
は
じ
め
に

　

西
洋
楽
器
、
と
く
に
管
楽
器
、
金
管
楽
器
の
製
造
が
、
日
本
で
い
つ
始
ま
っ
た
の
か

と
い
う
疑
問
に
対
し
て
は
、
檜
山
陸
郎
（
一
九
一
六
～
一
九
九
九
）
が
、
ラ
ッ
パ
を
例

と
し
て
、

　
　
【
１
】 

一

そ
の
ラ
ッ
パ
も
、
は
じ
め
は
す
べ
て
輸
入
品
で
あ
っ
た
が
、「
従
来
か
ら
軍
隊
に
て

用
ひ
し
喇
叭
は
、
舶
来
ば
か
り
な
り
し
が
、
明
治
十
七
年
十
月
、
大
阪
砲
兵
工
廠

に
て
試
製
す
、
音
声
其
外
と
も
、
敢
て
舶
来
品
に
譲
ら
ざ
る
故
、
以
後
は
、
総
て

同
廠
に
て
製
造
す
る
と
の
こ
と
、十
月
十
八
日
〔
い
ろ
は
〕
に
見
ゆ
。
こ
れ
ま
で
は
、

か
か
る
単
純
の
物
ま
で
が
、
舶
来
品
な
ら
ざ
れ
ば
不
可
と
せ
り
き
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

と
述
べ
る『
楽
器
業
界
』（
一
九
七
七
）の
一
節
が
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
つ
ま
り
、

そ
れ
ま
で
ラ
ッ
パ
は
輸
入
品
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
明
治
十
七
年
十
月
に
大
阪
砲
兵
工

廠
で
軍
隊
ラ
ッ
パ
が
試
作
さ
れ
、
そ
の
後
、
本
格
的
に
製
造
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

れ
が
国
産
西
洋
管
楽
器
の
起
源
だ
と
い
う
。

　

檜
山
は
、
音
楽
史
研
究
者
で
は
な
い
が
、
昭
和
三
十
八
年
に
創
刊
し
、
自
ら
編
集
や

　

本
稿
は
、
明
治
初
期
に
お
け
る
日
本
製
の
金
管
楽
器
製
造
が
い
つ
始
ま
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
従
来
は
、『
い
ろ
は
新
聞
』
の
記
事
（
あ
る
い
は
石
井
研
堂
の
『
明
治
事

物
起
源
』）
を
根
拠
と
し
て
、
明
治
十
七
年
に
初
め
て
国
産
の
ラ
ッ
パ
が
大
阪
で
製
造
さ
れ
た
、
と
い
う
、
檜
山
陸
郎
の
主
張
が
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
国
立
公
文
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
、

ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
膨
大
な
史
料
等
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遅
く
と
も
明
治
四
年
に
は
試
作
品
が
提
供
さ
れ
、
明
治
五
年
に
な
る
と
国
産
の
英
式
・
仏
式
ラ
ッ
パ
が
製
造
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

明
治
初
期
の
金
管
楽
器
製
造
に
つ
い
て

―
―
国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
文
書
の
分
析
を
中
心
に
―
―

奥
中
　
康
人

文
化
政
策
学
部　

芸
術
文
化
学
科

執
筆
も
し
て
い
た
楽
器
業
界
の
業
界
誌
『
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ト
レ
ー
ド
』（
ミ
ュ
ー
ジ
ッ

ク
ト
レ
ー
ド
社
）
で
、
楽
器
産
業
の
歴
史
に
か
か
わ
る
記
事
を
数
多
く
掲
載
す
る
な
ど
、

こ
の
分
野
に
つ
い
て
深
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
人
物
が
著
し
た
『
楽
器

業
界
』
は
、
日
本
に
お
け
る
洋
楽
器
産
業
の
歴
史
研
究
に
は
欠
か
せ
な
い
重
要
な
文
献

で
あ
る
が
、
か
れ
が
こ
の
業
界
の
渦
中
に
あ
っ
た
昭
和
期
な
ら
と
も
か
く
、
明
治
時
代

の
こ
と
と
な
る
と
（
大
正
生
ま
れ
の
檜
山
に
と
っ
て
、
生
ま
れ
る
前
の
こ
と
な
の
で
）、

丁
寧
に
検
証
し
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
明
治
十
七
年
」
に
「
大
阪

砲
兵
工
廠
」
で
ラ
ッ
パ
を
「
試
製
」「
製
造
」
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
と
く
に
批
判

さ
れ
る
こ
と
な
く
信
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
だ
。

　

ち
な
み
に
、
右
の
引
用
文
中
の
カ
ッ
コ
部
分
は
、
石
井
研
堂
『
明
治
事
物
起
源
』
か

ら
の
引
用
で
、
文
中
の
「〔
い
ろ
は
〕」
は
、
明
治
期
の
新
聞
『
い
ろ
は
新
聞
』
で
あ
る

こ
と
を
檜
山
は
注
記
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、『
い
ろ
は
新
聞
』
を
見
て
み
る
と
、

　
　
【
２
】 

二

〇
陸
軍
用
喇
叭　

従
来
我
陸
軍
に
て
用
ゐ
ら
れ
し
喇
叭
ハ
舶
来
品
の
み
な
り
し
が

今
度
大
坂
砲
兵
工
廠
に
於
て
試
に
製
造
さ
れ
し
に
音
声
其
外
と
も
敢
て
舶
来
品
に

譲
ら
ざ
る
ゆ
ゑ
以
後
ハ
総
て
同
廠
に
於
て
製
造
さ
る
ヽ
と
云
う
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と
あ
り
、
文
中
の
表
現
は
い
く
つ
か
微
妙
に
異
な
る
も
の
の
（
最
初
の
引
用
者
、

石
井
研
堂
が
手
を
加
え
た
か
）、
お
お
よ
そ
同
様
の
こ
と
が
、
確
か
に
記
さ
れ
て
い
る
。

石
井
研
堂
は
『
い
ろ
は
新
聞
』
に
依
拠
し
て
『
明
治
事
物
起
源
』
を
記
し
、
檜
山
陸

郎
は
『
明
治
事
物
起
源
』
を
信
頼
し
て
『
楽
器
業
界
』
を
記
し
た
三
、
と
い
う
一
連

の
経
緯
は
は
っ
き
り
す
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
『
い
ろ
は
新
聞
』
が
報
じ
る

情
報
を
、
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
し
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。

　

本
稿
は
、
明
治
十
七
年
十
月
に
初
め
て
国
産
金
管
楽
器
（
ラ
ッ
パ
）
が
製
造
さ
れ

た
と
い
う
『
い
ろ
は
新
聞
』
の
情
報
は
正
確
で
は
な
く
、
遅
く
と
も
、
そ
れ
よ
り
も

十
年
以
上
前
の
、
明
治
四
～
五
年
頃
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
明
治
初
期

の
陸
海
軍
資
料
等
の
分
析
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

た
だ
し
、
明
治
五
年
に
国
産
金
管
楽
器
（
ラ
ッ
パ
）
が
作
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う

こ
と
は
、
決
し
て
新
説
で
は
な
く
、
す
で
に
山
口
常
光
（
一
八
九
四
～
一
九
七
七
）
が
、

　
　
【
３
】
四

明
治
五
年
八
月
に
喇
叭
四
〇
〇
管
を
製
作
し
て
各
隊
に
配
給
し
た
、
と
云
ふ
記

事
も
陸
軍
歴
史
に
で
て
ゐ
る
。

　

と
述
べ
て
い
る
五
。
檜
山
の
『
楽
器
業
界
』
が
こ
れ
に
言
及
し
て
い
な
い
の
は
、

単
に
目
を
通
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
、
目
を
通
し
な
が
ら
全
く
無

視
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
山
口
は
「
明
治
五
年
八
月
に
喇
叭
四
〇
〇

管
」
は
「
陸
軍
歴
史
に
で
て
ゐ
る
」
と
言
う
の
だ
が
、『
陸
軍
歴
史
』
―
―
こ
れ
を

勝
海
舟
の
『
陸
軍
歴
史
』
と
す
る
な
ら
―
―
に
は
、
お
そ
ら
く
記
載
さ
れ
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
（
筆
者
〔
奥
中
〕
は
何
度
か
目
を
通
し
て
探
し
た
が
、
い
ま
だ
に
こ
の

記
述
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
）。
檜
山
が
、
山
口
の
主
張
を
、
典
拠
不

明
で
根
拠
の
な
い
情
報
と
み
な
し
、
黙
殺
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
よ
う

や
く
明
治
十
七
年
に
な
っ
て
国
産
ラ
ッ
パ
が
誕
生
し
た
と
い
う
立
場
か
ら
見
る
と
、

明
治
五
年
に
「
喇
叭
四
〇
〇
管
」
は
、
あ
ま
り
に
も
非
現
実
的
で
、
荒
唐
無
稽
な
数

字
に
思
え
た
の
だ
ろ
う
。

　

筆
者
も
、
か
つ
て
は
「
明
治
十
七
年
」
を
素
朴
に
信
じ
て
い
た
が
、
こ
の
数
年
、

ラ
ッ
パ
に
関
す
る
各
地
の
ロ
ー
カ
ル
な
記
録
や
、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵

の
明
治
初
期
の
陸
海
軍
に
関
係
す
る
資
料
を
ブ
ラ
ウ
ジ
ン
グ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
明
治
十
七
年
」
を
否
定
す
る
確
証
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

本
論
に
入
る
前
に
、
幕
末
維
新
期
の
ラ
ッ
パ
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
等
に
よ
っ
て

す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
ご
く
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

慶
応
三
年
、
幕
府
陸
軍
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
軍
事
顧
問
団
に
よ
る
三
兵
伝
習
に
お
い

て
三
十
二
名
の
兵
士
に
ラ
ッ
パ
を
学
ば
せ
た
六
。
国
立
公
文
書
館
に
は
慶
応
三
年
六

月
に
小
栗
上
野
介
（
忠
順
）
他
数
名
が
差
し
出
し
た
「
舶
来
ラ
ッ
パ
五
本
御
買
上
之

儀
ニ
付
」
と
い
う
文
書
が
残
っ
て
い
る
七
。

　

ま
た
、
薩
英
戦
争
を
機
に
英
式
兵
制
に
転
換
を
し
た
薩
摩
藩
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の

ラ
ッ
パ
信
号
を
（
お
そ
ら
く
横
浜
駐
屯
英
軍
な
ど
か
ら
）
導
入
し
て
お
り
、
慶
応
三

年
に
島
津
久
光
が
上
京
を
す
る
際
の
随
行
部
隊
に
は
、
大
砲
組
一
隊
に
付
属
す
る

ラ
ッ
パ
手
（
一
名
）
や
、「
鞘
手
喇
叭
兼
役
」（
四
名
）
と
い
う
役
も
み
ら
れ
る
八
。

　

他
に
も
、
幕
末
維
新
期
に
幕
府
や
諸
藩
の
ラ
ッ
パ
が
実
際
に
吹
奏
さ
れ
て
い
た
こ

と
―
―
つ
ま
り
、
ラ
ッ
パ
と
い
う
金
管
楽
器
が
存
在
し
た
こ
と
―
―
は
多
く
の
資
料

か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
九
。

　

ラ
ッ
パ
の
現
物
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
宏
が
著
書
の
『
明
治
音
楽
史
考
』（
有
朋
堂 

一
九
四
八
）
の
口
絵
写
真
と
し
て
「
維
新
当
時
の
ラ
ッ
パ
（
銅
製
）」（
筆
者
〔
奥
中
〕

の
印
象
で
は
、
こ
の
ラ
ッ
パ
の
形
状
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ラ
ッ
パ
の
特
徴
を
備
え
て
い

る
よ
う
に
思
え
る
）
を
掲
載
し
て
い
る
（【
写
真
①
】
参
照
）。
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し
か
し
、
そ
う
し
た
ラ
ッ
パ

が
ど
こ
で
製
造
さ
れ
た
楽
器
で

あ
っ
た
の
か
―
―
輸
入
品
な
の

か
、
国
産
品
な
の
か
―
―
に
つ

い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
問
い
直
さ

れ
る
こ
と
は
な
く
、
お
そ
ら
く
、

幕
府
陸
軍
の
ラ
ッ
パ
は
、
フ
ラ

ン
ス
か
ら
輸
入
さ
れ
た
三
十
二

人
分
の
ラ
ッ
パ
が
、
薩
摩
藩
の

ラ
ッ
パ
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
輸
入

し
た
ラ
ッ
パ
が
用
い
ら
れ
た
と
、

漠
然
と
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う

だ
一
〇
。

　

西
洋
楽
器
な
ど
存
在
し
な
か
っ
た
当
時
の
日
本
の
状
況
か
ら
考
え
れ
ば
、
輸
入
品

が
多
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
べ
て
を
輸
入
品
に

依
存
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
自
分
た
ち
の
手
で
作
ろ
う
と

し
て
い
た
こ
と
が
、
い
く
つ
か
の
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
。

一
．
国
産
化
の
き
ざ
し
―
―
福
井
藩
・
薩
摩
藩
・
和
歌
山
藩
の
事
例
―
―

　

福
井
県
文
書
館
（
松
平
文
庫
）
に
は
、「
太
皷
喇
叭
之
図
」一
一
と
い
う
資
料
が
所

蔵
さ
れ
て
い
る
。「
太
皷
図
六
枚
」
と
そ
の
「
草
稿
図
一
枚
」
と
、「
喇
叭
図
一
枚
」

の
計
八
枚
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
れ
ら
を
収
納
す
る
た
め
の
紙
袋
（【
写

真
②
】
参
照
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
「
太
皷
喇
叭
之
図
」
の
筆
記
者
が
誰
で
あ
る
の
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
幕

末
の
福
井
藩
の
軍
制
改
革
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
佐
々
木
権
六
（
長
淳
）
と
言
わ
れ

て
い
る
一
二
。
作
成
年
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
残
念
な
こ
と
に
、
肝
心
の
「
喇

叭
図
一
枚
」
が
現
在
は
失
わ
れ
て
い
る
（【
写
真
②
】
の
「
喇
叭
図
一
枚
」
の
左
に

は
小
さ
な
字
で
、「
右
ハ
大
野
弥
三
郎
方
遺
し
置
」一
三
と
あ
る
）。

　

た
だ
、
現
存
し
て
い
る
「
太
皷
図
六
枚
」
と
「
草
稿
図
一
枚
」
の
内
容
を
確
認
し

て
み
る
と
、
こ
れ
ら
は
非
常
に
精
緻
な
ス
ネ
ア
ド
ラ
ム
の
設
計
図
な
の
で
、
そ
こ
か

ら
の
類
推
が
許
さ
れ
る
な
ら
、「
喇
叭
図
」
も
ラ
ッ
パ
の
設
計
図
で
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
設
計
図
だ
と
す
る
な
ら
、
福
井
藩
（
少
な
く
と
も
筆
記
者
と
考
え
ら
れ
る

佐
々
木
権
六
）
に
は
、
ラ
ッ
パ
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
明
確
な
意
図
が
あ
っ
た
こ
と

に
な
る
一
四
。
こ
の
「
喇
叭
図
」
に
基
づ
い
て
実
際
に
ラ
ッ
パ
を
製
造
し
た
と
い
う

よ
う
な
記
録
は
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
い
な
い
―
―
も
し
製
造
し
て
い
た
な
ら
、

大
野
弥
三
郎
も
関
係
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
―
―
が
、
維
新
期
の
福
井
藩
に
ラ
ッ

パ
手
が
存
在
し
た
こ
と
は
判
明
し
て
い
る
一
五
。

　【
写
真
①
】

　【
写
真
②
】

明治初期の金管楽器製造について
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　【
写
真
④
】

　【
写
真
③
】
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日
本
人
が
西
洋
楽
器
を
製
造
し
て
い
た
可
能
性
を
う
か
が
わ
せ
る
事
例
と
し
て
、

日
本
最
初
の
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
と
し
て
有
名
な
薩
摩
藩
の
楽
隊
、
い
わ
ゆ
る
サ
ツ
マ
・

バ
ン
ド
が
用
い
た
楽
器
も
注
目
に
価
す
る
。
明
治
二
年
か
ら
横
浜
で
英
人
フ
ェ
ン
ト

ン John W
illiam

 Fenton, 1
8

3
1

-1
8

9
0

 

の
指
導
を
受
け
て
い
た
サ
ツ
マ
・

バ
ン
ド
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
デ
ィ
ス
テ
ィ
ン
商
会
に
ベ
ッ
ソ
ン
社
製
の
楽
器
一
式
を
注

文
し
て
い
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
注
文
し
た
楽
器
が
届
く
明

治
三
年
七
月
ま
で
、
か
れ
ら
が
使
っ
て
い
た
笛
・
ラ
ッ
パ
・
太
鼓
一
六
が
、
ど
の
よ

う
な
楽
器
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
関
心
を
向
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

横
浜
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
英
字
新
聞 The Far East 

（
一
八
七
〇
年
七
月
十
六

日
）
は
、
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

　
　
【
４
】
一
七

こ
の
楽
団
に
関
し
て
最
も
目
立
っ
た
こ
と
は
、
大
半
の
楽
器
が
日
本
で
作
ら
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。
…
…
科
学
的
な
楽
器
製
作
者
が
科
学
的
な
原
理
に

よ
り
作
っ
た
の
で
は
な
く
、
単
な
る
ろ
く
ろ
細
工
師
と
銅
職
人
が
、
与
え
ら
れ

た
手
本
を
ま
ね
て
作
っ
た
の
で
あ
る
。

　

記
者
は
、「
大
半
の
楽
器
」
が
「
日
本
で
作
ら
れ
た
」（
原
文
で
は
、m

ade in 

Japan

）
と
言
う
だ
け
で
な
く
、
こ
の
後
に
「
あ
る
も
の
は
江
戸
で
作
ら
れ
、
あ

る
も
の
は
横
浜
で
つ
く
ら
れ
た
」
と
、
具
体
的
な
地
名
ま
で
あ
げ
て
い
る
一
八
。
だ
が
、

日
本
の
西
洋
楽
器
製
造
の
始
ま
り
と
し
て
、
こ
の
証
言
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
あ
て

ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。『
い
ろ
は
新
聞
』（
石
井
・
檜
山
）
の
明
治
十
七
年
説
の
存
在

が
、
私
た
ち
の
判
断
を
鈍
ら
せ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、「
科
学
的
」
で
は
な
く
、「
与

え
ら
れ
た
手
本
を
ま
ね
て
つ
く
っ
た
も
の
」（
原
文
で
は
、im

itating m
odels 

given to them

）
と
い
う
表
現
が
、
評
価
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
方
向
へ
と
導
く
の

か
も
し
れ
な
い
一
九
（
し
か
し
、
現
代
日
本
で
製
造
さ
れ
る
西
洋
楽
器
も
、
あ
り
て

い
に
言
え
ば im

itating m
odel 

以
外
の
何
物
で
も
な
い
）。

　

妙
香
寺
で
撮
影
さ
れ
、The Far East 

に
掲
載
さ
れ
た
有
名
な
写
真【
写
真
③
】

の
左
側
の
数
名
を
拡
大
し
て
観
察
す
る
限
り
で
は
二
〇
、
か
れ
ら
が
手
に
も
つ
ラ
ッ

パ
は
か
な
り
立
派
に
で
き
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
で
【
写
真
④
】、
逆
に
、
本
当

に
日
本
で
製
造
さ
れ
た
楽
器
な
の
か
、
疑
い
た
く
な
る
ほ
ど
な
の
だ
が
、
こ
れ
を
判

断
す
る
た
め
の
手
が
か
り
は
な
い
。

　

和
歌
山
藩
に
も
似
た
よ
う
な
、
し
か
し
、
も
う
少
し
具
体
的
な
記
録
が
残
っ
て
い

る
。
和
歌
山
藩
で
は
、
明
治
二
年
か
ら
津
田
出
に
よ
っ
て
藩
政
改
革
が
進
め
ら
れ
て

お
り
、
兵
制
は
プ
ロ
イ
セ
ン
式
が
採
用
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
教
師
と
し
て
プ
ロ
イ
セ

ン
の
軍
人
カ
ー
ル
・
ケ
ッ
ペ
ン C

arl K
öppen, 1

8
8

3
-1

9
0

7
 

を
雇
用
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
明
治
二
年
十
二
月
に
和
歌
山
に
赴
任
し
た
ケ
ッ
ペ
ン
は
、
プ
ロ
イ
セ

ン
式
兵
制
に
基
づ
い
た
陸
軍
建
設
に
つ
と
め
二
一
、
そ
の
訓
練
の
際
に
ラ
ッ
パ
を
用

い
た
。

　

自
分
の
和
歌
山
時
代
の
回
想
を
す
る
文
章
の
な
か
で
、
ケ
ッ
ペ
ン
は
、

　
　
【
５
】
二
二

私
が
ラ
ッ
パ
の
手
ほ
ど
き
を
し
た
人
々
は
、
こ
れ
を
た
や
す
く
習
得
し
て
、
立

派
に
や
っ
て
の
け
た
。
ま
た
ラ
ッ
パ
の
行
進
曲
も
い
ろ
い
ろ
覚
え
、
だ
か
ら
中

隊
や
大
隊
の
演
習
の
時
は
い
つ
も
ラ
ッ
パ
吹
奏
が
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
私

は
自
分
で
ラ
ッ
パ
信
号
や
行
進
曲
を
吹
い
て
み
せ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
、
彼

ら
と
し
て
も
覚
え
や
す
か
っ
た
の
だ
。

ラ
ッ
パ
手
も
大
き
な
進
歩
を
見
せ
、
私
が
ラ
ッ
パ
信
号
と
し
て
作
っ
た
い
く
つ

か
の
行
進
曲
を
吹
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
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最
初
に
養
成
さ
れ
た
20
人
の
士
官
は
今
や
４
つ
の
中
隊
（
合
わ
せ
て
１
大
隊
と

な
る
）
に
士
官
と
し
て
配
属
さ
れ
、
次
に
養
成
さ
れ
た
400
人
の
う
ち
多
数
が
下

士
官
に
昇
進
し
、
更
に
40
人
の
ラ
ッ
パ
手
も
す
で
に
で
き
て
い
た
。

　

な
ど
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ケ
ッ
ペ
ン
が
ラ
ッ
パ
手
を
養
成
し
て
い
た
こ
と
、

ケ
ッ
ペ
ン
自
身
も
ラ
ッ
パ
を
吹
奏
し
て
い
た
こ
と
、
作
曲
も
し
た
こ
と
、
養
成
さ
れ

た
和
歌
山
の
ラ
ッ
パ
手
は
四
十
人
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
二
三
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ケ
ッ
ペ
ン
の
活
躍
を
伝
え
る
同
時
代
の
ド
イ
ツ
の
新
聞
は
、

　
　
【
６
】
二
四

弾
薬
工
場
も
火
薬
工
場
も
実
験
場
も
彼
が
建
て
、
設
備
も
す
べ
て
彼
が
し
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
鞍
の
作
り
方
も
、
ラ
ッ
パ
の
製
法
も
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
の

ラ
ッ
パ
で
楽
符
に
し
た
が
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の
信
号
を
吹
く
の
も
、
す
べ
て

彼
が
指
導
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
、
ケ
ッ
ペ
ン
に
よ
っ
て
「
ラ
ッ
パ
の
製
法
」
が
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
報
告
し
て

い
る
。
こ
の
時
期
に
和
歌
山
で
ラ
ッ
パ
が
製
造
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
記
録
は
、

別
の
ド
イ
ツ
の
新
聞
に
「
ケ
ッ
ペ
ン
氏
は
１
本
の
古
い
信
号
ラ
ッ
パ
を
見
本
に
、
必

要
な
楽
器
を
紀
州
で
こ
し
ら
え
さ
せ
、
自
分
で
と
て
も
シ
ン
プ
ル
で
は
あ
る
が
十
分

に
役
に
立
つ
行
進
曲
を
作
曲
し
た
」
と
あ
る
だ
け
で
二
五
、
日
本
側
の
記
録
に
は
残
っ

て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
ケ
ッ
ペ
ン
は
弾
薬
工
場
や
火
薬
工
場
を
設
立
し
た
だ
け
で
な

く
、
軍
靴
や
軍
服
の
製
造
を
指
導
し
、
皮
革
産
業
や
綿
ネ
ル
産
業
の
発
展
に
も
寄
与

し
て
い
る
の
で
、
ラ
ッ
パ
を
製
造
し
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
の
福
井
藩
、
薩
摩
藩
、
和
歌
山

藩
の
記
録
は
、
こ
の
時
期
に
す
で
に
ラ
ッ
パ
が
製
造
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
強
く
示

唆
す
る
の
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
、
い
ず
れ
も
そ
れ
以
上
の
詳
し
い
情
報
が
不
足

し
て
い
る
。
サ
ツ
マ
・
バ
ン
ド
や
和
歌
山
藩
の
ラ
ッ
パ
製
造
が
二
六
、
こ
れ
以
降
に

発
展
す
る
陸
海
軍
に
お
け
る
ラ
ッ
パ
製
造
と
関
係
し
て
い
た
可
能
性
も
な
く
は
な
い

が
、
今
後
の
調
査
に
委
ね
た
い
。

二
．
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
「
喇
叭
」

　

そ
も
そ
も
、
明
治
期
に
お
け
る
ラ
ッ
パ
に
つ
い
て
の
文
献
資
料
、
記
録
の
類
は
極

端
に
少
な
い
の
だ
が
、
近
年
に
な
っ
て
整
備
さ
れ
た
国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア
歴
史
資

料
セ
ン
タ
ー
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
二
七
、「
喇
叭
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
検

索
を
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
掬
い
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
多
数
の
陸
海
軍
に
関
係

す
る
（
主
に
防
衛
省
防
衛
研
究
所
が
所
蔵
す
る
）
文
書
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
二
八
。
も
っ
と
も
、
ほ
と
ん
ど
は
前
後
の
文
脈
が
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い

断
片
的
な
デ
ー
タ
だ
が
、
そ
れ
ら
を
時
代
順
に
並
び
替
え
、
関
連
す
る
デ
ー
タ
を
繋

げ
あ
わ
せ
て
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
治
初
期
の
ラ
ッ
パ
の
実
態
が
お
ぼ
ろ

げ
な
が
ら
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
は
主
に
明
治
三
年
か
ら
七
年
あ
た
り
ま

で
の
、
ラ
ッ
パ
（
楽
器
）
に
つ
い
て
の
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
を
手
が
か

り
に
、
国
内
で
の
製
造
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

手
始
め
に
、
ま
だ
廃
藩
置
県
前
の
明
治
三
年
あ
た
り
の
文
書
で
、
ラ
ッ
パ
を
支
給
、

あ
る
い
は
交
換
を
す
る
よ
う
に
請
求
す
る
記
録
を
紹
介
し
て
お
く
と
、
た
と
え
ば
、

龍
驤
艦
と
い
う
軍
艦
で
用
い
ら
れ
る
ラ
ッ
パ
に
関
し
て
、

　
　
【
７
】
二
九

一　

喇
叭 

 
 

貮
挺

右
者
龍
驤
艦
緊
要
ニ
付
至
急
御
渡
相
成
候
様
此
段
相
達
候
也

　

庚
午
閏
十
月
三
日 

 
 

 

　

兵
部
省

　
　
　
　
　
　

武
庫
司
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ラ
ッ
パ
二
本
が
必
要
な
の
で
支
給
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
、
龍
驤
艦
か
ら
の
要

求
を
、
兵
部
省
が
武
庫
司
と
い
う
セ
ク
シ
ョ
ン
に
伝
え
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
当

時
、
武
庫
司
が
ラ
ッ
パ
を
保
管
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
次
の
文
書
で
は
、

　
　
【
８
】
三
〇

冨
士
艦
ヘ
相
渡
置
候
喇
叭
破
損
ニ
付
貮
挺
不
日
便
舩
ニ
相
廻
申
候
条
早
々
可
被

差
出
候
也 

　

庚
午
閏
十
月
十
五
日 

 
 

 

　

兵
部
省

　
　
　
　
　
　

武
庫
司

　

と
、
冨
士
艦
で
使
っ
て
い
た
ラ
ッ
パ
二
本
が
「
破
損
」
し
た
の
で
交
換
用
の
ラ
ッ

パ
を
手
配
す
る
よ
う
に
と
、
兵
部
省
が
武
庫
司
に
命
じ
て
い
る
。

　

明
治
三
年
閏
十
月
の
【
７
】
や
【
８
】
は
、
海
軍
は
イ
ギ
リ
ス
式
、
陸
軍
は
フ
ラ

ン
ス
式
と
す
る
と
し
た
太
政
官
布
告
（
明
治
三
年
十
月
二
日
）
の
直
後
の
文
書
な
の

で
、
龍
驤
艦
や
冨
士
艦
で
用
い
ら
れ
る
「
喇
叭
」
は
、
特
に
記
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、

イ
ギ
リ
ス
の
ラ
ッ
パ
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
そ
れ
が
ど
こ
で
作
ら
れ

た
ラ
ッ
パ
な
の
か
は
、
わ
か
ら
な
い
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ッ
パ
は
、
明
治
四
年
二
月
三
日
の
一
対
の
文
書
に
見
ら
れ
る
。

　
　
【
９
】
三
一

一　

ラ
ツ
ハ 

 
 

四
挺

右
入
用
ニ
候
間
早
々
當
省
ヘ
可
被
差
出
候
也

　

辛
未
二
月
三
日　

 
 

 
 

　

兵
部
省

　
　
　
　
　
　

武
庫
司

　

　
　
【
10
】
三
二

佛
式
喇
叭 

 
 

四
管

　
　

第
四
十
一
番
ヨ
リ
四
十
四
番
迄

右
差
出
候
ニ
付
御
落
手
有
之
度
候
也

　

二
月
三
日 

 
 

 
 

　

武
庫
司

　
　
　
　
　

兵
部
省 

御
中

　

兵
部
省
が
要
求
し
た
ラ
ッ
パ
四
本
と
し
て
、「
佛
式
」
つ
ま
り
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ッ

パ
を
武
庫
司
が
支
給
し
た
と
い
う
記
録
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
ラ
ッ
パ
は
ナ
ン
バ
リ
ン

グ
さ
れ
て
い
て
、
少
な
く
と
も
四
十
本
以
上
の
ラ
ッ
パ
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
四
本
の
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ッ
パ
が
ど
こ
に
支
給
さ
れ
た
か
は
記
さ
れ
て
い

な
い
。

　

同
じ
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ッ
パ
と
明
記
さ
れ
て
い
る
文
書
と
し
て
、
同
年
同
月

二
十
二
日
に
、

　
　
【
11
】
三
三

 

神
戸
藩　

佐
藤
純
一
郎　

右
之
者
大
手
前
練
兵
屯
所
ヘ
佛
式
喇
叭
為
修
行
通
稽
古
為
仕
度
此
段
奉
候
以
上

　
　

辛
未
二
月
廿
二
日 

 
 

 

神
戸
藩

　
　
　
　
　
　
　

弁
官 

御
中

　

と
い
う
文
書
も
あ
る
。
神
戸
藩
が
藩
士
を
ラ
ッ
パ
の
稽
古
に
向
か
わ
せ
た
ら
し
い

が
、
前
述
の
太
政
官
布
告
に
よ
っ
て
、
諸
藩
も
フ
ラ
ン
ス
式
の
兵
制
を
採
用
す
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ッ
パ
も
習
得
す
る
必
要
に
せ
ま
ら

れ
、「
修
行
」「
通
稽
古
」
を
さ
せ
て
い
た
三
四
。
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た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ッ
パ
の
「
稽
古
」
と
は
、
厳
密
に
い
う
と
フ
ラ
ン
ス
の

ラ
ッ
パ
信
号
（
楽
譜
）
を
習
得
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
フ

ラ
ン
ス
の
ラ
ッ
パ
（
楽
器
）
を
使
っ
て
練
習
す
る
こ
と
を
直
接
的
に
意
味
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
ど
ん
な
ラ
ッ
パ
で
あ
っ
て
も
、
ラ
ッ
パ
と
し
て
の
基
本
的
な
構
造
は
同

じ
な
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
ラ
ッ
パ
（
楽
器
）
を
使
っ
て
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ッ
パ
信
号
（
楽

譜
）
の
練
習
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
場
合

に
は
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ッ
パ
を
用
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

先
の
【
10
】
の
四
本
の
「
佛
式
喇
叭
」
が
、
こ
の
よ
う
な
「
通
稽
古
」
で
用
い
ら

れ
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
が
、
こ
の
時
期
に
広
ま
っ
た
陸
軍
の
フ
ラ
ン
ス
式
兵
制
と

関
係
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
三
五
。

　

同
じ
明
治
四
年
、
海
軍
兵
学
寮
が
兵
部
省
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
に
申
し
出
て
い

る
。

　
　
【
12
】
三
六

百
八
十
一
号 

　
　
　

記

一　

舶
来
摩
擦
管 

凡
五
万
本 

凡
千
七
百
両
斗

一　

英
式
喇
叭　

 

凡
三
拾
管
斗　

 

凡
百
拾
両
斗

一　

大
太
鞁　

 

凡
十
仃　

 

凡
八
拾
五
両
斗

一　

小
太
鞁　

 

凡
二
拾
仃　

 

凡
七
拾
五
両
斗

一　

同
裏
表
革　

 

凡
五
拾
枚
斗　

内　

表
三
拾
枚　

　
　

裏
二
拾
枚　

凡
十
五
両
斗

右
之
品
々
当
司
御
貯
無
之
ニ
付
至
急
御
買
上
ケ
相
成
度
此
段
相
伺
候
也

 
 

 
 

 

武
庫
司

　
　

武
庫
司
ヨ
リ
申
出
之
通
御
買
上
ケ
相
成
度
候
事

別
紙
之
通
千
代
田
形
艦
江
相
備
度
武
庫
司
ヨ
リ
至
急
渡
シ
方
御
座
候
様
御
達
シ

被
下
度
此
段
申
出
仕
候
也 

　

辛
未
五
月
廿
三
日  

 
 

 

　

海
軍
兵
学
寮

　
　
　
　
　
　

兵
部
省 

御
中

　

千
代
田
形
艦
に
装
備
す
る
た
め
の
「
英
式
喇
叭
」、
つ
ま
り
イ
ギ
リ
ス
の
ラ
ッ
パ
、

大
太
鼓
、
小
太
鼓
等
の
在
庫
が
武
庫
司
に
は
な
い
の
で
、「
御
買
上
ケ
相
成
度
」
と
、

海
軍
兵
学
寮
が
兵
部
省
に
購
入
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
お
お
よ
そ
の
予
算
と

し
て
、
ラ
ッ
パ
は
三
十
本
で
一
一
〇
両
、
大
太
鼓
は
十
台
で
八
十
五
両
、
小
太
鼓
は

二
十
台
で
七
十
五
両
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
。

　

大
太
鼓
が
十
台
と
い
う
数
は
、
千
代
田
形
艦
だ
け
で
用
い
る
台
数
と
し
て
は
あ
ま

り
に
も
多
す
ぎ
る
。
後
出
の
【
18
】
な
ど
か
ら
類
推
す
る
な
ら
、
要
求
し
て
い
る
す

べ
て
を
千
代
田
形
艦
に
配
置
す
る
の
で
は
な
く
、
武
庫
司
の
在
庫
と
し
て
こ
れ
だ
け

の
数
量
を
と
り
あ
え
ず
一
括
し
て
確
保
し
、
そ
の
一
部
を
千
代
田
形
艦
に
支
給
す
る

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
「
英
式
喇
叭
」
や
先
の
「
佛
式
喇
叭
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
英
式
」「
佛
式
」

と
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
輸
入
品
で
あ
る
こ
と
を
示
す
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
文
書
に
は
国
産
で
あ
る
こ
と
を
示
す
情
報
も
と
く
に
記
載
さ
れ
て

い
な
い
。
ま
た
、【
12
】
に
は
、
ラ
ッ
パ
三
十
本
で
一
一
〇
両
と
い
う
、
具
体
的
な

値
段
が
記
さ
れ
て
い
る
点
で
興
味
ぶ
か
い
が
、
こ
の
数
字
だ
け
で
輸
入
品
か
国
産
品

か
を
見
極
め
る
の
は
難
し
い
。

　

こ
の
よ
う
な
、
楽
器
と
し
て
の
ラ
ッ
パ
に
つ
い
て
、
陸
海
軍
内
で
の
や
り
取
り
を

示
す
文
書
は
、
他
に
も
数
多
く
存
在
す
る
の
だ
が
、
明
治
四
年
十
月
下
旬
、
唐
突
に

「
ラ
ツ
パ
職
人
冨
五
郎
」
な
る
人
物
が
、
海
軍
の
文
書
に
登
場
す
る
。
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【
13
】
三
七

丁
五
百
十
号 

 

東
京
芝
仲
門
前
二
丁
目　
　
　
　

 

二
十
二
番
地　
　
　
　
　
　
　

 

ラ
ツ
パ
職
人　
　
　
　

 

 

冨
五
郎　
　
　

 

三
十
才　
　

右
之
者
ラ
ツ
パ
フ
ロ
イ
ト
等
之
製
造
出
来
候
趣
承
リ
候
間
相
糺
候
処
相
違
モ
無

之
且
艦
船
乗
組
御
用
モ
可
相
勤
哉
ニ
付
兼
テ
人
撰
御
申
越
之
日
進
艦
乗
組
楽
器

工
徒
被
仰
付
可
然
存
候
間
此
段
申
出
仕
候
也 

　

未
十
月
廿
四
日　

 
 

 

造
船
局　

製
造
掛

　
　
　
　
　
　

秘
史
局 
御
中

　

 

五
百
十
号
十
一
号
共
検
印
済
明
後
廿
七
日
第
十
字
水
兵
本
部
江
出
頭
候
様
造

船
局
製
造
掛
江
相
達

　
「
東
京
芝
仲
門
前
」に
住
む
三
十
才
の
冨
五
郎
な
る
人
物
は
、「
ラ
ツ
パ
フ
ロ
イ
ト
」

（
ラ
ッ
パ
と
フ
ル
ー
ト
？
）
等
を
「
製
造
」
で
き
、
し
か
も
艦
船
に
乗
り
組
ん
で
勤

務
で
き
る
と
い
う
条
件
を
満
た
し
た
の
で
、「
日
進
艦
乗
組
楽
器
工
徒
」
に
採
用
さ

れ
た
と
い
う
。
管
見
の
限
り
で
は
、
西
洋
楽
器
の
職
人
、
製
作
者
と
し
て
、
人
名
が

具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
る
。

　

冨
五
郎
は
、
ど
う
や
ら
「
日
清
艦
乗
組
楽
器
工
徒
」
に
採
用
さ
れ
る
前
か
ら
「
ラ

ツ
パ
フ
ロ
イ
ト
等
」
の
楽
器
を
「
製
造
」
し
て
い
た
経
験
が
あ
る
よ
う
に
読
み
取
れ

る
。
す
る
と
、
先
に
紹
介
し
た
英
字
新
聞 The Far East 

が
、
サ
ツ
マ
・
バ
ン

ド
の
楽
器
に
つ
い
て
「
あ
る
も
の
は
江
戸
で
作
ら
れ
…
」
と
報
告
し
て
い
た
こ
と
を

思
い
起
こ
さ
せ
る
が
、
そ
れ
と
こ
れ
と
を
直
ち
に
結
び
つ
け
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も

早
計
だ
ろ
う
。
た
だ
、
改
め
て
考
え
て
み
れ
ば
、
単
純
な
構
造
の
ラ
ッ
パ
や
フ
ル
ー

ト
（
と
い
っ
て
も
、
現
在
の
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
フ
ル
ー
ト
で
は
な
く
、
キ
ー
の

少
な
い
シ
ン
プ
ル
な
フ
ル
ー
ト
、
あ
る
い
は
フ
ァ
イ
フ
程
度
の
横
笛
）
を
精
巧
に
模

造
す
る
く
ら
い
で
あ
れ
ば
、
当
時
の
日
本
の
職
人
で
も
十
分
に
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

　

冨
五
郎
に
つ
い
て
は
、
同
時
期
の
別
の
文
書
で
、
父
の
名
前
が
多
吉
で
あ
る
こ
と
、

他
に
母
と
妻
が
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
く
ら
い
で
三
八
、
か
れ
の
そ
の
後
の
活

動
や
行
方
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
後
の
章
で
述
べ
る
国
産
ラ
ッ
パ

の
製
造
を
、
冨
五
郎
の
手
に
よ
る
も
の
だ
と
短
絡
的
に
言
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ

こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
職
人
の
存
在
が
記
録
に
残
っ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
す
る
に
と

ど
め
て
お
き
た
い
。

三
．
明
治
四
年
十
一
月
、
見
本
ラ
ッ
パ
の
納
品

　

そ
れ
か
ら
約
三
週
間
後
の
明
治
四
年
十
一
月
十
五
日
。
ラ
ッ
パ
と
大
太
鼓
と
小
太

鼓
の
三
点
が
、
武
庫
司
か
ら
海
軍
秘
史
局
に
「
見
本
」
と
し
て
差
し
出
さ
れ
、「
諸

艦
長
」
の
判
断
を
あ
お
ぐ
よ
う
依
頼
し
て
い
る
。

　
　
【
14
】
三
九

七
百
十
六
号

　

記
一　

英
式
喇
叭 

 

壱
管 

一　

英
大
太
皷 

 

壱
挺　

但
附
属
品
一
式 

一　

英
式
小
太
皷 

壱
挺　

但
右
同
断 

右
ハ
壱
ト
通
リ
為
見
本
差
出
置
候
条
御
落
手
之
上
諸
艦
長
ヘ
御
談
决
被
下
度
尤

直
段
之
儀
ハ
積
書
ニ
記
載
有
之
候
間
此
段
至
急
御
評
决
相
願
度
候
也

明治初期の金管楽器製造について

静岡文化芸術大学研究紀要　VOL.20　2019　 59



辛
未
十
一
月
十
五
日 

 
 

 

武
庫
司

　
　
　
　
　
　

海
軍
秘
史
局 

御
中

一　

金
貮
両
貮
分　

 

英
式
喇
叭
壱
管

 

但
銅
製
舶
来
形
之
通
リ

 

口
真
鍮
製
之
所
銀
フ
ク

 

リ
ン
掛
ケ
仕
念
入
出
来

一　

金
七
両 

永
百
五
拾
文　

 

同
太
皷　

壱
柄

 

但
胴
槻
壱
枚
板
ニ
テ
曲
物
仕

 

革
和
製
相
用
其
外

 

附
属
壱
式
揃

一　

金
三
両
三
分 

永
百
文　

 

半
胴
太
皷
壱
柄

 
但
シ
胴
真
鍮
製
蒦
廻
リ
木
ノ
マ
マ

 

錜
ジ
金
物
鉄
製
ニ
テ

 

其
外
附
属
一
式
揃

　

〆
右
之
通
以
御
入
用
念
入
出
来
仕
候
以
上

　

未
十
一
月
十
五
日 

 
 

 
井
上
七
兵
衛

　

井
上
七
兵
衛
は
、
こ
の
時
期
に
「
洗
箒
杖
」
四
〇
（
デ
ッ
キ
ブ
ラ
シ
か
）
の
修
復
や
、

「
大
砲
試
験
表
界
紙
」
四
一
、「
砲
口
栓
」
四
二
の
納
品
な
ど
で
、
た
び
た
び
文
書
中
に

あ
ら
わ
れ
る
名
前
な
の
で
、
兵
部
省
に
出
入
り
し
て
い
た
御
用
商
人
の
一
人
と
思
わ

れ
る
。
明
治
十
年
代
の
文
書
に
は
「
日
本
橋
区
本
材
木
町
」
の
住
所
が
記
さ
れ
て
い

る
四
三
。

　

さ
て
、
こ
の
【
14
】
に
よ
る
と
、
武
庫
司
か
ら
の
注
文
を
う
け
た
井
上
は
、「
英

式
喇
叭
」、
大
太
鼓
、
小
太
鼓
を
誰
か
に
試
作
さ
せ
、
十
一
月
十
五
日
に
そ
れ
ぞ
れ

の
金
額
を
記
載
し
た
見
積
書
を
添
え
て
納
品
し
た
。
そ
し
て
、
同
日
、
武
庫
司
は
海

軍
秘
史
局
に
こ
れ
ら
を
「
見
本
」
と
し
て
差
し
出
し
、「
諸
艦
長
ヘ
御
談
決
被
下
度
」

と
申
し
出
た
。

　
【
14
】
の
後
半
部
分
を
細
か
く
み
る
と
、
仕
上
が
っ
た
「
英
式
喇
叭
」
は
「
銅
製

舶
来
形
之
通
リ
」
と
あ
り
、
輸
入
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
ラ
ッ
パ
を
モ
デ
ル
と
し
て
作
ら

せ
た
こ
と
が
、
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
る
（
真
鍮
製
の
マ
ウ
ス
ピ
ー
ス
（
あ
る
い

は
ベ
ル
？
）
は
銀
覆
輪
で
ふ
ち
ど
ら
れ
て
い
た
）。
ラ
ッ
パ
の
値
段
は
一
本
あ
た
り

二
両
二
分
。

　

見
本
ラ
ッ
パ
を
試
作
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
と
し
て
使
用
し
た「
銅
製
舶
来
型
」ラ
ッ

パ
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
文
書
も
あ
る
。

　
　
【
15
】
四
四

丁
七
百
七
拾
四
号

　
　

記 

一　

舶
来
英
式
喇
叭 

 
 

三
管 

右
ハ
用
達
井
上
七
兵
衛
方
ニ
有
之
候
間
御
買
上
ケ
ニ
相
成
度
尤
直
段
之
義
ハ
別

紙
ニ
有
之
候
此
段
相
伺
申
候
也

　

辛
未
十
一
月
廿
五
日 

 
 

　
　
　
　

武
庫
司 

　
　
　
　
　
　

兵
部
省
海
軍
秘
史
局　

御
中 

別
紙

一　

金
貮
拾
壱
両
三
分 

英
式
喇
叭 

三
管　

壱
管
ニ
付
七
両
壱
分 

右
之
通
ニ
御
坐
候 
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十
一
月
廿
五
日 

 
 

 

　

井
上
七
兵
衛

　
　
　
　
　
　

武
庫
司 

御
役
所
様 

　
　

武
庫
司
廻

　

井
上
七
兵
衛
が
、
試
作
品
の
モ
デ
ル
と
す
る
た
め
に
購
入
し
た
（
そ
し
て
、
試
作

品
が
出
来
あ
が
っ
た
の
で
、
不
要
に
な
っ
た
）「
舶
来
英
式
喇
叭　

三
管
」
を
、
井

上
か
ら
買
い
取
り
た
い
と
い
う
武
庫
司
の
意
向
が
、
海
軍
秘
史
局
に
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
「
舶
来
英
式
喇
叭
」
の
買
い
取
り
価
格
は
、
一
本
あ
た
り
七
両
一
分
な
の

で
、
試
作
品
の
二
両
二
分
に
く
ら
べ
る
と
、
は
る
か
に
高
い
。

　

さ
て
、
井
上
七
兵
衛
が
武
庫
司
に
納
品
し
た
試
作
品
の
「
英
式
喇
叭
」
は
、
海
軍

秘
史
局
を
経
由
し
て
、
水
兵
本
部
に
渡
っ
た
。

　
　
【
16
】
四
五

四
百
九
十
九
号

喇
叭 

 
 

一
具

右
ハ
見
本
ト
シ
テ
武
庫
司
ヨ
リ
差
出
候
ニ
付
御
回
申
候
間
吹
試
之
上
何
分
之
義

申
出
可
有
之
自
然
被
相
用
候
ハ
ヽ
見
本
通
製
作
申
渡
候
様
可
致
候
間
至
急
御
回

答
可
有
之
候
也

　

未
十
一
月
廿
八
日　

 
 

 

　
　
　
　
　
　

海
軍
秘
史
局 

　
　
　
　
　
　

水
兵
本
部

　
「
吹
試
」
つ
ま
り
、
ラ
ッ
パ
の
吹
奏
試
験
を
し
た
う
え
で
、
問
題
が
な
け
れ
ば
「
見

本
通
製
作
申
渡
候
」
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

翌
二
十
九
日
、
水
兵
本
部
か
ら
海
軍
秘
史
局
に
、
次
の
よ
う
な
回
答
が
あ
っ
た
。

　

　
　
【
17
】
四
六

八
百
廿
三
号 

昨
日
御
申
越
相
成
候
喇
叭
試
験
致
候
処
即
喇
叭
ハ
記
載
之
通
ニ
御
座
候
此
段
申

進
候
也 

　

辛
未
十
一
月
廿
九
日 

 
 

　
　
　
　
　

水
兵
本
部 

　
　
　
　
　
　

海
秘
史
局 

御
中

　

試
験
の
結
果
、
水
兵
本
部
か
ら
の
「
記
載
之
通
ニ
御
座
候
」
と
い
う
回
答
は
、
こ

れ
だ
け
で
は
具
体
性
に
欠
き
、
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
実
は
、

こ
の
【
17
】
に
は
、
井
上
七
兵
衛
に
よ
る
見
積
が
含
ま
れ
た
文
書
【
14
】
が
添
え
ら

れ
て
い
た
ら
し
い
の
で
、「
記
載
之
通
」
と
は
、【
14
】
に
記
載
さ
れ
て
い
る
通
り
だ

と
い
う
意
味
と
し
て
、
つ
ま
り
、
製
造
を
許
可
し
た
と
解
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
ま

た
別
の
文
書
が
添
付
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
指
示
が
記
載
さ
れ
て
い
た
の

か
も
し
れ
ず
、
な
ん
と
も
言
い
難
い
。
文
書
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
合
否
は
海
軍
秘

史
局
を
介
し
て
武
庫
司
に
通
知
さ
れ
た
だ
ろ
う
。

　

た
だ
、【
14
】
か
ら
【
17
】
ま
で
の
一
連
の
文
書
の
や
り
取
り
か
ら
、
明
治
四
年

十
一
月
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
ラ
ッ
パ
を
モ
デ
ル
と
し
て
試
作
さ
れ
た
見
本
ラ
ッ
パ
が
納

品
さ
れ
、
試
験
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
。
そ
の

結
果
は
い
ま
ひ
と
つ
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
あ
と
一
歩
で
本
格
的
に
「
製
造
」
す

る
と
こ
ろ
ま
で
近
づ
い
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

四
．
ラ
ッ
パ
の
「
製
造
」

　

年
を
ま
た
い
で
明
治
五
年
二
月
、
兵
部
省
か
ら
陸
軍
と
海
軍
が
分
離
し
て
陸
軍
省
、

海
軍
省
が
設
置
さ
れ
た
。
前
年
の
見
本
ラ
ッ
パ
の
試
験
結
果
は
と
も
か
く
と
し
て
、

こ
の
頃
か
ら
、
ラ
ッ
パ
を
「
製
造
」
し
た
こ
と
を
示
す
文
書
が
少
し
ず
つ
登
場
す
る
。
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【
18
】
四
七

二
千
七
拾
号

　
　
　

記

一　

砲
隊
喇
叭 

 

　

十
管

　
　
　

此
代
料
金
貮
十
八
両
壱
分
ト
永
八
十
文
ニ

　
　
　
　

但
壱
管
ニ
付
金
貮
両
三
分
ト
永
八
十
三
文
三
分

一　

同
紐 

 
 

　

十
筋

　
　
　

此
代
料
金
十
八
両
壱
分
ト
永
八
十
三
文

　
　
　
　

但
シ
壱
筋
ニ
付
金
壱
両
三
分
ト
永
八
十
三
文
三
分

　

貮
口
合
セ
テ
金
四
十
六
両
貮
分
ト
永
百
六
十
六
文

右
ハ
水
兵
本
部
ヨ
リ
壱
管
申
出
ニ
相
成
居
跡
九
管
之
儀
ハ
当
司
御
備
用
ト
シ
テ

新
規
御
出
来
ニ
相
成
度
此
段
御
伺
申
上
候
也

　

申
二
月 

 
 

 
 

　

武
庫
司

　
　
　
　
　
　

海
軍
秘
史
局 

御
中

　

検　

武
庫
廻

　

水
兵
本
部
か
ら
要
求
が
あ
っ
た
一
本
の
砲
隊
ラ
ッ
パ
と
、
武
庫
司
に
「
御
備
用
」

の
九
本
の
砲
隊
ラ
ッ
パ
、
合
わ
せ
て
十
本
（
と
紐
）
を
、「
新
規
御
出
来
二
相
成
度
」

と
、
武
庫
司
が
海
軍
秘
史
局
に
対
し
て
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
「
新
規
御
出
来
ニ
相

成
度
」
は
、「
新
た
に
製
造
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
値
段
は
、

一
本
で
「
金
貮
両
三
分
ト
永
八
十
三
文
三
分
」
な
の
で
、
前
年
十
一
月
の
井
上
七
兵

衛
に
よ
る
試
作
品
の
値
段
二
両
二
分
と
、
ほ
ぼ
同
じ
値
段
で
あ
る
。

　

二
月
十
四
日
の
文
書
に
は
「
製
造
」
の
文
字
が
み
え
る
。

　
　
【
19
】
四
八

一
千
七
百
七
十
九
号
ノ
貮 

一　

英
式
喇
叭 

 
 

　

十
三
管

右
ハ
鳳
翔
艦
ヨ
リ
二
管
第
二
丁
卯
艦
ヨ
リ
二
管
水
兵
本
部
ヨ
リ
九
管
申
出
相
成

居
候
尤
御
検
印
済

一　

右
同 

 
 

 

　

貮
十
管 

右
当
司
御
備
用 

二
口
合 

英
式
喇
叭 

 
 

　

三
十
三
管 

　

此
代
料
金
九
十
四
両
三
分
ト
永
百
二
十
五
文
也 

　
　

但
一
管
ニ
付
金
貮
両
三
分
ト
永
百
二
十
五
文
也 

右
喇
叭
之
義
楽
師
ヘ
ン
ト
ン
江
試
験
為
致
候
処
品
柄
至
極
宜
敷
ト
申
候
ニ
付
右

員
数
丈
新
規
御
製
造
ニ
相
成
度
此
段
御
伺
申
候
也

　

申
二
月
十
四
日　

 
 

 
 

　

武
庫
司

　

少
し
理
解
す
る
の
が
難
し
い
が
、
要
す
る
に
次
の
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
。
フ
ェ
ン

ト
ン
（
ヘ
ン
ト
ン
）
が
国
産
「
英
式
喇
叭
」
の
試
験
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
四
九
、「
品

柄
至
極
宜
敷
」
と
高
く
評
価
し
た
の
で
、
鳳
翔
艦
・
第
二
丁
卯
艦
・
水
兵
本
部
か
ら

請
求
さ
れ
て
い
る
十
三
本
、
武
庫
司
の
「
御
備
用
」
と
し
て
二
十
本
、
合
計
三
十
三

本
の
国
産
「
英
式
喇
叭
」
を
「
員
数
丈
新
規
御
製
造
ニ
相
成
度
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

値
段
は
一
本
に
つ
き
「
貮
両
三
分
ト
永
百
二
十
五
文
」
な
の
で
、
こ
の
時
期
の
国
産

の
ラ
ッ
パ
の
標
準
的
な
価
格
は
、お
お
よ
そ
二
両
二
分
か
ら
三
両
未
満
く
ら
い
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
前
年
十
一
月
末
の
一
連
の
文
書
（【
14
】
～
【
17
】）
に
あ
っ
た
「
英

式
喇
叭
」
の
「
試
験
」
と
、
こ
の
【
19
】
の
「
英
式
喇
叭
」
の
「
試
験
」
は
、
二
か

月
半
と
い
う
時
間
差
を
考
え
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
が
同
じ
試
験
の
こ
と
を
指
し

て
い
る
と
は
考
え
に
く
く
、
ま
た
、
一
度
「
英
式
喇
叭
」
の
試
験
を
し
て
合
格
し
た
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の
で
あ
れ
ば
、
何
度
も
試
験
を
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
前
年

十
一
月
の
試
験
結
果
は
、
不
合
格
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
同
じ
「
英
式

喇
叭
」
で
あ
っ
て
も
、
仕
様
が
異
な
る
ラ
ッ
パ
の
試
験
か
も
し
れ
な
い
。

　

フ
ェ
ン
ト
ン
が
「
試
験
」
を
お
こ
な
い
、「
品
柄
至
極
宜
敷
」
と
評
価
し
た
楽
器
を
、

あ
る
一
定
数
だ
け
「
新
規
御
製
造
相
成
度
」
と
請
求
す
る
文
書
は
、「
英
式
喇
叭
」

以
外
の
楽
器
に
も
い
く
つ
か
存
在
し
て
お
り
、
例
え
ば「
英
式
小
太
鞁
」
三
十
五
台

（
二
月
十
七
日
）五
〇
、「
大
笛
」十
五
本（
二
月
）五
一
、「
大
太
皷
」十
一
台（
二
月
）五
二
、「
英

式
小
笛
」
十
五
本
（
四
月
二
日
）
が
あ
る
。
フ
ェ
ン
ト
ン
が
国
産
楽
器
の
目
利
き
と

な
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　
【
20
】
五
三

百
四
号

一　

英
式
小
笛 

 
 

　

拾
五
本 

　
　

此
代
料
金
七
拾
八
両
三
歩
也　

但
シ
一
本
ニ
付
五
両
一
歩
宛 

右
者
龍
驤
艦
東
艦
並
水
兵
本
部
ヨ
リ
申
出
モ
有
之
且
當
司
御
備
用
ト
シ
テ
右
員

数
丈
ケ
新
規
製
作
相
成
度
最
モ
品
物
ハ
楽
師
フ
ヘ
ン
ト
ン
ヘ
試
験
為
致
候
処
品

柄
至
極
宜
敷
ト
申
候
此
段
御
伺
申
候
也 

　

申
四
月
二
日 

 
 

 
　
　

海
軍
掛
武
庫
司 

　
　
　
　
　
　

海
軍
省
軍
務
局 

御
中 

武
庫
司
廻

　

十
五
本
の
注
文
が
あ
っ
た
国
産
「
英
式
小
笛
」
は
、
一
本
あ
た
り
「
五
両
一
歩
」

で
、
先
の
約
二
両
三
分
の
ラ
ッ
パ
に
比
べ
る
と
高
価
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
横

笛
な
ら
、
簡
単
な
キ
ー
シ
ス
テ
ム
を
備
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
五
四
。

　

ラ
ッ
パ
で
は
な
い
が
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
フ
ェ
ン
ト
ン
が
「
英
国
海
軍
横
浜
出
張

屯
営
」
五
五
の
た
め
に
楽
器
（
大
太
鼓
と
小
笛
）
の
製
造
を
、
日
本
の
海
軍
省
に
オ
ー

ダ
ー
し
た
、
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
文
書
も
あ
る
。

　
　
【
21
】
五
六

別
紙
楽
師
フ
エ
ン
ト
ン
ヨ
リ
願
出
候
器
械
製
作
方
武
庫
司
之
御
手
数
相
成
度
此

段
申
出
候
也 

　

申
三
月
廿
五
日 

 
 

 

　

軍
務
局 

　
　
　
　
　
　

秘
史
局 

御
中 

　

呈
海
軍
省
士
官
ニ

一　

大
太
皷　

 
 

　

一
ツ 

一　

小
笛　

 
 

 

　

三
本 

右
之
器
械
東
京
製
作
手
ニ
御
注
文
被
下
候
儀
ハ
相
叶
間
敷
哉
呉
々
奉
願
候
尤
此

器
械
英
国
海
軍
横
浜
出
張
屯
営
入
用
ニ
御
座
候
代
価
ハ
器
械
請
取
之
上
同
所

「
ケ
ビ
テ
イ
ン
」
五
七
ヒ
ル
人名
上
納
可
致
候
得
製
造
ニ
相
成
候
同
様
三
器
ヲ
希
望

致
候
事

　

西
洋
千
八
百
七
十
二
年
五
月
第
一
日
五
八

 

楽
師
フ
エ
ン
ト
ン　
　

　

フ
ェ
ン
ト
ン
が
横
浜
に
い
る
「
英
国
海
軍
出
張
屯
営
」
の
―
―
笛
と
太
鼓
と
い
う

楽
器
編
成
か
ら
推
測
す
る
な
ら
鼓
笛
隊
の
？
―
―
た
め
に
、「
東
京
製
作
手
」
に
つ

く
ら
せ
た
楽
器
を
注
文
す
る
な
ど
、
俄
か
に
は
信
じ
が
た
い
の
だ
が
、
先
に
見
た
よ

う
に
フ
ェ
ン
ト
ン
は
日
本
製
の
「
大
太
皷
」
や
「
英
式
小
笛
」
に
つ
い
て
、「
品
柄

至
極
宜
敷
」
と
評
価
し
て
い
る
く
ら
い
な
の
で
、
輸
送
費
や
納
期
を
考
え
れ
ば
、
本

国
の
イ
ギ
リ
ス
に
注
文
す
る
よ
り
も
、
現
地
で
調
達
し
た
ほ
う
が
速
く
て
安
上
が
り
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だ
と
判
断
し
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

そ
の
約
四
か
月
後
に
、【
21
】
に
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
（
大
太
鼓
が
一
台
、
笛

が
三
本
と
い
う
数
が
一
致
す
る
）
文
書
が
造
船
局
武
庫
掛
五
九
か
ら
秘
史
局
に
送
ら

れ
て
い
る
。

　
　
【
22
】
六
〇

一　

大
太
皷　

 
 

　

壹
挺　

但
附
属
品
共

一　

横
笛  

 
 

　

三
挺

　

〆 

右
者
楽
師
ヘ
ン
ト
ン
與
リ
之
頼
ニ
付
於
當
庫
出
来
相
成
候
様
御
沙
汰
ニ
付
直
様

職
方
ヘ
申
付
既
ニ
出
来
相
成
候
間
現
品
并
入
費
書
ト
モ
彼
ノ
方
エ
差
遣
シ
候
而

可
然
哉
此
段
至
急
御
伺
申
候
也

　

申
七
月
廿
二
日 

 
 

　
　
　
　
　

造
船
局 

武
庫
掛

　
　
　
　
　
　

秘
史
局 

御
中

　

つ
ま
り
、
フ
ェ
ン
ト
ン
か
ら
の
依
頼
で
太
鼓
と
横
笛
（【
21
】
で
は
「
小
笛
」）
を

製
造
で
き
な
い
か
と
い
う
御
沙
汰
が
、
造
船
局
武
庫
掛
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
武
庫
掛

は
「
直
様
職
方
ヘ
申
付
既
ニ
出
来
相
成
候
」
と
い
う
。
武
庫
掛
が
職
人
に
製
造
を
命

じ
て
楽
器
を
製
作
・
納
品
さ
せ
て
い
た
様
子
が
、
こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
。

　

実
は
、
こ
の
時
期
の
楽
器
に
関
連
す
る
文
書
類
を
よ
く
分
析
す
る
と
、
楽
器
を「
製

造
」
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
か
れ
ら
が
「
製
造
」
し
て
い
た
の
は
、
も
っ

ぱ
ら
ラ
ッ
パ
、
笛
（
大
笛
・
小
笛
）、
大
太
鼓
、
小
太
鼓
な
ど
、
比
較
的
構
造
が
簡

単
な
楽
器
に
限
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
明
治
五
年
の
文
書
に
は
、
他
の
楽
器

も
で
て
く
る
が
、「
喇
叭
オ
ル
ト
オ
ン
〔
ア
ル
ト
ホ
ル
ン
〕」（
七
月
二
十
九
日
）
六
一
、

「
喇
叭
キ
ヤ
子
ツ
〔
コ
ル
ネ
ッ
ト
〕
同
ト
ロ
ン
ペ
ツ
ト
」（
九
月
十
八
日
）
六
二
、「
テ

子
ル
ツ
ロ
ン
ボ
ン
〔
テ
ナ
ー
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
〕」（
十
月
八
日
）
六
三
な
ど
に
つ
い
て
は
、

も
っ
ぱ
ら
修
理
を
す
る
ば
か
り
で
、
少
な
く
と
も
こ
の
頃
（
明
治
五
年
）
に
「
製
造
」

し
た
記
録
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、
構
造
が
複
雑
な
楽
器
を
、
自
分
た

ち
で
製
造
す
る
こ
と
は
ま
だ
で
き
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　

ラ
ッ
パ
の
「
製
造
」
を
具
体
的
に
示
唆
す
る
明
治
五
年
の
文
書
は
、
海
軍
の
文
書

に
多
く
見
ら
れ
る
が
六
四
、
量
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
も
の
の
、
も
ち
ろ
ん
陸
軍
に

も
ラ
ッ
パ
の
「
製
造
」（
製
作
）
に
関
す
る
文
書
は
存
在
す
る
。

　
　
【
23
】
六
五

第
七
百
十
四
号 

一　

喇
叭 

拾
五
管　

惣
金
三
拾
七
両
貮
分　

壹
管
ニ
付
百
五
十
匁

（
…
）

右
東
京
鎮
台
三
分
営
為
予
備
差
送
候
間
新
規
御
製
作
相
成
度
此
段
御
伺
申
ス
也

　

壬
申
三
月
十
二
日 

 
 

　
　
　
　

湯
浅
武
庫
正
六
六

　
　
　
　
　
　

陸
軍
秘
史
局 

御
中

　
　
【
24
】
六
七

一　

喇
叭 

 
 

十
管

右
近
衛
五
番
大
隊
エ
可
相
渡
分
至
急
御
製
作
相
成
度
此
段
御
伺
申
候
也

但
係
造
兵
司
出
金

　

申
五
月
廿
五
日 

 
 

　
　
　
　

湯
浅
武
庫
正

　
　
　
　
　
　

秘
史
局 

御
中

付
札
惣
金
二
十
壱
両
壱
分　

壱
管
ニ
付
二
両
二
朱
ツ
ツ

　

前
者
は
、
ラ
ッ
パ
十
五
本
を
「
新
規
御
製
作
」
す
る
こ
と
の
報
告
、
後
者
の
近
衛
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五
番
大
隊
の
ラ
ッ
パ
十
本
を
「
至
急
御
製
作
」
す
る
こ
と
の
報
告
で
、
と
く
に
記
さ

れ
て
い
な
い
が
陸
軍
で
用
い
る
ラ
ッ
パ
な
の
で
、
製
造
し
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ッ

パ
で
あ
ろ
う
。
ど
ち
ら
も
一
本
あ
た
り
の
値
段
は
、
海
軍
の
国
産
「
英
式
喇
叭
」
の

標
準
的
な
値
段
と
ほ
ぼ
同
じ
、
二
両
強
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
他
に
も
、
同
年
十
月
三
日
に
「
砲
兵
喇
叭　

五
十
管
」
の
「
新
キ
御
製

作
」
六
八
、十
月
十
五
日
に
「
砲
兵
喇
叭　

三
拾
管
」
の
「
新
規
御
制
作
」
六
九
を
求
め

る
文
書
な
ど
に
、
陸
軍
に
お
け
る
ラ
ッ
パ
製
造
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

製
造
さ
れ
て
い
た
の
は
、
ラ
ッ
パ
本
体
だ
け
で
な
く
、
マ
ウ
ス
ピ
ー
ス
（
ウ
タ
口
、

吹
口
）
や
紐
（
前
述
【
18
】
参
照
）
な
ど
、
付
属
品
も
製
造
さ
れ
て
い
た
。

　
　
【
25
】
七
〇

戊
第
一
千
百
六
十
六
号 

一　

英
式
喇
叭 

ウ
タ
口  

 

　

拾
五
個 

右
者
諸
艦
ヨ
リ
申
出
之
節
當
庫
ニ
無
之
故
前
件
之
通
新
規
御
出
来
相
成
度
尤
モ

直
段
之
儀
ハ
別
紙
之
通
ニ
テ
相
当
ト
存
候
ニ
付
此
段
積
書
相
添
申
出
候
也 

　

壬
申
十
月
十
七
日　

 
 

 
 

武
庫
掛 

　
　
　
　
　
　

軍
務
局 

御
中 

　
　

申
出
之
通 　

壬
申
十
月
十
九
日

　

そ
の
後
、
明
治
六
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
、
ラ
ッ
パ
の
「
製
造
」
を
示
す
文
書
は

ほ
と
ん
ど
み
あ
た
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
ラ
ッ
パ
の
生
産
量
の
減
少
を
示
す
と
い
う
よ

り
も
、
そ
の
よ
う
な
文
書
が
残
さ
れ
て
い
な
い
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の

ア
ー
カ
イ
ブ
に
存
在
し
な
い
）
こ
と
の
反
映
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

そ
の
後
も
製
造
が
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
間
接
的
に
示
す
文
書
と
し
て
、
例
え

ば
、
明
治
七
年
に
は
次
の
よ
う
な
文
書
が
あ
る
。

　
　
【
26
】
七
一

第
七
百
五
号

 

一
、
ワ
ル
ス
機
械 

 

　

大
小
二
組

此
代
価
得
銀
化
千
五
百
ド
ル

右
ハ
造
兵
司
喇
叭
製
造
入
用
ニ
付
買
入
申
度
若
本
国
ニ
テ
売
物
無
之
候
節
ハ
外

国
ヨ
リ
注
文
致
度
此
段
御
伺
候
也

　

明
治
七
年
三
月
十
二
日 

陸
軍
少
佐 

間
宮
信
行
七
二

　
　
　
　
　
　

西
郷
陸
軍
大
輔
殿

伺
ノ
通
三
月
十
四
日

　

陸
軍
省
の
造
兵
司
（
後
の
東
京
砲
兵
工
廠
）
に
お
い
て
、
ラ
ッ
パ
を
製
造
す
る
た

め
に
、「
ワ
ル
ス
機
械　

大
小
二
組
」
を
購
入
し
た
い
と
い
う
要
望
が
、
西
郷
従
道

宛
に
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
ワ
ル
ス
機
械
」
が
、
ど
の
よ
う
な
機
械
で
あ
る
の
か

は
分
か
ら
な
い
が
、
銅
や
真
鍮
を
ハ
ン
マ
ー
一
つ
で
加
工
す
る
よ
う
な
手
作
業
で
は

な
く
、
機
械
を
用
い
て
よ
り
効
率
的
に
製
造
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
う
か
が
え
る
。

購
入
し
て
い
れ
ば
、
陸
軍
の
ラ
ッ
パ
製
造
は
生
産
性
が
高
く
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
の
高
い
生
産
性
に
目
を
付
け
た
の
か
、
明
治
七
年
九
月
二
十
四
日
に
は
、
海
軍

省
か
ら
陸
軍
省
に
対
し
て
一
つ
の
依
頼
文
書
が
送
ら
れ
て
い
る
。
内
容
は
、
忙
し
く

て
手
が
空
か
な
い
海
軍
の
職
人
に
か
わ
っ
て
、
陸
軍
省
の
ほ
う
で
「
英
式
喇
叭　

百

管
」
を
「
製
造
」
を
し
て
も
ら
え
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
、
陸
軍
は
こ
れ
に
対
し
て
、

さ
す
が
に
「
百
管
」
を
作
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
一
ヶ
月
に
「
二
十
或
ハ
三
十
」
本

で
あ
れ
ば
、
製
作
で
き
る
と
回
答
し
て
い
る
七
三
。

　

海
軍
側
が
、
陸
軍
の
ラ
ッ
パ
製
造
能
力
を
全
く
知
ら
な
い
ま
ま
、
無
茶
な
依
頼
を

す
る
と
は
思
え
な
い
。
つ
ま
り
、
明
治
七
年
の
時
点
で
、
陸
軍
で
あ
れ
ば
「
百
管
」

程
度
な
ら
製
造
で
き
る
だ
ろ
う
と
、
海
軍
は
楽
観
的
に
期
待
し
て
い
た
節
が
あ
る
。

明治初期の金管楽器製造について
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海
軍
の
期
待
に
は
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
月
産
「
二
十
或
ハ
三
十
」
な
ら

可
能
だ
と
い
う
回
答
は
（
陸
軍
の
ラ
ッ
パ
の
製
造
を
完
全
に
ス
ト
ッ
プ
す
る
の
で
な

け
れ
ば
）、
陸
軍
の
ラ
ッ
パ
製
造
の
余
力
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

五
．
銅
壺
屋
、
宮
本
勝
之
助

　

明
治
五
年
頃
に
、
陸
海
軍
で
ラ
ッ
パ
が
製
造
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
ア
ジ

ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
だ
け
で
な
く
、
別
の
資
料
に
よ
っ
て
も
傍
証
す
る
こ
と
が
で

き
る
七
四
。

　

現
在
、
東
京
に
本
社
を
お
く
宮
本
警
報
器
株
式
会
社
と
い
う
メ
ー
カ
ー
の
操
業
者

に
宮
本
勝
之
助
（
天
保
七
年
頃
～
明
治
十
二
年
）
と
い
う
人
物
が
い
た
。
宮
本
警
報

器
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
【
27
】
七
五

文
久
3
年
（
一
八
六
三
年
）
小
石
川
の
関
口
町
に
旧
幕
府
の
兵
器
製
作
所
七
六

が
あ
り
、
明
治
5
年
に
明
治
政
府
が
陸
軍
を
創
設
、
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
か
ら

招
い
た
指
揮
官
の
下
、
近
代
的
西
洋
式
陸
軍
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
中
で
、
外
国

式
の
信
号
用
ラ
ッ
パ
を
造
り
始
め
た
。

そ
の
際
、
た
ま
た
ま
銅
壺
屋
（
銅
製
の
か
ま
ど
）
で
あ
っ
た
初
代
宮
本
勝
之
助

が
ラ
ッ
パ
製
作
の
主
任
か
ら
採
用
さ
れ
た
こ
と
が
、
ラ
ッ
パ
屋
を
始
め
る
き
っ

か
け
と
な
る
。

　

つ
ま
り
、
陸
軍
が
「
外
国
式
の
信
号
用
ラ
ッ
パ
」
を
製
造
し
て
お
り
、
そ
こ
に
宮

本
警
報
器
の
初
代
・
宮
本
勝
之
助
が
職
人
と
し
て
参
加
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
宮
本
警
報
器
の
四
代
目
の
社
長
、
宮
本
庫
治
が
昭
和
四
十
四
年
に
著
し
た

『
ラ
ッ
パ
百
年
』
で
は
も
う
少
し
説
明
が
具
体
的
で
、

　
　
【
28
】
七
七

明
治
5
年
（
一
八
七
二
年
）
か
に
、
明
治
政
府
が
陸
軍
を
創
設
し
て
、
フ
ラ
ン

ス
や
ド
イ
ツ
か
ら
招
い
た
指
揮
官
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
よ
り
グ
ッ
ト
近
代
的
西

洋
式
陸
軍
に
変
わ
っ
た
の
で
、
明
治
8
年
（
一
八
七
五
年
）
か
に
「
造
兵
廠
」

（
砲
兵
工
廠
条
例
に
よ
り
）
と
七
八
、
名
称
も
改
ま
っ
て
外
国
式
の
信
号
用
ラ
ッ

パ
を
造
り
始
め
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
で
、
初
代
・
勝
之
助
が
、
た
ま
た
ま
銅
壺
屋
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
（
当

時
、
す
で
に
三
十
八
歳
）、
そ
の
ラ
ッ
パ
製
作
の
主
任
の
指
導
者
か
ら
採
用
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
ラ
ッ
パ
屋
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
な
る
始
ま
り
と

な
っ
て
い
る
。

　

と
、
こ
ち
ら
で
は「
明
治
8
年
」に
勝
之
助
が
採
用
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
も
っ

と
も
著
者
の
宮
本
庫
治
は
、「
真
の
創
業
年
月
日
と
い
う
も
の
は
、
不
詳
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
従
っ
て
「
造
兵
廠
」
の
設
置
さ
れ
た
頃
を
も
っ
て
、
創
業
時
と
考
え
る

次
第
で
あ
る
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
、
こ
の
「
明
治
8
年
」
が
推
定
で
あ

る
こ
と
を
、
正
直
に
断
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
歴
史
的
事
実
は
と
も
か
く
、
明
治

初
期
に
陸
軍
で
ラ
ッ
パ
製
造
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
だ
け
が
、
社
内
で
語
り
継
が
れ

て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
ラ
ッ
パ
百
年
』
に
は
、
も
う
一
つ
興
味
深
い
証
言
が
残
さ
れ

て
い
る
。

　
　
【
29
】
七
九

初
代
は
、
な
か
な
か
器
用
な
人
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
優
秀
な
銅
細
工
を
す
る
の

で
、
採
用
さ
れ
て
、
外
国
か
ら
輸
入
し
た
一
つ
巻
の
軍
隊
ラ
ッ
パ
を
、
真
似
て

作
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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か
れ
が
作
っ
た「
一
つ
巻
の
軍
隊
ラ
ッ
パ
」と
は
、
管
を
一
回
巻
い
た
形
状
の
ラ
ッ

パ
を
指
す
が
こ
れ
は
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ッ
パ
に
多
く
見
ら
れ
る
形
態
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
創
業
者
の
偉
人
伝
風
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
基
本
的
に
は
社
外
の
者
に
は
知

ら
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
往
々
に
し
て
立
証
の
難
し
い
「
伝
説
」
に
な
り
が
ち
だ

が
、
こ
れ
ま
で
本
論
で
紹
介
し
た
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
資
料
類
と
照
ら
し

合
わ
せ
る
と
、
実
は
か
な
り
信
憑
性
の
高
い
情
報
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
正
確
な

年
代
は
不
確
か
な
も
の
の
、
明
治
初
期
の
陸
軍
で
ラ
ッ
パ
を
製
造
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
、
さ
ら
に
「
一
つ
巻
き
」、
つ
ま
り
「
仏
式
喇
叭
」
を
製
造
し
て
い
た
こ
と
と

も
合
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
残
念
な
が
ら
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
文
書
に
宮
本
勝
之
助
の
名

前
は
登
場
し
な
い
が
、「
宮
本
勝
之
助
」
の
名
前
を
検
索
し
て
み
る
と
八
〇
、
明
治
十

年
に
上
野
公
園
内
で
開
催
さ
れ
た
内
国
勧
業
博
覧
会
に
、
ラ
ッ
パ
を
出
品
し
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
　
【
30
】
八
一

喇
叭　
　
　
　
　
（
一
）
銅
英
吉
利
形　
　

　

浅
草
北
元
町　

宮
本
勝
之
助

　
　
　
　
　
　
　
（
二
）
真
鍮
佛
蘭
西
形　

　

明
治
十
年
頃
に
は
、
勝
之
助
は
陸
軍
用
の
「
佛
蘭
西
形
」
だ
け
で
な
く
、
海
軍
用

の
「
英
吉
利
形
」
も
作
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
イ
ギ
リ
ス
の
ラ
ッ
パ
に
は
「
銅
」、
フ

ラ
ン
ス
の
ラ
ッ
パ
に
は
「
真
鍮
」
と
い
う
具
合
に
、
金
属
素
材
を
使
い
分
け
て
い
る

点
も
興
味
ぶ
か
い
が
、
こ
れ
を
こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
た
陸
海
軍
の
ラ
ッ
パ
全
般
に
対

し
て
も
敷
衍
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
わ
か
ら
な
い
。

　

こ
の
二
年
後
に
宮
本
勝
之
助
は
四
十
三
歳
で
亡
く
な
る
。
し
か
し
、
前
出
の
ラ
ッ

パ
職
人
「
冨
五
郎
」
と
は
異
な
り
、
か
れ
は
次
世
代
に
バ
ト
ン
を
渡
し
て
い
る
。
勝

之
助
の
死
後
、
宮
本
市
五
郎
が
二
代
目
と
し
て
家
業
を
継
ぎ
、
や
は
り
蔵
前
（
浅
草

北
元
町
）
で
銅
壺
と
ラ
ッ
パ
な
ど
を
作
っ
て
い
た
が
八
二
、
か
れ
も
明
治
二
十
二
年
に
、

わ
ず
か
三
十
六
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
、
明
治
後
期
に
こ
の
会

社
は
交
通
関
係
の
警
報
器
の
製
造
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
か
れ
に
は

数
名
の
弟
子
が
い
た
。

　
　
【
31
】
八
三

弟
子
と
い
う
か
、
徒
弟
と
い
う
か
が
五
、六
人
い
た
ら
し
い
（
…
）
弟
子
た
ち
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
の
気
持
ち
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
頃
、
一
番
年
長
者
に
江
川
、

早
川
と
い
う
人
た
ち
が
お
っ
て
、
そ
の
江
川
と
い
う
人
は
、
独
立
し
て
、
日
本

管
楽
器
の
元
祖
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
「
江
川
と
い
う
人
」
は
、
江
川
仙
太
郎
と
い
う
。
か
れ
は
宮
本
の
工
場
か
ら

独
立
を
し
て
、
浅
草
龍
泉
寺
町
に
江
川
楽
器
製
作
所
を
設
立
し
た
八
四
。
こ
の
江
川

楽
器
製
作
所
が
、
大
正
七
年
に
合
資
会
社
日
本
管
楽
器
製
作
所
と
し
て
新
発
足
し
た

頃
に
は
江
川
は
引
退
し
て
し
ま
う
が
、
昭
和
十
二
年
に
日
本
管
楽
器
株
式
会
社
へ
と

発
展
し
、
昭
和
四
十
五
年
五
月
に
日
本
楽
器
製
造
株
式
会
社
（
現
在
の
ヤ
マ
ハ
株
式

会
社
）
に
吸
収
合
併
さ
れ
た
。
現
在
の
「
ヤ
マ
ハ
」
の
管
楽
器
は
、
明
治
初
期
の
陸

海
軍
ラ
ッ
パ
製
造
と
、
銅
壺
職
人
の
宮
本
勝
之
助
を
礎
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め

　

本
稿
は
、
主
に
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
文
書
の
分
析
に
よ
っ
て
、
明
治

四
年
十
一
月
に
ラ
ッ
パ
の
試
作
品
が
作
ら
れ
、
そ
の
後
、
お
そ
ら
く
明
治
五
年
頃

か
ら
「
製
造
」
が
は
じ
ま
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
ア
ジ
ア
歴
史
資

料
セ
ン
タ
ー
に
す
べ
て
の
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
解
明
さ
れ

明治初期の金管楽器製造について
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た
の
は
氷
山
の
一
角
に
す
ぎ
ず
、
多
く
の
こ
と
は
依
然
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
山
口
常
光
が
主
張
す
る
「
明
治
五
年
八
月
に
喇
叭
四
〇
〇
管
」
を
直
接
立
証

す
る
決
定
的
な
資
料
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
本
稿
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
直
ち

に
否
定
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
た
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
陸
軍
で
も
海
軍
と
同
じ

よ
う
に
、
見
本
が
試
作
さ
れ
、
試
験
を
経
て
、
本
格
的
な
国
産
「
仏
式
喇
叭
」
を
―

―
宮
本
勝
之
助
の
よ
う
な
職
人
が
―
―
製
造
す
る
に
至
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も

あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
示
す
文
書
も
、
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
て

い
な
い
。
本
稿
に
は
、
限
ら
れ
た
資
料
に
基
づ
い
た
推
測
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
た
め
、

今
後
、
新
し
い
史
料
の
発
見
に
よ
っ
て
、
筆
者
の
主
張
が
覆
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
、

大
い
に
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
、
本
稿
で
示
し
た
、
明
治
四
年
か
ら
五
年
頃
に
か
け
て
徐
々
に
ラ
ッ
パ
製
造

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
、
お
お
よ
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
史
実
か
ら
大
き
く
か

け
離
れ
て
い
る
と
は
思
え
ず
、
少
な
く
と
も
、
明
治
十
七
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
国

産
ラ
ッ
パ
が
作
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。

　

で
は
、
檜
山
陸
郎
や
石
井
研
堂
が
依
拠
し
た
『
い
ろ
は
新
聞
』
の
記
事
は
、
い
っ

た
い
何
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
最
後
に
補
足
し
て
お
き
た
い
。

　

明
治
十
七
年
十
月
に
『
い
ろ
は
新
聞
』
に
例
の
記
事
が
で
て
か
ら
約
二
か
月
後
、

『
朝
日
新
聞
』（
大
阪
）が『
内
外
兵
事
新
聞
』に
掲
載
さ
れ
た
記
事
を
再
掲
し
て
い
る
。

　
　
【
32
】
八
五

〇
我
陸
海
軍
の
喇
叭
器
械
並
に
諸
合
図
譜
は
是
ま
で
概
ね
英
佛
の
も
の
を
採
用

し
来
り
し
処
実
際
及
び
有
事
の
日
等
に
は
不
都
合
少
な
か
ら
ざ
る
に
付
今
度
右

器
械
並
に
喇
叭
譜
を
日
本
式
に
改
正
せ
ら
る
ヽ
趣
に
て
過
日
来
其
委
員
の
人
々

に
は
会
議
を
開
き
（
…
）（
兵
事
新
聞
）

　
「
諸
合
図
譜
」
と
は
、
翌
年
十
二
月
に
制
定
さ
れ
る
『
陸
海
軍
喇
叭
譜
』
の
こ
と
で
、

こ
の
記
事
は
、
そ
の
制
定
予
告
を
報
じ
て
い
る
の
だ
が
、
問
題
は
「
喇
叭
器
械
」
で

あ
る
。

　

こ
れ
ま
で「
陸
海
軍
の
喇
叭
器
械
」は
、「
概
ね
英
佛
の
も
の
を
採
用
」し
て
き
た
が
、

こ
の
度
「
右
器
械
（
…
）
を
日
本
式
に
改
正
せ
ら
る
ヽ
」
と
い
う
。
こ
こ
で
『
朝
日

新
聞
』
は
、「
英
佛
の
も
の
」
に
つ
い
て
、「
英
仏
か
ら
の
輸
入
品
を
採
用
し
て
い
た
」

と
は
言
っ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、「
英
佛
の
も
の
」

に
か
わ
っ
て
、「
日
本
式
に
改
正
」
す
る
の
で
あ
っ
て
、「
日
本
製
」
の
ラ
ッ
パ
を
製

造
す
る
と
も
言
っ
て
い
な
い
。「
日
本
式
」
ラ
ッ
パ
と
は
日
本
独
自
の
―
―
ラ
ッ
パ

と
し
て
の
基
本
的
な
構
造
は
同
じ
で
も
、
英
仏
と
は
異
な
る
―
―
ラ
ッ
パ
を
製
造
す

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
い
ろ
は
新
聞
』
は
、
す
で
に
陸
海
軍
に
お

い
て
国
産
「
英
式
喇
叭
」
や
国
産
「
仏
式
喇
叭
」
が
製
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら

な
か
っ
た
の
か
、「
日
本
式
」
を
「
日
本
製
」
の
ラ
ッ
パ
と
勘
違
い
し
て
報
道
し
て

し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
石
井
研
堂
と
檜
山
陸
郎
は
、
こ
の
記
事
を
そ
の
ま
ま

採
用
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
、『
い
ろ
は
新
聞
』の「
今
度
大
坂
砲
兵
工
廠
に
於
て
試
に
製
造
」と
い
う（『
朝

日
新
聞
』
に
は
な
い
）
記
述
は
、
大
阪
に
お
け
る
洋
楽
器
製
造
を
伝
え
て
い
る
点
で
、

重
要
で
あ
る
。

　

雑
誌
『
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ト
レ
ー
ド
』
に
連
載
さ
れ
て
い
た
佐
藤
香
津
樹
の
「
喇
叭

太
平
記
」
に
よ
る
と
、
明
治
十
年
代
の
大
阪
に
、
江
名
常
三
郎
と
い
う
職
工
が
経
営

す
る
江
名
製
作
所
が
あ
り
、
明
治
十
七
年
こ
ろ
に
は
信
号
ラ
ッ
パ
を
陸
軍
に
納
入
し

て
い
た
と
い
う
八
六
。
江
名
常
三
郎
は
和
歌
山
県
の
出
身
で
、
は
じ
め
は
樟
脳
製
造

の
銅
製
パ
イ
プ
の
製
作
に
従
事
し
て
い
た
ら
し
い
が
、
後
に
楽
器
の
修
理
や
、
信
号

ラ
ッ
パ
を
製
造
す
る
よ
う
に
な
っ
た
八
七
。
つ
ま
り
、『
い
ろ
は
新
聞
』
が
報
じ
た
「
日

本
式
」
ラ
ッ
パ
の
製
造
は
、
江
名
常
三
郎
の
事
績
を
報
じ
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
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一 

檜
山
陸
郎
『
楽
器
業
界
』（
教
育
社 

一九
七
七
）
七
十
三
～
七
十
四
頁
。

二 

『
い
ろ
は
新
聞
』
第一四
六一号
（
明
治
十
七
年
十
月
十
八
日
）。
京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ

ン
タ
ー
所
蔵
の
田
邉
尚
雄
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
よ
り
。

三 

一
九
九
〇
年
に
檜
山
は
『
楽
器
業
界
』
の
改
訂
版
と
し
て
、『
楽
器
産
業
』
を
刊
行
し
て
い
る
が
、
こ
の
部
分

に
つ
い
て
は
何
も
手
を
加
え
て
い
な
い
。

四 

山
口
常
光
『
喇
叭
指
導
指
針
』（
武
揚
堂 

一九
三
七
）
五
十
九
頁
。

五 

山
口
は
『
日
本
ラ
ッ
パ
史
』（一九
七
三
）
で
も
同
じ
こ
と
を
く
り
返
し
述
べ
て
い
る
。

六 

「
喇
叭
伝
習
兵
の
上
申
」『
勝
海
舟
全
集
』
第
十
七
巻 

陸
軍
歴
史
Ⅲ
（
勁
草
書
房 

一
九
七
七
）
三
〇
八
～

三
〇
九
頁
。

七 「
舶
来
ラ
ッ
パ
五
本
御
買
上
之
儀
ニ
付
」
国
立
公
文
書
館
（
内
閣
文
庫
和
書
多
聞
櫓
文
書
・
多
７
０
１
３
９
０
）。
フ

ラ
ン
ス
軍
事
顧
問
団
を
招
聘
し
、
三
兵
伝
習
を
依
頼
し
た
の
は
、
当
時
幕
閣
の
中
枢
に
い
た
小
栗
上
野
介
で
あ
る
。

ま
た
、
幕
臣
福
田
重
固
の
「
陸
軍
局
御
用
留
」
に
は
、
慶
応
三
年
正
月
に
「
喇
叭
四
器
御
買
上
代
」（
金
二
十
九
両

二
分
永
弐
百
五
文
）
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
稲
垣
敏
子
（
翻
刻
）
樋
口
雄
彦
（
校
正
・
解
説
）「
福
田
重
固
手
控
「
陸

軍
局
御
用
留
」」一〇
六
頁
。

八 

塚
原
康
子
『
十
九
世
紀
の
日
本
に
お
け
る
西
洋
音
楽
の
受
容
』
一四
九
頁
、一五
九
頁
。

九 

維
新
後
は
、
沼
津
兵
学
校
、
大
阪
兵
学
寮
、
教
導
団
な
ど
に
ラ
ッ
パ
（
ラ
ッ
パ
教
育
）
が
存
在
し
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
が
、
ラ
ッ
パ
（
楽
器
）
自
体
が
考
察
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

一〇 

イ
ギ
リ
ス
の
ラ
ッ
パ
（bugle

）
と
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ッ
パ
（clairon

）
の
、
楽
器
と
し
て
の
基
本
的
な
構
造
に
、

本
質
的
な
違
い
は
な
い
が
、
管
の
長
さ
に
よ
っ
て
、
基
音
（
と
そ
の
倍
音
列
）
の
音
高
が
異
な
る
（
Ｇ
管
、
Ｂ
♭

管
な
ど
が
あ
る
）。

一一 

松
平
文
庫
（
福
井
県
文
書
館
保
管
）「
太
皷
喇
叭
之
図
」。

一二 

福
井
県
文
書
館
の
長
野
栄
俊
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
佐
々
木
権
六
（
文
政
十
三
～
大
正
五
年
）
に
つ
い
て
は
、

長
野
栄
俊
「
佐
々
木
権
六
（
長
淳
）
に
関
す
る
履
歴
・
伝
記
史
料
の
紹
介
」。

一三 

江
戸
時
代
後
期
の
精
密
器
械
技
術
者
、
大
野
弥
三
郎
（
規
周
）（
文
政
三
～
明
治
十
九
年
）
と
思
わ
れ
る
。

安
政
二
年（一八
五
五
）に
福
井
藩
の
松
平
慶
永
に
招
か
れ
、
銃
の
製
造
と
教
育
に
あ
た
る
。
文
久
二
年（一八
六
二
）

に
オ
ラ
ン
ダ
留
学
、
慶
応
三
年
三
月
に
帰
国
。
維
新
後
は
新
政
府
の
造
幣
寮
（
造
幣
局
）
の
技
師
と
な
る
。

一四 

「
太
皷
喇
叭
之
図
」
と
の
関
連
は
不
明
だ
が
、
幕
末
の
福
井
藩
の
ラ
ッ
パ
に
つ
い
て
は
三
浦
俊
三
郎
が
、「
此
年

〔
慶
応
二
年
〕
に
福
井
藩
は
幕
府
の
命
を
奉
じ
て
横
浜
在
佛
国
公
使
付
陸
軍
大
尉
を
聘
し
て
佛
式
調
練
を
行
つ

た
。
鼓
隊
の
制
あ
る
に
拘
ら
ず
佛
蘭
西
式
喇
叭
を
容
れ
て
軍
事
上
の
号
音
た
ら
し
む
る
の
可
を
主
張
し
て
、
之

を
採
用
す
る
に
至
つ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（『
本
邦
洋
楽
変
遷
史
』
七
十
四
頁
）。

一五 

福
井
藩
は
、
明
治
三
年
十一月
に
フ
ラ
ン
ス
式
の
兵
制
に
変
更
し
、「
楽
手
」
山
田
喜
三
次
（
十
七
歳
）
が
、

明
治
三
年
十
二
月
に
「
喇
叭
修
行
」
の
た
め
に
鯖
江
に
留
学
を
し
て
い
る
（
熊
澤
恵
里
子
『
幕
末
維
新
期
に
お

　

ち
ょ
う
ど
明
治
十
七
年
に
、
小
学
校
を
卒
業
し
て
江
名
の
下
に
弟
子
入
り
し
た
上

野
為
吉
（
明
治
六
年
～
昭
和
二
十
四
年
）
は
、
そ
こ
で
楽
器
修
理
や
信
号
ラ
ッ
パ

製
造
の
技
術
を
習
得
し
、
明
治
二
十
年
代
に
江
名
製
作
所
を
去
り
、
板
橋
に
あ
っ

た
陸
軍
兵
器
廠
で
修
理
工
と
し
て
働
い
た
（
同
僚
に
江
川
仙
太
郎
が
い
た
）。
明
治

二
十
六
年
に
大
阪
砲
兵
工
廠
に
呼
び
も
ど
さ
れ
、
そ
の
後
、
大
阪
の
島
之
内
に
上
野

管
楽
器
を
創
業
し
、
東
京
の
日
本
管
楽
器
と
は
別
系
統
の
管
楽
器
製
造
の
起
点
と

な
っ
た
八
八
。

参
考
文
献

秋
山
紀
夫
「
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ェ
ン
ト
ン
を
追
っ
て
」『
社
団
法
人
日
本
吹
奏
楽
指
導
者
協
会
吹
奏
楽
紀

要
』
第
十
五
号
（
二
〇
〇
九
）一～
四
十
頁
。

稲
垣
敏
子
（
翻
刻
）・
樋
口
雄
彦
（
校
正
・
解
説
）「
福
田
重
固
手
控
「
陸
軍
局
御
用
留
」」
一〇
六
頁
。『
横
浜

開
港
資
料
館
紀
要
』
第
二
十
九
号
（
二
〇一一）
六
十
七
～一九
三
頁
。

奥
中
康
人
『
和
洋
折
衷
音
楽
史
』（
春
秋
社 
二
〇一四
）

勝
海
舟
『
勝
海
舟
全
集
』
第
十
七
巻 

陸
軍
歴
史
Ⅲ
（
勁
草
書
房 

一九
七
七
）

熊
澤
恵
里
子
『
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
教
育
の
近
代
化
に
関
す
る
研
究
』（
風
間
書
房 

二
〇
〇
七
）

カ
ー
ル
・
ケ
ッ
ペ
ン
、
石
川
光
庸
訳
「
和
歌
山
藩
軍
事
教
官
カ
ー
ル
・
ケ
ッ
ペ
ン
回
想
録
」『
和
歌
山
市
立
博
物

館
研
究
紀
要
』
７
（一九
九
二
年
）
七
十
八
～
四
十
九
頁
。

佐
藤
香
津
樹
「
喇
叭
太
平
記 

第
10
回 

上
野
管
楽
器
⑴
」『
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ト
レ
ー
ド
』（一九
七
二
年
十一月
）

一四
〇
～一四一頁
。

佐
藤
香
津
樹
「
喇
叭
太
平
記 

第
11
回 

上
野
管
楽
器
⑵
」『
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ト
レ
ー
ド
』（一九
七
二
年
十
二
月
）

一四
〇
～一四一頁
。

重
久
篤
太
郎
『
お
雇
い
外
国
人
⑭
地
方
文
化
』（
鹿
島
出
版
会 

一九
七
六
）

杉
本
武
三
郎
「
江
名
管
楽
器
の
こ
と
」『
楽
器
商
報
』（一九
六
〇
年
四
月
）
二
十
四
頁
。

塚
原
康
子
『
十
九
世
紀
の
日
本
に
お
け
る
西
洋
音
楽
の
受
容
』（
多
賀
出
版 

一九
九
三
）

長
野
栄
俊
「
佐
々
木
権
六
（
長
淳
）
に
関
す
る
履
歴
・
伝
記
史
料
の
紹
介
」『
若
越
郷
土
研
究
』（
福
井
県
郷

土
誌
懇
談
会
）
五
十
二
巻
二
号
、
三
十
～
五
十
七
頁
。

中
武
香
奈
美
「
幕
末
維
新
期
の
横
浜
英
仏
駐
屯
軍
の
実
態
と
そ
の
影
響
―
イ
ギ
リ
ス
軍
を
中
心
に
―
」『
横
浜

開
港
資
料
館
研
究
紀
要
』
第
二
十一号
（一九
九
四
）一～
三
十
二
頁
。

檜
山
陸
郎
『
楽
器
業
界
』（
教
育
社 

一九
七
七
）

檜
山
陸
郎
『
楽
器
産
業
』（
音
楽
之
友
社 

一九
九
〇
）

Ｊ
・
Ｒ
・
ブ
ラ
ッ
ク
『
ヤ
ン
グ
・
ジ
ャ
パ
ン
』
３
（
平
凡
社 

一九
七
〇
）

B
lack, John R

., Y
oung Japan

： Y
okoham

a and Y
edo 1

8
5

8
-7

9
, O

xford 
U

niversity P
ress, 1

9
6

8
.

増
井
敬
二
「
知
ら
れ
ざ
る
日
本
の
洋
楽
史 

そ
の
１　

代
用
品
で
練
習
し
た
薩
摩
藩
の
軍
楽
隊
と
た
だ一度
の
公

開
演
奏
会
」『
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
』（一九
八一年一月
）
九
十
七
～一〇一頁
。

三
浦
俊
三
郎
『
本
邦
洋
楽
変
遷
史
』（
日
東
書
院 

一九
三一）

宮
本
庫
治
『
ラ
ッ
パ
百
年 

警
報
器
作
り
に
生
き
抜
い
た
四
代
の
記
録
』（一九
六
九
）

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
メ
ー
ル
「
和
歌
山
藩
に
お
け
る
お
雇
い
外
国
人 

カ
ー
ル
・
ケ
ッ
ペ
ン
（一八
六
九
―一八
七
二
）

―
ド
イ
ツ
側
の
史
料
を
中
心
に
―
」『
日
本
歴
史
』
四
八
八
号
（一九
八
九
年一月
）一一七
～一二
二
頁
。

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
メ
ー
ル
編
、
石
川
光
庸
訳
「
紀
州
藩
に
お
け
る
ケ
ッ
ペ
ン
の
働
き
を
見
た
人
々
の
証
言
」『
和

歌
山
市
立
博
物
館
研
究
紀
要
』
８
（一九
九
三
年
）

山
口
常
光
『
喇
叭
指
導
指
針
』（
武
揚
堂 

一九
三
七
）

山
口
常
光
『
日
本
ラ
ッ
パ
史
』（一九
七
三
）

『
明
治
十
年
内
国
勧
業
博
覧
会
出
品
目
録
』
４
（一八
七
七
）

『
和
歌
山
県
史 

近
現
代
１
』（一九
八
九
）

＊ 

本
研
究
は
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
、
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
明
治
前
期
の
日
本
の
信
号
ラ
ッ
パ
―
英
仏
の
影

響
と
西
南
戦
争
に
お
け
る
運
用
の
実
態
に
つ
い
て
―
」（1

9
K

0
0

1
5

8

）
の
成
果
の一部
で
す
。

明治初期の金管楽器製造について
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け
る
教
育
の
近
代
化
に
関
す
る
研
究
』
二一一～
二一二
頁
）。

一
六 

記
事
の
原
文
で
は
、
笛
は
〈flutes

〉
あ
る
い
は
〈fifes

〉、
ラ
ッ
パ
は
〈bugles

〉
と
〈cavalry 

trum
pet

〉
と
記
さ
れ
て
い
る
。
太
鼓
は
記
事
本
文
に
は
登
場
し
な
い
が
、
写
真
に
は
ス
ネ
ア
ド
ラ
ム
と
バ
ス
ド

ラ
ム
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一七 

訳
文
は
、
増
井
敬
二
「
知
ら
れ
ざ
る
日
本
の
洋
楽
史 

そ
の
１　

代
用
品
で
練
習
し
た
薩
摩
藩
の
軍
楽
隊
と
た

だ一度
の
公
開
演
奏
会
」
九
十
九
頁
。

一
八 

Ｊ
・
Ｒ
・
ブ
ラ
ッ
ク
『
ヤ
ン
グ
・
ジ
ャ
パ
ン
』
３
（
平
凡
社 

一
九
七
〇
）
の
明
治
三
年
の
記
述
に
も
「
第
十
連

隊
の
軍
楽
隊
長
フ
ェ
ン
ト
ン
氏
は
、
数
名
の
薩
摩
人
の
教
育
を
引
き
受
け
、
す
で
に
洋
式
に
作
っ
た
日
本
製
の
横

笛
、
ラ
ッ
パ
、
太
鼓
な
ど
で
始
め
て
い
た
。」（
一二
二
頁
）
と
あ
る
。「
洋
式
に
作
っ
た
日
本
製
の
横
笛
、
ラ
ッ

パ
、
太
鼓
な
ど
」
は
、
原
文
で
は
〈fifes, bugles and drum

s, m
anufactured in Japan, on 

European m
odel.

〉
と
な
っ
て
い
る
。B

lack, John R
., Young Japan

： Yokoham
a and 

Yedo 1858-79
, O

xford U
niversity P

ress, 1
9

6
8

.

一
九 
た
と
え
ば
、
鹿
児
島
市
観
光
交
流
局
観
光
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
課
が
作
成
し
た
「
維
新
１
５
０
年
〝
維
新
の
ふ

る
さ
と
鹿
児
島
市
〟」
と
い
う
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
コ
ラ
ム
「
日
本
吹
奏
楽
の
始
ま
り
と
薩
摩
」
に
は
、「
当
初
は
楽

譜
も
読
め
ず
、
ま
た
楽
器
も
な
く
、
竹
や
鋳
物
で
作
っ
た
間
に
合
わ
せ
の
楽
器
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
上
達
せ
ず
、

フ
ェ
ン
ト
ン
か
ら
も
さ
か
ん
に
叱
ら
れ
ま
し
た
」
と
あ
る
が
、「
竹
や
鋳
物
」
と
い
う
表
現
は
あ
ま
り
に
も
過
小

な
評
価
と
思
え
る
。http://w

w
w

.m
eijiishin1

5
0

countdow
n.com

/topics/discovery/8
5

2
/

（
二
〇一九
年
九
月
二
十
日
閲
覧
）

二
〇 The Far East, July 1

6
th, 1

8
7

0
.

二一 『
和
歌
山
県
史 

近
現
代
１
』（一九
八
九
）
十
八
～
二
十
八
頁
。

二
二 

カ
ー
ル・ケ
ッ
ペ
ン
、
石
川
光
庸
訳
「
和
歌
山
藩
軍
事
教
官
カ
ー
ル・ケ
ッ
ペ
ン
回
想
録
」
六
十
八
、五
十
四
、五
十
頁
。

二
三 

和
歌
山
県
立
博
物
館
所
蔵
の
絵
巻
「
紀
伊
徳
川
様
式
演
武
之
図
」
に
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
式
の
軍
事
訓
練
の
模

様
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
数
名
の
ラ
ッ
パ
手
（
騎
兵
ラ
ッ
パ
手
と
歩
兵
ラ
ッ
パ
手
）
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、

昭
和
十
三
年
に
当
時
従
卒
だ
っ
た
後
藤
岩
之
丞
は
「
こ
の
時
分
の
兵
の
教
練
に
は
ラ
ッ
パ
だ
け
を
用
い
て
、
太
鼓

は
使
い
ま
せ
ん
で
し
た
。」
と
談
話
を
残
し
て
い
る
（
重
久
篤
太
郎
『
お
雇
い
外
国
人
⑭
地
方
文
化
』
一七
八
頁
）。

二
四 

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
メ
ー
ル
編
、
石
川
光
庸
訳
「
紀
州
藩
に
お
け
る
ケ
ッ
ペ
ン
の
働
き
を
見
た
人
々
の
証
言
」

四
十
四
頁
。
原
文
は一
八
七
一
年
七
月
二
十一日
のPreußische N

ational-Zeitung
. 

に
掲
載
。
執
筆
し
た

の
は
、
和
歌
山
藩
兵
の
視
察
を
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
士
官
で
（
一
八
七
一
年
四
月
に
プ
ロ
イ
セ
ン
の
軍
艦
ヘ
ル
タ
号
で

和
歌
山
を
視
察
し
た
）、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
メ
ー
ル
は
、
こ
の
執
筆
者
が
「
軍
人
す
な
わ
ち
専
門
家
な
の
で
、
そ
の

目
撃
者
の
報
告
は
価
値
の
高
い
も
の
と
い
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
メ
ー
ル
「
和
歌
山
藩
に
お

け
る
お
雇
い
外
国
人 

カ
ー
ル
・
ケ
ッ
ペ
ン
（一八
六
九
―一八
七
二
）
―
ド
イ
ツ
側
の
史
料
を
中
心
に
―
」
一二一頁
。

二
五 

石
川
光
庸
訳
「
紀
州
藩
に
お
け
る
ケ
ッ
ペ
ン
の
働
き
を
見
た
人
々
の
証
言
」
四
十
九
頁
。
原
文
は一
八
七
一

年
七
月
二
十
七
日
の Kölnische Zeitung

. 

に
掲
載
さ
れ
た
。
執
筆
者
はPreußische N

ational-
Zeitung

. 

に
報
告
を
し
た
陸
軍
士
官
と
同一人
物
。

二
六 

明
治
十
年
五
月
三
十
一
日
の
陸
軍
省
の
文
書
に
は
、「
普
式
喇
叭
之
義
過
般
及
御
照
会
置
候
通
和
歌
山
県

下
ニ
於
テ
製
造
為
致
」
と
あ
り
、
和
歌
山
県
で
は
明
治
十
年
の
時
点
で
も
プ
ロ
イ
セ
ン
式
の
ラ
ッ
パ
が
製
造
さ

れ
て
い
た
よ
う
な
の
だ
が
、
こ
れ
が
事
実
な
ら
、
ケ
ッ
ペ
ン
の
製
造
技
術
が
継
承
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い

（JA
C

A
R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
） R

ef.C
0

9
0

8
2

0
2

0
0

0
0

、
往
復
書
翰 

第
１
次
壮
兵
召
募 

４ 

明
治
10
年
４
月
９
日
～
10
年
６
月
２
日
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
））。

二
七 

国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー https://w

w
w

.jacar.go.jp/

二
八 

当
該
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
「
喇
叭
（
ラ
ッ
パ
）」
を
検
索
す
る
と
、
明
治
元
年
以
降
の
約
八
十
年
間
で
約

五
三
〇
〇
件
の
デ
ー
タ
が
ヒ
ッ
ト
す
る
。
そ
の
う
ち
、
明
治
九
年
ま
で
の
デ
ー
タ
は
約
四
〇
〇
件
で
、
そ
こ
か
ら

ラ
ッ
パ
（
楽
器
）
自
体
に
関
係
す
る
デ
ー
タ
を
抽
出
し
た
。

二
九 JA

C
A

R

：C
0

9
0

9
0

1
4

3
9

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
３
年 

巻
12 

本
省
公
文　

器
械
部 

物
品
部
（
防

衛
省
防
衛
研
究
所
）

三
〇 JA

C
A

R

：C
0

9
0

9
0

1
4

3
9

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
３
年 

巻
12 

本
省
公
文　

器
械
部 

物
品
部
（
防

衛
省
防
衛
研
究
所
）

三一 JA
C

A
R

：C
0

9
0

9
0

4
3

9
4

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
４
年 

巻
31 

本
省
公
文　

器
械
部
（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）

三
二 JA

C
A

R

：C
0

9
0

9
0

4
3

9
5

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
４
年 

巻
31 

本
省
公
文　

器
械
部
（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）

三
三 

国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
「
公
文
録
・
明
治
二
年
・
第
百
十
三
巻
・
己
巳
六
月
～
辛
未
七
月
・
神

戸
藩
伺
」https://w

w
w

.digital.archives.go.jp/das/m
eta/M

2
0

0
6

0
4

2
8

1
4

5
2

3
8

7
8

6
3

2

三
四 

似
た
よ
う
な
文
書
に
、
鶴
舞
藩
（
上
総
国
）
の
藩
士
二
十
名
と
、
ラ
ッ
パ
手
の
藤
田
喜
代
次
と
篠
原
竹
次
郎

が
、「
此
度
佛
式
練
兵
並
喇
叭
為
修
行
第
三
大
隊
ヘ
通
ヒ
稽
古
」
を
し
た
文
書
（
明
治
四
年
二
月
三
日
）
な
ど
が

あ
る
（
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
「
公
文
録
・
明
治
二
年
・
第
百
四
十
巻
・
己
巳
六
月
～
辛
未
七
月
・

鶴
舞
藩
伺
」）。

三
五 

た
だ
し
、【
10
】
は
「
海
軍
省
公
文
備
考
」
に
含
ま
れ
て
お
り
、
海
軍
省
の
用
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、

例
外
的
に
海
軍
で
用
い
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
あ
る
い
は
、
何
か
の
手
違
い
で
兵
部
省
時
代
の
陸
軍
の
書
類

が
、
海
軍
に
紛
れ
、
後
に
海
軍
省
の
用
紙
に
写
さ
れ
た
か
）。

三
六 JA

C
A

R

：C
0

9
0

9
0

4
6

9
1

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
４
年 

巻
32 

本
省
公
文　

器
械
部
（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）

三
七 JA

C
A

R

：C
0

9
0

9
0

5
6

1
5

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
４
年 

巻
37 

本
省
公
文　

学
術
部
（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）

三
八 JA

C
A

R

：C
0

9
0

9
0

5
6

1
7

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
４
年 

巻
37 

本
省
公
文　

学
術
部
（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）

三
九 JA

C
A

R

：C
0

9
0

9
0

4
4

6
0

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
４
年 

巻
31 

本
省
公
文　

器
械
部
（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）

四
〇 JA

C
A

R

：C
0

9
0

9
0

4
4

2
1

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
４
年 

巻
31 

本
省
公
文　

器
械
部
（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）

四一 JA
C

A
R

：C
0

9
0

9
0

6
1

7
0

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
４
年 

巻
40 

本
省
公
文　

図
書
部
２
（
防
衛
省
防

衛
研
究
所
）

四
二 JA

C
A

R

：C
0

9
0

9
0

3
4

1
0

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
４
年 

巻
19 

本
省
公
文　

理
財
部
３
（
防
衛
省
防

衛
研
究
所
）

四
三 

後
に
火
薬
を
扱
う
免
許
商
「
銃
砲
弾
薬
売
買
免
許
商
人
」
と
な
っ
た
が
（JACAR

：C09120372600

、

明
治
10
年
11
月 

諸
省 

14
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
））、
明
治
15
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
（JACAR

：

C09120934500

、
明
治
15
年
従
５
月
至
８
月 

諸
省
院
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
））。

四
四 JA

C
A

R

：C
0

9
0

9
0

4
4

6
3

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
４
年 

巻
31 

本
省
公
文　

器
械
部
（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）

四
五 JA

C
A

R

：C
0

9
0

9
0

4
4

6
1

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
４
年 

巻
31 

本
省
公
文　

器
械
部
（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）

四
六 JA

C
A

R

：C
0

9
0

9
0

4
4

6
2

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
４
年 

巻
31 

本
省
公
文　

器
械
部
（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）

四
七 JA

C
A

R

：C
0

9
1

1
0

9
6

5
3

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
５
年 

巻
37 

本
省
公
文　

物
品
部
（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）

四
八 JA

C
A

R

：C
0

9
1

1
0

9
6

4
8

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
５
年 

巻
37 

本
省
公
文　

物
品
部
（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）

四
九 

フ
ェ
ン
ト
ン
は
、
明
治
四
年
六
月
に
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
を
除
隊
と
な
り
、
同
年
八
月
十
七
日
に
兵
部
省
雇
水
兵

本
部
楽
隊
教
師
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
（
秋
山
紀
夫
「
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ェ
ン
ト
ン
を
追
っ
て
」
十
六
頁
）。

五
〇 JA

C
A

R

：C
0

9
1

1
0

9
6

4
9

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
５
年 

巻
37 

本
省
公
文　

物
品
部
（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）

五一 JA
C

A
R

：C
0

9
1

1
0

9
6

5
1

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
５
年 

巻
37 

本
省
公
文　

物
品
部
（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）
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五
二 JA

C
A

R

：C
0

9
1

1
0

9
6

5
2

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
５
年 

巻
37 

本
省
公
文　

物
品
部
（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）

五
三 JA

C
A

R

：C
0

9
1

1
0

9
6

6
1

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
５
年 

巻
37 

本
省
公
文　

物
品
部
（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）

五
四 

海
軍
関
係
の
文
書
に
登
場
す
る
笛
の
類
は
、
明
治
五
年
に
限
っ
て
も
、「
大
笛
」「
英
式
小
笛
」
の
ほ
か

に
も
、
前
述
の
冨
五
郎
の
「
フ
ロ
イ
ト
」
や
、
後
述
す
る
【
24
】
の
「
小
笛
」、【
25
】
の
「
横
笛
」、
あ

る
い
は
「
号
笛 

フ
ロ
イ
ト
ル
」（JA

C
A

R

：C
0

9
1

1
0

9
6

8
7

0
0

）、「
笛
ペ
キ
ロ
」（JA

C
A

R

：

C
0

9
1

1
0

9
6

9
3

0
0

）
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
な
笛
を
指
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
フ
ル
ー
ト
だ
け
で
な
く
、
フ
ァ
イ
フ
の
よ
う
な
横
笛
、
あ
る
い
は
海
軍
で
用

い
ら
れ
る
サ
イ
ド
パ
イ
プ
や
ホ
イ
ッ
ス
ル
の
類
も
考
え
ら
れ
る
）。
た
だ
「
笛
ペ
キ
ロ
」
は
、
ピ
ッ
コ
ロ
と
み
て
間

違
い
な
い
だ
ろ
う
。

五
五 
横
浜
を
離
れ
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
向
か
っ
た
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
歩
兵
第
十
連
隊
第
一
大
隊
に
か
わ
っ
て
、
一
八
七
一

年
八
月
か
ら一
八
七
五
年
ま
で
駐
屯
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
海
軍
海
兵
隊
（
海
兵
隊
軽
歩
兵
）（
塚
原
康
子
『
十
九

世
紀
の
日
本
に
お
け
る
西
洋
音
楽
の
受
容
』
一八
五
～一八
六
頁
、
中
武
香
奈
美
「
幕
末
維
新
期
の
横
浜
英
仏
駐

屯
軍
の
実
態
と
そ
の
影
響
―
イ
ギ
リ
ス
軍
を
中
心
に
―
」）。

五
六 JA

C
A

R
：C

0
9

1
1

0
9

6
5

7
0

0

、
公
文
類
纂 

明
治
５
年 

巻
37 

本
省
公
文　

物
品
部
（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）

五
七 

「
キ
ャ
プ
テ
ン
」
か
。

五
八 

旧
暦
の
明
治
五
年
三
月
二
十
四
日
。

五
九 

兵
部
省
の
武
庫
司
か
ら
独
立
し
て
海
軍
省
内
に
設
け
ら
れ
た
（
お
そ
ら
く
明
治
五
年
四
月
頃
）。
明
治
五
年

十
月
十
三
日
に
廃
さ
れ
て
海
軍
武
庫
司
に
、
明
治
八
年
に
海
軍
省
兵
器
局
に
な
る
。

六
〇 JA

C
A

R

：C
0

9
1

1
0

9
6

7
7

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
５
年 

巻
37 

本
省
公
文　

物
品
部
（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）

六一 JA
C

A
R

：C
0

9
1

1
0

9
6

8
2

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
５
年 

巻
37 

本
省
公
文　

物
品
部
（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）

六
二 JA

C
A

R

：C
0

9
1

1
0

9
6

9
1

0
0

、
公
文
類
纂 
明
治
５
年 

巻
37 

本
省
公
文　

物
品
部
（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）

六
三 JA

C
A

R

：C
0

9
1

1
0

9
6

8
8

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
５
年 
巻
37 

本
省
公
文　

物
品
部
（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）

六
四 

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
当
時
、
海
軍
の
軍
楽
隊
が
陸
軍
に
比
べ
て一歩
リ
ー
ド
し
て
い
た
こ
と
に
も
起
因
す
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
筆
者
の
印
象
で
は
、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
に
現
存
す
る
資
料
の

量
的
・
質
的
な
偏
り
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

六
五 JA

C
A

R

：C
0

4
0

2
5

1
9

0
1

0
0

、
明
治
５
年
「
大
日
記 

壬
申
３
月 

省
中
の
部 

辛
」（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）

六
六 

湯
浅
則
和
、
長
州
藩
出
身
の
陸
軍
中
佐
。
明
治
四
年
十一月
よ
り
武
庫
正
。
陸
軍
幹
部
と
御
用
商
人
山
城
屋

和
助
と
の
癒
着
に
よ
る
汚
職
事
件
（
山
城
屋
事
件
）
で
責
任
を
問
わ
れ
、
明
治
八
年
に
陸
軍
裁
判
で
武
官
免
職
、

位
記
剥
奪
の
判
決
を
う
け
引
責
辞
職
し
た
こ
と
で
、
山
県
有
朋
の
政
治
生
命
を
救
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
建
築

家
の
片
山
東
熊
の
実
兄
（『
日
本
の
建
築
２ 

様
式
の
礎
』
一四
二
頁
）。

六
七 JA

C
A

R

：C
0

4
0

2
5

2
7

5
9

0
0

、
明
治
５
年
「
大
日
記 

壬
申 

５
月
省
中
之
部 

辛
下
」（
防
衛
省
防

衛
研
究
所
）、
お
よ
び
、JA

C
A

R

：C
0

4
0

2
5

2
7

6
0

0
0

、
明
治
５
年
「
大
日
記 

壬
申 

５
月
省
中
之
部 

辛
下
」（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）

六
八 JA

C
A

R

：C
0

4
0

2
5

3
5

0
8

0
0

、
明
治
５
年
「
大
日
記 

壬
申
10
月 

省
中
之
部 

辛
」（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）

六
九 JA

C
A

R

：C
0

4
0

2
5

3
6

1
1

0
0

、
明
治
５
年
「
大
日
記 

壬
申
10
月 

省
中
之
部 

辛
」（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）。
た
だ
し
、
こ
の
「
砲
兵
喇
叭
」
は一本
あ
た
り
の
値
段
が一両
二
分
で
、
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ

れ
ま
で
の
国
産
ラ
ッ
パ
よ
り
も
か
な
り
安
い
。

七
〇 JA

C
A

R

：C
0

9
1

1
0

9
6

9
4

0
0

、
公
文
類
纂 

明
治
５
年 

巻
37 

本
省
公
文　

物
品
部
（
防
衛
省
防
衛

研
究
所
）

七一 JA
C

A
R

：C
0

4
0

2
5

8
9

0
6

0
0

、「
大
日
記 

諸
寮
司
伺
届
并
諸
達 

３
月
金 

陸
軍
第
１
局
」（
防
衛

省
防
衛
研
究
所
）、
お
よ
び
、JA

C
A

R

：C
0

4
0

2
5

8
9

0
7

0
0

、「
大
日
記 

諸
寮
司
伺
届
并
諸
達 

３
月
金 

陸
軍
第
１
局
」（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）

七
二 

間
宮
信
行
、
幕
末
は
講
武
所
で
学
び
、
幕
府
陸
軍
の
砲
兵
頭
を
、
維
新
後
は
沼
津
兵
学
校
で
三
等
教
授
方

を
つ
と
め
る
。
沼
津
兵
学
校
の
兵
部
省
へ
の
移
管
と
と
も
に
明
治
政
府
に
出
仕
。
砲
兵
局
分
課
・
造
兵
司
出
勤
・

第
三
局
課
長
・
砲
兵
本
廠
副
提
理
・
砲
兵
会
議
議
員
・
参
謀
局
第
七
課
長
・
参
謀
本
部
海
防
局
員
な
ど
を
歴
任
し
、

陸
軍
砲
兵
中
佐
と
な
り
、
明
治
二
十
四
年
に
退
役
。

七
三 JA

C
A

R

：C
0

4
0

2
5

9
1

0
6

0
0

お
よ
びC

0
4

0
2

5
9

1
0

7
0

0

、
明
治
７
年 

「
大
日
記 

官
省
使
府
県 

送
達
10
月
土 

陸
軍
第一局
」（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）

七
四 

宮
本
警
報
器
と
勝
之
助
に
つ
い
て
は
、
奥
中
康
人
『
和
洋
折
衷
音
楽
史
』
を
参
照
。

七
五  

宮
本
警
報
器
株
式
会
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
宮
本
ヒ
ス
ト
リ
ア
」（http://m

iyam
oto-horn.jp/

m
iyam

oto_historia/index.htm
l

）（
二
〇一九
年
十
月
五
日
閲
覧
）

七
六 

明
治
三
年
三
月
に
兵
部
省
造
兵
司
が
管
轄
下
に
お
く
。

七
七 

宮
本
庫
治
『
ラ
ッ
パ
百
年 

警
報
器
作
り
に
生
き
抜
い
た
四
代
の
記
録
』
十
八
～
二
十
二
頁
。

七
八 

正
確
に
は
、
明
治
八
年
「
砲
兵
方
面
本
支
廠
条
例
」
に
よ
り
東
京
に
「
砲
兵
第一方
面
内
砲
兵
本
廠
」
が
設

け
ら
れ
、
明
治
十
二
年
に
「
砲
兵
工
廠
条
例
」
に
よ
り
「
東
京
砲
兵
工
廠
」
に
名
称
が
改
め
ら
れ
た
。
勝
之
助

は
明
治
十
二
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
勝
之
助
が
関
わ
っ
た
の
は
、「
造
兵
廠
」
で
は
な
く
「
第
一
方
面
内
砲

兵
本
廠
」
と
思
わ
れ
る
。

七
九 

宮
本
庫
治
『
ラ
ッ
パ
百
年
』
二
十
二
頁
。

八
〇 

「
明
治
大
正
期
楽
器
商
リ
ス
ト
」（http://charlie-zhang.m

usic.coocan.jp/M
O

O
N

H
/

G
A

K
K

IL.htm
l

）（
二
〇一九
年
十
月
十
八
日
閲
覧
）

八一 『
明
治
十
年
内
国
勧
業
博
覧
会
出
品
目
録
』
４
（一八
七
七
）

八
二 

宮
本
庫
治
『
ラ
ッ
パ
百
年
』
二
十
六
頁
。

八
三 

宮
本
庫
治
『
ラ
ッ
パ
百
年
』
二
十
七
頁
。

八
四 

江
川
仙
太
郎
の
履
歴
、
お
よ
び
江
川
楽
器
製
作
所
の
創
設
年
代
に
つ
い
て
は
、
文
献
に
よ
っ
て
異
な
り
、
諸
説

あ
る
。

八
五 『
朝
日
新
聞
』（
大
阪
）
明
治
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
。

八
六 

佐
藤
香
津
樹
「
喇
叭
太
平
記 

第
10
回 

上
野
管
楽
器
⑴
」
一四
〇
～一四一頁
。

八
七 

杉
本
武
三
郎
「
江
名
管
楽
器
の
こ
と
」
二
十
四
頁
。

八
八 

杉
本
武
三
郎
「
江
名
管
楽
器
の
こ
と
」
二
十
四
頁
。
上
野
管
楽
器
は
、上
野
為
吉
の
あ
と
、上
野
亀
吉
（一八
九
九

～一九
六
〇
）、
上
野
都
喜
雄
（一九
三
二
～
二
〇
〇
五
）へ
と
三
代
に
わ
た
って
引
き
継
が
れ
た
（
佐
藤
香
津
樹
「
喇
叭

太
平
記 

第
11
回 

上
野
管
楽
器
」）。

明治初期の金管楽器製造について
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　The purpose of this study is to clarify the beginning of production of Western brass instruments made in Japan in the early Meiji 
period. Rikuro Hiyama has argued that the bugle was first manufactured at Osaka in October 1884, based on the article written in 
newspaper, Iroha Shinbun . However, when analyzing the historical materials of the Army or Navy at that time through the digital archive 
system of the National Archives of Japan, which was developed in recent years, it was found that production of musical instruments 
such as bugles in English style and French style started in 1871 or 1872 at the latest.
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