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た
め
に
、
気
軽
に
琴
を
楽
し

め
る
場
を
つ
く
り
た
い
と
、

庵
主
で
、
茶
道
裏
千
家
の

正
教
授
・
岩
波
宗そ

う
せ
い
正
さ
ん

が
、
月
光
庵
の
茶
室
を
琴
の

教
室
用
に
提
供
す
る
こ
と
に

し
た
。

　
教
室
を
担
当
す
る
の

は
、
庵
主
の
お
茶
の
弟

子
で
も
あ
る
、
芸
名
・

菊
色
彩
さ
ん
。

　
菊
色
さ
ん
は
、
芸
歴

40
年
の
生
田
流
師
範
で
、

３
歳
か
ら
琴
を
習
い
始

め
、
小
学
４
年
生
の
と

き
コ
ン
ク
ー
ル
で
入
賞

し
た
。
そ
の
後
、
師
範

と
な
り
、
ず
っ
と
稽
古

を
続
け
て
い
る
。

　
日
本
の
伝
統
文
化
の

琴
を
普
及
さ
せ
る
こ
と

は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
開
発

目
標
の
教
育
や
健
康
、

環
境
な
ど
の
分
野
に
つ

な
が
る
と
意
欲
を
燃
や

し
て
い
る
。
伝
統
の
大

切
さ
や
作
法
な
ど
も
自

然
と
身
に
つ
け
ら
れ
、
稽
古

後
は
月
光
庵
の
茶
室
で
お
茶

と
お
菓
子
を
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
る
。

　
稽
古
に
使
う
琴
や
爪
な
ど

は
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
、

何
も
持
参
す
る
必
要
が
な

い
。現
在
、尾
崎
弓
さ
ん
（
10
）

と
小
池
ま
す
み
さ
ん（
７
）

が
稽
古
に
励
ん
で
い
る
。

　
菊
色
さ
ん
は
、「
琴
を
通

し
て
老
若
男
女
に
か
か
わ
ら

ず
、
日
本
の
伝
統
文
化
に
触

れ
、
心
豊
か
な
人
生
を
す
ご

し
ま
せ
ん
か
」と
参
加
を
呼

び
か
け
て
い
る
。

　
京
急
バ
ス「
大
学
前
」バ
ス

停
前
。
問
い
合
わ
せ
月
光
庵
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細
は
月
光
庵
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
参
照
。

刀
、
制
作
過
程
の
写
真
な
ど

12
点
の
パ
ネ
ル
展
示
で
、
説

明
書
き
も
添
え
ら
れ
て
い
る
。

　
田
邊
さ
ん
は
、高
校
１
年

生
の
地
域
理
解
の
校
外
学
習

で
鎌
倉
彫
店
に
展
示
さ
れ
て

い
た
鎌
倉
彫
に
出
会
っ
た
。

幼
い
こ
ろ
か
ら
、
陶
器
や
漆

器
に
馴
染
ん
で
い
た
こ
と
も

あ
り
、そ
の
彫
り
の
味
わ
い

と
木
の
温
も
り
、
深
み
の
あ

史
編
さ
ん
委
員
会
の
委
員
を

務
め
て
い
る
。

　
道
端
や
寺
な
ど
で
よ
く
見

か
け
る
仏
さ
ま
で
、
お
坊
さ

ん
の
姿
を
し
て
い
て
、
た
く

さ
ん
の
人
に
親
し
ま
れ
て
い

る
「
お
地
蔵
さ
ま
」
を
紹
介

し
よ
う
と
湘
南
に
地
域
を
し

ぼ
り
、
何
々
地
蔵
と
名
前
の

あ
る
も
の
を
取
り
上
げ
た
。

地
域
は
、
鎌
倉
・
藤
沢
・
茅
ヶ

崎
・
葉
山
・
逗
子
・
横
須
賀
・

箱
根
な
ど
。
鎌
倉
の
月
影
地

蔵
や
ど
こ
も
く
地
蔵
、
藤
沢

の
北
向
地
蔵
、
箱
根
の
六
道

地
蔵
な
ど
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
お
地
蔵
さ
ま
か
ら
、
花

咲
地
蔵
（
鎌
倉
）
や
平

松
地
蔵
（
葉
山
）
な
ど

地
元
で
親
し
ま
れ
て
い

る
地
蔵
さ
ま
ま
で
50
体

ず
つ
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
横
須
賀
の
勝
軍
地
蔵
は
甲

冑
を
着
け
、
兜
を
戴
き
馬
に

乗
っ
て
い
る
珍
し
い
姿
を
し

て
い
て
、
最
近
に
な
っ
て
拝

む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
い
、
横
須
賀
市

久
里
浜
の
見
返
り
地
蔵
は
、

振
り
向
い
て
慈
悲
の
心
で
私

た
ち
を
救
っ
て
く
だ
さ
る
か

の
よ
う
な
姿
で
趣
き
が
あ
る

と
い
う
。「
自
分
自
身
、
健

康
面
で
も
お
地
蔵
さ
ま
に
助

け
て
も
ら
い
、
お
地
蔵
さ
ま

が
人
と
の
つ
な
が
り
や
道
筋

を
つ
け
て
く
だ
さ
る
よ
う
に

感
じ
る
」
と
著
者
は
話
す
。

　
交
通
手
段
が
記
載
さ
れ
て

い
る
の
で
参
拝
に
便
利
。

　
８
１
５
円
、
続
編
は
８
８

０
円
、
江
ノ
電
沿
線
新
聞
社

刊
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そ
の
後
、
お
通
は
ど
う

な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
武
蔵
を
求
め
て
旅
を
続
け

る
お
通
は
、
故
郷
の
姫
路
ま

で
や
っ
て
き
て
武
蔵
の
姉
の

お
銀
の
噂
を
聞
き
、
会
い
に

行
く
途
中
お
杉
婆
に
捕
ま
っ

て
し
ま
う
。

　
お
杉
婆
は
故
郷
の
播
磨
に

帰
っ
て
き
た
武
蔵
の
弟
子
の

城
太
郎
に
捕
ら
え
ら
れ
る
。

城
太
郎
は
お
杉
婆
を
、
お
通

と
武
蔵
を
苦
し
め
る
元
凶
と

洞
穴
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
。

　
お
通
は
武
蔵
が
近
々
小
倉

で
小
次
郎
と
真
剣
勝
負
を
す

る
と
聞
か
さ
れ
、
武
蔵
に
会

い
に
行
こ
う
と
す
る
が
、
城

太
郎
に
捕
ま
っ
た
お
杉
婆
の

こ
と
が
気
が
か
り
で
豪
雨
の

中
を
探
し
に
い
く
。

　
洞
穴
の
中
に
閉
じ
込
め
ら

れ
て
い
る
お
杉
婆
を
見
つ
け

た
お
通
は
必
死
に
な
っ
て
助

け
出
そ
う
と
す
る
が
、
お
杉

婆
は
お
通
に
罵
詈
雑
言
を
浴

び
せ
、
洞
穴
か
ら
助
け
出
し

て
く
れ
た
お
通
の
黒
髪
を
引

き
ず
り
ま
わ
し
、
踏
ん
だ
り

打
っ
た
り
の
折
檻
を
加
え

る
。
死
ん
だ
よ
う
に
ぐ
っ
た

り
し
た
お
通
を
見
て
婆
は

ハ
ッ
と
気
が
付
く
。

　
恐
ろ
し
や
、
恐
ろ
し
や
。

子
ゆ
え
の
闇
と
は
、
こ

の
こ
と
か
。
わ
が
子
可

愛
さ
に
ひ
と
の
子
に

は
、
鬼
と
な
っ
て
い
た

か
…
お
通
よ
、
其そ

な
た方

に

も
親
は
あ
っ
た
も
の
に

の
う
。
親
御
か
ら
見
た

ら
こ
の
ば
ば
は
、
子
の

か
た
き
じ
ゃ
、
羅ら

せ
つ刹

じ
ゃ
、

…
あ
あ
わ
し
の
す
が
た
は

夜や
し
ゃ叉

と
も
み
え
た
で
あ
ろ

う
！

　
や
っ
と
の
こ
と
で
息
を
吹

き
返
し
た
お
通
を
婆
は
心
を

込
め
て
看
病
し
、
お
通
を
武

蔵
に
会
わ
せ
よ
う
と
、
豊
前

通
い
の
便
船
を
待
つ
。

　
一
方
、
江
戸
城
で
２
代
将

軍
秀
忠
を
鉄
砲
で
狙
う
大
罪

を
犯
そ
う
と
し
た
お
杉
婆
の

息
子
・
又
八
は
沢
庵
和
尚
に

命
を
救
わ
れ
、
僧
形
に
な

り
、
武
蔵
の
勧
め
で
愚
堂
和

尚
の
弟
子
に
な
っ
た
が
、
自

分
が
生
ま
せ
た
子
を
背
負
っ

て
川
原
で
惨
め
な
姿
で
物
売

り
を
し
て
い
る
朱
美
を
見
つ

け
て
、
還
俗
し
て
一
緒
に
暮

ら
す
決
心
を
す
る
。
二
人
も

ま
た
武
蔵
に
会
お
う
と
小
倉

へ
と
向
か
う
。

　
な
ぜ
巌
流
島
で
武
蔵
と
、

細
川
藩
の
兵
法
指
南
に
な
っ

た
小
次
郎
が
決
闘
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
原
因
を
吉
川
英
治
は
「
小

次
郎
で
も
自
分
で
も
な
い
気

が
す
る
。
む
し
ろ
周
囲
だ
と

思
う
」
と
武
蔵
に
述
懐
さ
せ

次
の
よ
う
に
云
う
。

　
い
つ
と
は
な
く
、
二
人
を

対
峙
さ
せ
、
二
人
を
試
合
わ

せ
て
み
る
こ
と
に
、
世
間
が

先
に
、
興
味
や
期
待
を
大
き

く
し
て
、「
や
る
そ
う
だ
」

と
い
い
、「
や
る
」
と
断
じ
、

遂
に
、「
い
つ
の
何
日
」
と
、

ま
だ
う
わ
さ
の
う
ち
か
ら
、

日
ま
で
も
取
り
沙
汰
さ
れ
て

来
た
の
だ
っ
た
。

　
武
蔵
は
自
分
が
世
間
の
評

判
に
な
っ
た
こ
と
を
後
悔
す

る
が
、
同
時
に
生
き
て
い
く

こ
と
自
体
が「
世
間
の
恩
」で

あ
る
の
で
、
世
間
を
無
視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思

う
。

　
こ
の
辺
り
は
賛
否
両
論
が

あ
る
所
で
あ
る
が
、
吉
川
英

治
の
「
世
間
」
に
対
す
る
考

え
方
が
よ
く
出
て
い
る
。
と

に
角
、
お
通
や
又
八
、
お
杉

婆
、
伊
織
、
城
太
郎
、
夢
想

権
之
助
な
ど
武
蔵
を
慕
う

人
々
が
小
倉
へ
と
集
ま
っ
て

行
く
。

　
武
蔵
を
迎
え
討
つ
小
次
郎

は
援
護
者
で
あ
る
藩
の
重

臣
・
岩
間
角
兵
衛
の
心
配
り

を
受
け
、
多
く
の
賛
同
者
の

訪
問
を
迎
え
、
自
分
を
大
き

く
見
せ
る
た
め
ゆ
っ
た
り
と

し
た
時
間
を
送
っ
て
い
た
。

　
鎌
倉
の
伝
統
工
芸
品
・
鎌

倉
彫
の
魅
力
を
伝
え
た
い

と
、
県
立
七
里
ガ
浜
高
校
３

年
の
田
邊
真ま

な和
さ
ん
が
、
６

月
中
旬
か
ら
鎌
倉
市
雪
ノ
下

の
さ
か
い
内
科
・
胃
腸
科
ク

リ
ニ
ッ
ク
の
待
合
室
に
鎌
倉

彫
の
写
真
を
展
示
さ
れ
て
お

り
、
好
評
だ
。

　
鎌
倉
彫
の
作
品
だ
け
で
な

く
、
職
人
さ
ん
の
手
や
彫
刻

赤
羽
根
龍
夫

吉
川
英
治『
宮
本
武
蔵
』（
十
五
）

吉
川
英
治『
宮
本
武
蔵
』（
十
五
）

多くのメディアで取り上げられ
ている巌流島の決闘＝東京新聞
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一
方
武
蔵
は
、
あ
ち
こ
ち

で
自
分
を
迎
え
、見
送
ろ
う

と
す
る
人
々
の
目
を
避
け
る

よ
う
に
し
て
単
身
小
倉
に
や

っ
て
来
る
。
そ
し
て
藩
の
家

老
が
用
意
し
た
宿
舎
を
避
け

て
、海
辺
の
廻
船
問
屋
に
宿

を
求
め
た
。な
ぜ
武
蔵
は
廻

船
問
屋
を
宿
と
し
た
の
か
。

　
武
蔵
の
慎
み
で
も
藩
の
重

臣
が
一
方
に
加
担
し
て
迷
惑

を
か
け
る
こ
と
に
な
る
こ
と

を
避
け
る
配
慮
で
も
な
い
。

こ
の
時
点
で
既
に
巌
流
島
で

の
二
人
の
戦
い
は
始
ま
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
武
蔵
は
自
分
の
勝
利
を
確

信
し
て
い
た
。
な
ぜ
か
？

（
神
奈
川
歯
科
大
名
誉
教
授
）

　「
仲
間
や
家
族
と
一
緒
に

田
越
川
の
掃
除
を
し
な
が

ら
、
水
生
生
物
や
水
辺
の
植

物
な
ど
に
触
れ
、
豊
か
な
逗

子
の
自
然
を
体
感
し
よ
う
」

を
テ
ー
マ
に
、
６
月
12
日
逗

子
の
田
越
川
一
斉
清
掃
が
行

わ
れ
た
。好
天
の
下
、Ｊ
Ｒ
や

京
急
、市
役
所
、郵
便
局
、
地

元
ス
ー
パ
ー
の
職
員
、
逗
子

■
日
向
建
設
　
鎌
倉
市
大
船
１
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値
段
は
正
直

〈
屋
根
編 

１
〉

87

高
校
生
が
小
さ
な
写
真
展
開
催

　
家
を
創
る
時
外
観
の
デ
ザ

イ
ン
を
ど
う
す
る
か
は
大
き

な
要
素
で
す
。
和
風
の
家
で

も
洋
風
の
家
で
も
屋
根
を
ど

ん
な
形
に
す
る
か
で
イ
メ
ー

ジ
が
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。

　
屋
根
材
に
は
大
き
く
分
け

て
瓦
・
ス
レ
ー
ト
・
金
属
・
樹

脂
な
ど
が
有
り
、
意
匠
と
予

算
に
合
わ
せ
て
選
ぶ
こ
と
に

な
り
ま
す
。
屋
根
の
工
事
費

の
内
容
を
考
え
る
と
、
家
全

体
の
躯
体
は
別
に
し
て
、
垂

木
・
野
地
・
下
葺
き
材
・
仕

上
げ
材
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
予
算
に
合
わ
せ
て
仕
上
げ

材
の
事
が
気
に
な
る
と
思
い

ま
す
が
、
本
当
に
大
事
な
事

は
垂
木
・
野
地
・
下
葺
き
材
で

す
。
比
較
的
安
価
な
カ
ラ
ー

ベ
ス
ト
を
選
択
し
た
場
合
、

垂
木
の
サ
イ
ズ
が
小
さ
か
っ

た
り
、
野
地
板
が
薄
か
っ
た

り
し
て
も
お
客
様
に
は
わ
か

り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
や
下
葺

き
材
が
ど
ん
な
も
の
で
施
工

さ
れ
て
い
る
か
な
ど
、
知
り

よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
費
用
を
抑
え
る
た
め
に
は

性
能
の
よ
い
も
の
は
使
え
な

い
の
で
当
然
安
価
な
も
の
が

使
わ
れ
て
い
ま
す
。
垂
木
の

サ
イ
ズ
が
小
さ
く
・
野
地
板

が
薄
く
・
下
葺
き
材
が
安
価

な
も
の
で
は
長
持
ち
し
ま
せ

ん
。
屋
根
に
人
は
乗
ら
な
い

方
が
よ
い
の
で
す
が
、
こ
の

よ
う
な
屋
根
に
人
が
乗
る
と

必
ず
し
な
り
ま
す
。

　
施
工
し
た
て
の
カ
ラ
ー
ベ

ス
ト
は
弾
力
が
あ
る
の
で
割

れ
ま
せ
ん
が
、
経
年
す
る
と

固
く
な
り
割
れ
る
こ
と
が
多

く
な
り
ま
す
。
素
人
に
は
理

由
が
わ
か
ら
な
い「
雨
漏
り
」

が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

鎌
倉
彫
の
魅
力
を
発
信
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
説
明
し

て
く
れ
て
、
職
人
さ
ん
も
紹

介
し
て
く
れ
た
。
何
回
も
訪

れ
る
う
ち
に
、
職
人
さ
ん
と

の
話
す
場
を
設
け
て
も
ら
っ

た
り
、
仕
事
場
を
見
学
さ
せ

て
も
ら
い
、
写
真
も
た
く
さ

ん
撮
っ
た
。

　
こ
の
伝
統
工
芸
品
の
こ
と

を
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら

い
た
い
と
、高
校
の
Ｏ
Ｂ
で
、

同
校
で
開
か
れ
た
講
話
会
で

話
を
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
医

師
の
酒
井
太
郎
さ
ん
に
相
談

し
た
と
こ
ろ
、「
公
共
の
会

場
で
写
真
の
展
示
や
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
な
ど
が
で
き
た
ら

い
い
が
、コ
ロ
ナ
禍
で
今
は

難
し
い
。と
り
あ
え
ず
、
自
分

の
病
院
で
展
示
し
ま
し
ょ

う
」
と
い
っ
て
も
ら
い
、
同
工

芸
館
の
協
力
も
得
て
、
展
示

が
実
現
し
た
。
同
院
の
待
合

室
は
、壁
に
ピ
ク
チ
ャ
ー
レ
ー

ル
が
設
置
さ
れ
て
い
て
、
開

院
当
初
か
ら
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と

し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
月

替
わ
り
で
様
々
な
展
示
を
し

て
い
る
の
で
患
者
さ
ん
に
も

喜
ば
れ
て
い
る
と
い
う
。

　
田
邊
さ
ん
は
「
工
芸
館
は

心
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
っ
て

い
る
。
酒
井
先
生
の
お
か
げ

で
展
示
で
き
た
こ
と
は
自
信

に
も
つ
な
が
っ
た
。
こ
れ
か

ら
も
鎌
倉
彫
の
た
め
に
何
か

し
て
い
け
た
ら
う
れ
し
い
」

と
話
し
て
い
る
。
　

鎌倉彫の写真と田邊さん

鎌
倉
・
月
光
庵
で
教
室
ス
タ
ー
ト

琴
を
通
し
て
心
豊
か
な
人
生
を

琴教室の稽古風景＝月光庵で

大
型
ゴ
ミ
の
収
集
も

田
越
川
一
斉
清
掃
２
年
ぶ
り

中
島
淳
一
著

『
湘
南
の
お
地
蔵
さ
ま
』

『
続
　
湘
南
の
お
地
蔵
さ
ま
』

　
藤
沢
市
在
住
の
中
島
淳
一

さ
ん（
65
）が
５
月
に『
続
　

湘
南
の
お
地
蔵
さ
ま
』
を
出

版
し
た
＝
写
真
。

　
４
年
前
に
発
行
さ
れ
た

『
湘
南
の
お
地
蔵
さ
ま
』
の

続
編
で
、前
編
は
月
刊
紙
「
江

ノ
電
沿
線
新
聞
」
に
２
０
０

０
年
か
ら
４
年
に
わ
た
る
連

載
を
ま
と
め
た
も
の
、
今
回

は
２
０
１
７
年
か
ら
今
年
４

月
ま
で
の
も
の
で
、
連
載
は

今
も
続
い
て
い
る
。

　
著
者
は
、
高
校
の
と
き
か

ら
仏
像
に
興
味
を
持
ち
、
大

学
で
も
仏
像
研
究
の
サ
ー
ク

ル
に
入
り
、
奈
良
・
京
都
の

寺
を
巡
っ
た
。
藤
沢
市
役
所

に
就
職
し
、
藤
沢
市
文
書
館

で
文
化
財
の
調
査
な
ど
に
携

わ
っ
た
。
２
０
１
７
年
に
定

年
退
職
し
、
現
在
茅
ヶ
崎
市

開
成
中
学
校
の
生
徒
や
市
民

ら
約
６
５
０
人
が
参
加
し
た

＝
写
真
は
逗
子
市
役
所
提

供
。

　
昨
年
は
コ
ロ
ナ
禍
で
中
止

さ
れ
た
た
め
、
２
年
ぶ
り
の

開
催
で
、
パ
ソ
コ
ン
や
タ
イ

ヤ
な
ど
大
き
な
ゴ
ミ
も

あ
っ
た
。

　
回
収
さ
れ
た
ご

み
の
量
は
上
流
で

２
２
０
㎏
、
下
流
で

１
４
８
０
㎏
、
総
量

が
１
７
０
０
㎏
に
な

り
、一
昨
年
の
４
４
０
㎏

を
大
き
く
上
回
っ
た
。

　
田
越
川
・
久
木
川
一

斉
清
掃
実
行
委
員
会

の
副
代
表
・
北
川
雄
平

さ
ん
は
「
ゴ
ミ
は
年
々

減
っ
て
き
て
い
る
が
、
今
回

は
２
年
分
の
ゴ
ミ
だ
っ
た
。

河
口
の
清
掃
も
し
ば
ら
く
ぶ

り
に
行
っ
た
」
と
話
し
て
い

た
。
自
然
に
親
し
も
う
と
子

ど
も
連
れ
の
姿
も
目
立
っ
た

と
い
う
。

読 

書

　
鎌
倉
市
小
町
の
月
光
庵

で
、
４
月
か
ら
琴
の
教
室
が

始
ま
っ
た
。

　「
家
に
お
琴
が
あ
る
け
れ

ど
弾
い
た
こ
と
が
な
い
」「
昔

習
っ
た
け
ど
忘
れ
た
の
で
ま

た
教
わ
り
た
い
」「
琴
を
弾

い
て
み
た
い
」
と
い
う
人
の

る
色
調
な
ど
に
魅
か

れ
、鎌
倉
彫
の
こ
と

を
知
り
た
い
と
機
会

を
う
か
が
っ
て
い

た
。２
年
に
な
っ
て
、

鎌
倉
彫
工
芸
館
を
訪

れ
た
。
高
校
生
の
田

邊
さ
ん
が
専
門
店
の

扉
を
開
け
る
の
は
勇

気
が
い
る
こ
と
だ
っ

た
が
、
事
情
を
話
す

と
、
事
務
所
の
人
が


