
「
藤
棚
」
は
、
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
五
月
一
五
日
に
書
き
上
げ
ら

（
１
）

れ
、
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
六
月
一
五
日
発
行
の
雑
誌
「
太
陽
」
第
一

八
巻
第
九
号
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
四
月

五
日
籾
山
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
た
単
行
本
『
か
の
や
う
に
』
に
収
録
さ
れ
て

い
る
。
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
一
二
月
森
鴎
外
か
ら
出
さ
れ
た
山
田
珠
樹

（
９
】
）

宛
書
簡
に
よ
れ
ば
、
「
藤
棚
ハ
小
生
ガ
妻
ト
当
時
ヲ
サ
ナ
カ
リ
シ
茉
莉
ト
ヲ

連
レ
テ
岩
崎
別
荘
二
参
リ
シ
記
事
二
候
只
妻
學
ハ
表
面
二
不
出
候
貴
人
ハ
閑

院
宮
様
二
候
」
と
あ
り
、
「
主
人
公
ハ
全
ク
実
在
セ
ザ
ル
モ
ノ
ニ
候
シ
カ
ル

ニ
奇
ナ
ル
ハ
同
名
ノ
人
青
年
ニ
テ
当
時
家
庭
内
ノ
葛
藤
ノ
タ
メ
座
敷
牢
二
入

り
居
り
其
人
二
父
ト
ノ
衝
突
モ
ア
リ
シ
由
ニ
テ
小
生
二
書
ヲ
寄
セ
来
候
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
藤
棚
」
は
、
鴎
外
が
妻
志
げ
、
娘
茉
莉
と
共
に

（
３
）

出
か
け
た
「
高
輪
岩
崎
邸
の
二
二
冨
言
呂
意
会
」
を
素
材
に
し
て
、
「
全
ク

実
在
セ
ザ
ル
」
主
人
公
五
条
秀
麿
を
ど
の
よ
う
に
描
い
た
作
品
な
の
か
。

森
鴎
外
「
藤
棚

ｉ
秀
麿
の
葛
藤
Ｉ

は
じ
め
に

森
鴎
外
「
藤
棚
」
論

「
藤
棚
」
論

作
品
の
冒
頭
は
五
条
秀
麿
が
Ｉ
男
爵
邸
で
開
か
れ
る
音
楽
会
に
出
掛
け
る

ま
で
の
様
子
が
描
か
れ
る
。

「
け
ふ
は
音
楽
会
へ
往
っ
て
参
り
ま
す
。
風
が
な
く
て
、
好
い
天
気

で
す
か
ら
。
」
五
条
秀
麿
は
午
食
の
時
に
母
に
か
う
云
っ
た
。
め
っ
た

に
外
に
出
な
い
の
で
、
な
ぜ
出
る
と
云
ふ
理
由
を
言
は
な
く
て
は
済
ま

な
い
や
う
な
気
が
し
た
の
で
あ
る
。
一
週
間
程
前
に
画
を
か
く
友
達
の

綾
小
路
に
案
内
せ
ら
れ
て
、
築
地
へ
往
っ
た
の
は
何
十
日
目
で
出
た
の

か
覚
え
て
も
ゐ
な
い
位
で
あ
っ
た
．

秀
麿
は
、
普
段
ほ
と
ん
ど
外
出
し
な
い
た
め
、
珍
し
く
出
掛
け
る
と
き
は

そ
の
理
由
を
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
心
持
に
な
っ
て
い
る
。
自
ら

進
ん
で
の
外
出
は
、
秀
麿
自
身
「
異
様
に
感
ぜ
ら
れ
る
か
ら
、
周
囲
の
人
が

語
る
だ
ら
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
」
。
こ
の
時
の
秀
麿
の
思
い
は
「
人
の
期

待
し
て
ゐ
る
こ
と
を
行
は
な
い
の
が
常
に
な
っ
て
見
れ
ば
、
連
に
そ
れ
を
行

瀧
本

和

成

九



ふ
の
が
、
妙
に
操
を
失
ふ
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
」
る
。
は

た
し
て
「
小
間
使
の
雪
が
家
従
部
屋
に
伝
へ
た
の
で
、
暫
く
家
職
の
人
達
の

問
に
何
か
言
ひ
合
っ
て
ゐ
る
声
が
し
て
ゐ
た
。
め
っ
た
に
出
な
い
若
殿
が
徒

歩
で
冊
る
と
云
ふ
の
が
、
脈
に
落
ち
な
か
っ
た
」
ら
し
い
。
け
れ
ど
も
、
母

か
ら
は
「
秀
麿
の
懸
念
し
た
語
る
表
情
は
少
し
も
顔
に
現
は
れ
な
か
っ
た
」
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
母
は
「
ど
う
ぞ
秀
麿
が
少
し
外
へ
出
る
や
う
に
な
れ
ば
好
い

と
祈
っ
て
ゐ
る
」
。
秀
麿
の
外
出
に
対
し
て
、
母
の
「
目
は
、
果
し
て
嬉
し

さ
う
に
赫
」
き
、
父
の
「
子
爵
は
笑
っ
た
」
・
「
秀
麿
の
顔
に
は
微
笑
が
浮

ん
だ
」
・
秀
麿
の
神
経
過
敏
に
な
っ
て
い
る
様
子
と
そ
の
秀
麿
を
家
族
や
周

囲
の
者
が
気
遣
う
様
子
が
描
か
れ
る
。
一
見
和
や
か
そ
う
に
み
え
る
上
流
階

層
の
家
庭
に
潜
ん
で
い
る
親
と
子
の
微
妙
な
心
理
の
揺
れ
が
描
出
さ
れ
て
い

る
。
表
面
的
に
は
幸
福
そ
う
に
み
え
る
五
条
家
に
も
実
は
親
子
の
問
題
が
す

で
に
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
父
も
母
も
秀
麿
も
本
高
を
語
ら
ず
暖
昧
に
す
る

術
を
心
得
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
親
子
の
問
題
は
、
五
条
秀
麿
連
作
物
第
・
作

目
と
な
っ
た
「
か
の
や
う
に
」
（
「
中
央
公
論
」
第
二
七
年
第
一
号
明
治

四
五
・
一
）
中
で
す
で
に
描
か
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
秀
麿
は
父
と
自
分
と
の
間
に
、
狭
く
て
深
い
谷
が
あ
る
や
う

に
感
ず
る
。
（
中
略
）
秀
麿
と
父
と
の
対
話
が
、
ヨ
オ
ロ
ッ
バ
か
ら
帰

っ
て
、
も
う
一
年
に
も
な
る
の
に
、
兎
角
対
陣
し
て
ゐ
る
両
軍
が
、
双

方
か
ら
斥
候
を
出
し
て
、
そ
の
斥
候
が
敵
の
影
を
認
め
る
度
に
、
遠
方

か
ら
射
撃
し
て
還
る
や
う
に
、
は
か
み
、
し
い
衝
突
も
せ
ぬ
代
わ
り
に
、

平
和
に
打
ち
明
け
る
こ
と
も
な
く
て
ゐ
る
の
は
、
か
う
云
ふ
わ
け
で
あ

る
。

「
か
の
や
う
に
」
で
は
、
親
子
の
関
係
は
「
衝
突
も
せ
ぬ
代
わ
り
に
、
平

和
に
打
ち
明
け
る
こ
と
も
な
」
い
状
態
で
終
始
す
る
が
、
「
藤
棚
」
で
の
父

と
子
は
そ
れ
に
比
べ
半
歩
踏
み
込
ん
で
描
か
れ
て
い
る
。
と
く
に
昼
食
で
の

父
母
と
息
子
と
の
会
話
は
、
そ
う
し
た
五
条
家
の
家
族
関
係
を
浮
き
彫
り
に

（
４
）

し
て
い
る
。
こ
の
食
事
の
場
面
は
主
と
し
て
三
つ
の
話
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

秀
麿
の
心
境
や
考
え
が
述
べ
ら
れ
る
。

ｌ
西
洋
音
楽
は
面
白
み
が
解
ら
な
い
、
と
い
う
父
に
、
秀
麿
は
次
の
よ
う

に
言
う
。

若
し
世
間
の
人
が
皆
お
父
う
様
の
や
う
に
、
飾
ら
ず
に
感
じ
た
儘
を

言
っ
て
し
ま
ふ
の
だ
と
、
聞
き
に
往
く
人
が
も
っ
と
少
く
な
り
ま
せ
う
。

実
際
雷
同
し
て
面
白
が
っ
て
ゐ
る
人
が
多
い
の
で
す
か
ら
。

２
メ
チ
ュ
ウ
ル
ア
ル
コ
ホ
ル
を
飲
ん
で
、
車
夫
が
盲
同
に
な
っ
た
話
に
つ

い
て
秀
麿
は
考
え
る
。

毒
に
対
す
る
恐
怖
と
云
ふ
こ
と
を
心
の
中
に
考
へ
た
。
薬
は
勿
論
の

事
、
人
生
に
必
要
な
嗜
好
品
に
毒
に
な
る
こ
と
の
あ
る
物
は
幾
ら
も
あ

る
。
世
間
の
恐
怖
は
ど
う
か
す
る
と
そ
の
毒
に
な
る
こ
と
の
あ
る
物
を
、

根
本
か
ら
無
く
し
て
し
ま
は
う
と
し
て
、
必
要
な
物
ま
で
を
遠
ざ
け
よ

う
と
す
る
や
う
に
な
る

３
続
い
て
近
ご
ろ
出
る
、
道
徳
を
看
板
に
懸
け
た
新
聞
や
小
冊
子
の
話
に

な
る
。書

く
人
は
誠
実
に
世
の
為
、
人
の
為
と
思
っ
て
書
い
て
も
、
大
抵
自

分
々
々
の
狭
い
見
解
か
ら
、
無
遠
慮
に
他
を
排
し
て
、
ど
う
か
す
る
と

信
教
の
自
由
な
ど
と
云
ふ
も
の
の
無
か
っ
た
時
代
に
後
戻
を
し
た
や
う



に
、
自
分
の
迷
信
ま
で
を
人
に
強
ひ
ょ
う
と
す
る
。
そ
れ
を
聴
か
な
い

も
の
に
、
片
端
か
ら
乱
心
賊
子
の
極
印
を
打
つ
。
こ
れ
も
矢
張
毒
に
対

す
る
恐
怖
に
支
配
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
毒
に
対
す
る

恐
怖
が
却
っ
て
毒
を
醸
し
出
す
こ
と
に
な
る
。

父
の
口
か
ら
は
そ
れ
に
多
少
同
情
の
あ
る
詞
も
で
た
が
、

秀
麿
は
そ
れ
を
聞
い
て
、
今
更
の
や
う
に
父
と
自
分
と
の
間
に
、
時

代
の
懸
隔
の
あ
る
こ
と
を
想
は
せ
ら
れ
て
、
直
ら
ず
に
ゐ
る
創
の
痛
が

微
細
な
刺
戟
に
促
さ
れ
て
起
る
や
う
に
、
悲
し
い
や
う
な
、
心
細
い
や

う
な
感
じ
に
襲
は
れ
た
。
（
中
略
）
秀
麿
は
か
う
考
へ
な
が
ら
、
そ
れ

を
父
に
打
ち
明
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
打
ち
明
け
て
、
父
が
ど
こ
ま

で
飲
み
込
ん
で
く
れ
る
か
が
覚
束
な
く
て
、
い
つ
も
の
や
う
に
口
を
喋

ん
で
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。

母
と
の
会
話
に
も
ち
ぐ
は
ぐ
さ
が
露
呈
し
て
い
る
。

「
晩
の
ご
飯
は
帰
っ
て
お
上
が
り
で
せ
う
ね
」
と
夫
人
が
云
っ
た
。

少
し
外
へ
出
る
や
う
だ
と
好
い
と
思
っ
て
ゐ
た
秀
麿
に
、
今
出
て
行
か

れ
る
と
な
る
と
、
も
う
早
く
帰
っ
て
貰
ひ
た
い
と
思
ふ
ら
し
い
様
子
で

あ
る
。「

え
え
。
き
っ
と
帰
り
ま
す
．
」
誓
ふ
や
う
に
秀
麿
は
答
へ
た
。

付
和
雷
同
し
て
洋
学
崇
拝
す
る
者
、
風
俗
や
秩
序
を
壊
乱
す
る
と
称
し
て

思
想
そ
の
も
の
を
危
険
視
し
弾
圧
を
加
え
る
権
力
者
、
封
建
道
徳
を
持
ち
出

し
て
そ
れ
を
基
準
に
明
治
社
会
を
規
定
し
《
個
人
や
言
論
の
自
由
を
排
斥
す

る
出
版
界
に
対
す
る
秀
麿
の
批
判
が
描
か
れ
る
。
し
か
し
、
父
に
は
「
ど
こ

ま
で
飲
み
込
ん
で
く
れ
る
か
が
覚
束
な
く
て
、
い
つ
も
の
や
う
に
口
を
喋
ん

森
鴎
外
「
藤
棚
」
論

で
し
ま
ふ
」
・
自
ら
の
心
の
中
を
打
ち
明
け
よ
う
と
し
な
い
秀
麿
に
「
悲
し

い
や
う
な
、
心
細
い
や
う
な
」
表
情
が
湯
み
出
る
。
秀
麿
の
深
い
内
向
性
に

腫
物
に
触
る
よ
う
気
遣
う
父
親
だ
が
、
そ
の
真
意
は
理
解
さ
れ
な
い
。
息
子

の
今
目
昌
〉
は
、
母
親
の
優
柔
不
断
な
態
度
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
両

親
と
の
間
に
横
た
わ
る
「
時
代
の
懸
隔
」
を
痛
感
す
る
秀
麿
に
父
母
と
の
会

話
は
存
在
し
て
も
真
の
対
話
は
閉
ざ
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

秀
麿
は
人
力
車
で
は
な
く
、
今
日
は
徒
歩
で
出
掛
け
た
。

ベ
ル
リ
ン
で
買
っ
た
、
太
い
藤
の
ス
テ
ッ
キ
を
握
っ
て
、
邸
の
門
を

出
た
。
（
中
略
）
黒
板
塀
の
裾
の
隙
間
に
可
哀
ら
し
い
蒲
公
英
の
花
の

咲
い
て
ゐ
る
所
も
あ
る
。
そ
の
花
の
一
つ
に
小
さ
い
白
の
蝶
の
止
ま
っ

て
ゐ
る
の
を
見
附
け
て
、
殆
ど
無
意
識
に
手
を
伸
ば
し
て
摘
ん
だ
。

（
中
略
）
秀
麿
は
白
い
乳
汁
の
指
に
滴
る
蒲
公
英
の
茎
を
手
に
持
っ
て

暫
く
歩
い
て
ゐ
た
が
、
片
手
に
は
ス
テ
ッ
キ
を
持
っ
て
ゐ
る
の
で
、
段

々
邪
魔
に
な
っ
て
来
た
。
（
中
略
）
秀
麿
は
そ
っ
と
手
に
持
っ
た
花
を
、

そ
の
蒲
公
英
の
あ
る
所
に
落
し
て
置
い
て
、
重
荷
を
卸
し
た
や
う
な
気

が
し
た
が
、
忽
ち
又
自
分
で
自
分
を
恥
ぢ
る
や
う
な
気
に
な
っ
た
。
そ

し
て
若
し
こ
ん
な
事
を
し
た
の
を
、
画
を
か
く
友
達
の
綾
小
路
が
見
た

ら
、
サ
ン
チ
マ
ン
タ
ル
だ
と
云
ふ
だ
ら
う
と
思
っ
た
。

「
画
を
か
く
友
達
の
」
綾
小
路
は
、
先
の
山
田
珠
樹
宛
書
簡
の
中
で
「
カ

ノ
ヤ
ウ
ニ
ハ
中
ニ
モ
デ
ル
エ
ル
ヲ
使
ヒ
ア
ル
ハ
画
工
一
人
ニ
テ
コ
レ
ハ
旧
友

二

二



岩
村
透
二
候
」
と
あ
る
。
綾
小
路
は
「
か
の
や
う
に
」
中
「
学
習
院
を
秀
麿

と
同
期
で
通
過
し
た
男
で
あ
る
。
秀
麿
は
大
学
へ
行
く
の
に
、
綾
小
路
は
画

か
き
に
な
る
と
云
っ
て
、
溜
池
の
洋
画
研
究
所
へ
通
ひ
始
め
た
。
そ
れ
か
ら

秀
麿
が
ま
だ
文
科
に
ゐ
る
う
ち
に
、
綾
小
路
は
先
へ
洋
行
し
て
、
パ
リ
イ
に

ゐ
た
。
（
中
略
）
そ
れ
で
故
郷
へ
帰
っ
て
以
来
引
き
龍
り
勝
に
し
て
ゐ
る
秀

麿
の
方
か
ら
は
、
尋
ね
て
も
行
か
ぬ
の
に
、
折
々
遊
び
に
来
て
、
秀
庶
の
読

ん
で
ゐ
る
本
の
話
を
、
Ｕ
で
は
ち
や
か
し
な
が
ら
、
真
面
目
に
聞
い
て
考
へ

て
も
見
る
の
で
あ
る
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
綾
小
路
は
秀
麿
に
向
っ
て

「
気
持
の
好
い
天
気
だ
ぜ
。
（
中
略
）
こ
ん
な
日
に
鼠
の
や
う
に
な
っ
て
、

内
に
引
っ
込
ん
で
、
本
を
読
ん
で
ゐ
る
の
は
、
世
界
は
広
い
が
、
先
づ
君
位

な
も
の
だ
ら
う
」
と
言
う
。
内
に
内
に
と
向
か
い
が
ち
な
秀
麿
の
性
向
を
外

界
へ
向
か
わ
せ
よ
う
と
気
遣
う
友
人
が
綾
小
路
で
あ
る
。
綾
小
路
は
や
は
り

「
か
の
や
う
に
」
中
で
「
僕
は
そ
ん
な
怪
物
の
事
は
考
へ
ず
に
置
く
。
考
へ

て
も
言
は
ず
に
置
く
」
・
「
僕
が
画
を
か
く
や
う
に
、
怪
物
が
土
台
に
な
っ

て
ゐ
て
も
好
い
か
ら
、
構
は
ず
に
ず
ん
ノ
ー
書
け
ば
好
い
ぢ
や
な
い
か
」
・

「
意
気
地
が
な
い
ね
え
。
」
「
い
よ
ノ
、
意
気
地
が
な
い
ね
え
。
そ
ん
な
葛

藤
な
ら
、
僕
は
も
う
疾
つ
く
に
解
決
し
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
」
と
言
い
放
つ
。

論
よ
り
実
行
を
説
く
綾
小
路
は
、
秀
麿
の
「
高
等
遊
民
」
的
弱
点
を
見
逃
し

て
い
な
い
。
作
中
の
「
サ
ン
チ
マ
ン
タ
ル
」
は
、
綾
小
路
か
ら
見
た
秀
麿
の

内
向
的
で
感
傷
的
な
弱
さ
を
鋭
く
つ
い
た
言
葉
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
を
自

覚
し
て
い
な
が
ら
、
断
行
で
き
な
い
秀
麿
の
深
い
苦
悩
を
看
て
取
る
こ
と
が

で
き
る
。

音
楽
会
へ
の
道
筋
秀
麿
は
、
「
外
堀
線
」
の
電
車
に
乗
っ
た
。

め
っ
た
に
外
に
出
な
い
秀
麿
は
、
事
新
し
く
ベ
ル
リ
ン
の
電
車
と
違

ふ
所
を
考
へ
た
。
あ
っ
ち
で
は
座
席
が
一
ぱ
い
に
な
れ
ば
満
員
で
あ
る
。

吊
革
は
運
転
中
に
電
車
の
中
を
歩
く
時
掴
ま
る
た
め
に
吊
っ
て
あ
る
の

だ
か
ら
、
そ
れ
を
持
っ
て
立
ち
留
ま
る
と
車
掌
が
小
言
を
言
ふ
。
同
じ

交
通
機
関
が
出
来
て
も
、
こ
っ
ち
の
は
な
ん
と
な
く
物
足
ら
な
い
心
持

が
す
る
。
洋
行
帰
の
人
の
中
に
、
此
心
持
を
誇
張
し
て
、
故
郷
を
誼
ふ

の
な
ん
の
と
云
ふ
も
の
の
出
て
来
る
の
は
、
面
白
く
な
い
現
象
で
は
あ

る
が
、
何
に
附
け
て
も
こ
の
物
足
ら
な
さ
の
離
れ
な
い
の
を
、
全
然
抹

殺
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
の
電
車
は
「
皆
載
せ
ら
れ
る
丈
客
を
載
せ
た
の
な
ら
好
い
が
、
載
せ

ら
れ
な
い
丈
客
を
載
せ
た
車
で
あ
っ
た
」
と
ベ
ル
リ
ン
の
電
車
と
比
較
し
、

そ
の
存
在
目
的
の
相
違
点
を
指
摘
し
、
批
判
す
る
。
日
本
の
西
洋
文
化
の
受

容
が
本
末
転
倒
し
て
い
る
こ
と
を
暗
に
唯
え
て
い
る
。
こ
の
満
員
電
車
は
、

３
冒
旦
こ
が
な
い
の
に
急
い
で
西
洋
文
化
を
詰
め
込
も
う
と
し
て
い
る
明
治

日
本
の
現
状
そ
の
も
の
で
あ
る
。
文
化
と
い
う
も
の
は
そ
の
よ
う
に
短
時
間

で
大
量
に
作
り
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
狐
刺
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
日
本
に
お
い
て
秀
麿
は
、
ベ
ル
リ
ン
留
学
中
の
よ
う
に
「
あ
ら
ゆ
る
煩
累

の
絲
を
切
り
放
さ
れ
て
、
空
中
に
浮
か
ん
だ
飛
行
船
の
や
う
な
」
「
自
由

な
」
「
心
持
に
は
、
ど
う
し
て
も
」
な
れ
な
い
の
で
あ
る
。
生
活
ス
タ
イ
ル

そ
の
も
の
に
大
き
な
開
き
が
あ
り
、
し
が
ら
み
も
多
く
、
思
う
ま
ま
生
き
ら



秀
麿
は
「
品
川
行
に
乗
り
換
へ
た
」
電
車
の
中
で
ベ
ル
リ
ン
で
逢
っ
た
こ

と
の
あ
る
渡
辺
参
事
官
に
偶
然
出
会
う
。
そ
し
て
、
「
実
は
僕
も
フ
イ
ル
ハ

ル
モ
ニ
イ
に
往
く
の
で
す
」
と
い
う
渡
辺
と
連
れ
立
っ
て
演
奏
会
場
で
あ
る

フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
（
音
楽
同
好
会
）
長
の
外
戚
Ｉ
男
爵
家
へ
向
う
。
男
爵

邸
は
「
遥
か
に
道
か
ら
引
っ
込
め
て
立
て
た
」
「
石
の
柱
、
鉄
の
扉
で
」
出

来
た
「
大
き
い
門
」
構
え
で
あ
る
。
渡
辺
参
事
官
に
「
自
動
車
と
云
ふ
、
ご

つ
ノ
、
し
た
、
あ
ら
あ
ら
し
い
冒
弓
言
（
》
の
出
入
す
る
に
は
適
当
で
、
ど
う

も
こ
の
怪
物
が
出
来
て
出
入
す
る
の
を
予
知
し
て
立
て
た
や
う
な
門
で
す

ね
」
と
言
わ
し
め
て
い
る
。
典
型
的
な
西
洋
建
築
で
あ
る
。
西
洋
音
楽
を
聴

く
に
ふ
さ
わ
し
い
邸
で
あ
る
。

道
が
大
き
い
弧
線
を
画
い
て
右
へ
曲
が
る
と
、
老
と
か
死
と
か
云
ふ

も
の
を
知
ら
な
い
人
の
住
み
さ
う
な
、
白
い
石
で
造
っ
た
、
が
っ
し
り

し
た
家
の
正
面
が
あ
る
。
（
中
略
）
中
は
広
い
、
広
い
花
壇
で
あ
る
。

中
央
を
方
形
に
し
き
っ
て
、
一
面
に
牡
丹
を
植
ゑ
た
所
と
、
そ
の
向
う

森
鴎
外

れ
な
い
秀
麿
の
苦
し
い
心
境
が
窺
わ
れ
る
。
生
活
と
学
問
、
両
面
か
ら
秀
麿

を
苛
々
さ
せ
る
日
本
の
社
会
が
、
電
車
と
客
と
の
関
係
を
象
徴
的
に
調
刺
的

に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
洋
行
帰
の
人
の
中
に
、
此
心
持
を
誇
張
し
て
、

故
郷
を
詔
ふ
の
な
ん
の
と
云
ふ
も
の
の
出
て
来
る
の
は
、
面
白
く
な
い
現
象

で
は
あ
る
が
」
と
述
べ
、
皮
相
的
で
短
絡
的
な
洋
学
崇
拝
型
の
知
識
人
に
は

見
ら
れ
な
い
苦
渋
の
色
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

聖’

「
藤
棚
」
論

に
帯
の
や
う
に
、
種
々
の
色
の
チ
ュ
リ
ッ
ブ
を
咲
か
せ
た
所
と
が
最
初

に
目
を
引
く
．
（
中
略
）
客
は
皆
藤
棚
の
下
に
集
ま
っ
て
ゐ
る
。
客
の

数
は
随
分
多
い
。
併
し
一
ぱ
い
に
椅
子
を
並
べ
た
藤
棚
の
下
が
余
り
広

い
の
で
、
寂
し
く
見
え
る
程
で
あ
る
。
（
中
略
）
男
よ
り
は
女
が
多
い
。

洋
装
よ
り
は
和
装
が
多
い
。
袷
の
季
節
の
紋
附
に
、
流
行
の
色
か
、
青

が
勝
っ
て
ゐ
る
が
、
翻
る
袖
の
八
、
、
腋
の
帯
揚
、
手
に
す
ぼ
め
て
持

っ
た
蠣
蜴
の
日
傘
、
髪
の
飾
の
色
々
に
、
際
限
の
な
い
変
化
が
あ
る
。

男
爵
邸
を
行
き
来
す
る
自
動
車
と
い
う
名
の
「
怪
物
」
と
稀
に
来
る
「
さ

し
挽
の
人
力
車
」
、
邸
の
庭
園
に
咲
く
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
と
牡
丹
、
洋
装
と
和

装
の
男
女
、
い
ず
れ
も
西
洋
と
東
洋
の
象
徴
と
し
て
配
さ
れ
て
お
り
、
日
本

の
西
洋
化
の
縮
図
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
明
治
四
つ
年
代
の
日
本
の
状
況
が
や

は
り
象
徴
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
「
女
」
と
「
和
装
」
が
多
く
、
彼
女
た
ち

の
身
に
着
け
た
も
の
に
は
「
際
限
の
な
い
変
化
が
あ
る
」
・
女
性
の
煙
び
や

か
な
色
彩
感
覚
に
は
、
日
本
人
女
性
の
意
識
の
変
革
と
社
会
進
出
を
め
ざ
す

方
向
性
を
暗
示
さ
せ
て
い
る
。
「
流
行
の
色
か
、
青
が
勝
っ
て
ゐ
る
」
と
い

う
表
現
に
は
、
女
性
解
放
運
動
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
「
青

鞘
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
り
合
う
。
そ
れ
に
比
べ
「
男
」
の
方
は
ど
う
か
。

「
男
は
大
抵
黒
の
フ
ロ
ッ
ク
コ
オ
ト
で
、
石
の
家
に
近
い
、
背
後
の
方
に
片

寄
っ
て
、
暗
い
色
の
疎
な
列
を
な
し
て
ゐ
る
。
秀
麿
は
渡
辺
と
一
し
よ
に
そ

の
暗
い
色
の
列
に
這
入
っ
た
。
渡
辺
は
次
官
や
ら
局
長
や
ら
の
数
人
に
挨
拶

し
て
廻
つ
た
が
、
秀
麿
は
近
い
所
に
ゐ
る
同
族
の
誰
彼
に
会
釈
し
た
ば
か
り

で
、
片
隅
に
立
ち
留
ま
っ
て
、
徐
か
に
あ
た
り
を
見
廻
し
た
」
と
あ
る
。

「
暗
い
色
の
疎
ら
な
列
」
に
は
、
葬
儀
の
列
を
想
像
さ
せ
る
。
大
逆
事
件
以

二
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後
の
言
論
や
政
治
運
動
の
圧
迫
感
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
暗
く
て
陰
湿
な
世
相

が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

暗
い
色
の
列
の
ゐ
る
反
対
の
側
に
、
色
彩
の
変
化
に
富
ん
だ
貴
夫
人

の
群
を
隔
て
坐
、
二
つ
の
伶
人
団
が
控
へ
て
ゐ
る
。
弾
奏
器
を
手
に
し

た
黒
服
の
群
と
、
吹
奏
器
を
手
に
し
た
赤
い
徽
章
の
軍
服
の
群
と
で
あ

る
。
伶
人
団
の
手
前
に
は
あ
ち
こ
ち
に
、
葉
の
勝
っ
た
熱
帯
植
物
の
盆

栽
が
置
い
て
あ
っ
て
、
そ
の
辺
の
前
列
の
椅
子
は
、
ま
だ
待
た
れ
て
ゐ

る
貴
い
方
々
の
た
め
に
明
け
て
あ
る
。
（
中
略
）
貴
い
方
々
の
御
前
で

身
じ
ろ
ぎ
も
せ
ず
に
ゐ
る
、
美
し
い
人
た
ち
の
群
が
、
警
え
ば
色
が
は

り
の
紙
を
揃
へ
て
畳
ね
て
、
文
鎮
で
押
へ
て
あ
る
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。

文
鎮
の
重
み
は
、
貴
い
方
々
の
ま
だ
お
見
え
に
な
ら
な
い
時
か
ら
、
も

う
紙
の
上
に
無
形
に
加
は
っ
て
ゐ
て
、
群
集
は
檀
に
芝
生
の
上
に
散
ら

ば
ら
ず
に
、
藤
棚
の
下
に
纏
ま
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

制
服
を
着
用
し
、
統
率
が
と
れ
た
伶
人
団
（
楽
団
）
、
観
客
の
最
前
列
に

は
「
貴
い
方
々
」
が
並
び
、
「
貴
い
方
々
の
御
前
で
身
じ
ろ
ぎ
も
せ
ず
に
ゐ

る
、
美
し
い
人
達
の
群
」
は
、
「
色
が
は
り
の
紙
を
揃
へ
て
畳
ね
て
、
文
鎮

で
押
へ
て
あ
る
や
う
に
」
善
え
ら
れ
て
い
る
。
「
皆
好
く
お
と
な
し
く
聴
い

て
ゐ
ま
す
ね
」
と
い
う
秀
麿
に
、
「
さ
う
で
す
な
あ
。
解
か
り
も
し
な
い
人

が
多
い
癖
に
」
と
渡
辺
は
言
い
放
つ
。
こ
の
「
群
集
」
の
「
纏
ま
」
り
は
、

個
々
に
西
洋
音
楽
に
対
す
る
造
詣
が
深
く
、
聴
き
入
っ
て
い
る
種
類
の
も
の

で
は
な
く
、
「
貴
い
人
々
」
の
重
み
が
「
無
形
」
に
加
わ
っ
た
が
ゆ
え
に

「
殊
勝
ら
し
く
」
、
「
相
変
ら
ず
殊
勝
ら
し
く
聴
い
て
ゐ
る
」
静
け
さ
な
の

で
あ
る
。
「
客
の
群
」
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
姿
は
、
〈
裸
の
王
様
〉
の
よ

う
な
滑
稽
さ
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
た
ん
に
権
力
者
に
擦
り
寄
り
、

迎
合
し
て
行
く
者
へ
の
皮
肉
や
批
判
だ
け
で
は
な
い
．
無
批
判
的
な
行
為
が
、

形
式
を
内
容
よ
り
優
先
さ
せ
て
い
く
こ
と
の
証
左
で
も
あ
る
。
文
鎮
で
あ
る

身
分
と
権
力
の
重
み
は
、
こ
の
芸
術
鑑
賞
の
場
に
お
い
て
も
十
分
に
発
揮
さ

れ
て
い
る
。
最
も
自
由
や
解
放
を
尊
ぶ
芸
術
の
領
域
で
さ
え
社
会
の
厳
し
い

現
実
が
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。
秀
麿
の
関
心
は
、
眼
前
の

光
景
か
ら
社
会
を
秩
序
立
て
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
の
考
察
に
向
か
っ
た
。

秀
麿
は
社
会
の
秩
序
と
云
ふ
こ
と
を
考
へ
た
。
自
由
だ
の
解
放
だ
の

と
云
ふ
も
の
は
、
皆
現
代
人
が
在
来
の
秩
序
を
破
ら
う
と
す
る
意
筒
の

名
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
新
し
い
道
徳
だ
と
云
っ
て
ゐ
る
。
併
し
秩

序
は
道
徳
を
外
に
表
現
し
て
ゐ
る
も
の
で
道
徳
自
身
で
は
な
い
。
秩
序

と
云
ふ
外
形
の
縛
に
は
、
随
分
古
く
な
っ
て
、
固
く
な
っ
て
、
改
ま
ら

な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
所
も
出
来
る
。
道
徳
自
身
か
ら
見
れ
ば
、
外

形
の
秩
序
は
な
ん
で
も
な
い
。
さ
う
は
云
ふ
も
の
上
、
秩
序
其
物
の
価

値
も
少
く
は
な
い
。
秩
序
が
あ
っ
て
こ
そ
、
社
会
は
種
々
の
不
利
な
破

壊
力
に
抗
抵
し
て
行
く
こ
と
が
出
来
る
。
秩
序
を
無
用
の
抑
圧
だ
と
し

て
、
無
制
限
の
自
由
で
人
生
の
譜
調
が
成
り
立
つ
と
思
っ
て
ゐ
る
人
達

は
、
人
間
の
欲
望
の
力
を
侮
っ
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

秩
序
と
道
徳
、
そ
れ
ら
の
意
味
と
価
値
が
語
ら
れ
る
。
秀
麿
は
ゞ
盲
》
目
一
‐

｜
言
畠
『
票
一
三
（
三
（
ゞ
（
一
三
景
豈
三
『
三
頁
”
一
ゴ
コ
要
》
雪
二
言
言
三
・
の
言

葉
を
例
に
挙
げ
、
社
会
「
秩
序
を
無
用
の
抑
圧
だ
と
し
て
、
無
制
限
の
自
由

で
人
生
の
譜
調
が
成
り
立
つ
と
思
っ
て
ゐ
る
人
達
」
を
「
余
り
楽
観
に
過
ぎ

て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
嗜
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
批
判
は
こ
れ
ま
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で
鴎
外
の
社
会
秩
序
の
維
持
と
必
要
性
を
説
く
論
理
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。

だ
が
、
鴎
外
が
山
田
珠
樹
宛
の
書
簡
で
述
べ
た
「
白
樺
連
ノ
ー
人
二
此
ノ
如

キ
髪
ノ
ア
ル
ヲ
フ
ト
思
イ
出
シ
書
キ
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
人

達
」
と
は
明
治
四
三
（
一
九
三
‐
）
）
年
四
月
に
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
「
白
樺
」

に
集
ま
っ
た
理
想
主
義
者
た
ち
で
あ
り
、
こ
の
文
は
彼
ら
へ
向
け
ら
れ
た

貝
鵲
蓉
彊
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
「
さ
う
云
ふ
人
達
は
秩
序
を
破
っ
て
、

新
し
い
道
徳
を
得
よ
う
と
し
て
ゐ
る
が
、
義
務
と
克
己
と
な
し
に
、
道
徳
が

成
り
立
つ
だ
ら
う
か
」
と
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
ひ
と
た
び
社
会
の
規

範
と
秩
序
が
破
ら
れ
、
そ
の
重
み
を
無
く
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
思
い
の
ほ
か

人
間
社
会
と
い
う
も
の
は
脆
く
そ
の
調
和
を
失
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
．

「
人
は
天
使
で
も
獣
で
も
な
い
」
と
結
び
、
一
人
一
人
の
自
由
な
個
性
の
発

揮
と
教
養
の
成
果
が
、
人
類
の
幸
福
と
平
和
な
社
会
を
商
ら
す
と
い
う
楽
観

論
に
懐
疑
的
で
あ
る
。

此
藤
棚
は
尋
常
の
藤
棚
で
は
な
い
。
（
中
略
）
尋
常
の
藤
棚
で
も
、

大
い
に
人
工
の
加
は
っ
た
も
の
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
に
一
層
人
工
を
加

へ
て
殆
ど
劇
場
の
弔
枝
と
云
ふ
物
を
見
る
や
う
に
、
全
然
自
然
を
離
れ

た
花
が
造
っ
て
あ
る
。
（
中
略
）
只
官
能
の
受
用
を
得
る
丈
が
人
生
の

極
致
で
あ
ら
う
か
．
さ
う
云
ふ
人
達
は
動
も
す
れ
ば
自
然
に
還
れ
と
云

っ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
蓄
へ
て
ゐ
て
縦
た
う
と
し
て
ゐ
る
官
能
的
欲
望
が
、

果
し
て
自
然
で
あ
ら
う
か
。
そ
の
自
然
は
此
藤
棚
の
や
う
に
な
っ
た
自

然
で
は
あ
る
ま
い
か

五
月
の
爽
や
か
な
風
に
な
び
く
藤
棚
、
そ
の
背
後
に
秀
麿
は
「
大
い
に
人

工
の
加
は
っ
た
」
「
殆
ど
劇
場
の
弔
枝
と
云
ふ
物
を
見
る
や
う
に
」
意
図
的

森
鴎
外
「
藤
棚
」
論

に
組
み
込
ま
れ
た
く
自
然
〉
の
姿
を
見
る
。
そ
こ
に
秩
序
と
道
徳
が
保
た
れ

て
こ
そ
は
じ
め
て
〈
自
由
〉
の
意
識
や
問
題
も
存
在
す
る
も
の
な
の
だ
と
い

う
思
い
が
匿
さ
れ
て
い
る
。
秀
麿
の
〈
創
の
痛
〉
は
、
そ
れ
ら
の
内
実
に
こ

そ
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
「
無
制
限
の
自
由
で
人
生
の
譜
調
が
成
り
立
つ
と

思
っ
て
ゐ
る
人
達
」
に
秀
麿
の
〈
創
の
痛
〉
は
理
解
さ
れ
な
い
。

こ
の
作
品
は
、
そ
の
内
実
の
問
題
を
そ
れ
ぞ
れ
父
子
の
会
話
か
ら
導
き
出

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
横
た
わ
る
親
子
関
係
や
世
代
間
の
溝
を
浮
き
彫

り
に
し
て
い
た
。
父
子
問
で
交
わ
さ
れ
、
露
呈
さ
れ
た
秀
麿
の
憂
い
は
、
そ

れ
ぞ
れ
Ｉ
男
爵
家
の
庭
園
で
開
か
れ
た
音
楽
会
で
、
皆
「
藤
棚
の
下
に
纏
ま

っ
て
」
傾
聴
す
る
「
客
の
群
れ
」
、
そ
の
姿
に
象
徴
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
音
楽
会
に
集
ま
っ
た
聴
衆
を
「
徐
か
に
」
「
見
廻
」
す

沈
着
冷
静
な
傍
観
者
秀
麿
の
観
察
眼
が
生
か
さ
れ
て
い
る
場
面
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
時
秀
麿
は
群
集
か
ら
距
離
を
置
き
客
観
的
な
視
点
を
獲
得
し
て
い
る
。

音
楽
会
を
烏
雌
す
る
立
場
の
秀
麿
が
そ
こ
に
い
る
。
が
、
同
時
に
そ
れ
は
現

実
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
秀
麿
の
「
意
気
地
」
の
な
さ
、

「
八
方
塞
が
り
」
の
状
態
と
表
裏
を
な
し
て
い
る
。

渡
辺
が
「
五
条
さ
ん
大
麦
四
升
と
云
ふ
話
を
ご
承
知
で
す
か
」
と
云

っ
た
。
「
な
ん
で
す
。
そ
れ
は
。
」
「
大
麦
四
升
小
豆
三
升
と
唱
へ
て

成
仏
し
た
と
云
ふ
の
で
す
。
応
無
所
住
而
其
心
生
と
唱
へ
ろ
と
云
は
れ

た
の
が
、
さ
う
聞
え
た
の
で
す
。
」
「
な
る
ほ
ど
。
成
仏
に
も
概
念
は

い
ら
な
い
の
で
せ
う
ね
。
」

末
尾
で
渡
部
参
事
官
が
持
ち
出
す
こ
の
「
大
麦
四
升
と
云
ふ
話
」
と
直
後

の
秀
麿
の
言
葉
は
そ
の
点
で
意
義
深
い
。
「
な
る
ほ
ど
。
成
仏
に
も
概
念
は

二

五



と
あ
る

い
ら
な
い
の
で
せ
う
ね
」
と
い
う
台
詞
に
五
条
秀
麿
の
弱
さ
が
集
約
さ
れ
、

批
判
摂
取
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
藤
棚
」
は
五
条
家
の
「
家
庭
内
ノ

葛
藤
」
を
描
き
、
「
一
層
深
ク
云
へ
（
小
生
ノ
ー
長
者
二
対
ス
ル
心
理
状
態

（
］
、
）

ガ
根
調
ト
ナ
」
っ
て
出
来
て
い
る
。
Ｉ
男
爵
家
の
庭
園
で
催
さ
れ
た
音
楽
会

を
舞
台
に
し
て
織
り
な
さ
れ
る
財
力
権
力
共
に
兼
ね
備
え
た
上
流
階
層
の

人
々
の
思
惑
や
俗
物
性
を
藤
棚
の
中
で
葛
と
藤
が
鍵
れ
あ
い
絡
み
合
っ
て
い

る
様
に
準
え
、
か
つ
秀
麿
の
葛
藤
に
も
嶮
え
、
そ
の
「
心
理
状
態
」
を
「
根

調
」
と
し
て
書
か
れ
た
作
品
な
の
で
あ
る
。

（
リ
］
）
こ
の
書
簡
は
、
大
正
七
二
九
一
‐
八
‐
）
年
一
二
月
一
八
Ｈ
付
の
も
の
で
、

「
十
七
日
夜
森
林
太
郎
山
田
珠
樹
様
一
と
記
さ
れ
て
い
る

（
３
）
明
治
閃
五
二
九
一
二
）
年
五
月
五
日
の
日
記
に
も
「
妻
、
茉
莉
と
高
輪
器

（
４
）
食
事
の
場
面
で
家
庭
の
問
題
が
象
徴
的
に
描
か
れ
る
の
は
、
こ
の
作
品
に
限

ら
ず
「
半
日
一
「
蛇
一
等
に
も
み
ら
れ
る
＃

（
’
３
山
田
珠
樹
宛
書
簡
（
前
掲
）

主
、
、
ａ
Ｊ

（
ｌ
）
明
治
四
五
二
九
一
二
）
年
五
月
一
五
日
の
日
記
に
「
昧
爽
藤
棚
脱
稿
す

崎
邸
の
三
二
三
昌
昌
昌
彦
会
に
ゆ
く
一
と
あ
る

（
た
き
も
と
・
か
ず
な
り
本
学
助
教
授
）

一
一
一
ハ


