
和
声
学
事
始

メ
ー
ソ
ソ
の
和
声
学
教
育
に
関
す
る
新
資
料
紹
介
（
そ
の
二
）

藤
原
義
久
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は
じ
め
に

　
本
誌
第
七
号
で
、
ω
発
見
さ
れ
た
創
成
期
の
洋
楽
関
係
資
料
i
中
村
専
の
和
声
学
ノ
！
ト
を
紹
介
し
、
音
楽
取
調
掛
最
初
の
御
雇
い

教
師
L
・
W
・
メ
ー
ソ
ン
が
指
導
し
た
和
声
学
教
育
の
実
態
を
、
ま
ず
歴
史
的
側
面
か
ら
考
察
し
た
が
、
今
回
か
ら
は
、
ぺ
ー
ジ
を
遂
一

追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
音
楽
的
内
容
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
前
回
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
講
義
内
容
は
和
声
進
行
を
数
多
く
実
習
的
に
取
り
上
げ
た
も
の
で
は
な
く
、
楽
典
の
和
声
に
関
す
る
項
目

を
、
や
や
詳
述
し
た
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
メ
ー
ソ
ソ
自
身
の
和
声
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
推
測
す
る
に
は
、
資
料
内
容
が

不
足
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
講
義
の
組
立
て
方
、
説
明
の
内
容
的
深
さ
、
さ
ら
に
そ
の
場
で
則
興
的
に
加
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
コ
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ソ
ト
等
に
よ
っ
て
、
我
国
最
初
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
講
義
の
風
景
を
、
あ
る
程
度
知
る
こ
と
は
充
分
可
能
で
あ
る
。

’
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
、
残
さ
れ
た
ノ
ー
ト
の
ペ
ー
ジ
を
繰
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
多
重
な
響
き
」
の
原
理
に
少
し
つ
つ
目
を
開
か

れ
て
い
っ
距
明
治
の
若
人
を
、
必
要
似
上
に
生
き
生
き
と
想
像
し
て
し
ま
う
危
険
、
そ
れ
を
〈
研
究
者
〉
と
し
て
は
抑
制
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
程
で
あ
る
。
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ま
ず
最
初
、
前
回
英
文
で
提
示
し
た
講
義
プ
ロ
グ
ラ
ム
拗
が
、

こ
と
に
し
よ
う
。

12345678

第
一
回
～
第
三
回
前
半

　
音
程
に
つ
い
て

第
三
回
後
半
～
第
五
回
前
半

　
三
和
音
及
び
そ
の
転
回
型
二
種

第
五
回
後
半

　
属
七
の
和
音
及
び
そ
の
転
回
型
三
種
゜

第
六
回
～
第
八
回

　
四
声
体
の
基
本
的
連
結
に
つ
い
て

第
九
回

　
声
部
進
行
に
つ
い
て

第
十
回
前
半

　
属
九
の
和
音
及
び
そ
の
転
回
型
四
種

第
十
回
後
半
～
第
十
一
回

　
非
和
声
音
に
つ
い
て

第
十
二
回
～
第
十
四
回

実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
消
化
さ
れ
た
か
を
へ
箇
条
書
に
し
て
整
理
す
る



9101112

　
声
域
と
関
連
さ
せ
た
和
声
進
行

第
十
五
回

　
短
調
に
つ
い
て

第
十
六
回
～
第
十
九
回

　
半
音
程
、
完
全
協
和
音
程
、
不
完
全
協
和
音
程
。

第
二
十
回

　
移
調
と
転
調
に
つ
い
て

第
二
十
一
回

　
各
調
に
つ
い
て
。
及
び
三
和
音
、
七
の
和
音
の
ま
と
め
。
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以
上
、
二
十
一
回
に
わ
た
る
講
義
は
、
右
に
ま
と
め
た
よ
う
に
、
十
二
の
段
階
に
整
理
さ
れ
る
。

　
こ
の
整
理
さ
れ
た
内
容
を
一
瞥
す
れ
ぽ
、
前
述
し
た
「
楽
典
を
詳
述
し
た
程
度
…
…
云
々
」
と
い
う
指
摘
を
納
得
さ
れ
る
と
思
う
。
特

に
、
第
十
五
回
と
第
十
六
回
の
間
で
、
講
義
が
一
段
落
し
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ
た
い
。
本
来
な
ら
ば
、
第
十
六
回
か
ら
簡
単
な
和
声
法

の
実
習
に
進
み
、
数
多
く
の
バ
ス
課
題
、
ソ
プ
ラ
ノ
課
題
を
学
生
に
あ
た
え
、
彼
等
の
基
礎
的
な
作
曲
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
向
上
さ
せ
る
よ
う

指
導
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
メ
ー
ソ
ン
は
、
音
程
を
よ
り
詳
し
く
解
説
す
る
方
向
に
講
義
内
容
を
転
換
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
、

　
一
、
限
ら
れ
た
講
義
時
間
の
中
で
、
先
へ
先
へ
と
進
む
こ
と
は
、
か
え
っ
て
基
礎
を
疎
か
に
す
る
危
険
性
が
あ
る
と
判
断
し
た
。

　
二
、
メ
ー
ソ
ソ
自
身
、
自
分
の
作
曲
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
限
界
を
知
り
、
そ
の
方
向
に
は
あ
え
て
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
。

　
三
、
ま
ず
西
洋
音
楽
の
何
た
る
か
を
理
解
す
る
人
材
、
さ
ら
に
音
楽
教
師
を
養
成
す
る
こ
と
が
第
一
目
標
で
あ
っ
た
音
楽
取
調
掛
に
と
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っ
て
、
新
た
に
音
楽
を
書
く
能
力
よ
り
も
、
す
で
に
書
か
れ
た
音
楽
を
理
解
す
る
必
要
性
が
先
行
し
た
こ
と
。

　
等
、
幾
つ
か
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。

　
一
応
の
推
論
を
述
べ
る
な
ら
、
こ
れ
ら
の
理
由
の
ど
れ
か
一
つ
が
極
立
っ
て
意
味
を
持
っ
た
と
言
う
よ
り
も
・
全
て
が
勘
案
さ
れ
・
第

十
六
回
目
以
後
の
講
義
内
容
が
決
定
さ
れ
た
と
見
る
の
が
、
も
っ
と
も
妥
当
だ
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
日
本
の
状
況
、
ま
た
メ
ー

ソ
ン
の
実
力
の
当
然
の
帰
着
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
勿
論
、
メ
ー
ソ
ン
の
実
力
…
…
特
に
音
楽
を
く
尋
◇
V
実
力
を
云
々
す
る
た
め
に
は
・
彼
の
音
楽
経
歴
・
残
さ
れ
た
作
品
を
慎
重
に
検

討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
速
断
す
る
こ
と
は
厳
に
慎
む
べ
き
で
あ
る
。
が
し
か
し
、
公
開
さ
れ
て
い
る
彼
の
業
績
、
お
よ
び
未
発
表
論

文
研
に
収
録
さ
れ
て
い
る
資
料
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
彼
が
良
き
音
楽
教
育
者
で
は
あ
っ
て
も
、
高
度
な
作
曲
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
身
に
付

け
た
音
楽
家
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
、
現
段
階
で
も
充
分
に
可
能
で
あ
る
。

　
な
お
、
あ
え
て
申
し
述
べ
る
必
要
も
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
メ
ー
ソ
ン
の
作
曲
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
関
す
る
実
力
の
程
は
、
音
楽
教
育
家

と
し
て
の
彼
の
生
涯
の
軽
重
を
問
う
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
講
義
内
容
が
た
ま
た
ま
「
和
声
法
」
と
い
う
作
曲
の
基
礎
に
関
わ
る
分
野

で
あ
っ
た
た
め
、
や
や
執
拗
に
考
え
て
み
た
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
第
幽
回
～
第
三
回
前
半
ま
で
の
講
義
内
容

　
一
八
八
一
年
（
明
治
十
四
年
）
九
月
十
五
日
（
木
）
の
第
一
回
か
ら
、
九
月
二
十
二
日
（
木
）
の
第
三
回
前
半
ま
で
は
、
　
ハ
調
長
音
階
上

の
各
音
が
構
成
す
る
具
体
的
音
程
が
、
講
義
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
当
然
の
導
入
と
い
え
よ
う
。

　
ま
ず
メ
ー
ソ
ン
は
、
伝
習
生
の
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
、
五
線
上
に
記
譜
さ
れ
た
音
符
と
同
時
に
、
梯
子
図
を
提
示
し
て
い
る
。
図

1
を
参
照
さ
れ
た
い
。



図1．　梯子図

　
視
覚
的
に
音
程
・
音
階
の
理
解
を
早
め
る
こ
の
方
法
は
、
以
後
、
日
本
の
学
校
音
楽
教
育
の

基
本
的
な
教
授
法
と
な
っ
た
。

　
さ
て
、
一
度
と
は
同
じ
位
置
に
あ
る
音
と
音
と
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
簡
潔
に
説
明
ω
し
た

後
、
メ
ー
ソ
ン
は
直
ち
に
、
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
理
論
の
極
め
て
重
要
な
概
念
を
提
示
し
て
い

る
。
現
在
く
長
V
〈
短
V
と
訳
さ
れ
て
い
る
ヨ
ε
o
村
と
ヨ
写
o
吋
で
あ
る
。
中
村
専
は
そ
れ

を
次
の
よ
う
な
英
文
で
筆
記
し
て
い
る
。

　
ヨ
a
o
『
陣
ヨ
ヨ
g
h
3
ヨ
ピ
9
ぎ
葡
ヨ
ε
o
N
o
q
同
s
件
o
き
旨
ぎ
o
き
一
〇
〇
励
ω
゜
隔

　
講
義
は
こ
の
二
つ
の
言
葉
を
提
示
し
た
後
、
二
度
音
程
へ
と
進
む
が
、
こ
の
段
階
で
も
基
本
的
単
語
が
す
ぐ
教
示
さ
れ
て
い
る
。
〈
全

音
V
と
く
半
音
V
で
あ
る
。
そ
し
て
全
音
が
長
二
度
で
あ
り
、
半
音
が
短
二
度
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
後
、
次
の
三
度
音
程
に
関
連
さ

せ
な
が
ら
、
さ
ら
に
別
の
表
記
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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3
2
i
　
．
7
一
6
5

　　　vi

u

vii

4
3
　
2
　
｝

　　IV

M
i
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1

貸or　e’　り
　　I　　ii　　iii　　N
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V　　vi　　vii　　I

図2．三度音程の表示

　
そ
れ
は
現
在
三
和
音
を
表
示
す
る
時
に
用
い
ら
れ
る
ー

・
W
・
V
等
の
、
β
ー
マ
数
字
に
よ
る
表
記
法
で
あ
る
。

メ
：
ソ
ソ
は
、
三
度
音
程
を
図
2
の
よ
う
に
梯
子
図
と
音

符
で
表
示
㈲
し
た
の
で
あ
る
。

　
西
洋
音
楽
が
皆
無
に
近
い
国
で
の
最
初
の
講
義
、
し
か

も
僅
か
一
時
間
ぐ
ら
い
の
間
に
、
長
・
短
・
全
音
・
半

音
、
さ
ら
に
1
1
1
旧
y
…
…
等
の
概
念
を
教
授
す
る
こ
と

は
、
あ
ま
り
に
拙
速
で
あ
り
、
混
乱
を
招
き
か
ね
な
い
と
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現
代
の
我
々
は
考
え
る
が
、
当
時
の
音
楽
取
調
掛
　
　
近
代
化
を
急
ぐ
明
治
の
研
究
機
関
と
し
て
は
、
当
然
の
ス
ピ
ー
ド
だ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
メ
ー
ソ
ソ
自
身
、
三
度
音
程
を
図
2
の
よ
う
に
表
示
し
た
後
、
こ
れ
で
は
あ
ま
り
に
進
度
が
早
す
ぎ
る
と
思
っ
た
の
か
、
妙

に
素
人
臭
い
奇
妙
な
コ
メ
ソ
ト
を
付
け
加
え
て
い
る
。
専
の
筆
記
し
た
英
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
O
σ
ω
゜
↓
三
ω
騨
ω
中
o
喘
゜
蜜
巴
ω
o
昌
．
ω
乙
＄
ユ
ロ
o
a
2
8
窪
二
〇
騨
B
8
9
m
二
〇
『
①
巳
ヨ
5
霞
ρ
¢
陣
o
匹
《
ぴ
《
閃
き
乱
昌
σ
q
”
巴
一
・

　
≦
翅
ω
8
8
ω
ぎ
ω
B
8
ω
霞
①
讐
ε
o
「
き
α
o
昌
一
ぢ
o
ω
”
『
Φ
σ
q
①
器
『
巴
ξ
B
ぎ
o
タ

　
正
確
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
こ
の
コ
メ
ン
ト
は
音
楽
的
に
意
味
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
生
ま
れ
て
始
め
て
出
合
う
異
質
な
音
体

系
に
ー
明
治
の
若
い
・
本
人
ー
切
心
ー
楽
典
早
ー
v
的
発
　
華
牟
長
三
輿

葎
葎
華
短
三
度
で
あ
…
を
整
た
・
す
る
な
－
理
蟹
ー
ー
ー
ー
発

想
に
恭
し
く
o
び
。
。
°
と
付
け
つ
つ
一
生
懸
命
ノ
ー
ト
と
す
中
村
専
の
姿
に
、
現
代
の
我
々
が
微
笑
ま
ず
に
い
ら
れ
な
い
あ
る
感
慨
を
お
ぼ

え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
メ
ー
ソ
ン
は
こ
の
〈
早
わ
か
り
〉
的
コ
メ
ン
ト
を
加
え
た
後
、
再
度
、
く
ど
い
く
ら
い
に
長
三
度
と
短
三
度
の
相
違
を
説
明
、
最
後

に
、
三
度
音
程
が
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
、
午
後
三
時
、
二
時
間
に
わ
た
る
第
一
回
の
講
義

を
終
了
し
て
い
る
。



　
と
こ
ろ
で
中
村
専
は
、
講
義
の
終
了
を
几
帳
面
に
筆
記
樹
し
た
後
、
前
後
と
無
関
係
に
興
味
あ
る
メ
モ
を
残
し
て
い
る
。
十
二
個
の
数

宇
と
三
つ
の
イ
タ
リ
ア
語
か
ら
な
る
そ
の
メ
モ
は
、
恐
ら
く
、
近
代
日
本
人
が
筆
記
し
た
最
初
の
和
声
構
造
で
あ
ろ
う
。
そ
の
メ
モ
を
上

に
、
参
考
の
た
め
そ
れ
を
譜
面
化
し
た
も
の
を
下
に
、
譜
例
1
と
し
て
提
示
し
た
。
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5，　6，　7，　1－Soprano

3，4，2，3－Alto

1，4，5，1－Base

（中村専のメモ）

（上記メモを譜面化したもの）

　　　　　譜例1

　
こ
の
簡
単
な
カ
デ
ン
ツ
が
何
の
た
め
に
メ
モ
さ
れ
た
か
を
、
前
後
の
関
係
か
ら
推
測
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
講
義
の
流
れ
か
ら

見
て
、
あ
ま
り
に
唐
突
な
内
容
な
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
許
さ
れ
る
な
ら
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
場
面
を
想
像
す
る
こ
と
は
出
来
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
メ
ー
ソ

ソ
は
講
義
を
終
り
教
壇
か
ら
降
り
る
直
前
、
ふ
と
思
い
出
し
た
よ
う
に
、
「
『
和
声
学
』
を
学
ぶ
た
め
に
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
響
き
を

実
懸
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
」
と
注
意
し
、
伝
習
生
達
が
機
会
あ
る
ご
と
に
合
唱
出
来
る
よ
う
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
基
本
的

和
声
構
造
を
書
き
あ
た
え
た
…
…
と
想
像
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
音
楽
教
育
家
な
ら
誰
で
も
思
い
つ
く
指
導
の
一
方
法
で
あ
り
、
無

理
な
想
像
と
は
言
え
な
い
が
、
し
か
し
想
像
は
あ
く
ま
で
も
想
像
で
あ
る
。
現
在
、
こ
の
真
偽
の
程
を
確
め
る
す
べ
は
何
も
残
さ
れ
て
い

な
い
。
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九
月
十
七
日
（
土
）
の
第
二
回
講
義
は
、
四
度
、
五
度
、
六
度
の
各
音
程
が
解
説
さ
れ
る
が
、
そ
の
音
程
論
に
入
る
前
に
、
メ
ー
ソ
ン

は
一
く
さ
り
「
海
外
事
情
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
中
村
専
の
英
文
を
引
用
し
、
彼
女
が
受
け
と
っ
た
ま
ま
を
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ぎ
O
臼
ヨ
鋤
ξ
ロ
ω
巴
o
お
碧
o
H
≦
ぎ
ユ
ぎ
ω
峠
さ
日
Φ
暮
貯
。
。
8
巴
o
脇
且
き
o
o
『
ω
三
昌
α
q
ぎ
゜
・
q
ロ
日
Φ
暮
ρ
ぎ
U
o
巳
o
P
2
Φ
≦

O
o
＝
o
α
q
o
8
⊆
巳
o
暮
爵
o
ぎ
目
帥
昌
く
9
8
慈
¢
〈
o
蔓
ぴ
o
ω
計
匪
①
昌
①
×
什
£
＝
ぴ
Φ
o
お
9
p

　
こ
の
文
章
で
は
、
誰
が
何
の
た
め
に
例
示
さ
れ
た
楽
器
を
口
ω
＆
す
る
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、
恐
ら
く
教
育
用
と
し
て
、
オ
ル
ガ
ン

や
管
楽
器
（
ブ
ラ
ス
・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
？
そ
れ
と
も
リ
コ
ー
ダ
ー
？
）
、
ま
た
教
育
手
段
と
し
て
合
唱
が
重
用
さ
れ
る
こ
と
を
、
　
メ
ー
ソ

ン
は
教
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
英
文
の
次
に
す
ぐ
四
度
音
程
の
説
明
が
続
く
。
彼
は
こ
こ
で
ま
ず
完
全
四
度
と
増
四
度
の
違
い
を
説
明
、
こ
の
当
然
の
導

入
の
あ
と
、
極
め
て
注
目
す
べ
き
感
想
を
伝
習
生
達
に
伝
え
て
い
る
。

　
日
本
音
楽
の
旋
律
構
造
が
、
完
全
四
度
音
程
を
核
と
し
て
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
専
は
そ
れ
を
次
の
よ
う

に
ノ
ー
ト
し
て
い
る
。

　
冒
娼
9
器
ω
Φ
ヨ
ロ
ω
ぎ
費
o
σ
q
o
器
『
巴
ξ
ε
器
畠
二
〇
冒
℃
臼
h
8
け
8
霞
曄
゜

　
第
一
回
の
講
義
の
時
、
西
洋
音
楽
に
と
っ
て
三
度
音
程
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
教
え
、
続
く
第
二
回
の
講
義
で
、
日
本
音
楽
の

旋
律
が
四
度
音
程
を
基
本
的
要
素
と
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
こ
と
は
、
メ
ー
ソ
ン
が
音
楽
取
調
掛
の
目
的
を
よ
く
理
解
し
た
並
々
な
ら
ぬ

音
楽
教
育
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
如
実
に
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
た
だ
、
す
ぐ
次
に
続
く

　
2
0
宮
ξ
o
鼠
8
け
・
ぎ
「
＄
ω
8
0
h
冨
三
昌
α
q
ぎ
刈
ミ
ぎ
o
霞
切
ヨ
器
一
ρ
と
い
う
部
分
は
不
正
確
で
あ
る
。

　
我
々
の
音
楽
が
導
音
機
能
を
有
す
る
刈
島
“
シ
の
音
を
持
た
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
増
四
度
音
程
を
そ
の
音



楽
構
造
の
中
に
持
た
な
い
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
誰
も
が
知
っ
て
い
る
「
さ
く
ら
さ
く
ら
」
一
の
最
後
の
部
分
で
、
我
々
民
族
が
、

見
事
な
ま
で
に
美
し
い
増
四
度
音
程
の
旋
律
を
歌
っ
て
い
る
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
思
い
起
こ
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
さ
ら
に
、
間
に
音
を
一
つ
入
れ
た
三
つ
の
音
の
両
端
が
、
増
四
度
を
形
成
す
る
動
き
は
、
沖
縄
旋
法
に
よ
る
旋
律
を
持
ち
出
す
ま
で
も

な
く
、
江
戸
期
邦
楽
の
基
本
と
な
る
都
節
旋
法
で
音
が
ε
昌
Φ
α
口
O
す
る
場
合
、
極
め
て
頻
繁
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

よ
う
な
動
き
は
、
我
々
の
耳
に
、
増
四
度
音
程
に
特
有
な
旋
律
表
現
を
、
強
く
印
象
づ
け
て
く
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
点
に
関
す
る
情
報
が
不
足
し
て
い
た
の
か
、
潔
ず
が
な
い
…
…
し
た
が
っ
て
増
四
度
音
程
も
存
在
し
な
い
と
、
メ
ー
ソ

　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ

ソ
は
ま
ず
頭
で
考
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
認
識
の
浅
さ
が
、
後
に
、
あ
の
単
純
に
し
て
明
解
す
ぎ
る
長
音
階
的
ヨ
ナ
抜
き
音

階
の
設
定
に
、
大
き
く
影
響
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
一
つ
の
問
題
点
と
し
て
記
億
す
る
に
と
ど
め
、
ノ
ー
ト
の

先
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
四
度
音
程
の
講
義
の
後
半
で
は
、
音
程
認
識
に
関
す
る
歴
史
が
ご
く
簡
単
に
教
授
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
古
い
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
は
、
完
全
四
度
、
完
全
五
度
、
オ
ク
タ
ー
ブ
の
み
を
協
和
音
程
と
し
て
容
認
し
て
い
た
が
、
和
声
の
発
展
に
よ
っ
て
、
長
・
短
二
つ
の

性
格
を
持
つ
三
度
音
程
の
方
が
よ
り
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
中
村
専
の
ノ
ー
ト
か
ら

推
測
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
説
明
は
徹
底
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
意
味
す
る
重
要
性
を
、
伝
習
生
達
が
直
ち
に
理
解
し
た
か
ど
う
か

は
疑
は
し
い
。
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五
度
音
程
に
関
し
て
は
、

に
教
示
さ
れ
て
い
る

完
全
五
度
と
減
五
度
が
説
明
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
の
音
程
が
三
和
音
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
、
と
簡
潔

六
度
音
程
も
ご
く
簡
明
に
し
か
解
説
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
三
度
音
程
と
同
じ
く
＜
長
〉
〈
短
V
の
二
種
が
あ
る
こ
と
、
〈
完
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全
V
六
度
と
か
〈
不
完
全
〉
六
度
と
言
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
教
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
第
二
回
の
講
義
は
、
こ
の
必
要
に
し
て
最
少
限
な
五
度
・
六
度
に
関
す
る
解
説
で
し
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

　
第
三
回
目
、
九
月
二
十
二
日
（
木
）
の
講
義
は
、
前
回
ま
で
の
復
習
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
。
復
習
の
過
程
で
、
増
四
度
の
音
程
に
関

連
し
、
三
全
音
の
概
念
が
補
足
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
然
な
こ
と
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
六
度
の
復
習
で
、
短
音
階
の
説
明
に

ま
で
及
ん
だ
の
は
、
や
や
唐
突
で
あ
る
。

　
で
は
な
ぜ
六
度
音
程
の
復
習
の
際
、
短
音
階
の
概
念
が
提
示
さ
れ
た
か
…
…
？
。
中
村
専
の
ノ
ー
ト
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
メ
ー
ソ

ソ
の
考
え
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
一
、
六
度
音
程
は
三
度
音
程
と
同
じ
く
、
長
・
短
二
種
の
概
念
で
数
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
二
、
ド
と
ミ
の
間
隔
は
長
三
度
で
あ
り
、
ド
と
ラ
は
長
六
度
で
あ
る
。

　
三
、
と
こ
ろ
で
、
、
ミ
に
フ
ラ
ッ
ト
、
ま
た
ラ
に
フ
ラ
ッ
ト
を
つ
け
音
程
を
半
音
下
げ
る
と
、
前
述
し
た
長
三
度
は
短
三
度
に
、
長
六
度

は
短
六
度
に
変
化
す
る
。

　
四
、
以
上
の
よ
う
に
長
音
階
の
三
番
目
と
六
番
目
を
こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ッ
ト
で
変
質
し
、
ド
か
ら
の
音
程
を
そ
れ
ぞ
れ
短
三
度
・
短
六

度
に
変
質
さ
せ
る
と
、
そ
こ
に
は
同
主
調
で
あ
る
ハ
短
調
和
声
的
短
音
階
の
姿
が
浮
び
上
っ
て
く
る
。

　
メ
ー
ソ
ソ
は
こ
の
論
理
過
程
を
図
3
、
譜
例
2
㈹
の
よ
う
に
し
て
伝
習
生
に
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
す
ぐ
に
、
若
い
日
本
人

達
が
短
音
階
の
概
念
を
把
握
し
た
と
は
思
え
な
い
。
事
実
、
短
調
に
つ
い
て
は
第
十
五
回
の
講
義
で
集
中
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の

で
、
恐
ら
く
こ
こ
で
は
長
・
短
二
種
の
音
程
の
、
画
然
と
し
た
性
格
の
相
違
を
、
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
考
え
た
方
が
良
い
で
あ
ろ

う
oさ

て
本
論
の
七
度
音
程
で
は
、
長
・
短
二
種
の
音
程
が
あ
り
、
ド
と
フ
ァ
の
上
に
構
成
さ
れ
る
二
つ
が
長
七
度
、
他
は
全
て
短
七
度
で
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あ
る
こ
と
が
簡
潔
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

次
の
八
度
音
程
に
関
し
て
は
、
専
の
ノ
ー
ト
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
い
。

　
　
　
0
9
p
ぐ
o
°
。

　
錠
⑦
O
o
胤
8
け
ω
o
芝
①
昌
①
o
山
昌
o
章
O
霧
ω
o
p

　
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
短
い
奇
妙
な
英
文
を
読
む
と
、
講
義
の
情
景
が
目
に
浮
か
び
、
メ
ー
ソ
ソ
の
肉
声
が
聴
え
て
く
る
よ
う
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
音
響
学
者
に
は
興
味
が
あ
っ
て
も
、
音
楽
家
に
と
っ
て
解
説
の
要
が
な
い
オ
ク
タ
ー
ブ
を
、
実
践
的
な
教
育
家
メ
ー
ソ

ソ
が
B
ω
ω
8
し
た
の
は
充
分
理
解
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の
一
行
を
筆
記
し
て
い
る
中
村
専
が
、
ホ
ッ
と
し
た

表
情
で
し
ば
し
緊
張
を
ゆ
る
め
た
…
…
と
想
像
し
て
も
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
根
拠
の
な
い
空
想
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
第
三
回
目
の
前
半
ハ
こ
の
オ
ク
タ
ー
ブ
の
と
こ
ろ
で
、
ひ
と
ま
ず
音
程
に
関
す
る
講
義
は
終
了
し
て
い
る
。



78

　
　
　
　
第
三
回
後
半
～
第
五
回
前
半
ま
で
の
講
義
内
容

　
第
三
回
後
半
か
ら
第
五
回
に
か
け
て
の
講
義
は
、
三
和
音
と
そ
の
転
回
型
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
現
代
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

に
比
較
す
る
と
、
か
な
ら
ず
し
も
秩
序
立
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
我
々
は
、
あ
れ
も
こ
れ
も
一
度
に
、
し
か
も
短
期
間
で
教

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
メ
ー
ソ
ソ
の
立
場
を
考
慮
し
、
そ
れ
相
応
の
理
解
を
示
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
本
論
は
、
ハ
調
長
音
階
上
の
三
和
音
七
種
を
梯
子
図
、
及
び
譜
面
で
例
示
し
、
長
三
和
音
に
は
ロ
ー
マ
数
字
の
大
文
字
が
、
ま
た
短
三

和
音
に
は
小
文
字
が
そ
の
標
記
と
し
て
使
用
さ
れ
る
…
…
と
い
う
説
明
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
次
に
、
例
外
的
な
響
の
和

音
と
し
て
、
導
音
上
の
減
三
和
音
シ
レ
フ
ァ
が
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
ま
で
は
講
義
内
容
と
し
て
、
ま
ず
順
当
な
流
れ
の
上
に
あ
る

と
い
え
よ
う
◎

　
し
か
し
こ
こ
か
ら
メ
ー
ソ
ン
は
、
急
に
〈
七
の
和
音
〉
の
説
明
に
入
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
展
開
し
て
く
転
調
V
に
ま
で
内
容
を
飛
躍
さ

せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
極
め
て
性
急
な
話
の
広
が
り
で
あ
る
。
そ
の
過
程
を
追
う
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
一
、
音
階
上
に
構
築
さ
れ
た
三
和
音
に
、
・
根
音
か
ら
数
え
て
七
度
上
の
音
を
付
加
す
る
と
、
そ
こ
に
七
の
和
音
が
出
現
す
る
。
（
メ
ー

ソ
ソ
は
言
葉
で
説
明
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
こ
と
を
譜
面
で
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
を
譜
例
3
佃
と
し
て
掲
げ
る
）

譜
例
　
3

H9
一●
一，
鴫

一●
一9一，

『

宅
圃

＜
蝿

〈
一■M
く
一，
一●

■qo

H・

⑩
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二
、
1
7
の
和
音
は
、
1
の
和
音
に
長
三
度
上
の
音
を
付
加
す
る
こ
と
い
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
く
長
V
七
の
和
音
で
あ
る
。

　
三
、
1
1
7
の
和
音
は
、
．
1
1
の
和
音
に
短
三
度
上
の
音
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
〈
短
〉
七
の
和
音
で
あ
る
。

　
四
、
〈
長
V
七
の
和
音
よ
り
も
、
〈
短
V
七
の
和
音
の
方
が
、
響
き
が
自
然
で
耳
に
心
地
良
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
七
度
　
　
　
　
短
七
度

茸
≒
錨
，
軸
ー
．
讐
砦
．
合
．
髭

山
会
そ
し
て
②
－
－
に
変
質
さ
れ
た
和
音
篠
必
然
的
に
転
の
和
声
進
行
す
な
わ
ち
へ
長
調
の
属
七
の
和
音
か
ら
主
和

音
へ
進
む
形
を
現
出
さ
せ
、
結
果
と
し
て
、
ハ
長
調
か
ら
へ
長
調
に
向
う
転
調
を
想
起
さ
せ
る
。

七
右
に
関
連
し
た
例
と
し
て
毒
の
和
音
安
・
峡
・
ば
・
ば
半
音
上
げ
ら
れ
馨
の
和
音
に
変
質
さ
れ
ゑ

　
八
、
以
上
二
つ
の
例
は
、
も
っ
と
も
自
然
な
転
調
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
メ
ー
ソ
ン
の
教
授
過
程
を
音
楽
的
に
推
測
す
る
な
ら
、
以
上
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
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し
か
し
中
村
専
が
、
こ
の
過
程
を
適
確
に
追
っ
て
い
け
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
彼
女
の
筆
記
内
容
は
あ
ま
り
に
簡
単
で
、
初
心
者

な
ら
心
覚
え
の
た
め
に
当
然
メ
モ
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
メ
モ
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
黒
板
に
例
示
さ
れ
た
と
…
…
と
思
わ
れ
る
⑥

の
譜
面
も
、
間
違
っ
て
筆
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
ω

　
で
は
、
他
の
伝
習
生
達
は
適
確
に
理
解
し
た
で
あ
ろ
う
か
…
…
？
　
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
推
測
で
あ
る
が
、
そ
の
理
解
度
は
極
め
て
微

々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
専
の
／
ー
ト
の
内
容
か
ら
の
み
推
理
し
た
結
果
で
は
な
い
。
属
音
上
に
構
築
さ
れ
る
属

七
の
和
音
の
理
解
な
し
に
、
前
掲
し
た
メ
ー
ソ
ソ
の
論
理
過
程
五
～
七
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
属
七
の
和
音
ソ
シ
レ
フ
ァ
が
集
中
的
に
講
義
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
小
論
の
最
初
に
掲
げ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
進
行
表
で
も
わ
か

る
通
り
、
二
回
後
の
第
五
回
目
の
後
半
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
さ
ら
に
、
今
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
第
三
回
目
の
講
義
の
時
も
、
属
七
の
和
音
に
つ
い
て
は
、
転
調
云
々
の
あ
と
で
、
ご
く
軽
く
ふ

れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
　
「
長
三
和
音
と
短
七
度
音
程
が
組
合
わ
さ
れ
た
属
七
の
和
音
は
、
極
め
て
満
足
な
響
き
を
も

つ
重
要
な
和
音
で
あ
り
、
西
洋
で
は
ど
ん
な
単
純
な
音
楽
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ボ
ス
ト
ン
の
子
供
達
は
、
小
さ
い
頃
か
ら
こ

の
和
音
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
て
い
る
…
…
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
説
明
の
前
後
に
、
専
は
何
ら
の
譜
例

も
書
き
写
し
て
は
い
な
い
。

　
こ
れ
で
は
、
先
に
述
べ
た
五
～
七
に
か
け
て
の
過
程
が
、
理
解
困
難
と
想
像
し
て
も
、
間
違
い
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
問
題
が
多
い
転
調
と
属
七
の
説
明
の
後
に
、
中
村
専
は
意
味
不
明
な
数
行
を
ノ
ー
ト
し
、
第
三
回
講
義
の
筆
記
を
終
っ
て

い
る
。

　
ま
ず
そ
の
部
分
を
、

　
　
　
　
Z
ぢ
誓

そ
の
ま
ま
引
用
し
よ
う
。
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竃
費
o
ξ
け
「
冨
畠
o
悪
仲
三
a
6
0
ヨ
①
ω
ヨ
゜

　
　
　
　
　
国
冨
く
①
昌
け
ゴ

　
］
≦
2
0
ぐ
け
三
a
曽
ぴ
o
＜
①
津
夢
゜

　
↓
①
昌
些
騨
ω
ヨ
o
ω
け
臼
の
2
ω
ω
ヨ
σ
q
O
9
暮
9
目
⊆
6
・
ざ

什
ず
一
ω
二
目
ρ

ぎ
　
ず
母
ヨ
o
昌
く
ぎ
藝
Φ
゜
。
8
ヨ
ヨ
崖
の
圃
＄
一
≦
o
ユ
9
ω
o
詳
δ
冨
津
o
暮

　
七
の
和
音
の
次
に
、
巳
口
夢
1
1
九
の
和
音
、
さ
ら
に
国
「
Φ
〈
①
暮
げ
1
1
十
一
の
和
音
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
　
こ
の
時
点
で
こ
れ
等
の
和

音
を
教
え
る
こ
と
の
是
非
は
別
と
し
て
、
順
序
と
し
て
は
正
し
い
。
し
か
し
ノ
ー
ト
の
英
文
が
あ
ま
り
に
短
か
く
、
ど
の
よ
う
な
説
明
が

な
さ
れ
た
の
か
は
、
ま
っ
た
く
見
当
が
つ
か
な
い
。
七
の
和
音
と
九
の
和
音
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
専
の
英
文
は
解
け
な
い
暗
号
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
そ
れ
は
、
使
わ
れ
て
い
る
単
語
か
ら
推
測
す
る
か
ぎ
り
、
メ
ー
ソ
ン
が
ピ
ア
ノ
を
弾
き
な
が
ら
か
、
あ
る
い
は
黒
板
に
走
り
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

き
し
な
が
ら
、
早
口
に
、
し
か
も
つ
い
で
に
ロ
帥
付
け
加
え
た
説
明
を
、
中
村
専
が
完
全
に
ノ
ー
ト
出
来
な
か
っ
た
こ
と
に
原
因
す
る
と
思

わ
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
次
の
↓
Φ
昌
昏
一
ω
ヨ
o
。
。
け
…
…
以
下
の
文
は
、
英
文
と
し
て
理
解
出
来
て
も
、
音
楽
的
に
は
完
全
に
意
味
不
明
な
文
章

　
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
9
暮
7
と
い
う
語
は
、
音
程
の
十
度
（
オ
ク
タ
ー
ブ
と
三
度
）
を
意
味
し
、
特
に
問
題
と
す
べ
き
点
は
な
に
も
な
い
か
ら

あ
る
。
も
し
か
り
に
、
　
巳
昌
芸
・
o
冨
く
㊦
暮
7
と
同
列
に
8
暮
げ
を
考
え
、
〈
十
の
和
音
V
と
し
て
論
じ
た
も
の
と
す
る
な
ら
、
こ
で

れ
こ
そ
完
全
に
無
意
味
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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〈
十
の
和
音
〉
は
音
楽
の
世
界
に
存
在
し
な
い
和
音
型
な
の
で
あ
る
。

メ
ー
ソ
ン
は
い
っ
た
い
何
を
教
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
不
思
議
な
コ
メ
ソ
ト
で
あ
る
。
凹

　
九
月
二
十
四
日
（
土
）
第
四
回
の
講
義
は
、
ま
ず
最
初
、
音
程
の
転
回
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。
一
度
の
転
回
が
八
度
で
あ
る
こ

と
に
始
ま
り
、
二
度
の
転
回
が
七
度
…
…
以
下
順
に
八
度
の
転
回
が
一
度
で
あ
る
こ
と
ま
で
を
内
容
と
す
る
こ
の
部
分
で
、
特
に
注
目
す

べ
き
点
が
三
つ
あ
る
。

　
そ
の
第
一
は
前
回
ま
で
で
、
一
応
、
長
・
短
、
完
全
・
不
完
全
と
い
う
、
よ
り
正
確
な
音
程
の
認
識
の
仕
方
に
関
す
る
説
明
を
終
っ
て

い
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
応
用
せ
ず
、
ご
く
単
純
に
二
度
・
三
度
等
の
言
葉
で
説
明
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
し
か
も
話
の
重
点
は
、
正
確
な
音
程
の
認
識
よ
り
も
、
二
つ
の
音
が
各
音
程
で
同
時
に
鳴
っ
た
場
合
の
、
響
き
の
良
し
悪
し
に
移
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
垂
直
な
音
程
へ
と
話
の
重
点
が
移
行
し
た
結
果
、
こ
の
時
点
で
は
や
や
高
度
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
、
話
が
進
ん

で
し
ま
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
メ
ー
ソ
ン
は
、
西
洋
音
楽
が
忌
避
す
る
平
行
八
度
・
平
行
五
度
・
平
行
四
度
に
つ
い
て
ま
で
、
話
題
を
広

げ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
三
は
、
五
度
の
転
回
が
四
度
で
あ
る
と
解
説
し
た
あ
と
、
突
如
と
し
て
、
日
本
の
音
楽
が
常
に
八
度
間
隔
で
動
き
、
二
度
・
四
度
・

五
度
・
七
度
の
間
隔
で
動
く
こ
と
が
な
い
、
そ
し
て
そ
れ
は
耳
に
心
地
良
い
…
…
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
和
声
学
は
、
余
程
の
慎
重
さ
を
も
っ
て
指
導
し
な
い
と
、
な
か
な
か
適
切
に
理
解
さ
れ
な
い
分
野
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
、
以

上
の
注
目
す
べ
き
三
点
を
批
判
す
る
な
ら
、
第
一
点
で
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
進
行
上
の
不
徹
底
さ
を
、
ま
た
第
二
、
第
三
点
で
は
内
容
の
無

計
画
な
拡
散
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

・
と
こ
ろ
で
、
第
四
回
の
本
論
は
、
こ
の
後
に
や
っ
と
譜
面
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
。
そ
れ
を
譜
例
4
と
し
て
掲
げ
た
。
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Degree

＿Here　will

　be　to　high

4Lh3La21亟1鈍

W“
1
1

1

譜例　4

　
そ
し
て
最
後
に
、
中
村
専
は
こ
の
日
の
も
っ
と
も
重
要
な
授
業
内
容
を
筆
記
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
第
一
転
回
型
が
6
、

が
6
4
と
標
記
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
第
五
回
、
九
月
二
十
七
日
（
火
）
一
時
か
ら
三
時
ま
で
の
講
義
、
そ
の
前
半
は
、
内
容
的
に
無
意
昧
で
は
な
い
も
の
の
、

に
欠
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
転
回
型

や
や
発
展
性
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最
初
は
、
復
習
を
か
ね
て
、
ハ
調
長
音
階
上
七
個
の
三
和
音
、
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
第
一
転
回
型
と
第
二
転
回
型
が
譜
面
で
示
さ
れ
て
い

る
。　

伝
習
生
達
が
そ
の
譜
を
写
し
終
っ
た
後
、
メ
！
ソ
ン
は
彼
等
に
次
の
二
点
を
強
調
し
て
説
明
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
第
一
は
、
再
度
、
三
度
音
程
の
重
要
性
を
認
識
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
長
三
度
と
（
完
全
）
五
度
を
組
合
わ
せ
る
と

長
三
和
音
が
、
短
三
度
と
（
完
全
）
五
度
の
そ
れ
が
短
三
和
音
を
構
築
す
る
こ
と
を
、
噛
ん
で
含
め
る
よ
う
に
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
少
々
飛
躍
し
た
内
容
の
も
の
で
、
ス
ム
ー
ス
な
転
調
に
つ
い
て
解
説
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
説
明
方
法
は
、
伝

習
生
達
に
ま
ず
W
・
V
・
．
W
の
和
音
を
強
く
意
識
さ
せ
、
し
か
る
後
に
、
1
の
和
音
か
ら
こ
れ
等
の
和
音
に
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然

な
転
調
が
可
能
で
あ
る
と
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
W
（
フ
ァ
ラ
ド
）
は
へ
長
調
の
、
V
（
ソ
シ
レ
）
は
ト
長
調
の
、
そ
し
て
．
W
（
ラ
ド
ミ
）
は
イ
短
調
の
主
和
音
で
あ
り
、

ハ
長
調
の
ー
（
ド
ミ
ソ
）
と
は
極
め
て
近
い
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
、
論
理
的
な
調
関
係
を
、
観
念
的
に
言
葉
で
理
解
さ

せ
た
に
す
ぎ
な
い
。
和
声
学
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
理
解
で
は
な
く
、
実
際
の
音
を
使
っ
て
そ
の
転
調
を
可
能
と
す
る
テ

ク
ニ
ッ
ク
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
メ
ー
ソ
ン
の
指
導
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
最
後
ま
で
徹
底
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
第
五
回
後
半
の
講
義
内
容

　
第
五
回
後
半
の
属
七
の
和
音
に
関
す
る
講
義
は
、
極
め
て
密
度
の
高
い
も
の
で
あ
る
。

　
基
本
型
と
三
種
の
転
回
型
の
他
に
、
そ
れ
等
各
形
態
の
属
七
の
和
音
が
、
ど
の
よ
う
に
主
和
音
へ
進
行
す
る
か
も
楽
譜
で
示
さ
れ
て
い

る
の
は
、
充
分
適
切
な
指
導
と
言
え
よ
う
。

　
説
明
す
る
時
も
、
属
七
の
和
音
は
常
に
主
和
音
へ
進
む
べ
き
だ
と
、
メ
ー
ソ
ソ
は
く
ど
い
ぐ
ら
い
に
念
を
押
し
て
い
る
。
し
か
も
さ
ら



に
、
シ
は
ド
に
、
フ
ァ
は
ミ
に
向
う
べ
き
だ
と
ま
で
教
授
し
て
い
る
の
は
、
完
壁
な
指
導
と
言
わ
ね
ぽ
な
る
ま
い
。

　
伝
習
生
達
は
恐
ら
く
気
付
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
今
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
日
、
我
々
日
本
人
は
、
ヨ
！
ロ
ッ
パ
音
楽
の
根
幹
を

な
す
〈
響
き
の
あ
り
方
〉
を
、
メ
ー
ソ
ン
か
ら
徹
底
的
に
教
育
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
日
本
人
の
音
感
覚
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
と
の
接
触
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
し
た
と
す
る
な
ら
、
そ
の
最
初
は
、
明
治
十
四
年
（
一
八

八
一
年
）
九
月
二
十
七
日
の
午
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
…
…
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
今
回
は
第
五
回
ま
で
（
内
容
的
に
は
第
三
段
階
ま
で
）
の
講
義
の
進
展
を
レ
ポ
ー
ト
し
て
み
た
。

（一

續
ｪ
二
年
　
晩
秋
）

圧
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（9）　（8）　（7）　（6）　（5）　（4）　（3）　（2）　（1）

『
哲
学
会
誌
』
第
七
号
㍗
目
～
賢
ぱ

『
哲
学
会
誌
』
第
七
号
U
°
①
～
娼
゜
刈

『
ヒ
葺
げ
興
≦
三
け
ぎ
σ
q
ζ
9
ω
8
の
音
楽
教
育
に
つ
い
て
』
（
東
京
芸
大
音
楽
研
究
セ
ソ
タ
ー
所
蔵
）

こ
の
と
こ
ろ
で
、
中
村
専
は
「
初
音
自
同
意
音
」
と
い
う
微
笑
ま
し
い
訳
語
を
メ
モ
し
て
い
る
。

中
村
専
自
身
の
ロ
ー
マ
数
字
の
書
き
方
は
、
大
文
字
と
小
文
字
が
よ
く
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。

彼
女
の
ノ
ー
ト
の
こ
の
部
分
で
、
講
義
が
三
時
に
終
了
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
o
ロ
「
は
、
中
村
専
の
立
場
か
ら
の
〈
我
々
〉
で
あ
る
。

な
ぜ
ハ
調
短
音
階
が
五
音
階
で
書
か
れ
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
。

掲
げ
ら
れ
た
七
個
の
七
の
和
音
が
、
響
き
の
上
で
四
種
類
に
分
類
出
来
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
も
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。



86

α①
ω

…m

ﾄ
の
和
墓
村
専
は
奪
の
・
・
ー
違
っ
毒
し
て
い
毫

働
　
こ
の
o
『
は
、
8
と
読
め
な
い
こ
と
も
な
い
。

㎝
　
九
の
和
音
、
十
一
の
和
音
を
使
う
に
は
高
度
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
段
階
で
は
七
の
和
音
ま
で
を
教
え
る
の
が
順
当
な
指
導
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
。
し
か
し
七
の
和
音
ま
で
教
え
た
つ
い
で
に
、
九
や
十
一
の
和
音
に
つ
い
て
も
少
し
話
し
て
み
る
…
…
と
い
う
教
師
の
気
持
は
充
分
に
理
解
出
来

・
東
京
芸
術
大
学
音
楽
取
調
掛
研
究
班
編
『
音
楽
教
育
成
立
へ
の
軌
跡
－
音
楽
取
調
掛
資
料
研
究
』
音
楽
之
友
社
　
昭
5
1

・
L
・
M
・
マ
ク
ガ
レ
ル
『
い
ロ
普
巽
芝
三
自
昌
α
q
記
器
o
ロ
の
音
楽
教
育
に
つ
い
て
ー
明
治
初
期
の
日
本
音
楽
教
育
の
背
景
と
し
て
ー
』
芸
大
音

　
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
酬

・
藤
原
義
久
『
和
声
学
事
始
ー
メ
ー
ソ
ン
の
和
声
学
教
育
に
関
す
る
新
資
料
紹
介
ー
』
哲
学
会
誌
第
七
号
　
昭
5
6
　
学
習
院
大
学
哲
学
会


