-

一
四
五
頁
に
詳
し
.い
.

原
文
は
'
『原
マ
ル
テ
ィ
ノ
の
演
遷
』
(イ
エ
ズ
ス
会
ロ
･-
マ
文
書
館
所
蔵
)
と
し
て
､
雄
桧
堂
書
店
か
ら

一
九
七
八
年
に
出
版
さ
れ
て

い
る
.
訳
文
は
､
泉
井
他
共
訳

『デ

･
サ
ン
デ
天
正
遣
欧
使
節
記
』
の
六
九
九
-
七

三

頁
に
付
録
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡

H
･
チ
-
ス
リ
ク
'
福
島
邦
道
他
解
説

『サ
ン
ト
ス
の
御
作
業
』
勉
誠
社
'

一
九
七
六
年
｡

新
村
出

･
柊
源

一
校
註

『書
利
支
丹
文
学
集
』

二

平
凡
社
､

完

九
三
年
を
中
心
に
､
海
老
揮
有
道
他
校
注

『キ
リ
シ
タ
ン
書

･



排
耶
書
』
日
本
思
想
体
系
二
五
㌧
岩
波
書
店
､

一
九
七
〇
年
な
ど
も
参
照
｡
以
下
の
印
刷
の
特
色
に
関
し
て
は
,
土
井
忠
生

『吉
利
支

丹
文
献
考
』
三
省
堂
'

一
九
六
三
年
'

一
-

二
二
頁
参
照
｡

(cIT.1
)

和
紙
の
四
折
版
で
､
折
印
が
各
葉
下
の
中
央
に
t
A
､
A
2

､
A
3
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る

(第
四
葉
に
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
)
.

A
か
ら
順
次
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
進
み

(現
行
の
J
)
U
)W
は
な
い
)'

一
巡
す
る
と
A
a
の
よ
う
に
'
大
文
字
と
小
文
字
の
組
み

合
わ
せ
が
続
き

(同
じ
-
Jjr
U
u
､
W
w
は
な
い
)
'
そ
れ
が

一
巡
す
る
と

a
の
よ
う
に
'
小
文
字
で
記
さ
れ
,
折
印
は
小
文
字
の
f2

の
葉
で
終
わ
っ
て
い
る

(折
印
は
､
中
に
は
欠
落
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
.
例
え
ば
､
H
h
3
,
芦

3
､

Pp2な
ど
｡
ま
た
､
文
字
が

統

一
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
も
あ
る
｡
例
え
ば
t
s
s､
s
f
2
'
S
f
3
や
､
V
V
､
V
u
2

'
寸
u
3
な
ど
で
あ
る
｡
ま
た
,
東
洋
文
庫
の
も
の

に
は
､
本
文
の
最
後
と
そ
れ
に
続
-
索
引
の
頁
に
双
方
二
カ
所
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
｡
つ
ま
り
,
四
〇
九
頁
と
索
引
の
*

頁
､
四
〇
七
頁
と
四

三

責

が
そ
･れ
ぞ
れ
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
)
｡
ま
た
､
責
付
け
の
う
ち
誤
植
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
｡

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
に
関
す
る
主
な
資
料
は
､
次
の
も
の
を
参
考
に
し
た
｡

大
橋
紀
子

｢大
英
博
物
館
本

サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
｣
近
代
語
学
会

『近
代
語
研
究
第
三
集
』
武
蔵
野
書
院
､

完

七
二
年
､
二
二

九
-
二
四
六
頁
｡

H
･
チ
-
ス
リ
ク

｢サ
カ
ラ
メ
ツ
タ
提
要
付
録
｣
海
老
揮
有
道
他
校
注

『キ
リ
シ
タ
ン
書

･
排
耶
書
』
六

1
六
-
六

一
九
頁
.

結
城
了
悟

｢サ
ク
ラ
メ
ン
タ
提
要
と
長
崎
の
コ
レ
ジ
ヨ
｣
長
崎
史
談
会
編

『長
崎
談
叢
』
第
八
十
八
韓
,
一
九
九
九
年
,
一l

二
頁
.

山
内
息

｢
『長
崎
版
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
提
要

(
一
六
〇
五
年
)』
の
歌
譜
に
つ
い
て
｣
皆
川
達
夫
先
生
古
希
記
念
論
文
集

『音
楽
の
宇

宙
』
二
七
九
-
二
八
四
頁
｡

皆
川
達
夫

｢サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
｣
皆
川
達
夫
監
修

『洋
楽
事
始
』
'
山
野
楽
器
,

完

九
八
年
､
八
-
二
二
頁
｡

皆
川
達
夫

｢
日
本
初
の
印
刷
楽
譜

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
西
洋
音
楽
事
始
②
｣
『別
冊
レ
コ
ー
ド
芸
術
』
sum
m
er､
音
楽
之
友

社
､

一
九
九
九
年
､
六

一
-
七
七
頁
｡

(Sj)
上
智
大
学
の
も
の
に
つ
い
て
は
､
結
城
了
悟

｢サ
ク
ラ
メ
ン
タ
提
要
と
長
崎
の
コ
レ
ジ
ヨ
｣
二
±

責

に
詳
し
い
｡

(g3)

こ
の
項
に
つ
い
て
は
'
島
屋
政

l

『印
刷
文
明
史
』
第

1
･
三
巻
,
五
月
書
房
,

完

八
〇
年
と
,
大
崎
滋
生

『楽
譜
の
文
化
史
』

音
楽
之
友
社
'

一
九
九
三
年
を
参
照
し
た
｡
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(a
)

ハ
イ
ン
T
.ヒ

･
.ベ
ッ
セ
ラ
ー
/
ベ
ー
タ
ー
･
ギ
ユ
ル
ケ
共
著

『人
間
と
音
楽
の
歴
史
-
多
声
音
楽
の
記
譜
法
』
音
楽
之
友
社
､

1
九

八
五
年
､
六
〇
頁
引
用
｡

(EG
)

譜
線
お
よ
び
音
符
の
活
字
に
つ
い
て
は
'
柴
田
南
雄

･
遠
山

l
行
監
修

『ニ
ュ
ー
グ
ロ
ー
ヴ
音
楽
大
事
典
』
第
四
巻
､
三
五
五
頁
の

｢楽
譜
の
印
刷
と
出
版
｣
の
項
を
参
照
｡

(ES
)

上
記
の

(n
parad
i
sum
は
t
L
ib
er
U
su
atis
の
l
七
六
八
-

1
七
六
九
頁
引
用
.
｢S
u
b
v
en
ite｣
は
'

一
五
曲
目
の

｢T
antum

ergo｣
と
同
様
に
､
ヴ
ィ
ル
ガ
と
菱
形
の
プ
ン
タ
ト
ゥ
ム
を
中
心
に
印
刷
さ
れ
て
お
り
'
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
ス
ペ
イ
ン
で
歌
わ
れ
て
い
た

ロ
｣
ヵ
ル
聖
歌
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
.
皆
川

｢
日
本
初
の
印
刷
楽
譜

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
西
洋
音
楽
事
始
②
｣
'
前
掲
書

七
三
頁
を
参
照
｡

(27
)

こ
の
項
に
つ
い
て
は
､
と
く
に
皆
川

｢サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
｣
皆
川
達
夫
監
修

『洋
楽
事
始
』
解
説
を
参
照
｡

(g
S)

L
ib
er
U
su
atis
は
､
L

ib
er
U
sua
lis
M
issa
e
o
frtcii,
D
esct6e
&
C
o
.

,T
ourna
i
(B
e
tgi
u
m
).)963
を
使
用
し
た
.

(
gcq
)

山
内

｢
『長
崎
版
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
提
要

(
1
六
〇
五
年
)』
の
歌
語
に
つ
い
て
｣
で
は
､
S
a
b
bat
o
Sancto
用
の
七
七
四
頁
と
さ
れ

て
い
る
が
､
O
frtcium
D
efunctorum
用
の
一
八
〇
〇
頁
の
方
が
よ
り
近
い
と
考
え
ら
れ
る
.
以
下
'
同
箇
所
か
ら
引
用
｡

『

ヰ

h

U~
k

>

9

筋
畑
』
せ
0
)

M
iser

e
re
m
e
i
D
e
u
s

L
m

.

.
J
董

i
+
+
.

∫
.
.

1

罵

言

rc
Fc
m
ciD
eus
,

(
c

c
pAd呂
JnaBna

,
n

附t
胴

Ftl'JTc
r
J'
c
Q
r
d
i
a
m

t
V
3
m

,



L
i
b
erUs
u
a

Lis

774刈

H
.

H

i･scrLrc
息
1+,Dケ

us,●sccAndtn
m首

am
m
i･Se･rlcd
r･

●

.■

di･E
P
t払
J
.aA

E
b
e
r

U
s
u
aニ
S
一

∞8
刈

L

h
(
訂

C>ri･rt.
ロ
ケ

i
D
ケ

tu

,.sechdum.m官
m邑･sc･

d
{
d
rJ

'･0m誌I
an.

(30
)

楽
譜
は
t

L
iber
U
sua
-is
の
一
七
六
八
頁
か
ら
引
用
｡

(31
)

楽
譜
は
､
L
ib
er
U
su巴
is
の

一
七
六
五
頁
か
ら
引
用
｡

(si)

楽
譜
は
､
L
ib
er
U
sua
tis
の
九
五
四
頁
か
ら
引
用
｡

(33
)

｢p
a
n
ge
tin
g
u
a
｣
は
､
ト
マ
ス

･
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
作

っ
た
聖
体
賛
歌
で
あ
り
､
聖
体
の
祝
日
の
晩
課
や
行
列
の
賛
歌
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
｡
｢T
aロtu
m

ergO｣
は
'
そ
の
最
後
の
二
節
で
あ
-
､
｢聖
体
賛
美
式
｣
で
用
い
ら
れ
る
｡
音
楽
上
で
は
､
各
節
同
じ
旋
律

＼

で
歌
わ
れ
る
.
し
た
が
っ
て
､
｢P
a
n
g
e
1in
g
u
a
｣
の
第

一
節
か
ら
第
四
節
ま
で
と
第
五
節
と
第
六
節
に
あ
た
る

｢T
antu
m

ergo｣

は
同
じ
旋
律
で
あ
る
｡

(
vc
l

)

現
代
譜
は
､

Charles
B

ordeS)A
n
th
olog
ie
d
e
s
M
a
itr
e
s
R
e
lig
ieu
x

P

r
im

itifs
d
e
s
X
V
e,X
VZ

e

et
X
VZ

Z
e
s
ia
c
le
s,
･V
Z,
Da
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c
op
o
p
r
e
s
s
,

)
9
8
)
,
p
p
.
66･67.楽
譜
は
'
そ
の
六
六
頁
を
引
用
｡
パ
レ
ス
ト
リ
ー
ナ
の

｢
タ
ン
ト
ウ
ム

･
エ
ル
ゴ
｣
は
､
も
う

一

曲
あ
る
が
'
そ
の
.モ
チ
ー
フ
も
同
旋
律
で
あ
る
｡
そ
の
現
代
語
は
∴

bid,
rv
,
pp
.)7
7
･)
8
0
に
あ
る
｡
ま
た
'
デ
ユ
リ
ユ
フ
レ
の
モ

テ
ト
ク
ス
に
つ
い
て
は
t
C
D

(M

aur
i
ce
D
u
ru
fl
e
〉
E
d
ition
s
D
u
ran
d
,
P
a
ris
,
)98
6
)
か
ら
確
か
に
モ
チ
ー
フ
と
し
て
同
旋
律

が
確
認
さ
れ
る
｡

(E3
)

『サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』.
の
三
九
四
頁
の
第

1
段
目
に
は
フ
ラ
ッ
ト
が
付
さ
れ
て
い
な
い
が
'
皆
川

｢
日
本
初
の
印
刷
楽
譜

『サ
カ

ラ
メ
ン
タ
提
要
』
西
洋
音
数
事
始
②
｣
七
四
頁
に
は
'
フ
ラ
ッ
ト
が
付
さ
れ
た
も
の
と
し
て
解
読
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
こ
の
旋
律

を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
ゲ
レ
-
ロ
ら
の
合
唱
曲
や
器
楽
曲
に
は
'
フ
ラ
ッ
ト
の
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
'
現
代

譜
に
直
す
場
合
に
は
'
変
口
音
で
は
な
-
､
ロ
音
と
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
｡

(36
)

L
ibe
r
U
su
a
-is
の

一
八
五
二
頁
｡

(
37
)

現
代
語
は
､

の

一
五
二
-

一

(38
)

現
代
語
は
'

(39
)

現
代
譜
は
､

M
on
u
m
en
tos
de
-a
m
u
sic
a
espan
o-a
第
四
五
巻
'

一
四
八
-

一
五
四
頁
に
あ
り
'
｢T
antum
ergo｣
は
'
そ

五
四
頁
に
あ
る
｡

C
h
artes
B
ordes,op
.cit.,
ZV
.
p
p
,
)00･)02.

P
ierre
F
roid
ebise,
O
euuT･eS
d
'O
T･g
u
e
d
e
J
u
a
n
B
erTn
u
d
o,
N
.
D
u
fou
rcq
)
F
,R
a
u
g
e
t
et
J
,
d
e
V
a
tois
,

O
rg
u
e
et
L
itu
rg
te
,
4
7
)
E
d
itio
n
s
M
u
sica
te
s
d
e
la
Sch
ota
C
an
torum
et
d
e
ta
P
rocure
g
6n
6ra
te
d
e
m
u
stqu
e,
C.

●

)956.
P
arisの
五
頁
に
あ
る
.
本
論
の
楽
譜
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
作
成
し
た
｡

(40
)
現
代
語
は
､
An

tonio
d
e
C
a
bez6
n
,Zn
terlh
d
io,
An

t
otogi

a
di
m
u

sicaantica
e
m
od
e
rn
a
p
er
p
ia
n
ofo
rt
e
vo1.),
R
i･

c
o
rd
i,C.)･93
)の
八
三
-
八
六
頁
に
あ
る
.
た
だ
し
'
そ
の
解
説
に
は
'
ロ
ー
マ
を
中
心
に
歌
わ
れ
て
い
た
旋
律
の
方
を
あ
げ
て

｢そ

の
旋
律
が
モ
チ
ー
フ
と
な

っ
て
い
る
が
'
そ
れ
を
な
ぞ
っ
て
い
な
い
｣
と
記
さ
れ
て
お
-
､
明
ら
か
な
間
違
い
で
あ
る
｡

(
41
)

一
九
九
九
年
二
月
の
大
分
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
'
同
年
七
月
の

｢
ゆ
ふ
い
ん
音
楽
祭
｣
で
'
筆
者
の
指
導
し
て
い
る
大
分
中
世
音
楽

研
究
会

(
一
九
八

1･年
創
立
)
が
､
｢ザ
ビ
エ
ル
来
訪
四
五
〇
周
年
を
記
念
し
て
｣
と
還
し
て
'
｢T
antum
ergo
｣
を
中
心
と
し
た
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
演
奏
会
を
開
催
し
た
｡
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