
Ⅰ
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
1
〜
11
）
に
答
え
よ
。（
配
点

75
）

香
料

古
代
で
は
、
香
料
は
宗
教
上
の
行
事
の
と
き
に
使
わ
れ
た
。
人
々
は
、
神
仏
や
天
をａ
キ
エ
ツ
さ
せ
、
悪
霊
を
追
い

た

し
こ
う
ひ
ん

払
う
た
め
にｂ
サ
イ
ダ
ン
に
香
料
を
焚
い
た
。
そ
の
後
、
香
料
は
貴
族
の
嗜
好
品
と
な
り
、
し
だ
い
に
一
般
に
広
が
っ

て
い
っ
た
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
人
々
は
体
に
香
油
を
塗
り
、
衣
服
に
香
を
焚
き
し
め
、
女
性
は
香
料
入
り
の
水

も
く
よ
く

で
沐
浴
し
た
。
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
は
、
高
価
な
香
料
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
て
あ
や
し
い
魅
力
を
誇
っ
て
い
た
の
で
あ
っ

て
、
じ
つ
は
た
い
し
た
美
人
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。

現
在
使
わ
れ
て
い
る
香
料
の
原
料
は
、
動
物
性
香
料
、
植
物
の
抽
出
物
、
そ
れ
に
合
成
香
料
で
あ
る
。
動
物
性
の

香
料
と
し
て
は
、
ジ
ャ
コ
ウ
ジ
カ
、
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
、
ビ
ー
バ
ー
、
ジ
ャ
コ
ウ
ネ
コ
（
シ
ベ
ッ
ト
）
か
ら
と
れ
る

ジ
ャ
コ
ウ
系
の
四
種
類
の
香
料
が
使
わ
れ
て
い
る
。

ジ
ャ
コ
ウ
ジ
カ
の
オ
ス
の
腹
部
に
は
分
泌
腺
が
あ
り
、
ゼ
リ
ー
状
の
ム
ス
ク
（
ジ
ャ
コ
ウ
を
意
味
す
る
）
を
分
泌

す
る
。
交
尾
期
に
は
ム
ス
ク
を
分
泌
し
、
メ
ス
を
引
き
寄
せ
る
。
つ
ま
り
、
ム
ス
ク
は
、
オ
ス
が
分
泌
し
メ
ス
を
引

き
寄
せ
る
性
フ
ェ
ロ
モ
ン
で
あ
る
。
オ
ス
が
出
す
性
フ
ェ
ロ
モ
ン
で
あ
る
た
め
か
ど
う
か
知
ら
な
い
が
、
ム
ス
ク
は

男
性
用
化
粧
品
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。

大
部
分
の
香
料
は
、
植
物
由
来
で
あ
る
。
植
物
香
料
の
原
料
と
し
て
は
、
果
実
、
種
子
、
根
な
ど
も
用
い
ら
れ
る

が
、
花
が
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
花
の
特
徴
的
な
香
り
は
、
ど
の
よ
う
な
成
分
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

花
の
特
徴
的
な
香
り
が
、
比
較
的
少
数
の
成
分
で
決
定
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ハ
ッ
カ
の
香
り
の
主

成
分
は
メ
ン
ト
ー
ル
で
あ
り
、
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
香
り
の
主
成
分
は
、
ジ
ャ
ス
モ
ン
、
ジ
ャ
ス
モ
ン
酸
メ
チ
ル
、
ジ
ャ

ス
ミ
ン
ラ
ク
ト
ン
で
あ
る
。
ウ
メ
、
サ
ク
ラ
、
モ
モ
は
い
ず
れ
も
同
じ
バ
ラ
科
の
サ
ク
ラ
属
に
属
す
る
が
、
そ
の
香

り
も
よ
く
似
て
い
る
。
三
者
の
花
に
は
共
通
し
て
ベ
ン
ズ
ア
ル
デ
ヒ
ド
と
ベ
ン
ジ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
比
較
的
少
数
の
成
分
が
花
の
香
り
の
主
役
で
あ
る
場
合
も
あ
る
が
、Ａ
多
く
の
花
の
場
合
は
も
っ
と

複
雑
で
あ
る
。
ラ
ベ
ン
ダ
ー
の
花
に
は
、
約
三
〇
〇
種
も
の
芳
香
成
分
が
含
ま
れ
て
い
る
。
微
量
で
も
強
く
匂
う
も

の
、
多
量
に
あ
っ
て
も
弱
い
香
り
し
か
し
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
、ｃ
ガ
ン
リ
ョ
ウ
の
多
い
も
の
が
ラ
ベ
ン
ダ
ー
の
香

り
に
重
要
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
ど
の
成
分
が
ラ
ベ
ン
ダ
ー
の
香
り
に
ど
の
よ
う
に
寄
与
し
て
い
る
か
を
決
め
る
の
は
、

ひ
じ
ょ
う
に
む
ず
か
し
い
。
化
粧
品
に
は
、
ラ
ベ
ン
ダ
ー
の
抽
出
物
そ
の
も
の
を
使
う
場
合
も
あ
る
が
、
い
ろ
い
ろ

な
芳
香
成
分
を
組
み
合
わ
せ
て
ラ
ベ
ン
ダ
ー
様
の
香
り
を
つ
く
る
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、
天
然
の

ラ
ベ
ン
ダ
ー
と
同
じ
成
分
を
使
う
必
要
は
な
く
、
ラ
ベ
ン
ダ
ー
に
含
ま
れ
て
い
な
い
芳
香
成
分
も
使
う
。
ど
う
い
う

成
分
を
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
る
と
ラ
ベ
ン
ダ
ー
の
香
り
に
な
る
か
は
、Ｂ
調
香
師
（
パ
ー
ヒ
ュ
ー
マ
ー
）
の
腕

（
鼻
？
）
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
あ
る
。

香
料
の
最
大
の
用
途
は
、
食
品
フ
レ
ー
バ
ー
で
あ
る
。
年
々
加
工
食
品
が
増
え
て
い
る
の
で
、
今
後
ま
す
ま
す
食

品
用
に
使
わ
れ
る
香
料
が
増
加
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
香
料
は
ま
た
、
動
物
の
餌
に
も
使
わ
れ
る
。
子
ウ
シ
や
子

ブ
タ
を
な
る
べ
く
早
く
母
親
か
ら
離
す
と
、
母
親
の
つ
ぎ
の
受
胎
が
早
く
な
り
効
率
的
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
バ

タ
ー
、
チ
ー
ズ
、
ミ
ル
ク
様
の
香
り
を
た
く
み
に
ブ
レ
ン
ド
し
た
ウ
シ
・
ブ
タ
用
の
人
工
乳
が
開
発
さ
れ
て
い
る
。

せ
っ
け
ん

つ
い
で
用
途
が
大
き
い
の
は
、
香
粧
品
香
料
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
は
、
化
粧
品
、
石
鹸
、
洗
剤
、
浴
剤
、
室
内

芳
香
剤
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
、
香
料
は
化
粧
品
に
使
わ
れ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
が
、
化

粧
品
に
使
わ
れ
る
香
料
の
量
は
む
し
ろ
横
ば
い
で
あ
り
、
香
料
全
体
の
な
か
で
の
使
用
割
合
は
年
々
減
少
傾
向
に
あ

国
語（
情
報
科
学
部
・
知
的
財
産
学
部
）
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る
。調

香
師

調
香
師
に
な
る
た
め
に
は
、
そ
れ
な
り
の
訓
練
が
必
要
で
あ
る
。
ま
ず
、
い
ろ
い
ろ
な
単
品
の
香
り
を
、
か
た
っ

ぱ
し
か
ら
か
ぎ
、
そ
の
香
り
を
覚
え
る
。
一
〇
〇
〜
三
〇
〇
種
類
ぐ
ら
い
の
香
り
を
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
。
こ
う
し
て
い
ろ
い
ろ
な
香
り
を
か
い
で
い
る
と
、
そ
れ
だ
け
い
ろ
い
ろ
な
香
り
を
識
別
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
は
、
嗅
覚
器
の
セ
ン
サ
ー
機
能
が
よ
く
な
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
香
り
に
対
す
る
記
憶
量
が
増
す
の
で
、

ア

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

単
品
の
香
り
を
覚
え
た
ら
、
ラ
ベ
ン
ダ
ー
の
エ
キ
ス
と
か
、
バ
ラ
の
エ
キ
ス
と
い
っ
た
混
合
物
の
香
り
を
覚
え
る
。

こ
う
し
た
訓
練
を
し
た
後
、
い
ろ
い
ろ
な
香
り
を
組
み
合
わ
せ
た
ら
ど
う
い
う
香
り
が
で
き
る
か
を
学
ん
で
い
く
。

調
香
師
に
は
、
嗅
覚
の
感
度
が
特
別
い
い
と
い
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
た
く
さ
ん
の
香
り
を

記
憶
し
、
セ
ン
ス
の
い
い
香
料
を
つ
く
り
だ
す
能
力
が
要
求
さ
れ
る
。

香
道

日
本
人
が
香
り
を
楽
し
む
習
慣
は
、
も
と
も
と
は
中
国
か
ら
伝
来
し
て
き
た
。
大
和
時
代
に
は
、
仏
様
へ
香
を
さ

さ
げ
た
り
、
衣
服
の
な
か
に
匂
い
袋
を
し
の
ば
せ
る
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
平
安
時
代
に
な
る
と
、
香
木
や

香
脂
を
た
い
て
室
内
にＣ
く
ゆ
ら
せ
た
り
、
衣
服
に
た
き
こ
め
（
移
香
）
た
り
し
た
。
ま
た
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
貴
族

の
あ
い
だ
で
は
自
分
の
配
合
し
た
香
り
を
競
い
あ
う
香
合
わ
せ
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

そ
の
後
は
、
こ
う
し
た
配
合
し
た
香
り
に
飽
き
た
ら
ず
、
も
っ
と
も
貴
重
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
沈
香
木
が
愛
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
沈
香
木
は
、
東
南
ア
ジ
ア
各
地
の
常
緑
樹
の
幹
に
ま
れ
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
幹
に
香
り

の
あ
る
樹
脂
が
沈
着
し
た
も
の
を
い
う
。
沈
香
木
を
た
く
とｄ
ミ
ョ
ウ
コ
ウ
が
た
ち
の
ぼ
る
の
で
、
香
火
鉢
に
沈
香
木

を
入
れ
香
り
を
楽
し
ん
だ
。

室
町
時
代
に
な
る
と
、
香
道
が
確
立
さ
れ
た
。
香
道
で
は
、
香
火
鉢
に
入
れ
た
い
ろ
い
ろ
な
沈
香
木
の
香
り
を

�
聞
き
�、
そ
の
香
り
を
記
憶
し
て
お
く
。
つ
ぎ
に
、
ち
が
う
順
序
で
回
っ
て
き
た
沈
香
木
の
香
り
を
�
聞
き
�、
こ

れ
が
先
に
�
聞
い
た
�
ど
の
香
り
で
あ
る
か
を
当
て
る
の
で
あ
る
。
茶
道
と
同
じ
よ
う
に
、
礼
儀
正
し
く
優
雅
に
お

こ
な
わ
れ
る
。
忙
し
く
動
き
ま
わ
っ
て
い
る
現
代
人
に
は
、
想
像
も
つ
か
な
い
ほ
ど
優
雅
に
香
り
の
世
界
を
楽
し
ん

で
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
香
道
の
流
儀
は
、ｅ
レ
ン
メ
ン
と
現
代
に
も
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
い
ま
で
も
各
所

で
香
会
が
開
か
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

甲

味
の
場
合
は
、
個
々
の
味
が
そ
れ
ぞ
れ
生
物
学
的
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
が
、
匂
い
の
場
合
は
、Ｄ
個
々
の
匂
い
の

役
割
は
明
確
で
は
な
い
。
ヒ
ト
に
お
け
る
匂
い
の
役
割
を
考
え
る
前
に
、
動
物
に
お
け
る
匂
い
の
役
割
を
考
え
て
み

る
。
匂
い
の
な
か
で
生
物
学
的
な
意
義
が
も
っ
と
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
フ
ェ
ロ
モ
ン
で
あ
る
。
フ
ェ
ロ
モ

ン
に
は
生
殖
行
動
のｆ
ソ
ク
シ
ン
、
仲
間
ど
う
し
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
集
団
行
動
の
調
節
な
ど
の
は
っ
き
り
し

た
生
物
学
的
な
役
割
が
あ
る
。
フ
ェ
ロ
モ
ン
だ
け
で
は
な
く
、
動
物
は
い
ろ
い
ろ
な
匂
い
を
生
き
る
た
め
の
手
段
と

し
て
活
用
し
て
い
る
。
ミ
ツ
バ
チ
の
よ
う
に
花
を
探
し
求
め
る
昆
虫
は
、
花
の
匂
い
に
誘
引
さ
れ
、
腐
っ
た
も
の
が

好
き
な
ハ
エ
は
腐
敗
物
の
匂
い
に
誘
引
さ
れ
る
。
野
生
動
物
は
、
餌
を
探
し
た
り
、
外
敵
の
存
在
を
キ
ャ
ッ
チ
し
た

―
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り
、
自
分
の
な
わ
ば
り
を
確
保
す
る
た
め
に
嗅
覚
を
利
用
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
ヒ
ト
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ヒ
ト
は
視
覚
の
発
達
し
て
い
る
動
物
で
あ
り
、
外
界
か
ら
の
情

報
は
、
主
と
し
て
視
覚
に
よ
っ
て
得
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、Ｅ
ヒ
ト
の
場
合
は
、
嗅
覚
が
生
死
を
左
右
す
る

ほ
ど
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ヒ
ト
に
と
っ
て
嗅
覚
が
重
要
で
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
豊
か
な
人
間
生
活
を
送
る
た
め
に
は
、
嗅
覚
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
感
覚
で
あ
る
。

の

り

匂
い
の
好
き
嫌
い
は
、
民
族
に
よ
り
か
な
り
ち
が
う
。
多
く
の
日
本
人
は
、
海
苔
、
納
豆
、
線
香
、
ヒ
ノ
キ
な
ど

の
匂
い
を
好
ま
し
い
と
感
じ
る
が
、
欧
米
人
に
は
こ
う
し
た
匂
い
が
嫌
い
な
人
が
多
い
。
逆
に
、
日
本
人
に
は
、
匂

い
の
き
つ
い
外
国
の
料
理
を
嫌
い
な
人
が
多
い
。
日
本
人
と
欧
米
人
の
あ
い
だ
で
、
嗅
覚
の
機
能
に
と
く
に
ち
が
い

は
な
い
の
で
、
匂
い
の
好
き
嫌
い
は
生
活
習
慣
の
違
い
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、Ｆ
花
の
匂
い
は
万
国
共
通
に
好
ま
れ
る
。
な
ぜ
、
花
の
匂
い
は
、
み
ん
な
に
好
か
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。
受
粉
に
昆
虫
を
必
要
と
し
な
い
マ
ツ
や
ス
ギ
の
よ
う
な
風
媒
花
に
は
匂
い
が
な
い
が
、
昆
虫
に
受
粉
の
仲
立
ち

を
し
て
も
ら
う
植
物
の
花
は
、
匂
い
か
色
で
昆
虫
を
引
き
つ
け
る
。
大
型
で
鮮
や
か
な
色
を
も
っ
た
花
は
、
色
で
昆

虫
を
引
き
つ
け
る
の
で
弱
い
匂
い
し
か
出
さ
な
い
が
、
薄
い
色
の
花
は
強
い
匂
い
を
出
し
て
昆
虫
を
引
き
つ
け
る
。

こ
の
よ
う
に
花
の
匂
い
は
、
昆
虫
に
と
っ
て
は

Ⅰ

な
匂
い
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
花
の
匂

い
が
ヒ
ト
に
と
っ
て
い
い
匂
い
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
イ
ヌ
や
サ
ル
は
、
花
の
匂
い
を
と
く
に
好
き

ふ
ん
し
ゅ
う

で
は
な
い
。
赤
ち
ゃ
ん
に
バ
ラ
の
花
の
匂
い
と
糞
臭
を
か
が
せ
て
も
、
バ
ラ
の
匂
い
に
特
別
の
関
心
を
し
め
さ
な

い
し
、
糞
臭
を
と
く
に
い
や
が
ら
な
い
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
花
の
匂
い
が
好
き
な
の
は
、

Ⅱ

な
も

の
で
は
な
く
、
学
習
効
果
に
よ
る
も
の
と
考
え
た
ほ
う
が
い
い
。
バ
ラ
の
花
の
匂
い
が
好
き
な
の
は
、
美
し
い
バ
ラ

の
花
を
連
想
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
栗
原
堅
三
『
味
と
香
り
の
話
』
岩
波
書
店
1
9
9
8
年
）

※

問
題
作
成
に
あ
た
り
、
本
文
を
一
部
改
変
し
た
。

問
1

傍
線
部
ａ
〜
ｆ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ
。
解
答
は
、
解
答
用
紙
の
所
定
欄
に
読
み
や
す
い
は
っ
き
り
し

た
楷
書
体
で
書
く
こ
と
。
解
答
番
号
は

1

〜

6

。

ａ

キ
エ
ツ

1

ｂ

サ
イ
ダ
ン

2

ｃ

ガ
ン
リ
ョ
ウ

3

ｄ

ミ
ョ
ウ
コ
ウ

4

ｅ

レ
ン
メ
ン

5

ｆ

ソ
ク
シ
ン

6

―
3
―



問
2

空
欄

Ⅰ

・

Ⅱ

に
入
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
べ
。
た
だ
し
、
二
つ
と
も
正
解
し
な
け
れ
ば
点
を
与
え
な
い
。
空
欄
Ⅰ
の
解
答
番
号
は

7

、
空
欄
Ⅱ
の
解
答
番
号
は

8

。

�

誘
惑
的

�

視
覚
的

�

友
好
的

�

人
間
的

�

先
天
的

�

個
別
的

�

野
性
的

	

集
団
的

�

象
徴
的

問
3

空
欄

ア

に
入
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

9

。

�

多
人
数
を
誘
惑
す
る
芳
香
を
生
成
で
き
る

�

種
々
様
々
な
芳
香
成
分
を
認
識
で
き
な
い

�

他
者
に
芳
香
成
分
を
う
ま
く
認
識
さ
せ
る

�

芳
香
成
分
を
識
別
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

�

芳
香
成
分
の
分
量
を
う
ま
く
調
整
さ
せ
る

�

脳
内
で
の
香
り
の
識
別
機
能
が
よ
く
な
る

問
4

傍
線
部
Ａ
「
多
く
の
花
の
場
合
は
も
っ
と
複
雑
で
あ
る
」
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

10

。

�

例
え
ば
ラ
ベ
ン
ダ
ー
の
よ
う
に
、
花
の
香
り
に
寄
与
す
る
物
質
を
化
学
的
に
発
見
で
き
な
い
か
ら
。

�

多
く
の
花
に
お
い
て
ど
の
成
分
が
特
徴
的
な
香
り
の
由
来
か
特
定
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
か
ら
。

�

花
の
芳
香
を
印
象
づ
け
る
物
質
は
、
比
較
的
少
数
の
成
分
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
か
ら
。

�

ラ
ベ
ン
ダ
ー
の
香
り
に
寄
与
し
て
い
る
成
分
を
調
香
師
が
直
感
的
に
決
定
で
き
な
い
か
ら
。

�

多
く
の
花
の
香
り
を
決
定
づ
け
る
成
分
は
、
一
つ
し
か
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
か
ら
。

�

花
の
芳
香
成
分
を
一
つ
に
決
定
す
る
こ
と
は
、
調
香
師
に
は
荷
が
重
い
仕
事
だ
か
ら
。

―
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問
5

傍
線
部
Ｂ
「
調
香
師
（
パ
ー
ヒ
ュ
ー
マ
ー
）
の
腕
（
鼻
？
）
の
見
せ
ど
こ
ろ
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な

も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

11

。

�

調
香
師
は
、
ラ
ベ
ン
ダ
ー
の
抽
出
物
の
一
部
を
必
ず
使
用
し
て
、
ど
れ
だ
け
本
物
の
香
り
に
近
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
か
と
い
う
能
力
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

�

本
物
の
ラ
ベ
ン
ダ
ー
の
香
り
に
ど
こ
ま
で
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
の
は
、
組
み
合
わ
せ
る
成

分
を
選
択
す
る
調
香
師
の
嗅
覚
の
感
度
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。

�

効
果
的
な
香
り
を
作
成
す
る
た
め
に
何
を
組
み
合
わ
せ
る
か
と
い
う
の
は
、
ひ
と
え
に
調
香
師
が
記
憶
す

る
香
り
の
質
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。

�

食
品
加
工
に
使
用
さ
れ
る
香
料
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
こ
の
状
況
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
調
香
師
が
持
つ

嗅
覚
の
鋭
さ
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

�

た
と
え
複
雑
な
香
り
を
放
つ
花
で
あ
っ
て
も
、
調
香
師
に
は
そ
の
主
成
分
と
な
る
物
質
を
突
き
止
め
る
責

任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

�

調
香
師
に
は
、
ラ
ベ
ン
ダ
ー
に
含
ま
れ
て
い
る
芳
香
成
分
を
用
い
る
、
用
い
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
ベ

ン
ダ
ー
の
芳
香
に
極
力
近
づ
け
る
能
力
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

問
6

傍
線
部
Ｃ
「
く
ゆ
ら
せ
（
る
）」
の
本
文
中
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か

ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

12

。

�

複
数
の
香
木
を
使
い
複
雑
な
香
煙
に
す
る

�

香
煙
を
緩
や
か
に
立
ち
上
ら
せ
る

�

香
道
に
よ
っ
て
高
貴
な
室
内
を
演
出
す
る

�

沈
香
木
の
み
を
燃
や
し
移
香
す
る

�

香
煙
を
立
て
て
人
々
を
和
ま
せ
る

�

断
続
的
に
香
煙
を
立
て
て
香
り
を
作
る

―
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問
7

傍
線
部
Ｄ
「
個
々
の
匂
い
の
役
割
は
明
確
で
は
な
い
」
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

13

。

�

ヒ
ト
の
場
合
、
生
活
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
嗅
覚
は
必
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
各
人
の
生
活
習
慣
に
よ
っ

て
匂
い
の
好
き
嫌
い
は
左
右
さ
れ
、
動
物
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
し
た
生
物
学
的
な
意
義
は
な
い
か
ら
。

�

動
植
物
に
お
け
る
匂
い
は
生
活
と
密
着
し
た
不
可
欠
な
感
覚
で
は
あ
る
も
の
の
、
視
覚
を
中
心
と
し
た
生

活
を
送
る
動
植
物
に
と
っ
て
、
匂
い
は
生
物
学
的
な
観
点
か
ら
役
に
立
た
な
い
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
。

�

ヒ
ト
は
匂
い
の
好
み
が
異
な
る
た
め
に
生
活
習
慣
は
一
定
す
る
が
、
生
物
学
的
な
観
点
か
ら
匂
い
を
生
活

に
活
用
す
る
動
物
の
生
活
は
常
に
変
化
す
る
か
ら
。

�

匂
い
は
生
物
学
的
な
意
義
が
あ
る
と
は
い
う
も
の
の
、
ヒ
ト
に
よ
っ
て
嗅
覚
は
異
な
り
、
生
活
ス
タ
イ
ル

に
よ
っ
て
匂
い
の
生
物
学
的
な
役
割
も
変
化
す
る
か
ら
。

�

ヒ
ト
は
様
々
な
芳
香
成
分
を
生
活
に
お
け
る
一
つ
の
安
ら
ぎ
を
得
る
手
段
と
し
て
い
る
た
め
に
、
個
々
の

匂
い
の
生
物
学
的
な
役
割
を
明
確
に
は
で
き
な
い
か
ら
。

�

植
物
成
分
の
中
に
は
量
の
多
寡
に
よ
っ
て
匂
い
の
役
割
が
変
わ
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
様
に
、
動

物
が
発
す
る
匂
い
の
役
割
も
状
況
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。

問
8

傍
線
部
Ｅ
「
ヒ
ト
の
場
合
は
、
嗅
覚
が
生
死
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」

の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

14

。

�

動
物
は
様
々
な
匂
い
を
生
き
る
た
め
の
手
段
と
し
て
活
用
し
て
い
る
が
、
ヒ
ト
は
周
囲
の
情
報
を
主
に
視

覚
か
ら
得
て
お
り
、
動
物
ほ
ど
生
活
の
中
で
嗅
覚
を
活
用
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
。

�

ミ
ツ
バ
チ
の
よ
う
に
花
を
探
し
求
め
る
昆
虫
は
花
の
匂
い
に
誘
引
さ
れ
食
糧
を
確
保
す
る
が
、
ヒ
ト
は
花

の
匂
い
を
利
用
し
て
危
険
を
回
避
し
て
お
り
、
嗅
覚
の
活
用
方
法
が
両
者
で
異
な
る
と
い
う
こ
と
。

�

動
植
物
は
フ
ェ
ロ
モ
ン
を
仲
間
ど
う
し
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
集
団
行
動
の
調
節
な
ど
生
活
の
中
で

利
用
す
る
が
、
ヒ
ト
は
言
語
を
用
い
て
行
動
す
る
の
で
、
動
植
物
ほ
ど
嗅
覚
を
活
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
。

�

ヒ
ト
に
と
っ
て
嗅
覚
は
豊
か
な
人
間
生
活
を
送
る
た
め
に
必
要
な
感
覚
で
あ
る
が
、
動
植
物
ほ
ど
生
死
に

直
結
す
る
よ
う
な
能
力
を
有
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
。

�

す
べ
て
の
動
植
物
は
自
分
の
な
わ
ば
り
や
食
料
を
確
保
す
る
た
め
に
嗅
覚
を
利
用
し
て
い
る
が
、
ヒ
ト
は

衣
食
を
確
保
す
る
た
め
に
嗅
覚
を
利
用
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
。

�

動
物
に
お
け
る
匂
い
は
生
物
学
的
な
観
点
か
ら
生
死
に
か
か
わ
る
役
割
を
果
た
す
が
、
そ
れ
と
同
時
に
動

植
物
は
ヒ
ト
の
場
合
と
同
じ
く
視
覚
を
生
活
の
中
で
利
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
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問
9

傍
線
部
Ｆ
「
花
の
匂
い
は
万
国
共
通
に
好
ま
れ
る
」
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

15

。

�

花
の
匂
い
が
好
ま
れ
る
の
は
、
ど
の
国
に
あ
っ
て
も
変
化
す
る
こ
と
の
な
い
香
り
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
。

�

花
の
匂
い
が
好
ま
れ
る
の
は
、
人
・
動
植
物
を
引
き
つ
け
る
フ
ェ
ロ
モ
ン
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。

�

花
の
匂
い
が
好
ま
れ
る
の
は
、
ど
の
国
の
赤
ん
坊
で
あ
っ
て
も
興
味
を
持
つ
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
ら
。

�

花
の
匂
い
が
好
ま
れ
る
の
は
、
そ
の
花
の
芳
香
に
よ
っ
て
、
そ
の
美
し
い
花
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
か
ら
。

�

花
の
匂
い
が
好
ま
れ
る
の
は
、
美
味
し
い
食
事
を
演
出
す
る
際
の
必
須
道
具
と
し
て
活
用
さ
れ
る
か
ら
。

�

花
の
匂
い
が
好
ま
れ
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
昆
虫
も
引
き
つ
け
る
フ
ェ
ロ
モ
ン
を
誘
発
し
て
い
る
か
ら
。

問
10

空
欄

甲

に
入
る
小
見
出
し
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

16

。

�

匂
い
の
好
き
嫌
い
は
学
習
効
果

�

花
の
匂
い
は
昆
虫
を
ま
ど
わ
す

�

昆
虫
を
ま
ど
わ
す
芳
香
の
成
分

�

昆
虫
を
誘
引
す
る
植
物
の
香
り

�

昆
虫
を
誘
引
す
る
植
物
の
役
割

�

乳
児
が
反
応
す
る
植
物
の
匂
い

�

乳
児
が
反
応
す
る
食
事
の
分
量

あ

�

ヒ
ト
が
好
む
匂
い
の
善
し
悪
し
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問
11

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
二�

つ�

選
べ
。
た
だ
し
、
二
つ
と
も
正
解
し

な
け
れ
ば
点
を
与
え
な
い
。
解
答
の
順
序
は
問
わ
な
い
。
解
答
番
号
は

17

・

18

。

�

食
品
用
に
使
わ
れ
る
香
料
が
今
後
も
増
加
す
る
と
思
わ
れ
る
一
方
で
、
バ
タ
ー
、
チ
ー
ズ
、
ミ
ル
ク
様
の

香
り
を
た
く
み
に
ブ
レ
ン
ド
し
た
ウ
シ
・
ブ
タ
用
の
人
工
乳
が
開
発
さ
れ
る
な
ど
、
香
料
は
動
物
の
餌
に
も

使
用
さ
れ
て
い
る
。

�

現
在
使
わ
れ
て
い
る
動
物
性
香
料
に
は
、
ジ
ャ
コ
ウ
ジ
カ
、
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
、
ビ
ー
バ
ー
、
ジ
ャ
コ
ウ

ネ
コ
か
ら
と
れ
る
ジ
ャ
コ
ウ
系
の
四
種
類
の
香
料
が
使
わ
れ
て
お
り
、
な
か
で
も
ジ
ャ
コ
ウ
ジ
カ
の
オ
ス
の

腹
部
か
ら
分
泌
さ
れ
る
ゼ
リ
ー
状
の
ム
ス
ク
は
、
男
性
用
化
粧
品
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。

�

腕
の
い
い
調
香
師
に
な
る
に
は
、
三
〇
〇
種
類
に
も
及
ぶ
様
々
な
食
品
の
香
り
を
暗
記
し
、
香
り
を
識
別

す
る
能
力
を
鍛
錬
す
る
必
要
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
食
品
そ
れ
ぞ
れ
の
中
心
と
な
る
香
料
を
決
定
す
る
だ
け
の

能
力
が
必
要
で
あ
る
と
一
般
的
に
い
わ
れ
て
い
る
。

�

香
道
で
は
、
香
火
鉢
に
入
れ
た
香
木
の
香
り
を
�
聞
き
�、
こ
れ
が
先
に
�
聞
い
た
�
ど
の
香
り
で
あ
る

か
を
当
て
る
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
香
道
が
伝
来
し
た
室
町
時
代
で
は
多
忙
な
現
代
人
か
ら
は
想
像
も

つ
か
な
い
ほ
ど
優
雅
に
時
間
を
か
け
て
香
り
の
世
界
を
楽
し
ん
で
い
た
。

�

受
粉
に
昆
虫
を
必
要
と
し
な
い
風
媒
花
に
匂
い
は
な
い
が
、
昆
虫
に
よ
る
受
粉
を
必
要
と
す
る
植
物
の
花

は
、
昆
虫
を
引
き
つ
け
る
た
め
の
匂
い
を
放
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
ヒ
ト
を
魅
了
す
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て

い
る
。

�

一
般
的
な
日
本
人
が
楽
し
む
香
道
は
、
衣
服
の
な
か
に
匂
い
袋
を
し
の
ば
せ
て
い
た
平
安
時
代
に
端
を
発

す
る
が
、
室
町
時
代
に
貴
族
た
ち
が
香
木
や
香
脂
を
た
い
て
室
内
で
楽
し
む
よ
う
に
な
る
と
、
香
道
は
限
ら

れ
た
貴
族
た
ち
の
楽
し
み
に
な
っ
て
い
っ
た
。

�

例
え
ば
ミ
ツ
バ
チ
の
よ
う
に
花
を
探
し
求
め
る
昆
虫
は
花
の
匂
い
に
誘
引
さ
れ
、
腐
っ
た
も
の
が
好
き
な

ハ
エ
は
腐
敗
物
の
匂
い
に
誘
引
さ
れ
る
な
ど
、
豊
か
な
生
活
を
送
る
た
め
に
、
昆
虫
は
様
々
な
匂
い
を
利
用

し
て
い
る
。

�

古
代
に
お
い
て
香
料
は
宗
教
上
の
道
具
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
時
代
が
下
り
一
般
の
人
々
に
も
使

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
宗
教
的
な
色
彩
は
薄
く
な
り
、
単
に
あ
や
し
い
魅
力
を
醸
し
出
す
一
つ
の
道
具

と
な
っ
た
。
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Ⅱ
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
1
〜
12
）
に
答
え
よ
。（
配
点

75
）

甲

も
し
今
日
、
ヒ
ッ
ト
し
た
歌
謡
曲
の
和
声
進
行
を
そ
の
ま
ま
流
用
し
た
り
、
あ
る
い
は
同
じ
歌
詞
と
メ
ロ
デ
ィ
ー

に
少
し
和
声
の
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
た
だ
け
で
新
曲
を
作
っ
た
の
がａ
ロ
ケ
ン
し
た
ら
、
盗
作
で
訴
え
ら
れ
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
だ
が
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
が
、
中
世
の
人
々
に
と
っ
て
の
作
曲
行
為
だ
っ
た
。
当
時
は
ま
だ
、

ア

は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。「
曲
を
作
る
」
と
は（
注
一
）

グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
に
何
か
を
少
し
加
え
る

（
飾
る
）、
つ
ま
り
そ
れ
を
編
曲
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
聖
歌
編
曲
が
、
オ
ル
ガ
ヌ
ム
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ

ン
ル
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
世
に
お
け
る
美
術
の
状
況
と
よ
く
似
て
い
る
。
つ
ま
り
当
時
は
、
絵
画
と
い
え
ば
ほ
と
ん

た
っ
け
い

ど
宗
教
画
と
同
義
で
、
描
か
れ
る
主
題
は

受
胎
告
知
や
キ
リ
ス
ト
の
磔
刑
や
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
楽
園
追
放
な
ど

聖
書
に
取
材
し
た
場
面
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
し
か
も
主
題
ご
と
に
そ
れ
を
描
く
構
図
は
前
も
っ
て
ほ
と
ん
ど
決

め
ら
れ
て
い
た
（
受
胎
告
知
な
ら
、
マ
リ
ア
の
前
に
天
使
が
立
ち
、
そ
の
傍
に
は
処
女
性
を
あ
ら
わ
す
ユ
リ
が
描
か

れ
る
等
）。
こ
こ
に
は
画
家
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
入
り
込
む
余
地
な
ど
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
単
な
る
型
の
再
現
だ
け
で
は
次
第
に
物
足
り
な
く
な
っ
て
く
る
の
が
、
芸
術
家
の
習
性
で
あ
る
。
中

世
の
音
楽
家
た
ち
も
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
を
飾
る
だ
け
で
は
だ
ん
だ
ん
満
足
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
、
少
し
「
新
し

い
」
こ
と
が
や
っ
て
み
た
く
な
り
は
じ
め
た
に
違
い
な
い
。
ま
ず
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
が
オ

ル
ガ
ヌ
ム
声
部
（
新
し
く
加
え
ら
れ
た
声
部
）
よ
り
下
に
置
か
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
つ
ま
り
最
初
は
上
に
置
か

れ
た
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
を
飾
る
も
の
だ
っ
た
オ
ル
ガ
ヌ
ム
声
部
の
方
が
、
曲
の
主
眼
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

「

Ⅰ

」
と
い
っ
て
も
い
い
し
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
は
次
第
に
曲
を
作
る
た
め
の
「
口
実
（
だ
し
）」
に
な

り
は
じ
め
た
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
ま
た
最
初
は
影
の
よ
う
に
同
じ
歩
調
で
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
に
寄
り
添
っ
て

い
た
オ
ル
ガ
ヌ
ム
声
部
が
、
一
一
世
紀
末
か
ら
一
二
世
紀
初
頭
に
な
る
と
、
か
な
り
独
立
し
た
動
き
を
す
る
よ
う
に

な
る
。
聖
歌
の
旋
律
と
逆
の
方
向
に
動
い
た
り
（
専
門
用
語
で
い
え
ば
反
進
行
で
あ
る
）、
長
く
引
き
延
ば
し
た
聖

歌
の
上
に
細
か
い
装
飾
的
な
旋
律
が
つ
け
加
え
ら
れ
た
り
（
メ
リ
ス
マ
・
オ
ル
ガ
ヌ
ム
）
す
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。

こ
れ
ら
は
と
り
わ
け
一
二
世
紀
に
入
っ
て
生
じ
て
き
た
出
来
事
で
あ
る
。

乙

中
世
の
オ
ル
ガ
ヌ
ム
芸
術
の
頂
点
を
成
す
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
楽
派
は
、
時
代
的
に
は
教
会
権
威
の
絶
頂
期
と
重
な
っ

て
い
る
。
一
〇
九
九
年
に
は
第
一
回
十
字
軍
が
エ
ル
サ
レ
ム
奪
還
に
成
功
し
、
一
二
世
紀
に
お
い
て
教
会
は
、
王
を

し
の

も
凌
ぐ
絶
大
な
力
を
手
に
し
た
。
か
つ
て
の
人
里
離
れ
た
修
道
院
に
お
け
る

Ⅱ

な
宗
教
活
動
は
徐
々
に

過
去
の
も
の
と
な
り
、
宗
教
者
た
ち
は
人
々
に
自
ら
の
権
力
を
誇
示
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
代
、
フ
ラ
ン
ス
各

せ
ん
と
う

地
で
は
続
々
と
ゴ
シ
ッ
ク
教
会
が
建
築
さ
れ
る
。
天
に
も
届
か
ん
ば
か
り
の
尖
塔
、
入
り
口
を
埋
め
尽
く
す
彫
刻
群
、

そ
し
て
こ
の
世
の
も
の
と
も
思
え
な
い
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
不
思
議
な
色
彩

そ
れ
は
地
上
に
再
現
さ
れ
た
神
の

家
だ
っ
た
。
最
初
期
の
ゴ
シ
ッ
ク
と
い
わ
れ
る
パ
リ
の
サ
ン
・
ド
ニ
教
会
が
一
一
三
七
―
四
四
年
、
シ
ャ
ル
ト
ル
が

一
一
九
四
―
一
二
二
〇
年
、
ア
ミ
ア
ン
が
一
二
二
〇
―
七
〇
年
、
そ
し
て
パ
リ
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂
が
ほ
ぼ
完

成
し
た
の
が
一
二
五
〇
年
。
そ
し
て
こ
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂
を
中
心
に
展
開
し
た
の
が
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
楽
派

の
音
楽
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
楽
派
は
レ
オ
ナ
ン
と
ペ
ロ
タ
ン
と
い
う
二
人
の
「
作
曲
家
」
の
存
在
に
よ
っ
てＡ
つ
と
に
知
ら
れ
る
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（「
作
曲
家
」
と
カ
ッ
コ
つ
き
で
書
い
た
の
は
、
彼
ら
が
果
た
し
て
近
代
的
な
意
味
で
の
作
曲
家
で
あ
っ
た
か
ど
う
か

が
疑
わ
し
い
か
ら
な
の
だ
が
）。
一
二
世
紀
後
半
に
活
動
し
た
レ
オ
ナ
ン
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
会
儀
式
（
ミ
サ
等
）

の
た
め
の
オ
ル
ガ
ヌ
ム
を
体
系
的
に
ま
と
め
（《
オ
ル
ガ
ヌ
ム
大
全
》）、
一
二
世
紀
末
か
ら
一
三
世
紀
初
頭
に
か
け

て
活
動
し
た
ペ
ロ
タ
ン
は
、
こ
れ
ら
の
オ
ル
ガ
ヌ
ム
を
さ
ら
に
大
規
模
に
改
編
し
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
オ
ル

ガ
ヌ
ム
は
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
や
ス
ペ
イ
ン
に
も
写
本
が
残
っ
て
お
り
、
一
三
世
紀
末
ま
で
歌
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
っ
て
い
る
か
ら
、
彼
ら
の
作
品
が
当
時
い
か
に
絶
大
な
名
声
を
誇
っ
て
い
た
か
察
せ
ら
れ
よ
う
。

レ
オ
ナ
ン
と
ペ
ロ
タ
ン
の
作
品
を
聴
き
比
べ
て
み
れ
ば
、
ゴ
シ
ッ
ク
の
時
代
に
オ
ル
ガ
ヌ
ム
芸
術
が
ど
れ
ほ
ど
の

飛
躍
的
発
展
を
遂
げ
た
か
実
感
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ぺ
ロ
タ
ン
の
も
の
と
さ
れ
る
作
品
の

多
く
は
レ
オ
ナ
ン
の
改
作
だ
か
ら
、
比
較
す
る
に
は
格
好
の
素
材
で
あ
る
。
ま
ず
レ
オ
ナ
ン
の
曲
は
二
声
の
ご
く
繊

細
な
も
の
で
、
引
き
延
ば
さ
れ
た
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
上
に
、
宙
をｂ
タ
ダ
ヨ
う
よ
う
な
オ
ル
ガ
ヌ
ム
声
部
が
細
か
く

飾
ら
れ
る
メ
リ
ス
マ
・
オ
ル
ガ
ヌ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ペ
ロ
タ
ン
の
曲
は
、
比
較
に
な
ら
な
い
く
ら
い
に
規

模
が
大
き
く
、
ほ
と
ん
ど
「
中
世
の
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
」
と
呼
び
た
く
な
る
ほ
ど
だ
。
編
成
は
四
声
へ
と
拡
張
さ
れ
、

と
ど
ろ

低
音
で
轟
く
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
は
巨
大
な
石
柱
を
思
わ
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
上
に
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
オ
ル
ガ
ヌ
ム
声
部

が
の
せ
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
今
の
感
覚
で
い
え
ば
八
分
の
六
拍
子
に
聴
こ
え
る
だ
ろ
う
。

ペ
ロ
タ
ン
の
曲
の
こ
の
舞
い
踊
る
よ
う
な
リ
ズ
ム
は
、
こ
の
時
代
あ
た
り
か
ら
よ
う
や
く
、
音
高
だ
け
で
な
く
音

の
長
さ
（
リ
ズ
ム
面
）
も
あ
る
程
度
表
記
で
き
る
楽
譜
シ
ス
テ
ム
が
考
案
さ
れ
た
こ
と
と
、
密
接
に
関
係
し
て
い
る

（
こ
れ
は
モ
ー
ド
・
リ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
）。
お
そ
ら
く
そ
れ
ま
で
の
音
楽
は
、
ま
だ
ま
だ
言
葉
か
ら
完
全
に
独
立
し

て
は
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
歌
詞
を
適
切
な
抑
揚
で
唱
え
て
い
れ
ば
お
の
ず
と
し
か
る
べ
き
リ
ズ
ム
に
な
る
と
い
う
、

そ
ん
な
性
格
の
も
の
だ
っ
た
は
ず
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ま
で
の
人
々
は
、
あ
え
て
音
の
長
さ
を
楽
譜
と
し
て
表

記
す
る
必
要
性
を
感
じ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
お
経
な
ど
と
事
情
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
音
符
で

書
か
ず
と
も
、
言
葉
の
抑
揚
が
自
然
に
適
切
な
リ
ズ
ム
を
導
い
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。Ｂ
し
か
る
に
ペ
ロ
タ
ン
の
時
代

か
ら
初
め
て
、
音
楽
は

イ

、
音
楽
固
有
の
時
間
分
節
の
法
則
（
リ
ズ
ム
）
を
追
求
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、（
注
二
）

音
価
を
も
で
き
る
だ
け
正
確
にｃ
キ
フ
す
る
必
要
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
音

楽
が
言
葉
か
ら
自
立
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
の
、
非
常
に
重
要
な
第
一
段
階
で
あ
っ
た
。

鳴
り
響
く
数
の
秩
序

そ
れ
に
し
て
も
ペ
ロ
タ
ン
ら
の
曲
は
、
今
日
の
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
、
ま
る
で
異
世
界
の
音
楽
の
よ
う
に
響
く

は
ず
で
あ
る
。
こ
の
違
和
感
に
は
い
く
つ
か
理
由
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
最
大
の
も
の
は
和
声
感
覚
の
違
い
だ
。
わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て
「
和
音
」
と
い
え
ば
、
た
と
え
ば
「
ド
ミ
ソ
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
中
世
に
お
い
て
は
「
ド
ミ

ソ
」
は
不
協
和
音
だ
っ
た
。
つ
ま
り
「
ミ
」
が
入
っ
て
い
て
は
い
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
め
し
に
ピ
ア
ノ
で

と
が

「
ド
ミ
ソ
」
と
「
ド
ソ
」
を
弾
き
比
べ
て
み
て
ほ
し
い
。
柔
ら
か
い
前
者
の
響
き
に
対
し
て
、
後
者
は
ど
こ
か
尖
っ

て
い
て
ま
ろ
や
か
さ
を
欠
く
、
空
虚
な
も
の
に
聴
こ
え
る
は
ず
だ
。
だ
が
中
世
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
こ
の

近

代
の
和
声
法
で
は
「
空
虚
五
度
」
と
呼
ば
れ
て
禁
則
と
さ
れ
る

「
ド
ソ
」
の
響
き
の
方
が
「
正
し
か
っ
た
」
の

し
ゅ
ん
げ
ん

で
あ
る
。
つ
ま
り
中
世
に
お
い
て
は
禁
欲
的
で
峻
厳
でｄ
イ
カ
ク
す
る
よ
う
な
響
き
こ
そ
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、

音
楽
は

わ
れ
わ
れ
が
つ
い
そ
う
考
え
が
ち
な

ど
こ
か
し
らｅ
カ
ン
ビ
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
こ
う
し
た
音
響
が
好
ま
れ
た
背
景
に
は
、
当
時
の
人
々
の
独
得
の
音
楽
観
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
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こ
で
中
世
の
音
楽
美
学
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
こ
う
。
ま
ず
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
中
世
に
お
い
て
音
楽
は
、

決
し
て
「
音
」
を
「
楽
し
む
」
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
中
世
を
通
し
て
広
く
読
ま
れ
た
理
論
書

に
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
（
四
八
〇
？
―
五
二
四
？
年
）
の
『
音
楽
綱
要
』
が
あ
る
が
、
彼
は
こ
こ
で
音
楽
を
三
種
類
に

分
類
し
た
。
ま
ず
「
ム
ジ
カ
・
ム
ン
ダ
ー
ナ
（
宇
宙
の
音
楽
）」
は
四
季
の
変
化
や
天
体
の
運
行
な
ど
を
司
る
秩
序

の
こ
と
で
、
こ
れ
に
は
非
常
に
重
要
な
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
「
本
来
の
」
音
楽
と
は
、

何
よ
り
こ
の
「
世
界
を
調
律
し
て
い
る
秩
序
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
同
様
の
秩
序
が
人
間
の
心
身
を
も
司
っ

て
い
る
と
さ
れ
、
こ
れ
は
「
ム
ジ
カ
・
フ
マ
ー
ナ
（
人
間
の
音
楽
）」
と
呼
ば
れ
た
。「
音
楽
」
に
よ
る
こ
の
調
律
作

用
が
狂
う
と
、
病
気
に
な
っ
た
り
性
格
が
曲
が
っ
た
り
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
鳴
る
音
楽

（
こ
れ
こ
そ
わ
れ
わ
れ
が
「
音
楽
」
と
考
え
て
い
る
も
の
な
の
だ
が
）
は
「
ム
ジ
カ
・
イ
ン
ス
ト
ゥ
ル
メ
ン
タ
リ
ス

（
楽
器
の
音
楽
）」
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
は
三
種
類
の
音
楽
の
う
ち
の
最
も
下
位
に
置
か
れ
て
い
た
（
こ
こ
に
は
声
楽
も

含
ま
れ
た
）。
実
際
に
鳴
る
音
楽
な
ど
ど
う
で
も
よ
い
も
の
で
あ
り
、「
本
当
の
」
音
楽
と
は
そ
の
背
後
の
秩
序
の
こ

と
だ
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
音
楽
は
聴
く
も
の
で
は
な
い
（
⁉
）」
と
い
う
考
え
方
の
源
流
は
、
音
楽
を
数
学
の
一
種
と
考
え
る

古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
代
表
は
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
で
あ
っ
て
、
彼
は
数
学
者
で
あ
る
と
同
時

に
、
音
響
学
者
で
も
あ
っ
た
。
弦
の
長
さ
を
半
分
に
す
る
と
一
オ
ク
タ
ー
ヴ
上
の
音
が
鳴
る
と
い
っ
た
、
音
程
比
と

弦
の
長
さ
の
比
率
関
係
を
発
見
し
た
の
は
彼
で
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
す
で
に
音
楽
は
、「
振
動
し
鳴
り

響
く
数
字
」
で
あ
り
、
超
越
的
な
秩
序
（
数
学
的
比
率
）
の
感
覚
的
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
中
世
に
お

い
て
、
そ
し
て
そ
れ
以
後
も
、
真
に
そ
の
名
に
値
す
る
「
音
楽
」（
芸
術
音
楽
）
と
は
、
現
象
界
の
背
後
の
客
観
的

秩
序
を
探
求
認
識
す
る
と
い
う
意
味
で
、
一
種
科
学
に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
ヨ
ハ

ネ
ス
・
ア
フ
リ
ゲ
メ
ン
シ
ス
の
『
音
楽
論
（
デ
・
ム
ジ
カ
）』（
一
一
〇
〇
年
頃
）
は
、
音
楽
家
を
「
ム
ジ
ク
ス
＝
理

論
を
熟
知
し
て
い
る
人
」
と
「
カ
ン
ト
ー
ル
＝
理
論
な
し
に
た
だ
音
楽
を
す
る
だ
け
の
人
」
の
二
種
類
に
分
類
し
て

い
る
。
中
世
の
大
学
で
教
え
ら
れ
た
自
由
七
学
科
の
う
ち
、
文
法
と
修
辞
学
と
弁
論
術
が
基
礎
学
科
で
あ
っ
た
の
に

対
し
て
、
音
楽
は
幾
何
学
や
代
数
や
天
文
学
と
並
ぶ
よ
り
高
等
な
数
学
的
学
問
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
つ
け
加
え
て

お
こ
う
。
音
楽
は
快
楽
で
は
な
く
、
科
学
や
哲
学
に
近
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

Ｃ
こ
の
よ
う
な
中
世
の
音
楽
観
か
ら
考
え
て
、
ペ
ロ
タ
ン
ら
の
曲
の
背
後
に
あ
っ
た
の
は
「
神
の
国
の
秩
序
を
音
で

模
倣
す
る
」
と
い
っ
た
意
図
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
そ
れ
が
「
人
間
が
聴
い
て
楽
し
む
」
と

い
っ
た
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
だ
。
た
と
え
ば
ペ
ロ
タ
ン
の
曲
が
今
の
わ
れ
わ
れ
に
は
す
べ
て
八
分
の

六
拍
子
に
聴
こ
え
る
こ
と
は
右
に
述
べ
た
が
、
こ
れ
に
も
神
学
的
な
理
由
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
当
時
の

音
楽
は
も
っ
ぱ
ら
、ｆ
サ
ン
ミ
イ
ッ
タ
イ
を
あ
ら
わ
す
「
三
」
拍
子
系
で
書
か
れ
た
の
で
あ
る
（
一
四
世
紀
に
入
っ
て

ぼ
う
と
く

二
拍
子
系
が
導
入
さ
れ
る
と
、
教
会
か
ら
「
神
へ
の
冒
瀆
」
と
し
て
大
変
な
非
難
の
声
が
上
が
っ
た
）。
ま
た
わ
れ

わ
れ
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
不
可
解
に
も
思
え
る
の
が
、
低
音
に
置
か
れ
た
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
お

う
な

そ
ろ
し
く
引
き
延
ば
さ
れ
て
唸
り
を
あ
げ
る
音
の
振
動
を
聴
い
て
、
そ
れ
が
聖
歌
だ
と
分
か
る
人
な
ど
い
な
い
だ
ろ

う
。「
聴
い
て
分
か
り
も
し
な
い
も
の
を
な
ぜ
？
」
と
思
う
の
が
、
近
代
人
の
音
楽
観
の
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
当
時

の
人
々
に
と
っ
て
は
、
人
間
が
聴
い
て
聖
歌
を
そ
れ
と
分
か
る
必
要
な
ど
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
耳
で
聴
こ
え
る

も
の
の
背
後
に
、
神
の
秩
序
（
聖
歌
）
が
確
か
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
重
要

だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

音
楽
の
背
後
に
超
越
的
な
秩
序
を
作
り
た
が
る
こ
の
傾
向
は
、
わ
れ
わ
れ
が
よ
く
な
じ
ん
で
い
る
「
ク
ラ
シ
ッ
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ク
」
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
音
楽
に
と
っ
て
も
、
実
は
無
縁
で
は
な
い
。
バ
ッ
ハ
が
好
ん
だ
数
の
象
徴
、
シ
ェ
ー
ン
ベ

ル
ク
の
一
二
音
技
法
、
あ
る
い
は
バ
ル
ト
ー
ク
の
黄
金
分
割
等
々
。
こ
う
し
た
西
洋
芸
術
音
楽
独
得
の
数
学
的
な
思

考
法
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
が
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
小
説
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
の
中
の
一
節
で
あ

る
。
こ
れ
は
作
曲
家
（
モ
デ
ル
は
ニ
ー
チ
ェ
だ
と
も
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
だ
と
も
い
わ
れ
る
）
を
主
人
公
に
し
た

ち
ょ
う
へ
ん

長
篇
小
説
で
あ
り
、
そ
こ
で
マ
ン
は
登
場
人
物
の
一
人
で
あ
る
ク
レ
ッ
チ
ュ
マ
ル
と
い
う
音
楽
教
師
に
次
の
よ
う

に
語
ら
せ
て
い
る
。

音
楽
は
「
耳
に
訴
え
る
」、
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
条
件
つ
き
で
、
す
な
わ
ち
、
聴
覚
は
、

他
の
諸
感
覚
と
同
じ
く
、
精
神
的
な
も
の
に
対
す
る
補
充
的
な
中
間
器
官
、
受
容
器
官
で
あ
る
、
と
い
う
限
り
で

認
め
ら
れ
る
こ
と
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
、
と
ク
レ
ッ
チ
ュ
マ
ル
は
言
っ
た
、
聴
か
れ
ず
、
見
ら
れ
ず
、
感

じ
ら
れ
ず
、
出
来
る
こ
と
な
ら
感
性
の
、
そ
し
て
情
念
のｇ
ヒ
ガ
ン
で
、
純
粋
に
精
神
的
な
領
域
で
、
理
解
さ
れ
観

照
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
、
音
楽
の
も
っ
と
も
深
い
願
望
な
の
で
す
。

（
円
子
修
平
訳
）

ち
な
み
に
一
九
四
五
年
に
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
、
マ
ン
の
七
〇
歳
の
誕
生
日
を
祝
っ
て
、
非
常
に
複
雑
な
カ
ノ
ン

（《
四
声
の
無
限
の（
注
三
）

カ
ノ
ン
》）
を
献
呈
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
作
曲
者
自
身
「
ほ
と
ん
ど
演
奏
不
可
能
」
と
述
べ

た
。「
音
楽
は
必
ず
し
も
耳
に
聴
こ
え
る
必
要
は
な
い
（

ウ

）」
と
い
う
特
異
な
考
え
方
こ

そ
、
中
世
か
ら
現
代
に
至
る
西
洋
芸
術
音
楽
の
歴
史
を
貫
い
て
い
る
地
下
水
脈
で
あ
る
。

（
岡
田
暁
生
『
西
洋
音
楽
史
―
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
」
の
黄
昏
』
中
央
公
論
新
社
2
0
0
5
年
）

（
注
一
）
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
…
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
用
い
ら
れ
る
、
単
旋
律
、
無
伴
奏
の
宗
教
音

楽
。

（
注
二
）
音
価
…
各
音
に
与
え
ら
れ
た
楽
譜
上
の
時
間
の
長
さ
の
こ
と
。

（
注
三
）
カ
ノ
ン
…
あ
る
声
部
が
歌
い
出
し
た
旋
律
を
、
後
続
の
声
部
が
模
倣
し
な
が
ら
追
っ
て
ゆ
く
楽
曲

の
形
式
。
ま
た
は
そ
の
曲
。

※

問
題
作
成
に
あ
た
り
、
本
文
を
一
部
改
変
し
た
。

―
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問
1

傍
線
部
ａ
〜
ｇ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ
。
解
答
は
、
解
答
用
紙
の
所
定
欄
に
読
み
や
す
い
は
っ
き
り
し

た
楷
書
体
で
書
く
こ
と
。
解
答
番
号
は

19

〜

25

。

ａ

ロ
ケ
ン

19

ｂ

タ
ダ
ヨ

20

ｃ

キ
フ

21

ｄ

イ
カ
ク

22

ｅ

カ
ン
ビ

23

ｆ

サ
ン
ミ
イ
ッ
タ
イ

24

ｇ

ヒ
ガ
ン

25

問
2

空
欄

Ⅰ

に
入
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

解
答
番
号
は

26

。

�

不
即
不
離

�

主
客
転
倒

�

大
胆
不
敵

�

順
逆
一
視

�

会
者
定
離

�

自
主
独
立

�

意
味
深
長

�

逆
取
順
守

問
3

空
欄

Ⅱ

に
入
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

解
答
番
号
は

27

。

�

理
論
的

�

理
性
的

�

禁
欲
的

�

強
権
的

�

論
理
的

�

合
理
的

�

快
楽
的

�

収
奪
的

―
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問
4

空
欄

ア

に
入
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

28

。

�

は
じ
め
か
ら
編
曲
す
る
と
い
う
現
実

�

は
じ
め
か
ら
編
曲
す
る
と
い
う
価
値

�

は
じ
め
か
ら
作
曲
す
る
と
い
う
帰
結

�

ゼ
ロ
か
ら
何
か
詞
を
書
く
と
い
う
現
実

�

ゼ
ロ
か
ら
何
か
曲
を
作
る
と
い
う
意
識

�

ゼ
ロ
か
ら
何
か
作
詞
す
る
と
い
う
動
機

問
5

空
欄

イ

に
入
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

29

。

�

言
葉
と
完
全
に
対
立
し

�

言
葉
と
密
接
に
結
び
つ
き

�

言
葉
の
抑
揚
か
ら
解
放
さ
れ

�

音
の
長
さ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

か
い
り

�

そ
の
歌
詞
と
抑
揚
と
が
完
全
に
乖
離
し

�

歌
詞
を
適
切
な
抑
揚
で
唱
え
て
い
れ
ば
お
の
ず
と
自
然
な
リ
ズ
ム
に
な
り

問
6

空
欄

ウ

に
入
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

30

。

�

音
楽
は
ヒ
ガ
ン
を
超
越
し
た
数
的
秩
序
だ

�

音
楽
は
現
象
界
の
背
後
の
数
的
秩
序
だ

�

音
楽
は
感
覚
的
な
も
の
に
対
す
る
補
充
器
官
で
あ
る

�

音
楽
は
精
神
的
な
も
の
を
感
覚
化
す
る
だ
け
で
十
分
だ

�

音
楽
は
感
覚
的
な
も
の
を
精
神
化
す
る
だ
け
で
十
分
だ

�

音
楽
は
精
神
的
な
も
の
を
純
化
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
だ

―
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問
7

傍
線
部
Ａ
「
つ
と
に
」
の
本
文
中
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ

選
べ
。
解
答
番
号
は

31

。

�

特
に

�

度
々

�

早
晩

�

公
然
と

�

明
確
に

�

し
ば
し
ば

�

往
々
に
し
て

	

最
近
に
な
っ
て

�

ず
っ
と
以
前
か
ら

問
8

傍
線
部
Ｂ
「
し
か
る
に
」
の
本
文
中
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一

つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

32

。

�

た
だ
し

�

む
し
ろ

�

ま
さ
に

�

定
め
し

�

思
う
に

�

と
こ
ろ
が

�

ち
な
み
に

	

そ
れ
ゆ
え

�

し
た
が
っ
て

―
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問
9

傍
線
部
Ｃ
「
こ
の
よ
う
な
中
世
の
音
楽
観
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

33

。

�
「
ム
ジ
カ
・
フ
マ
ー
ナ
」
こ
そ
が
「
本
来
の
」
音
楽
で
あ
る
と
い
う
考
え
方

�

ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
考
え
た
音
楽
理
論
こ
そ
が
正
統
な
音
楽
で
あ
る
と
い
う
考
え
方

�
「
ム
ジ
カ
・
イ
ン
ス
ト
ゥ
ル
メ
ン
タ
リ
ス
」
こ
そ
が
真
の
音
楽
で
あ
る
と
い
う
考
え
方

�

音
楽
は
算
術
と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
り
、
数
学
や
科
学
の
一
種
で
も
あ
る
と
い
う
考
え
方

�

音
楽
は
聴
く
も
の
で
は
な
く
、
現
象
界
の
背
後
の
客
観
的
秩
序
を
探
求
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考

え
方

�

音
楽
は
快
楽
で
は
な
く
、
現
実
世
界
の
根
底
に
あ
る
数
学
的
秩
序
を
具
現
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考

え
方

�
『
音
楽
論
（
デ
・
ム
ジ
カ
）』
を
著
し
た
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ア
フ
リ
ゲ
メ
ン
シ
ス
が
、
音
楽
を
「
ム
ジ
ク
ス
」
と

「
カ
ン
ト
ー
ル
」
の
二
種
類
に
分
類
し
た
と
い
う
音
楽
観

�

弦
の
長
さ
を
半
分
に
す
る
と
一
オ
ク
タ
ー
ヴ
下
の
音
が
鳴
る
と
い
っ
た
、
音
程
比
と
弦
の
長
さ
の
比
率
関

係
を
発
見
し
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
音
楽
家
で
も
あ
っ
た
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
音
楽
観

―
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問
10

空
欄

甲

に
入
る
小
見
出
し
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

34

。

�

オ
ル
ガ
ヌ
ム
芸
術
の
展
開

�

オ
ル
ガ
ヌ
ム
芸
術
の
功
罪

�

オ
ル
ガ
ヌ
ム
芸
術
の
模
倣

�

オ
ル
ガ
ヌ
ム
芸
術
と
宗
教
画

�

オ
ル
ガ
ヌ
ム
芸
術
の
リ
ア
リ
テ
ィ

�

オ
ル
ガ
ヌ
ム
芸
術
の
イ
ン
パ
ク
ト

�

オ
ル
ガ
ヌ
ム
芸
術
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ

�

オ
ル
ガ
ヌ
ム
芸
術
と
メ
リ
ス
マ
・
オ
ル
ガ
ヌ
ム

問
11

空
欄

乙

に
入
る
小
見
出
し
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

35

。

�

ゴ
シ
ッ
ク
建
築
と
は

�

ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
誕
生

�

レ
オ
ナ
ン
と
ペ
ロ
タ
ン
と
の
差
異

�

レ
オ
ナ
ン
と
ペ
ロ
タ
ン
と
の
異
同

�

ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
楽
派
と
し
て
の
ペ
ロ
タ
ン

�

ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
楽
派
と
し
て
の
レ
オ
ナ
ン

�

ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
楽
派
と
ゴ
シ
ッ
ク
の
世
紀

�

教
会
の
象
徴
と
し
て
の
オ
ル
ガ
ヌ
ム
芸
術―
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問
12

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
二�

つ�

選
べ
。
た
だ
し
、
二
つ
と
も
正
解
し

な
け
れ
ば
点
を
与
え
な
い
。
解
答
の
順
序
は
問
わ
な
い
。
解
答
番
号
は

36

・

37

。

�

中
世
の
オ
ル
ガ
ヌ
ム
芸
術
の
絶
頂
期
は
、
こ
の
世
の
も
の
と
は
思
え
な
い
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
で
飾
ら
れ
た
、

パ
リ
の
サ
ン
・
ド
ニ
教
会
や
ア
ミ
ア
ン
大
聖
堂
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂
を
典
型
と
す
る
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
の

教
会
が
建
築
さ
れ
た
時
期
と
重
な
る
。

�
「
ム
ジ
カ
・
ム
ン
ダ
ー
ナ
」、「
ム
ジ
カ
・
フ
マ
ー
ナ
」、「
ム
ジ
カ
・
イ
ン
ス
ト
ゥ
ル
メ
ン
タ
リ
ス
」
の
三

つ
を
独
自
の
明
快
な
音
楽
理
論
か
ら
区
別
し
た
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
、「
音
楽
は
必
ず
し
も
耳
に
聴
こ
え
る
必

要
は
な
い
」
と
の
考
え
か
ら
、
中
世
に
お
い
て
オ
ル
ガ
ヌ
ム
音
楽
を
飛
躍
的
に
発
展
さ
せ
た
。

�

バ
ッ
ハ
が
好
ん
だ
数
の
象
徴
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
黄
金
分
割
、
さ
ら
に
は
バ
ル
ト
ー
ク
の
一
二
音
技
法

な
ど
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
に
親
し
み
が
あ
る
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
」
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
な
か
に
も
、
数
学
的

思
考
法
に
も
と
づ
き
音
楽
の
背
後
に
超
越
的
な
秩
序
を
作
ろ
う
と
す
る
傾
向
は
看
取
さ
れ
る
。

�

オ
ル
ガ
ヌ
ム
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
は
、
描
か
れ
る
主
題
が
聖
書
に
取
材
し
た
場
面
ば
か
り
の

中
世
に
お
け
る
宗
教
絵
画
と
同
様
、
作
曲
家
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
入
り
込
む
余
地
は
皆
無
で
あ
り
、
現
代

で
は
盗
作
と
非
難
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
、
音
楽
的
に
も
き
わ
め
て
平
凡
な
も
の
で
あ
っ
た
。

�

古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
音
響
学
者
で
も
あ
っ
た
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
影
響
を
受
け
た
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
そ
の
著
書

で
あ
る
《
オ
ル
ガ
ヌ
ム
大
全
》
に
お
い
て
、
音
楽
を
「
ム
ジ
カ
・
ム
ン
ダ
ー
ナ
」、「
ム
ジ
カ
・
フ
マ
ー
ナ
」、

「
ム
ジ
カ
・
イ
ン
ス
ト
ゥ
ル
メ
ン
タ
リ
ス
」
の
三
つ
に
大
別
し
、「
ム
ジ
カ
・
ム
ン
ダ
ー
ナ
」
こ
そ
「
本
来
の

音
楽
」
と
考
え
た
。

�

一
二
世
紀
後
半
に
活
動
し
た
レ
オ
ナ
ン
の
作
品
を
大
規
模
に
改
編
し
た
ペ
ロ
タ
ン
ら
の
曲
に
対
し
て
、
現

代
の
多
く
の
人
々
が
違
和
感
を
覚
え
る
最
大
の
理
由
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
「
和
音
」
と
さ
れ
る
「
ド
ミ

ソ
」
と
い
う
柔
ら
か
い
響
き
が
中
世
に
お
い
て
は
「
不
協
和
音
」
と
さ
れ
、「
正
し
く
な
い
」
と
さ
れ
た
こ

と
に
由
来
す
る
。

�

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
の
主
人
公
で
あ
る
ク
レ
ッ
チ
ュ
マ
ル
に
よ
れ
ば
、
音
楽

は
「
耳
に
訴
え
る
」
の
で
は
な
く
、
感
覚
的
な
も
の
に
対
す
る
補
充
的
な
中
間
器
官
で
あ
る
と
い
う
限
り
で

の
み
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
純
粋
に
精
神
的
な
領
域
で
、
理
解
さ
れ
観
照
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
、
音
楽
の

も
っ
と
も
切
な
る
願
望
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

�

第
一
回
十
字
軍
遠
征
が
エ
ル
サ
レ
ム
奪
還
に
成
功
し
た
時
期
に
活
躍
し
た
ペ
ロ
タ
ン
と
レ
オ
ナ
ン
の
作
品

を
比
較
す
る
と
、
前
者
の
曲
が
き
わ
め
て
簡
素
な
メ
リ
ス
マ
・
オ
ル
ガ
ヌ
ム
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の

曲
は
ほ
と
ん
ど
「
中
世
の
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
」
と
呼
び
た
く
な
る
ほ
ど
、
前
者
の
そ
れ
と
は
比
較
に
な
ら
な
い

大
規
模
な
メ
リ
ス
マ
・
オ
ル
ガ
ヌ
ム
に
ま
で
改
編
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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