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芝
祐
靖
先
生
が
７
月
５
日
午
前
、
悪
性
リ
ン
パ
腫

の
た
め
東
京
都
内
の
自
宅
で
永
眠
さ
れ
ま
し
た
。
83

歳
で
し
た
。
告
別
式
は
近
親
者
で
営
ま
れ
、「
芝
祐
靖

先
生 

お
別
れ
の
会
」
が
実
行
委
員
会
（
実
行
委
員

長
宮
田
ま
ゆ
み
、
伶
楽
舎
、
芝
祐
仁
）
に
よ
り
８
月

８
日
午
後
２
時
よ
り
、
都
内
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
ブ

ル
ー
ロ
ー
ズ
（
小
ホ
ー
ル
）
を
会
場
に
開
か
れ
ま
し

た
。
会
場
の
正
面
奥
に
芝
先
生
の
写
真
を
囲
む
よ
う

に
お
花
が
飾
ら
れ
（
写
真
➀
）、
会
場
の
周
り
に
は
芝

先
生
の
作
曲
さ
れ
た
譜
面
や
演
奏
会
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
、
そ
し
て
写
真
な
ど
が
多
数
展
示
さ
れ
多
く
の

方
々
が
食
い
い
る
様
に
見
つ
め
て
い
ま
し
た
。
（
写

真
➁
） 

 

「
お
別
れ
の
会
」
は
、
宮
丸
直
子
さ
ん
（
伶
楽
舎
）

の
司
会
で
進
め
ら
れ
、
ま
ず
芝
先
生
作
曲
の
「
呼
韓

邪
單
于
」
よ
り
「
第
６
曲 
異
郷
憂
心
」
が
伶
楽
舎

の
皆
さ
ん
に
よ
り
演
奏
さ
れ
ま
し
た
。（
写
真
➂
） 

 

続
い
て
宮
田
ま
ゆ
み
さ
ん
の
心
の
こ
も
っ
た
芝

先
生
へ
の
感
謝
の
言
葉
が
話
さ
れ
（
写
真
④
）、
豊
英

秋
氏
（
元 

宮
内
庁
式
部
職
楽
部
首
席
楽
長
・
十
二

音
会
委
員
長
）
の
お
話
し
の
中
で
は
、
朗
詠
「
嘉
辰
」

を
安
齋
省
吾
氏
・
大
窪
永
夫
氏
（
共
に
元
首
席
楽
長
）

と
共
に
３
人
で
朗
々
と
歌
わ
れ
ま
し
た
。（
写
真
⑤
） 

 

さ
ら
に
、
芝
先
生
の
笛
の
音
「
一
行
の
賦
」
が
会

場
に
流
さ
れ
、
あ
た
た
か
な
雰
囲
気
の
中
で
「
お
別

れ
会
」
は
進
み
、
各
界
よ
り
の
お
話
し
に
続
き
、
天 

理
大
学
雅
楽
部
に
よ
り
「
伎
楽
」（
芝
祐
靖
作
曲
「
行

道
乱
声
、
酔
胡
急
、
獅
子
、
曲
子
」
～
獅
子
奮
迅
～
） 

 
 
 
 
 
 
 

１ 

鵜
殿
の
葦 

古
く
か
ら
、
篳
篥
の
蘆
舌
に
は
、
淀
川
流
域
の
鵜

殿
地
区
で
採
れ
る
葦
が
最
良
と
言
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
た
だ
、
近
年
の
周
辺
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
、

良
い
葦
が
採
れ
に
く
く
な
っ
て
い
る
と
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
２
０
１
４
年
、
蘆
舌
用
葦
材
の

持
続
的
か
つ
安
定
的
な
供
給
と
、
効
率
的
な
選
別
手

法
の
確
立
に
向
け
て
、
葦
の
物
性
（
物
理
的
性
質
）

に
関
す
る
研
究
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、

こ
れ
ま
で
に
得
ら
れ
て
い
る
研
究
成
果
の
う
ち
、
篳 

が
演
じ
ら
れ
（
写
真
⑥
）、
芝
祐
靖
先
生
作
曲
の
「
西

寺
」
も
伶
楽
舎
に
よ
り
奏
さ
れ
、
最
後
に
、
実
行
委

員
会
の
呼
び
か
け
に
応
え
て
楽
器
を
持
参
し
た
多

く
の
方
々
に
よ
り
「
盤
渉
調 

越
殿
楽
」
が
奉
奏
さ

れ
ま
し
た
。
（
写
真
⑦
）（
２
ペ
ー
ジ
上
段
に
続
く
） 

 

篥
奏
者
の
み
な
さ
ま
に
関
係
が
あ
り
そ
う
な
内
容

を
わ
か
り
や
す
く
解
説
す
る
こ
と
で
、「
葦
や
蘆
舌

に
関
す
る
正
確
で
客
観
的
な
情
報
」
を
提
供
し
た
い

と
思
い
ま
す
。 

蘆
舌
に
使
わ
れ
るP

h
ra

g
m

ites a
u

stra
lis

は
、

決
し
て
珍
し
い
種
類
の
葦
で
は
な
く
、
日
本
国
内
の

い
た
る
と
こ
ろ
に
生
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
葦
は
水

辺
に
し
か
生
え
な
い
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
実
際

に
は
、
水
に
浸
ら
な
い
乾
い
た
土
地
で
も
育
ち
ま
す
。

な
お
、「
ヨ
シ
」「
芦
」 

（
８
ペ
ー
ジ
１
段
へ
続
く
） 
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芝
祐
靖
先
生 

お
別
れ
の
会
』 

 
 
 

 

『
蘆
舌
用
葦
材
の
物
性Ⅰ

 
 

～
葦
の
組
織
構
造
と
伐
採
時
の
選
別
基
準
に
つ
い
て
～ 

筑
波
大
学 

生
命
環
境
系  

小
幡
谷 

英
一 

』 

芝祐靖先生  

写真提供 伶楽舎 

「芝祐靖先生お別れの会」会

場正面。花に囲まれた遺影と

机の上に愛用の笛 写真① 
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そ
の
音
色
は
会
場
を
包
み
込
み
ま
し
た
。
厳
か
な
中

に
も
暖
か
い
想
い
の
満
ち
あ
ふ
れ
る
「
お
別
れ
の
会
」

で
し
た
。 

《《《《《《《《《《《《《《《《 

 

芝
祐
靖
先
生
に
縁
（
ゆ
か
り
）
の
あ
る
方
々
よ
り

追
悼
の
お
言
葉
を
頂
い
た
の
で
掲
載
し
ま
す
。
（
順

不
同
で
す
） 

 
 
 

芝
先
生
の
想
い
出 

 

い
つ
ま
で
も
心
の
中
に 

豊 

英
秋 

 

元
宮
内
庁
楽
部
首
席
楽
長 

 

芝
先
生
に
初
め
て
お
会
い
し
た
の
は
、
私
が
中
学

一
年
生
で
宮
内
庁
楽
部
の
予
科
の
楽
生
に
な
っ
た

時
で
、
そ
の
時
に
先
生
か
ら
洋
楽
の
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ

ュ
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
先
生
は
楽
師
に
な

っ
た
ば
か
り
だ
と
思
い
ま
す
。
や
が
て
先
生
の
音
楽

や
雅
楽
に
対
す
る
熱
い
思
い
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
事

を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

楽
師
に
な
っ
て
か
ら
は
、
先
輩
後
輩
の
間
柄
と
な

り
ま
す
か
ら
、
雅
楽
の
演
奏
会
の
後
な
ど
は
、
よ
く

酒
を
酌
み
交
わ
し
な
が
ら
楽
し
く
過
ご
し
ま
し
た
。 

ま
た
先
生
は
、
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
で
し
た
。
官
庁
の
ソ

フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
で
は
宮
内
庁
を
代
表
す
る
４
番

バ
ッ
タ
ー
で
、
先
生
の
活
躍
で
宮
内
庁
が
優
勝
し
て

い
た
と
思
い
ま
す
し
、
他
に
ピ
ン
ポ
ン
、
ゴ
ル
フ
、

麻
雀
な
ど
も
ご
一
緒
し
ま
し
た
。
先
生
と
の
楽
し
い

想
い
出
が
た
く
さ
ん
あ
り
過
ぎ
ま
す
。
し
か
し
、
雅

楽
に
対
し
て
満
足
さ
れ
る
と
い
う
事
は
無
か
っ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
事
に
対
し
て
「
ダ

メ
だ
よ
」
と
い
わ
れ
る
。
雅
楽
に
対
し
て
は
厳
し
か

っ
た
で
す
。 

先
生
は
広
く
世
界
に
は
ば
た
か
れ
、
名
演
、
作
曲
、

復
曲
は
も
と
よ
り
、
教
育
者
と
し
て
は
多
く
の
す
ぐ

れ
た
弟
子
た
ち
を
育
て
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
な
に
よ
り
楽
部
を
退
職
さ
れ
て
か
ら
「
子

ど
も
た
ち
へ
雅
楽
を
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け

な
い
。
子
ど
も
達
こ
そ
雅
楽
を
継
い
で
い
か
な
け
れ

ば
と
い
け
な
い
」
と
の
お
考
え
か
ら
全
国
各
地
の
小

中
学
校
を
巡
っ
て
、
雅
楽
を
演
奏
さ
れ
て
い
き
ま
し

た
。 

芝
先
生
と
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
楽
部

で
は
先
生
が
宮
内
庁
楽
部
を
退
官
さ
れ
る
ま
で
の

40
年
、
さ
ら
に
現
在
ま
で
で
す
と
63
年
に
も
な
り

ま
す
。
私
達
が
一
メ
ー
ト
ル
四
方
を
見
た
り
考
え
た

り
し
て
い
た
と
し
ま
す
と
、
芝
先
生
は
無
限
大
の
広

さ
を
持
っ
て
音
楽
や
、
雅
楽
を
そ
し
て
芸
術
を
考
え
、

か
つ
そ
れ
を
行
動
さ
れ
実
現
さ
せ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
業
績
は
１
０
０
年
先
、
１
千
年
先
へ
も
語
り
継

が
れ
て
い
く
こ
と
と
思
い
ま
す
。
先
生
と
子
ど
も
の

時
か
ら
同
じ
時
代
に
雅
楽
の
道
を
歩
ま
せ
て
い
た

だ
い
た
こ
と
は
本
当
に
幸
せ
に
思
い
ま
す
。 

 
「
芝
祐
靖
先
生 

お
別
れ
の
会
」
で
私
の
話
の
最

後
に
朗
詠
「
嘉
辰
」
を
歌
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
嘉
辰
」
は
「
こ
の
喜
び
は
い
つ
ま
で
も
つ
き
る
こ

と
が
な
い
」
と
い
う
意
味
の
お
め
で
た
い
曲
で
す
の

で
、「
お
別
れ
の
会
」
の
席
に
は
相
応
し
く
な
い
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
「
芝
祐
靖
先
生
と
の
長
い

御
付
き
合
い
の
中
で
の
喜
び
は
い
つ
ま
で
も
い
つ

ま
で
も
心
の
中
に
残
っ
て
い
て
、
つ
き
る
こ
と
が
な

い
。
こ
の
喜
び
を
多
く
の
人
と
語
り
継
い
で
い
き
た

い
」
と
の
願
い
を
込
め
て
「
嘉
辰
」
を
歌
わ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
会
場
の
皆
さ
ん
に
「
ご
一
緒
に
歌

っ
て
く
だ
さ
い
」
と
お
願
い
し
ま
し
た
ら
会
場
の
あ

ち
こ
ち
か
ら
歌
声
が
聞
こ
え
て
参
り
ま
し
た
。
歌
い

な
が
ら
「
こ
こ
に
参
加
の
皆
さ
ん
も
き
っ
と
芝
先
生

か
ら
喜
び
や
、
楽
し
み
を 

た
く
さ
ん
た
く
さ
ん
頂

い
た
方
々
な
の
だ
な
」
と
の
思
い
が
湧
き
出
て
き
て
、

芝
先
生
の
偉
大
さ
と
、
そ
の
優
し
い
お
人
柄
を
さ
ら

に
実
感
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

芝
祐
靖
先
生
は
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
か

ら
は
先
生
の
想
い
の
一
端
で
も
引
き
継
い
で
歩
ん

で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

芝 

祐
靖
先
生
に
感
謝
を
こ
め
て 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮
田
ま
ゆ
み 

 
 

芝
先
生
に
ご
指
導
い
た
だ
い
て
40
年
経
ち
ま
し

た
。
何
か
ら
申
し
上
げ
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
ほ

芝先生の写真、譜面、プログラムなどがロビーに飾られ、多くの

方々が見つめる。写真➁ 

芝先生作曲の「呼韓邪單于」より「第６曲 異郷憂心」が伶楽舎の皆さ

んにより奏された。写真➂ 

「お別れの会」で朗詠嘉辰を歌われる豊英

秋氏（中央）、安齋省吾氏（右）、大窪永夫

氏（左）  写真⑤ 
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ど
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で

す
。
先
生
は
お
若
い
頃
か
ら
数
々
の

素
晴
ら
し
い
お
仕
事
を
重
ね
、
私
た

ち
か
ら
は
遠
く
、
高
く
高
く
そ
び
え

る
山
の
よ
う
な
存
在
で
い
ら
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
普
段
は
山
の
ふ
も

と
の
私
た
ち
の
と
こ
ろ
ま
で
降
り
て

あ
た
た
か
く
ご
指
導
下
さ
い
ま
し

た
。
誰
に
対
し
て
も
、
一
人
一
人
、

優
し
く
親
身
に
接
し
て
下
さ
っ
た
先

生
。
私
た
ち
は
そ
れ
に
す
っ
か
り
甘

え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

40
年
前
、
先
生
と
一
緒
に
演
奏
さ

せ
て
い
た
だ
く
な
ん
て
想
像
も
で
き

な
い
こ
と
で
し
た
。
何
年
か
の
ち
、

な
ん
と
そ
れ
が
現
実
と
な
っ
た
の
で

す
。
も
ち
ろ
ん
大
変
緊
張
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に
先
生
と

一
緒
に
演
奏
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
自

分
の
音
楽
が
な
ん
の
抵
抗
も
な
く
す

る
す
る
と
引
き
出
さ
れ
て
き
た
の
で

す
。
驚
き
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
上

な
く
幸
せ
な
気
持
ち
が
し
ま
し
た
。

私
は
雅
楽
の
中
で
は
主
に
笙
演
奏
を

担
当
し
て
い
ま
す
。
お
稽
古
の
時
に

先
生
は
笙
に
対
し
て
は
あ
ま
り
細
か

い
こ
と
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
。
で

も
先
生
が
演
奏
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

と
そ
の
流
れ
に
引
っ
張
ら
れ
て
、
ど

の
楽
器
も
自
然
に
調
和
し
て
い
く
の

で
す
。 

  

細
か
い
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
ら
な
い

と
申
し
ま
し
た
が
、
随
分
前
に
一

度
だ
け
、
笙
と
い
う
楽
器
の
近
年

の
様
子
に
つ
い
て
「
近
頃
の
笙
は

音
が
硬
い
。
笙
は
遠
く
か
ら
柔
ら

か
く
響
い
て
く
る
の
が
よ
い
」
と

い
う
意
味
合
い
の
こ
と
を
お
っ

し
ゃ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
は
先
生
が
常
々
注
目

な
さ
っ
て
い
た
、
雅
楽
の
ピ
ッ
チ

の
上
昇
と
も
関
係
が
あ
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
以
来
、
先

生
の
理
想
の
笙
は
ど
ん
な
響
き

だ
ろ
う
か
、
こ
ん
な
響
き
だ
ろ
う

か
、
と
い
つ
も
模
索
し
て
い
ま
す
。 

  

芝
先
生
は
そ
の
御
笛
の
響
き

で
さ
ま
ざ
ま
な
音
楽
の
世
界
を

私
た
ち
に
示
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。 

  

御
神
楽
の
「
庭
火
」
の
、
こ
の

世
の
も
の
と
は
思
わ
れ
ぬ
深
遠

な
世
界
。
龍
の
飛
翔
の
よ
う
な
古

典
曲
の
数
々
。
躍
動
感
に
満
ち
た

伎
楽
。
大
人
も
子
ど
も
も
心
底
か

ら
楽
し
め
る
子
ど
も
の
た
め
の

雅
楽
「
ポ
ン
太
と
神
鳴
り
さ
ま
」

や
「
カ
ラ
坊
風
に
乗
る
」。 

  

先
生
か
ら
学
び
た
い
こ
と
は

ま
だ
ま
だ
、
ま
だ
ま
だ
際
限
な
く

あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
私
た
ち

は
、
先
生
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え

に
な
る
だ
ろ
う
か
、
ど
の
よ
う
に

お
教
え
く
だ
さ
る
だ
ろ
う
か
と

問
い
続
け
な
が
ら
勉
強
し
て
い
く
こ
と
と
思
い
ま

す
。
先
生
に
「
お
別
れ
」
を
申
し
上
げ
る
こ
と
は
き

っ
と
一
生
な
い
で
し
ょ
う
。
ど
う
ぞ
こ
れ

か
ら
も
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。 

  

芝
先
生
、
素
晴

ら
し
い
音
楽
の

世
界
を
教
え
て

く
だ
さ
り
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

  

心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

（
笙
奏
者
） 

 
 文

化
功
労
者
、
文
化
勲
章
受
章
者 

 
 
 
 
 
 
 

芝
祐
靖
氏 

死
去 

 
 
 
 
 

東
儀
道
子 

祐
靖
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
。
７
月
５
日
の
こ
と
で

あ
る
。
祐
靖
さ
ん
・
・
・
な
ど
と
気
安
く
お
呼
び
す

る
の
は
、
私
の
夫
、
故 

東
儀
俊
美
の
六
歳
年
下
の
楽

師
と
し
て
宮
内
庁
楽
部
で
も
、
ま
た
、
退
官
さ
れ
た

後
に
も
共
に
活
動
し
て
き
た
間
柄
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
平
成
の
初
め
、
発
行
さ
れ
た
80
円
切
手
に
四

人
舞
「
太
平
楽
」
の
図
柄
の
も
の
が
あ
る
。
そ
の
二

﨟
が
俊
美
で
、
四
﨟
が
祐
靖
さ
ん
で
あ
る
。
氏
は
宮

内
庁
楽
部
の
楽
師
と
し
て
26
年
在
職
後
、
退
官
さ
れ
、

笛
の
奏
者
と
し
て
活
躍
さ
れ
た
。
そ
の
笛
は
父
君
祐

泰
先
生
の
大
迫
力
の
笛
と
は
違
っ
て
、
面
影
は
あ
り

な
が
ら
も
少
し
穏
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

伶
楽
舎
を
設
立
さ
れ
て
雅
楽
演
奏
活
動
を
行
わ
れ

た
。
そ
の
間
、
多
く
の
廃
絶
雅
楽
曲
を
復
曲
し
、
雅

楽
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
も
い
う
べ
き
新
曲
を
作
曲
さ

れ
た
。
そ
れ
ら
は 

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
作
品
集
「
幻
遙
」

に
含
ま
れ
る
。
清
雅
・
華
麗
・
重
厚
・
壮
大
な
そ
れ

ら
の
曲
に
包
ま
れ
な
が
ら
、
ご
冥
福
を
祈
り
た
い
。 

 

追
悼 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

寺
内
直
子 

 

芝
先
生
が
亡
く
な
っ
た
。
東
京
藝
大
で
雅
楽
を
初

め
て
教
え
て
い
た
だ
い
た
時
か
ら
、
先
生
は
私
た
ち

に
と
っ
て
は
、
い
つ
ま
で
も
そ
こ
に
い
て
見
守
っ
て

く
れ
る
お
父
さ
ん
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。
先
生

が
こ
ん
な
に
早
く
旅
立
た
れ
る
と
は
想
像
も
し
て

い
な
か
っ
た
の
で
、
正
直
言
っ
て
ま
だ
実
感
が
湧
か

な
い
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
も
は
や
先
生
の
笛
の
音

を
聴
く
こ
と
は
で
き
ず
、
先
生
の
復
元
や
新
作
品
の

リ
ス
ト
に
楽

曲
が
増
え
る

こ

と

も

無

い
。
も
ち
ろ

ん
、
先
生
は

た
く
さ
ん
の

録
音
や
作
品

の
楽
譜
を
遺

さ

れ

た

の

で
、
そ
れ
ら

を
通
し
て
先

生
の
芸
術
を

う
か
が
い
知

る
こ
と
は
で

き
る
。
し
か

し
、
先
生
の

笛
の
音
を
直

に
聴
い
た
こ

と

が

あ

る

「お別れの会」の最後に盤渉調越殿楽を参集の方々と共に献奏 写真⑦ 

「お別れの会」でお話し

をする宮田まゆみさん 

写真④ 

天理大学雅楽部による伎楽 写真⑥ 
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者
、
そ
の
お
人
柄
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
者
た
ち
は 

今
と
な
っ
て
は
そ
れ
が
ど
ん
な
に
幸
福
で
贅
沢
な

瞬
間
で
あ
っ
た
か
を
思
い
知
る
。
先
生
は
、
私
た
ち

の
記
憶
の
中
だ
け
の
存
在
に
な
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。 

 

先
生
は
、
南
都
方
の
楽
人
の
家
系
に
生
ま
れ
た
。

そ
の
た
め
、
雅
楽
の
修
行
を
積
み
宮
内
庁
楽
部
に
奉

職
す
る
と
い
う
、
雅
楽
の
楽
人
の
世
界
で
は
か
な
り

当
た
り
前
の
慣
習
に
従
っ
た
前
半
生
を
過
ご
さ
れ

た
。
し
か
し
、
こ
の
期
間
に
す
で
に
笛
の
音
頭
を
務

め
、
宮
内
庁
の
奉
祝
曲
の
作
曲
、
外
部
の
団
体
か
ら

の
依
頼
復
曲
、
委
嘱
作
品
の
作
曲
を
行
う
な
ど
、
非

凡
な
才
能
を
発
揮
さ
れ
た
。
一
九
八
四
年
、
四
九
歳

の
時
に
宮
内
庁
を
退
職
さ
れ
て
か
ら
は
今
ま
で
の

雅
楽
の
楽
人
の
枠
を
超
え
、
い
っ
そ
う
新
し
い
活
動

に
邁
進
さ
れ
た
。
伶
楽
舎
が
創
設
さ
れ
た
の
も
こ
の

頃
で
あ
る
。
芝
祐
靖
が
遺
し
た
も
の
は
何
か
と
問
わ

れ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
雅
楽
千
年
の
伝
統
の
音
色
を
現

代
の
私
た
ち
の
耳
に
し
っ
か
り
と
届
け
、
焼
き
付
け

た
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
千
年
に
向
け
て
、
雅

楽
の
新
し
い
魅
力
を
探
り
、
創
り
出
し
、
あ
る
い
は
、

新
し
い
創
造
に
常
に
挑
み
続
け
る
姿
勢
を
私
た
ち

に
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、

雅
楽
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
は
復
元
曲
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
が
生
ま
れ
、
西
洋
音
楽
や
他
の
邦
楽
ジ
ャ
ン
ル

と
融
合
し
た
新
し
い
雅
楽
が
生
ま
れ
た
。
ま
た
、
伶

楽
舎
は
国
内
外
で
極
め
て
高
い
評
価
を
受
け
る
ト

ッ
プ
レ
ベ
ル
の
演
奏
団
体
に
育
ち
、
古
典
や
新
作
の

新
鮮
な
響
き
を
私
た
ち
に
聞
か
せ
て
く
れ
る
。
こ
れ

ら
の
す
べ
て
に
よ
っ
て
、
雅
楽
は
「
伝
統
的
な
」
あ

る
い
は
「
有
難
い
」
音
楽
か
ら
、
現
代
社
会
で
今
な

お
進
行
中
の
生
き
た
音
楽
と
な
り
、
よ
り
多
く
の

人
々
に
親
し
ま
れ
る
音
楽
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。 

 

演
奏
、
研
究
、
復
曲
、
作
曲
、
指
導
・
・
・
、
こ

の
よ
う
な
多
様
な
分
野
の
活
動
に
一
人
の
人
間
が

か
く
も
多
大
な
成
果
を
挙
げ
る
の
は
稀
有
な
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
先
生
が
不
世
出
の
芸
術
家
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、

先
生
は
立
ち
止
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
い
ま
こ
こ
で
、
少
し
ゆ
っ
く
り

お
休
み
く
だ
さ
い
、
と
声
を
お
か
け
す
る
べ
き
な
の

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
遺
さ
れ
た
私
た
ち
は
、
す
で
に

齢
を
重
ね
た
い
い
大
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

あ
と
少
し
だ
け
先
生
に
は
お
導
き
い
た
だ
き
た
か

っ
た
、
な
ど
と
身
勝
手
に
懇
願
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
。
先
生
は
き
っ
と
今
頃
ど
こ
か
で
、
茶
目
っ
気
た

っ
ぷ
り
に
、
ち
ょ
っ
と
ハ
ス
キ
ー
な
お
声
で
、「
う
ふ

ふ
ふ
、
ダ
メ
。
も
う
自
分
で
し
な
さ
い
」
と
お
っ
し

ゃ
り
な
が
ら
、
こ
ち
ら
の
ド
タ
バ
タ
を
眺
め
て
お
ら

れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
芝
祐
靖
と
い
う
稀
代
の
芸
術
家

と
同
じ
時
代
に
居
合
わ
せ
た
倖
を
噛
み
し
め
つ
つ
、

私
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
で
、
先
生
が
切
り

拓
い
た
雅
楽
の
道
を
引
き
継
ぎ
、
支
え
て
行
く
こ
と

に
心
を
尽
く
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
が
最
大
に

し
て
唯
一
の
ご
恩
返
し
な
の
だ
か
ら
。 

（
神
戸
大
学
教
授
） 

  

想
い
出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遠
藤
徹 

芝
祐
靖
先
生
に
最
初
に
お
目
に
か
か
っ
た
の

は
、
私
が
東
京
藝
大
の
大
学
院
に
進
学
し
、
同
大

の
雅
楽
の
授
業
を
受
講
し
た
と
き
の
こ
と
で
し

た
。
学
部
で
日
本
史
を
専
攻
し
て
い
た
私
は
、
楽

家
の
特
殊
な
名
字
は
史
料
上
で
よ
く
見
か
け
て
い

ま
し
た
し
、
そ
の
楽
家
が
現
代
も
雅
楽
を
受
け
継

い
で
い
る
こ
と
は
頭
で
は
理
解
し
て
い
ま
し
た

が
、
実
際
に
長
い
歴
史
に
連
な
る
楽
家
の
先
生
が

目
の
前
に
現
れ
る
と
深
い
感
銘
を
覚
え
た
も
の
で

し
た
。
当
時
雅
楽
の
授
業
は
土
曜
日
の
午
後
に
行

わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
あ
の
四
月
の
土
曜
日
の
昼

下
が
り
の
光
景
は
、
今
も
鮮
明
に
思
い
出
さ
れ
ま

す
。 

 

芝
先
生
に
は
そ
の
後
、
長
年
に
渡
っ
て
千
日
谷

雅
楽
会
に
お
い
て
も
ご
指
導
を
賜
り
ま
し
た
。
笙

の
ク
ラ
ス
だ
っ
た
私
は
芝
先
生
に
ご
指
導
を
受
け

る
機
会
は
月
一
回
の
合
奏
会
の
み
で
し
た
が
、
芝

先
生
が
合
奏
会
の
折
に
何
気
な
く
発
せ
ら
れ
る
雅

楽
に
つ
い
て
の
疑
問
が
研
究
を
進
め
る
上
で
ヒ
ン

ト
に
な
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
の

一
つ
に
壹
越
調
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
壹
越
調
は

ご
承
知
の
と
お
り
絃
と
管
で
音
階
が
異
な
っ
て
い

ま
す
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
不
可
思
議
な
姿
に
な
っ

た
の
か
、
私
案
を
二
〇
〇
四
年
に
論
文
に
ま
と
め

た
も
の
を
芝
先
生
に
お
送
り
し
た
と
こ
ろ
、
伶
人

の
長
年
の
疑
問
を
解
い
て
く
れ
た
と
と
て
も
喜
ん

で
く
だ
さ
り
、
当
時
ま
だ
駆
け
出
し
の
研
究
者
で

あ
っ
た
私
は
、
雅
楽
研
究
を
行
っ
て
い
く
に
あ
た

っ
て
何
よ
り
も
勇
気
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。 

 
二
〇
一
三
年
の
暮
れ
に
は
「
大
名
の
楽
し
ん
だ

雅
楽
～
徳
川
治
宝
を
め
ぐ
っ
て
～
」
と
題
す
る
伶

楽
舎
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、
こ
の
企
画
を
芝
先
生
が
と
て
も
気
に

入
っ
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
も
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

演
奏
会
の
は
じ
め
に
芝
先
生
が
「
春
鶯
囀
遊
声
」

を
静
か
に
唱
歌
を
唱
え
な
が
ら
琵
琶
を
独
奏
で
厳

か
に
奏
さ
れ
た
お
姿
は
、
今
も
目
に
焼
き
付
い
て

い
ま
す
。
こ
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
紀
州
徳
川
家
伝

来
の
古
楽
譜
等
か
ら
「
安
名
尊
」
の
只
拍
子
の
復

曲
も
試
み
ま
し
た
が
、
リ
ハ
ー
サ
ル
の
と
き
に

「
安
名
尊
」
は
「
鳥
破
」
に
合
わ
せ
て
只
拍
子
で

奏
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
旨
が
古
書
に
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
ご
説
明
す
る
と
、
そ
の
一
言
で
全
て
を

納
得
さ
れ
た
ご
様
子
で
し
た
。
た
だ
肝
心
の
復
曲

の
内
容
に
つ
い
て
は
芝
先
生
の
ご
反
応
も
合
わ
せ

て
、
ま
だ
ま
だ
研
究
が
足
り
な
か
っ
た
と
痛
感
し

て
お
り
ま
す
。 

 

ま
た
芝
先
生
は
三
調
に
あ
る
「
越
殿
楽
」
の
原

調
は
平
調
と
お
考
え
の
よ
う
で
し
た
が
、
か
つ
て

源
博
雅
撰
『
新
撰
楽
譜
』
の
目
録
が
宮
内
庁
書
陵

部
か
ら
新
出
し
た
折
に
、
拙
稿
を
通
じ
て
同
目
録

に
「
越
殿
楽
」
が
平
調
に
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と

に
注
目
さ
れ
、
あ
る
学
会
の
講
演
で
そ
の
こ
と
に

言
及
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
も
思
い
出
さ
れ
ま

す
。
平
調
の
「
越
殿
楽
」
を
め
ぐ
っ
て
は
最
近
新

た
に
平
安
時
代
の
別
の
史
料
に
も
「
越
殿
楽
」
が

平
調
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
史
料
に
つ
い
て
今
年
中
に
芝
先
生
に
詳

し
く
ご
報
告
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
し

た
の
で
、
そ
れ
が
叶
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
は
と
て
も
心
残
り
で
す
。 

 

芝
先
生
は
雅
楽
の
伝
承
に
は
、
今
伝
え
ら
れ
て

い
る
も
の
を
大
切
に
継
承
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り

の
こ
と
、
失
わ
れ
た
伝
承
を
復
興
す
る
こ
と
や
、

新
し
い
曲
を
創
作
し
て
い
く
こ
と
も
同
様
に
重
要

で
あ
る
と
の
お
考
え
の
も
と
に
、
幅
広
い
活
動
を

実
践
さ
れ
、
真
の
伝
統
と
は
い
か
な
る
も
の
か
身

を
も
っ
て
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
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す
。
芝
先
生
が
『
體
源
抄
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る

豊
原
統
秋
の
「
笛
竹
の
調
に
つ
け
て
物
そ
思
ふ 

世
に
あ
は
ぬ
ね
は
有
も
か
ひ
な
し
」
と
い
う
和
歌

を
好
ん
で
お
ら
れ
た
こ
と
も
改
め
て
思
い
起
こ
さ

れ
ま
す
。
雅
楽
研
究
に
携
わ
っ
て
い
る
一
人
と
し

て
、
芝
先
生
の
ご
遺
志
に
深
く
思
い
を
致
し
、
研

究
者
と
し
て
で
き
る
こ
と
を
一
つ
一
つ
実
践
す
る

こ
と
で
ご
恩
に
少
し
で
も
報
い
て
い
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。 

 
 
 
 

（
東
京
学
芸
大
学
教
授
） 

  

い
つ
も
ニ
コ
ニ
コ
と 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東
儀
秀
樹 

祐
靖
先
生
が
楽
部
に
い
ら
し
た
頃
、
僕
は
何
回
か

先
生
の
個
室
を
訪
れ
て
個
人
的
に
お
話
を
さ
せ
て

も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
先
生
は
雅
楽
も
、
雅

楽
以
外
も
い
ろ
い
ろ
な
音
楽
の
造
詣
が
深
い
と
こ

ろ
が
あ
っ
た
の
で
お
話
を
す
る
時
間
は
と
て
も
楽

し
か
っ
た
の
で
す
。
勝
手
に
良
き
理
解
者
と
思
っ
て

お
じ
ゃ
ま
し
て
い
た
の
で
す
が
い
つ
も
快
く
楽
し

く
応
じ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
当
時
僕
が
作
っ
た
ポ

ッ
プ
ス
の
曲
ま
で
聴
い
て
く
だ
さ
っ
た
り
も
し
ま

し
た
。
い
つ
も
「
秀
樹
君
は
何
だ
っ
て
で
き
る
か
ら

怖
い
も
の
な
ど
な
い
だ
ろ
う
？
」
と
ニ
コ
ニ
コ
言
っ

て
く
れ
ま
し
た
。 

実
は
先
生
が
楽
部
を
辞
め
る
と
知
っ
て
ま
た
個

室
を
訪
ね
、
な
ぜ
辞
め
て
し
ま
う
の
か
伺
っ
た
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
ら
「
こ
こ
は
職
場
と
し
て

は
と
て
も
安
定
し
て
い
る
の
だ
け
ど
な
に
し
ろ
や

っ
て
み
た
い
こ
と
、
発
揮
し
て
み
た
い
こ
と
が
い
ろ

い
ろ
あ
っ
て
そ
れ
を
や
る
に
は
こ
こ
に
い
て
は
無

理
な
ん
だ
。」
と
お
っ
し
ゃ
り
、「
も
し
か
し
た
ら
君

み
た
い
な
タ
イ
プ
は
同
じ
く
そ
う
い
う
気
持
ち
に

な
る
時
が
く
る
か
も
し
れ
な
い
よ
。
」
な
ん
て
い
う

言
葉
も
交
わ
し
て
い
た
の
で
し
た
。 

 

そ
れ
か
ら
何
年
か
経
っ
て
僕
は
楽
部
を
退
職
し

ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
後
何
度
か
仕
事
場
な
ど
で
も

先
生
と
お
会
い
す
る
機
会
が
あ
り
、
そ
の
都
度
「
ず

い
ぶ
ん
活
躍
し
て
い
る
ね
え
！
」
と
ま
た
ニ
コ
ニ
コ

話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
僕
が
雅
楽
師
と

し
て
都
民
栄
誉
賞
を
頂
い
た
時
も
す
ぐ
に
お
祝
い

の
お
手
紙
を
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
勝
手
な
が
ら
同
じ

よ
う
な
志
で
楽
部
を
辞
め
た
の
だ
と
い
う
共
感
を

感
じ
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。 

あ
る
ホ
ー
ル
の
楽
屋
で
ご
一
緒
し
た
時
、
僕
が

「
先
生
が
楽
部
を
辞
め
た
の
を
目
の
当
た
り
に
し

て
い
た
か
ら
僕
も
辞
め
る
決
心
が
持
て
た
の
で
す

よ
」
と
談
笑
し
た
ら
「
い
や
あ
、
そ
れ
を
言
わ
れ
る

と
困
っ
ち
ゃ
う
な
あ
、、、」
と
、
こ
れ
ま
た
ニ
コ
ニ
コ

し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
な
ん
だ
か
と
て
も
嬉
し
そ

う
な
表
情
だ
っ
た
の
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。 

 

先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
あ
と
、
ご
子
息
様
か
ら

「
父
が
、
秀
樹
さ
ん
が
楽
部
に
入
っ
て
き
た
時
、
す

ご
い
や
つ
が
入
っ
て
き
た
ぞ
、
と
と
て
も
わ
く
わ
く

し
て
い
た
ん
で
す
。」
と
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
憧
れ
て

い
た
祐
靖
先
生
に
最
初
か
ら
そ
の
よ
う
に
言
っ
て

も
ら
え
て
い
た
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
僕
の
大
き
な
誉

で
す
。 

い
ま
で
も
天
国
か
ら
「
や
っ
て
る
ね
え
」
と
ニ
コ

ニ
コ
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
雅
楽
師
） 

 
 

追
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芝
祐
靖
先
生  

 
 
 
 
 
 

佼
成
雅
楽
会 

菅
野
康
正 

芝
祐
靖
先
生
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
令
和
元
年

７
月
５
日
83
年
に
わ
た
る
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
ま
し

た
。
佼
成
雅
楽
会
一
同
、
い
ま
こ
こ
に
、
先
生
へ

の
感
謝
と
哀
悼
の
意
を
込
め
て
追
悼
文
を
捧
げ
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

当
時
27
歳
の
お
若
き
芝
先
生
が
佼
成
雅
楽
会
の

講
師
と
し
て
お
越
し
い
た
だ
い
た
の
は
、
昭
和
37

年
１
月
で
し
た
。
爾
来
平
成
29
年
９
月
、
82
歳
で

ご
退
任
さ
れ
る
ま
で
55
年
間
も
の
長
き
に
渡
り
、

熱
心
な
る
ご
教
導
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。 

毎
週
一
回
の
お
稽
古
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
毎
年

夏
に
２
泊
３
日
で
開
催
し
て
い
る
合
宿
で
は
寝
食

を
共
に
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
も
、
誠
に
懐

か
し
く
思
い
出
さ
れ
ま
す
。 

昭
和
57
年
、
当
雅
楽
会
の
母
体
で
あ
る
立
正
佼

成
会
開
祖
庭
野
日
敬
の
喜
寿
を
寿
ぎ
、
芝
先
生
に

委
嘱
し
た
舞
楽
曲
「
嘉
祥
萬
寿
楽
」
は
、
古
典
の

舞
楽
曲
に
は
見
ら
れ
な
い
合
唱
と
雅
楽
器
お
よ
び

古
楽
器
で
あ
る
鏧
、
方
響
の
合
奏
が
試
み
ら
れ
ま

し
た
。 

先
生
は
『
嘉
祥
萬
寿
楽
の
作
曲
の
ポ
イ
ン
ト

は
、
雅
楽
器
と
合
唱
を
対
等
に
扱
っ
た
合
奏
形
態

に
あ
り
ま
す
。
古
代
中
国
音
楽
や
平
安
時
代
の
催

馬
楽
・
朗
詠
に
も
雅
楽
器
と
歌
謡
の
合
奏
は
あ
り

ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
歌
謡
中
心
で

雅
楽
器
は
伴
奏
方
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
今
回
は
互
い

に
主
題
を
持
つ
も
の
の
合
奏
と
し
ま
し
た
。
合
唱

は
古
代
歌
謡
独
特
の
悠
長
な
旋
律
と
リ
ズ
ム
を
現

代
化
し
て
、
歌
詞
の
聴
き
と
り
や
す
い
リ
ズ
ム
と

し
、
ま
た
親
し
み
易
い
旋
律
と
し
ま
し
た
。
前
後

の
雅
楽
合
奏
も
祝
典
曲
に
ふ
さ
わ
し
く
軽
快
な
合

奏
曲
と
し
ま
し
た
。』
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
、

古
典
の
形
式
の
中
に
も
現
代
感
あ
ふ
れ
る
作
品

で
、
全
体
に
平
和
へ
の
願
い
と
喜
び
を
表
わ
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。 

先
生
の
指
揮
の
も
と
、
昭
和
57
年
の
第
20
回
定

期
公
演
で
初
演
、
そ
の
後
は
第
21
回
、
第
43
回
、

第
50
回
で
再
演
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し

て
昨
年
平
成
30
年
夏
、
第
55
回
定
期
公
演
で
の
指

揮
を
お
願
い
に
先
生
の
ご
自
宅
に
お
伺
い
し
た
と

こ
ろ
、
嘉
祥
萬
寿
楽
と
６
曲
の
委
嘱
作
品
の
原
譜

を
私
共
に
出
さ
れ
、
に
こ
や
か
な
表
情
で
『
こ
の

原
譜
は
佼
成
雅
楽
会
の
方
に
お
渡
し
し
ま
す
か
ら

自
由
に
使
っ
て
く
だ
さ
い
』
と
の
こ
と
。
あ
り
が

た
さ
と
と
も
に
何
か
先
生
と
の
縁
が
こ
れ
で
切
れ

て
し
ま
う
よ
う
な
寂
し
さ
を
感
じ
た
思
い
が
い
た

し
ま
し
た
。
そ
し
て
先
生
よ
り
『
私
が
指
揮
を
す

る
の
は
今
回
が
最
後
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
ろ
そ
ろ

新
し
い
方
に
指
揮
も
託
さ
な
い
と
…
』
と
の
お
言

葉
で
あ
り
ま
し
た
。
佼
成
雅
楽
会
一
同
、
暮
れ
の

演
奏
会
に
向
け
心
ひ
と
つ
に
取
り

組
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
演
奏
会
の
練
習
・
リ
ハ
ー
サ
ル
に

お
越
し
い
た
だ
い
た
際
に
は
、
何
年
か
ぶ
り
に
復

2018 年 12 月 9 日第 55 回佼成雅楽会

公演で自ら作曲の「嘉祥萬寿楽」を指

揮する芝先生。写真提供 佼成雅楽会 
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活
し
た
迦
陵
頻
の
子
供
た
ち
も
お
会
い
し
て
い
た

だ
き
、『
よ
か
っ
た
ね
。
頑
張
る
ん
だ
よ
』
と
優
し

く
お
声
が
け
を
頂
戴
し
、
新
し
い
世
代
に
雅
楽
が

継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
非
常
に
お
喜
び
に
な
っ

て
お
ら
れ
た
こ
と
が
印
象
的
で
あ
り
ま
し
た
。 

12
月
９
日
第
55
回
定
期
公
演
本
番
、
先
生
を
お

迎
え
し
「
嘉
祥
萬
寿
楽
」
が
始
ま
り
会
場
よ
り
盛

大
な
拍
手
の
中
、
上
手
よ
り
先
生
が
ご
入
場
。
指

揮
台
に
立
た
れ
た
お
姿
は
、
お
歳
を
召
さ
れ
て
な

お
凛
と
さ
れ
、
そ
の
存
在
感
は
会
場
の
隅
々
ま
で

影
響
力
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
演
奏
が
終
了
し
会

場
か
ら
は
万
雷
の
拍
手
が
止
み
ま
せ
ん
で
し
た
。 

こ
の
演
奏
会
は
、
芝
先
生
の
も
と
歩
ま
せ
て
い

た
だ
け
た
佼
成
雅
楽
会
の
昭
和
平
成
の
集
大
成
で

あ
り
、
忘
れ
え
ぬ
宝
と
な
り
ま
し
た
。 

そ
の
感
動
冷
め
や
ら
ぬ
７
か
月
後
、
先
生
が
お

亡
く
な
り
に
な
ろ
う
と
は
、
雅
楽
会
員
一
同
夢
に

も
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

大
き
な
存
在
で
あ
る
先
生
と
の
お
別
れ
は
、
深

い
悲
し
み
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
達
の
上
に
、
こ

れ
か
ら
も
先
生
の
温
か
い
眼
差
し
が
注
が
れ
て
い

る
こ
と
を
信
じ
、
益
々
の
雅
楽
の
研
鑽
を
お
誓
い

し
、
感
謝
の
心
を
捧
げ
て
結
び
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。 

芝
先
生
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

芝
祐
靖
先
生
か
ら
「
預
か
っ
た
」
も
の 

天
王
寺
舞
楽
協
会
常
任
理
事 

 

 

小
野
真
龍 

芝
祐
靖
先
生
と
の
お
別
れ
を
心
か
ら
悼
み
ま
す
。

芝
先
生
と
は
亡
父
の
代
か
ら
親
し
く
お
付
き
合
い

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
。
特
に
、
五
年
前
に

芝
先
生
を
相
愛
大
学
へ
お
招
き
し
て
ご
講
演
い
た

だ
き
、
先
生
の
前
で
、
雅
楽
団
体
の
枠
を
超
え
た
メ

ン
バ
ー
に
よ
っ
て
、
先
生
の
作
品
で
あ
る
「
舞
風
神
」

を
演
奏
し
た
こ
と
は
、
本
当
に
楽
し
い
思
い
出
で
す
。

こ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
翌
年
ド
イ
ツ
の

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
音
楽
大
学
で
も
、「
舞
風
神
」
を
演
奏

し
て
先
生
の
作
品
を
紹
介
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
の
拙
い
演
奏
で
、
先
生
の
「
楽
」
恩
に
報

い
た
こ
と
に
な
っ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ

ん
。 三

年
前
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
演
奏
会
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
ご
寄
稿
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
取
材
で
、
東
京
の
先
生
の
ご
自
宅
に
ま
で
お
伺
い

し
た
際
に
、「
東
京
ま
で
き
て
い
だ
い
て
大
し
た
お

土
産
も
お
渡
し
で
き
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
を
小
野
さ

ん
に
お
預
け
す
る
の
で
、
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
」
と
上
下
巻
二
冊
の
古
い
譜
面
を
お
預
か
り
し
ま

し
た
。
そ
れ
は
、「
龍
笛
枢
要
録
」
と
題
さ
れ
た
江
戸

時
代
の
笛
譜
で
、
享
保
元
年
（
一
七
一
六
年
）
に
天

王
寺
方
楽
人
の
岡
昌
倫
が
記
し
た
も
の
で
し
た
。
芝

家
に
伝
わ
っ
て
い
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
天
王
寺
方

の
譜
面
が
南
都
方
の
芝
家
に
伝
わ
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
や
や
奇
異
な
感
じ
が
し
ま
す

が
、
江
戸
期
は
三
方
楽
所
共
同
で
演
奏
す
る
機
会
も

あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
三
方
楽
所
同
志
で
養
子
の
出

入
り
が
頻
繁
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
不
思
議
な
こ
と

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

「
こ
、
こ
ん
な
貴
重
な
も
の
頂
い
て
い
い
の
で
し

ょ
う
か
？
」
と
恐
縮
し
て
お
尋
ね
す
る
と
、「
い
い
の

で
す
。
芝
家
で
雅
楽
を
す
る
者
が
も
う
い
な
い
の
で
、

う
ち
に
お
い
て
お
く
よ
り
お
寺
に
お
預
け
す
る
方

が
後
世
に
残
る
で
し
ょ
う
」。「
そ
れ
で
は
頂
戴
致
し

ま
す
」
と
申
し
上
げ
る
と
、「
で
も
、
あ
な
た
の
所
有

物
に
し
て
も
ら
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、「
お
預
け
」

す
る
の
で
す
。
将
来
へ
残
し
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
ね
」

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
際
、
芝
先
生
個
人
か
ら
と

い
う
よ
り
は
、「
雅
楽
」
伝
承
の
大
き
な
歴
史
の
流
れ

そ
の
も
の
か
ら
お
預
か
り
し
た
よ
う
な
強
い
感
銘

を
受
け
ま
し
た
。 

芝
先
生
は
、
悠
久
の
雅
楽
の
歴
史
を
俯
瞰
し
つ
つ
、

ご
自
身
の
お
役
目
を
そ
の
中
に
位
置
づ
け
て
活
動

し
て
お
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
雅
楽
の
本

質
を
伝
え
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
新
た
な
可
能
性
を

探
る
こ
と
、
と
い
う
観
点
か
ら
、
雅
楽
団
体
の
枠
組

み
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
御
教
導
さ
れ
て
い
た

と
感
じ
て
い
ま
す
。
お
預
か
り
し
た
譜
面
に
は
、
楽

曲
の
譜
字
や
手
付
だ
け
で
は
な
く
、
天
王
寺
方
の
故

実
に
つ
い
て
の
多
く
の
書
き
込
み
が
残
さ
れ
て
い

て
、
江
戸
期
の
天
王
寺
方
伝
承
の
実
態
を
研
究
す
る

う
え
で
も
大
変
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
譜
面
か
ら
多
く
の
成
果
を
導
き
だ
す
こ
と
を
心

が
け
る
と
と
も
に
、
芝
先
生
の
想
い
が
籠
め
ら
れ
た

譜
面
そ
の
も
の
も
、
後
世
に
「
預
け
」
継
い
で
行
き

た
い
と
心
に
期
し
て
い
ま
す
。 

 

心
よ
り
ご
冥
福
を 

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す 

 
 
 

大
阪
楽
所 

代
表
理
事 

中
川
英
男 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
芝
祐
靖
先
生
の
突
然
の
ご
逝
去
に
驚
い
て
い
ま

す
。 

 

昭
和
57
年
大
阪
楽
所
結
成
を
目
指
し
、
大
阪
雅

楽
同
好
会
と
云
う
名
前
で
雅
楽
講
習
会
を
始
め
る

に
当
た
り
、
笙
・
多
忠
麿 

篳
篥
・
東
儀
兼
彦 

笛
・
芝
祐
靖
の
三
先
生
の
ご
来
阪
を
願
い
出
発
致

し
ま
し
た
。
以
来
稽
古
を
重
ね
、
翌
58
年
８
月
４

日
大
阪
楽
所
結
成
記
念
公
演
を
、
大
阪
労
働
会
館

大
ホ
ー
ル
で
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
芝
祐
靖
先
生

に
は
、
第
一
回
か
ら
十
回
ま
で
講
師
と
し
て
ご
指

導
頂
く
だ
け
で
な
く
三
先
生
の
講
師
演
奏
と
し
て

の
客
演
は
、
大
阪
楽
所
演
奏
会
の
名
物
と
な
り
ま

し
た
。 

第
十
回
記
念
演
奏
会
ま
で
１１
年
に
わ
た
り
足
し

げ
く
ご
来
阪
ご
指
導
頂
き
ま
し
た
御
恩
に
、
改
め

て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
、
心
よ
り
ご
冥
福

を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

笑
顔
、
力
強
さ
と
明
晰
さ 

～
芝
祐
靖
先
生
の
思
い
出
～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
野
慶
夫
（
洋
遊
会
） 

私
は
篳
篥
奏
者
だ
が
、
芝
祐
靖
先
生
の
力
強
い
龍

笛
に
早
く
か
ら
魅
せ
ら
れ
て
い
た
。 

そ
の
先
生
の
直
接
ご
指
導
を
受
け
る
機
会
が
あ

っ
た
。
昭
和
の
終
わ
り
の
年
、
私
が
所
属
し
て
い
た

小
野
雅
楽
会
が
百
周
年
記
念
公
演
の
た
め
、
芝
先
生

に
古
典
の
復
元
を
委
嘱
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、

「
露
台
乱
舞
」
で
近
年
、
伶
楽
舎
に
よ
る
公
演
も
Ｎ

Ｈ
Ｋ
で
放
映
さ
れ
た
。 

練
習
は
、
日
頃
演
奏
し
た
こ
と
の
な
い
歌
曲
を
芝

先
生
が
分
か
り
や
す
く
説
明
、
指
導
さ
れ
る
の
で
、

大
変
楽
し
か
っ
た
。 

と
こ
ろ
が
、
本
番
で
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
あ
っ
た
。

こ
の
作
品
の
幕
切
れ
は
絃
楽
器
入
り
、
歌
入
り
の
萬

歳
楽
の
淵
酔
舞
楽
の
あ
と
、「
伊
佐
立
奈
牟(

い
ざ
た

ち
な
む)

」
と
い
う
歌
と
と
も
に
、
ま
ず
上
卿
役
の
小

野
亮
哉
会
長
が
、
続
い
て
歌
役
の
我
々
が
満
ち
足
り

た
表
情
で
順
々
に
退
場
す
る
と
い
う
演
出
だ
っ
た
。
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そ
の
萬
歳
楽
が
あ
ま
り
う
ま
く
決
ま
り
す
ぎ
た
の

か
、
国
立
劇
場
の
ス
タ
ッ
フ
が
止
め
手
と
と
も
に
緞

帳
を
下
ろ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
慌
て
た
チ
ー

フ
が
「
お
い
、
幕
、
上
げ
ろ
！
」
と
ど
な
っ
た
の
で

再
び
緞
帳
は
上
が
っ
た
が
、
観
衆
は
カ
ー
テ
ン
コ
ー

ル
と
思
っ
た
ら
し
く
、
万
雷
の
拍
手
だ
。 

舞
台
中
央
で
び
っ
く
り
さ
れ
た
亮
哉
会
長
の
お

顔
も
忘
れ
が
た
い
が
、
す
か
さ
ず
、
舞
台
袖
か
ら
芝

先
生
が
満
面
の
笑
み
で
あ
ら
わ
れ
た
。
会
長
と
が
っ

ち
り
握
手
、
花
束
を
受
け
て
満
員
の
客
席
の
拍
手
に

何
度
も
答
礼
さ
れ
た
。
お
客
様
は
素
晴
ら
し
い
幕
切

れ
だ
と
感
動
し
て
帰
宅
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
見
て

い
た
私
は
当
時
の
流
行
語
、「
役
者
や
の
う
！
」
が
頭

に
浮
か
ん
だ
。
苦
心
の
幕
切
れ
を
カ
ッ
ト
さ
れ
た
無

念
さ
は
微
塵
も
感
じ
ら
れ
ず
、
芝
先
生
の
笑
顔
は
水

際
立
っ
て
い
た
。 

そ
の
後
、
私
は
故
郷
の
富
山
へ
帰
り
、
当
地
で
伝

統
の
雅
楽
団
体
、
洋
遊
会
を
率
い
る
こ
と
と
な
っ
た
。

雅
楽
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
先
生
と
の
接
触
が

始
ま
り
、
雅
楽
の
ユ
ネ
ス
コ
無
形
遺
産
登
録
問
題
で

一
緒
に
文
化
庁
を
訪
問
し
た
り
、
四
天
王
寺
の
精
霊

会
を
隣
席
で
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
り
と
、
思
い

出
は
尽
き
な
い
。
私
の
著
書
の
ご
批
評
か
ら
始
ま
っ

て
雅
楽
に
つ
い
て
の
ご
教
示
も
受
け
た
。
そ
の
過
程

で
先
生
の
雅
楽
、
音
楽
へ
の
情
熱
と
頭
脳
明
晰
さ
、

そ
し
て
力
強
い
決
断
力
に
感
心
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
。
そ
し
て
ど
ん
な
時
に
も
、
あ
の
笑
顔

で
わ
か
る
心
あ
た
た
か
さ
が
あ
っ
た
。 

一
度
、
北
陸
へ
先
生
を
お
呼
び
し
、
我
々
の
公
演

を
お
見
せ
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
つ
い
に
そ
の

機
会
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
公
演
の
写
真
を
い
ろ
い

ろ
お
送
り
し
た
中
で
、
こ
こ
に
掲
載
の
写
真
に
は
特

別
の
お
褒
め
の
返
書
を
頂
い
た
。
洋
遊
会
の
根
拠
地
、

高
岡
市
福
岡
町
の
三
千
本
の
桜
並
木
の
も
と
で
行

っ
た
童
舞
、「
迦
陵
頻
」
の
入
る
手
の
と
こ
ろ
だ
。 

「
こ
の
世
の
も
の
と
は
思
え
な
い
。
ま
さ
に
極
楽
浄

土
の
演
奏
会
で
す
ね
。
僕
は
い
っ
ぺ
ん
で
い
い
か
ら

こ
ん
な
夢
の
雅
楽
を
や
り
た
い
で
す
。
う
ら
や
ま
し

い
！
」。 

こ
れ
は
単
な
る
リ

ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い

が
う
れ
し
か
っ
た
。 

今
頃
は
本
当
に
ご
自

身
で
極
楽
浄
土
の
夢

の
演
奏
会
を
な
さ
っ

て
い
る
こ
と
だ
ろ

う
。 

 
 ご

指
導
頂
い
た
ご
恩
は
忘
れ
ま
せ
ん 

音
輪
会 

 

川
口 

智
康 

当
会
は
関
西
で
も
芝
先
生
の
雅
楽
の
指
導
を
受
け

た
い
と
い
う
思
い
か
ら
平
成
８
年
に
発
足
い
た
し

ま
し
た
。
発
足
当
初
よ
り
当
会
音
楽
監
督
と
し
て
ご

指
導
頂
き
、
昨
年
の
第
19
回
演
奏
会
に
も
第
二
部
雅

楽
ア
ラ
カ
ル
ト
に
て
ご
出
演
頂
き
ま
し
た
。 

し
た
。 

 

ご
指
導
の
合
間
に
は
今
の
雅
楽
は
京
都
で
完
成

さ
れ
た
と
説
か
れ
、
京
都
で
雅
楽
を
演
奏
す
る
こ
と

の
重
要
性
を
常
に
話
し
て
頂
き
ま
し
た
。 

 

京
都
に
ち
な
ん
だ
催
馬
楽
を
多
く
選
曲
頂
き
、
中

で
も
梁
塵
秘
抄
よ
り
引
用
さ
れ
た
綾
衣
傘
（
あ
や
い

が
さ
）
は
、
鴨
川
に
流
れ
る
傘
と
男
女
の
想
い
を
曲

に
さ
れ
、
冒
頭
の
「
君
」
の
発
音
に
つ
い
て
の
イ
メ

ー
ジ
を
お
話
し
頂
き
、
未
熟
な
我
々
演
奏
者
に
伝
え

て
稽
古
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。 

 

常
に
聞
く
側
の
気
持
ち
を
第
一
に
さ
れ
て
お
り
、

突
然
演
奏
曲
が
変
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た

雅
楽
ア
ラ
カ
ル
ト
で
は
当
日
に
資
料
を
お
持
ち
に

な
ら
れ
、
急
ぎ
コ
ピ
ー
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

い
つ
も
演
奏
会
が
始
ま
る
ま
で
気
が
抜
け
ま
せ
ん

で
し
た
。
今
で
は
先
生
と
各
演
奏
会
を
結
び
つ
け
る

良
い
出
来
事
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

今
年
の
曲
目
は
管
絃
で
は
承
和
楽
や
海
青
楽
な

ど
を
作
曲
し
た
と
い
わ
れ
る
大
戸
清
上
が
作
曲
し

た
清
上
楽
。
舞
楽
で
は
続
き
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
、
先
生
が
急
を
補
曲
し
た
散
手
破
陣

楽
と
、
先
生
が
京
都
の
骨
董
店
で
一
目
惚
れ
し
た
面

を
お
借
り
し
て
舞
う
貴
徳
を
演
奏
い
た
し
ま
す
。 

技
術
は
も
ち
ろ
ん
様
々
な
事
を
ご
指
導
く
だ
さ

い
ま
し
た
ご
恩
は
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
先
生
か
ら
頂
い
た
ご
縁
で
結
ば
れ
た
雅
楽
の

道
を
一
歩
ず
つ
歩
み
、
こ
こ
京
都
に
残
し
て
参
り
ま

す
。 先

生
の
ご
冥
福
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま

す
。 

 

芝
祐
靖
先
生
の
御
逝
去
を
悼
む 

 
 
 
 

佐
藤
浩
司 

天
理
大
学
雅
楽
部
総
監
督 

 
こ
ん
な
に
早
く
先
生
と
お
別
れ
す
る
と
は
。
唯
々

悲
し
い
、
悔
し
い
。 

 

私
が
、
先
生
の
生
の
演
奏
を
聞
か
せ
て
頂
い
た
の

は
、
昭
和
45
年
春
の
楽
部
の
演
奏
会
で
し
た
。
御
神

楽
の
「
其
駒
」
で
、
東
儀
良
夫
先
生
の
篳
篥
に
合
わ

せ
て
吹
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
人
長
は
多
忠
麿
先
生

で
し
た
。
こ
の
年
は
、
大
阪
で
万
博
が
開
催
さ
れ
て

お
り
、
鉄
鋼
館
の
ス
ペ
ー
ス
シ
ア
タ
ー
で
武
満
徹
氏

の
企
画
で
楽
部
の
演
奏
が
あ
り
、
私
も
拝
聴
致
し
ま

し
た
。
木
戸
敏
郎
氏
の
慫
慂
に
よ
っ
て
、
「
秋
庭
歌
」

の
曲
想
も
こ
の
頃
の
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。 

 

先
生
と
舞
台
で
ご
一
緒
さ
せ
て
頂
い
た
の
は
、
昭

和
53
年
８
月
25
日
、
天
理
市
民
会
館
で
し
た
。
天
理

教
道
友
社
が
、
名
演
奏
家
シ
リ
ー
ズ
の
一
つ
と
し

て
、
紫
絃
会
の
演
奏
が
あ
り
、
私
は
舞
台
の
お
手
伝

い
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
リ
ハ
ー
サ
ル
で
、
多
忠

麿
、
東
儀
兼
彦
の
両
先
生
と
丁
々
発
止
、
し
か
も
息

の
合
っ
た
演
奏
は
、
身
の
震
え
を
覚
え
た
程
で
す
。

琵
琶
は
山
田
清
彦
先
生
、
箏
は
東
儀
俊
美
先
生
で
し

た
。
昭
和
55
年
、
先
生
と
身
近
に
親
し
く
接
し
さ
せ

て
い
た
く
機
会
が
、
伎
楽
の
復
元
に
よ
っ
て
得
る
こ

と
で
き
ま
し
た
。
東
大
寺
の
屋
根
を
葺
き
替
え
る
大

工
事
が
行
わ
れ
、
そ
の
落
慶
の
中
日
に
伎
楽
が
演
じ

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
伎
楽
は
、
天
平
勝
宝

4

年
の
大
仏
開
眼
法
要
の
折
に
は
盛
大
に
演
じ
ら
れ

た
の
で
す
が
、
平
安
時
代
に
な
り
次
第
に
演
じ
ら
れ

な
く
な
り
、
い
つ
し
か
「
幻
の
天
平
芸
能
」
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
復
元
を
、
小
泉
文
夫
、
笠
置
侃

一
、
東
儀
和
太
郎
、
吉
岡
常
雄
の
先
生
方
に
、
音
楽

担
当
と
し
て
携
わ
っ
た
の
が
先
生
で
し
た
。
こ
の
企

画
を
提
案
し
た
の
が
堀
田
謹
吾
氏
（
当
時
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

教
養
番
組
部
の
チ
ー
フ
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
）
で
す
。

東
大
寺
の
折
に
は
４
曲
が
作
ら
れ
、
あ
と
は
打
楽
器

に
よ
る
演
奏
だ
け
で
し
た
。
雅
楽
部
は
、
天
理
、
大

阪
、
東
京
と
定
期
公
演
を
開
い
て
お
り
、
折
角
伎
楽

が
復
活
し
た
の
で
、
そ
れ
か
ら
の
定
期
公
演
に
伎
楽

を
演
ず
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
（
つ
づ
く
） 

（
佐
藤
氏
よ
り
長
文
の
追
悼
文
を
頂
戴
し
ま
し
た

の
で
連
載
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
） 

桜並木のもとで迦陵頻  

写真 洋遊会 
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１
ペ
ー
ジ
下
段
最
終
行
よ
り
） 

「
葦
」
な
ど
、
様
々
な
呼
び
方
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

こ
で
は
混
乱
を
防
ぐ
た
め
、
生
物
材
料
学
の
分
野
で

一
般
的
に
使
わ
れ
る
「
葦
」
を
用
い
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
便
宜
上
の
も
の
で
あ
り
、
ど

う
呼
ん
で
も
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

葦
は
、
種
か
ら
発
芽
す
る
だ
け
で
な
く
、
地
中
に

残
っ
た
地
下
茎
か
ら
も
発
芽
し
ま
す
。
成
長
が
非
常

に
速
く
、
他
の
植
物
に
先
駆
け
て
大
き
く
な
る
た
め
、

葦
が
生
え
て
い
る
場
所
で
は
、
他
の
植
物
が
あ
ま
り

育
ち
ま
せ
ん
。
葦
は
、
竹
と
同
様
、
非
常
に
繁
殖
力

の
強
い
植
物
だ
と
言
え
ま
す
。 

 

淀
川
流
域
・
鵜
殿
地
区
の
葦
は
、
古
く
か
ら
蘆
舌

に
最
適
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
鵜
殿
の
葦
な
ら

何
で
も
良
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
鵜
殿

に
は
、
河
原
に
水
を
引
く
た
め
の
導
水
路
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
導
水
路
の
周
辺
は
、
通
水
時
に
水
に

浸
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
「
水
域
」
で
育
つ
葦
は
、

面
積
当
た
り
の
本
数
は
多
い
も
の
の
、
茎
が
細
く
[1]
、

肉
薄
で
[2]
、
稈
の
密
度
が
低
い
も
の
が
多
く
[3]
、
蘆

舌
に
は
適
し
て
い
ま
せ
ん
。（
写
真
➀
）
一
方
、
河
川

敷
に
は
、
水
に
浸
ら
な
い
乾
い
た
土
地
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
「
陸
域
」
で
は
、
面
積
当
た
り
の
本
数

は
少
な
い
も
の
の
、
高
く
、
太
く
、
肉
厚
で
[1,2]
、
稈

の
密
度
が
高
い
[3]
葦
が
育
ち
ま
す
。
蘆
舌
に
使
わ
れ

る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
陸
域
の
葦
で
す
。（
写
真
➁
） 

 

土
質
や
標
高
は
、
葦
の
草
丈
や
茎
の
太
さ
に
あ
ま

り
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
鵜
殿
の
葦
に
特
有
の
遺
伝
子
が
あ
る
わ
け
で
は

な
く
[4]
、
蘆
舌
に
適
し
た
葦
の
中
に
も
複
数
の
異
な

る
遺
伝
子
が
あ
り
、
遺
伝
子
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
、

蘆
舌
に
適
し
た
も
の
と
適
さ
な
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。 こ

の
よ
う
に
、
同
じ
「
鵜
殿
の
葦
」
で
も
、
水
環

境
に
よ
っ
て
草
丈
や
太
さ
や
稈
の
密
度
が
大
き
く

異
な
り
ま
す
。
少
な
く
と
も
現
時
点
で
は
、
鵜
殿
の

葦
が
特
別
な
葦
で
あ
る
こ
と
を
示
す
科
学
的
な
証

拠
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
「
鵜
殿
の
葦
は
繊
維

の
密
度
が
高
い
」
と
言
う
人
も
い
ま
す
が
、
後
で
述

べ
る
よ
う
に
、
葦
の
密
度
は
同
じ
節
間
の
中
で
も
大

き
く
異
な
り
ま
す
。
鵜
殿
の
葦
の
繊
維
密
度
が
高
い

と
断
言
す
る
た
め
に
は
、
何
千
本
と
言
う
葦
を
詳
細

に
調
べ
、
統
計
的
に
差
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
行

わ
れ
た
例
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

も
ち
ろ
ん
、
鵜
殿
は
歴
史
的
に
重
要
な
葦
の
産
地

で
あ
り
、
鵜
殿
の
葦
原
を
将
来
に
渡
っ
て
保
全
す
る

こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
す
。
た
だ
、
葦
の
品
質
は
、

産
地
で
は
な
く
、
生
育
環
境
（
特
に
水
環
境
）
や
材

質
に
よ
っ
て
判
断
す
る
の
が
合
理
的
だ
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。 

 

現
在
、
鵜
殿
の
葦
原
は
い
く
つ
か
の
問
題
を
抱
え

て
い
ま
す
。
最
大
の
問
題
は
、
ク
ズ
や
カ
ナ
ム
グ
ラ

な
ど
、
繁
殖
力
の
強
い
草
本
植
物
の
侵
入
で
す
。 

頻
繁
に
水
に
浸
る
エ
リ
ア
で
は
、
葦
の
方
が
草
本

植
物
よ
り
「
強
い
」
の
で
、
心
配
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
題
は
、
蘆
舌
に
適
し
た
「
陸
域
の
葦
」
で
す
。
乾

い
た
エ
リ
ア
で
は
、
草
本
植
物
が
葦
よ
り
も
早
く
成

長
し
た
り
、
つ
る
性
の
植
物
が
葦
を
引
き
倒
し
た
り

し
て
、
葦
が
成
長
す
る
の
を
邪
魔
し
ま
す
。
そ
の
結

果
、
鵜
殿
の
一
部
の
エ
リ
ア
で
は
、
葦
が
完
全
に
駆

逐
さ
れ
、
草
本
植
物
に
占
拠
さ
れ
て
い
ま
す
。（
写
真

➂
）
し
た
が
っ
て
、「
蘆
舌
用
の
葦
を
守
る
こ
と
」
と

「
葦
原
を
守
る
こ
と
」
を
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
ど
ん
な
葦
で
も
良
い
な
ら
、
水
を
引
け
ば

葦
が
育
ち
ま
す
。
し
か
し
、
蘆
舌
用
の
「
陸
域
の
葦
」

を
守
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
他
の
植
物
の
侵
入
や
繁
茂

を
防
ぐ
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
篳
篥
や

雅
楽
を
守
り
た
い
な
ら
、
葦
原
と
蘆
舌
用
葦
を
混
同

せ
ず
、
冷
静
に
議
論
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

２ 

葦
の
構
造 

こ
こ
で
葦
の
構
造
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
ま

陸域の葦  写真➁ 

水域の葦  写真➀ 

他の植物に占拠された葦原 写真➂ 

葦の構造 写真④ 
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す
。（
写
真
④
）
蘆
舌
用
の
葦
の
構
造
は
、
竹
や
、
西

洋
の
リ
ー
ド
楽
器
に
使
わ
れ
る
葦
（A

ru
n

d
o 

d
on

a
x

）
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。 

硬
い
表
皮
の
内
側
に
は
、
ス
カ
ス
カ
の
（
密
度
の

低
い
）
表
層
柔
細
胞
層
が
あ
り
、
そ
の
下
に
は
硬
い

厚
壁
細
胞
層
が
あ
り
ま
す
。
葦
に
刃
を
当
て
て
表
皮

を
削
る
と
き
、
ス
ッ
と
刃
が
入
る
の
は
こ
の
た
め
で

す
。
一
方
、
蘆
舌
の
振
動
す
る
部
分
に
相
当
す
る
の

は
、
柔
細
胞
と
維
管
束
か
ら
な
る
内
層
部
で
す
。
こ

の
部
分
で
は
、
鉄
筋
の
よ
う
な
維
管
束
鞘
（
い
わ
ゆ

る
繊
維
）
の
間
を
、
ス
カ
ス
カ
の
柔
細
胞
が
埋
め
て

い
ま
す
。
内
層
部
の
密
度
や
振
動
特
性
は
、
繊
維
の

数
や
配
置
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。 

面
白
い
こ
と
に
、
同
じ
節
間
で
も
、
上
部
と
下
部

と
で
は
稈
壁
の
厚
さ
や
密
度
に
明
ら
か
な
違
い
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
組
織
構
造
の
違
い
に
由
来
し
ま

す
。（
表
➀
） 

上
の
写
真
⑤
に
あ
る
よ
う
に
、
節
間
の
上
部
は
稈

壁
が
薄
く
、
表
皮
付
近
が
高
密
度
で
あ
る
の
に
対
し
、

下
部
は
肉
厚
で
低
密
度
で
す
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、

鵜
殿
以
外
の
葦
に
も
見
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
稈
壁

の
厚
さ
や
密
度
は
、
葦
の
良
否
や
産
地
の
違
い
と
は

無
関
係
に
、
節
間
内
の
位
置
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ

り
ま
す
。
そ
し
て
、
通
常
は
節
間
の
上
部
が
蘆
舌
に

使
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
直
径
で
あ
れ
ば
、
薄
く
、

密
度
の
高
い
部
位
が
蘆
舌
に
適
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
推
察
さ
れ
ま
す
。 

 

３ 

葦
の
良
し
悪
し 

２
０
１
４
年
、
鵜
殿
で
長
年
蘆
舌
用
の
葦
を
刈
り

取
っ
て
お
ら
れ
る
方
々

（
以
下
、
葦
刈
り
職
人

と
呼
び
ま
す
）
に
お
願

い
し
て
、
直
径
12
㎜
前

後
の
葦
か
ら
「
蘆
舌
に

適
す
る
葦
」
を
選
ん
で

頂
き
ま
し
た
。
（
写
真

⑥
）
ま
た
、
通
常
は
蘆
舌

に
使
わ
な
い
水
域
の
葦

と
、
他
地
域
（
宇
治
川
流

域
の
向
島
）
の
葦
に
つ

い
て
も
測
定
を
行
い
ま

し
た
[3]
。（
表
➁
） 

稈
の
直
径
が
ほ
ぼ
同

じ
で
あ
っ
て
も
、
水
域

の
葦
（
Ｕ
Ｗ
）
は
、
陸
域
の
葦
（
Ｕ
Ｄ
１
、
Ｕ
Ｄ
２
、

Ｍ
Ｄ
）
よ
り
明
ら
か
に
薄
く
、
密
度
が
低
い
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
一
方
、
蘆
舌
に
適
し
た
葦
（
Ｕ
Ｄ
１
）

と
適
さ
な
い
も
の
（
Ｕ
Ｄ
２
）
を
比
べ
る
と
、
適
し

た
葦
が
若
干
厚
い
も
の
の
、
密
度
は
ほ
ぼ
同
じ
で
し

た
。
ま
た
、
向
島
の
葦
（
Ｍ
Ｄ
）
と
も
大
差
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
稈
壁
の
厚
さ
、
密
度
、
産
地
の
違
い

は
、
葦
刈
り
職
人
の
考
え
る
葦
の
良
否
と
は
あ
ま
り

関
係
な
さ
そ
う
で
す
。
で
は
、
葦
刈
り
職
人
が
選
ぶ

「
蘆
舌
に
適
す
る
葦
」
は
何
が
違
う
の
で
し
ょ
う

か
？ 次

ペ
ー
ジ
の
グ
ラ
フ
（
表
➂
）
は
、
葦
を
横
に
押

し
つ
ぶ
し
た
と
き
の
強
度
（
横
圧
縮
強
度
）
を
比
べ

た
も
の
で
す
。
葦
の
種
類
に
関
わ
ら
ず
、
上
部
が
最

も
高
い
強
度
を
示
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
全
体
の
密

度
が
同
じ
で
も
、
上
部
の
方
が
表
皮
付
近
の
密
度
が

高
い
た
め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
蘆
舌
に
適
し

稈壁の厚さと密度 

ＵＤ１：蘆舌に適した鵜殿の葦、 

ＵＤ２：蘆舌に適さない鵜殿の葦、 

ＵＷ  ：鵜殿の導水路中の葦、 

ＭＤ ：他産地（宇治川流域向島地区）の葦 

 

葦の選別 写真⑥  

 写真⑤ 

表➀ 

表➁ 
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た
鵜
殿
の
葦
（
Ｕ
Ｄ
１
）
の
強
度
が
、
蘆
舌
に
適
さ

な
い
葦
（
Ｕ
Ｄ
２
）
や
導
水
路
中
の
葦
（
Ｕ
Ｗ
）
よ

り
も
明
ら
か
に
高
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
葦
刈
り

職
人
が
ど
の
よ
う
な
感
覚
に
基
づ
い
て
葦
を
選
ん

で
い
る
か
は
は
っ
き
り
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
少
な
く
と
も
、
つ
ぶ
れ
や
す
い
葦
が
除
外
さ
れ

て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

次
回
は
、
葦
の
振
動
特
性
と
、
篳
篥
奏
者
が
葦
を

選
ぶ
際
の
基
準
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。 
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葦の横方向の圧縮強度 表➂ 


