
永
井
荷
風
が
描
い
た
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ

―
昭
和
初
期
の
作
品
に
お
け
る
音
の
図
象
性
―

G

ガ

ラ

ala M

マ

リ

ア

aria F

フ

ォ

ッ

ラ

コ

O
LLA

CO

　

永
井
荷
風
の
作
品
に
お
い
て
東
京
の
空
間
は
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
る
。
彼
の
文
学
は
あ
る
種
の
大
き
な
〈
東
京
物
語
〉
と
も
い
え

る
程
、
近
代
日
本
の
首
都
を
中
心
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。
事
実
、
東
京
の
み
な
ら
ず
、
中
国
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
を
訪
れ
た
頃
か

ら
、
荷
風
は
都
市
の
景
観
と
都
会
の
生
活
様
式
に
魅
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

た
と
え
ば
、
一
九
〇
四
年
の
秋
、
ミ
シ
ガ
ン
州
の
小
さ
な
地
方
都
市
カ
ラ
マ
ズ
ー
に
着
い
て
ま
も
な
く
、
巌
谷
小
波
と
木
曜
会
の
仲

間
に
宛
て
た
は
が
き
に
、「
私
は
矢
張
り
流
行
だ
の
鳴
物
だ
の
色
〻
賑
や
か
な
も
の
〻
あ
る
土
地
で
無
け
れ
ば
幸
福
に
暮
ら
す
事
の
出
来

な
い
人
間
だ
と
云
ふ
事
を
悟
り
ま
し
た
」（
木
曜
会
諸
君
宛
葉
書 　

一
九
〇
四
年
一
一
月
二
三
日
付
）
と
書
い
て
い
る
こ
と
は
興
味
深

い
。
上
海
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
リ
ヨ
ン
な
ど
、
ど
こ
の
国
で
も
そ
れ
ら
の
都
市
空
間
を
描
こ
う
と
し
た
若
い
荷
風
の
言
葉
に
は
、
都
会

と
い
う
も
の
は
流
行
、
そ
し
て
音
の
世
界
と
し
て
表
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
荷
風
は
、
都
市
を
見
た
だ
け
で
な
く
、
都
市
に
耳
を
傾
け

た
作
家
で
あ
る
。
真
銅
正
宏
（『
永
井
荷
風
・
音
楽
の
流
れ
る
空
間
』
世
界
思
想
社　

一
九
九
七
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
研
究
が
明

ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
荷
風
は
音
楽
へ
の
造
詣
が
深
く
、
西
洋
に
滞
在
し
て
い
る
間
に
オ
ペ
ラ
や
コ
ン
サ
ー
ト
を
見
に
行
く
の
は

常
だ
っ
た
し
、
む
ろ
ん
帰
朝
後
の
作
品
に
お
い
て
も
伝
統
音
楽
な
ど
に
関
す
る
言
及
は
非
常
に
多
く
、『
す
み
だ
川
』（『
新
小
説
』　

一
九
〇
九
年
一
二
月
）、『
雨
瀟
瀟
』（『
新
小
説
』　

一
九
二
一
年
三
月
）
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
に
象
徴
的
な
意
味
を
も
た
せ
て
物
語
の
ひ

と
つ
の
機
能
と
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
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と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
音
楽
よ
り
も
、
荷
風
が
書
き
写
し
た
都
市
風
景
に
お
け
る
広
義
で
の
〈
音
〉、
つ
ま
り
声
、

騒
め
き
、
ノ
イ
ズ
な
ど
を
含
む
近
代
東
京
の
い
わ
ゆ
る
〈
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
〉（soundscape

）
で
あ
る
。

　

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
い
う
英
語
は
文
字
通
り
音
風
景
に
当
た
る
が
、
こ
こ
で
提
示
し
た
い
の
は
Ｒ
・
マ
リ
ー
・
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー

Raym
ond M

urray Schafer

と
い
う
作
曲
家
が
確
立
し
た
概
念
、
す
な
わ
ち
「
人
間
と
そ
の
環
境
の
音
と
の
関
係
は
何
か
、
ま
た
こ

れ
ら
の
音
が
変
化
す
る
時
に
何
が
起
こ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
か
ら
出
発
し
、
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
に
携
わ
る
様
々
な
研
究
を
「
統
合
す

る
試
み
」
と
し
て
の
「
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
研
究
」
と
い
う
方
法
論
で
あ
る
。
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
論
の
も
っ
と
も
重
要
な
用
語
は
い

わ
ゆ
る
〈
基
調
音
〉（
キ
ー
ノ
ー
ト
・
サ
ウ
ン
ドkeynote sound

）
と
〈
信
号
音
〉（
シ
グ
ナ
ルsignal

）
と
〈
標
識
音
〉（
サ
ウ
ン
ド

マ
ー
クsoundm

ark

）
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
我
々
が
生
活
す
る
環
境
の
音
を
包
括
す
る
分
類
で
あ
る
。
基
調
音
と
は
「
基
盤
を
な
す
音
」

で
、「
他
の
す
べ
て
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
特
別
な
意
味
を
持
つ
の
は
こ
の
主
音
に
対
す
る
関
係
に
基
づ
い
て
い
る
」
の
に
対
し
、
信
号
音

と
は
聴
く
人
に
特
定
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
音
で
あ
り
、
ま
た
標
識
音
と
は
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
の
よ
う
に
、「
そ
の
共
同
体
の
人
々
に
よ

っ
て
特
に
尊
重
さ
れ
、
注
意
さ
れ
る
よ
う
な
特
質
を
持
っ
た
共
同
体
の
音
を
意
味
す
る
」
の
で
あ
る
（
鳥
越
け
い
子
訳
『
世
界
の
調
律　

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
は
な
に
か
』
平
凡
社　

二
〇
〇
六
年
）。

　

二
〇
一
三
年
に
発
表
さ
れ
た
ビ
ス
テ
ル
ヴ
ェ
ル
ド
等
の
研
究
（
Ｋ
・
ビ
ス
テ
ル
ヴ
ェ
ル
ド
編
『Soundscapes of the U

rban Past: 

Staged Sound as M
ediated Cultural H

eritage

』transcript　

二
〇
一
三
年
）
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
論

を
手
掛
か
り
に
し
て
文
学
作
品
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
テ
キ
ス
ト
が
反
映
し
て
い
る
観
念
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
理
解
で
き
よ

う
。
さ
ら
に
、
本
稿
で
は
、
荷
風
文
学
に
お
け
る
都
市
空
間
の
詩
学
と
い
う
幅
広
い
問
題
領
域
に
こ
の
特
定
の
立
場
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
代
の
変
化
に
対
す
る
荷
風
の
ス
タ
ン
ス
と
、
ま
た
そ
こ
に
窺
え
る
影
響
を
よ
り
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に

す
る
。

－ 91 － （72）



　

荷
風
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
長
編
小
説
、『
濹
東
綺
譚
』（『
東
京
朝
日
新
聞
』『
大
阪
朝
日
新
聞
』　

一
九
三
七
年
四
月
）
に
お
い
て
主

人
公
の
大
江
匡
が
隣
家
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
騒
音
を
避
け
る
た
め
に
玉
ノ
井
に
行
く
場
面
が
あ
り
、
と
り
わ
け
迷
惑
に
感
じ
る
の
は
ラ

ジ
オ
の
音
で
あ
る
。
梅
雨
明
け
の
蒸
し
暑
さ
の
中
で
仕
事
が
で
き
ず
、
夕
方
に
涼
し
く
な
っ
て
い
よ
い
よ
筆
を
と
ろ
う
と
し
た
時
に
「
ち

ょ
う
ど
そ
の
頃
か
ら
亀
裂
の
入
っ
た
よ
う
な
鋭
い
物
音
が
湧
起
っ
て
」
遅
く
ま
で
続
く
と
い
う
。
大
江
匡
を
「
苦
し
め
る
」
の
は
「
九

州
弁
の
政
談
、
浪
花
節
、（
略
）
学
生
の
演
劇
に
類
似
し
た
朗
読
に
洋
楽
を
取
り
交
ぜ
た
も
の
」
と
、
蓄
音
機
が
鳴
ら
す
流
行
歌
で
あ

る
。
し
か
し
、
外
に
出
て
も
そ
の
よ
う
な
迷
惑
な
音
に
追
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、「
電
車
や
自
動
車
の
響
と
混
淆
し
て
、
市
街
一
般
の

騒
音
と
な
っ
て
聞
こ
え
る
の
で
、
書
斎
に
孤
坐
し
て
い
る
時
に
く
ら
べ
る
と
、
歩
い
て
い
る
時
の
方
が
か
え
っ
て
気
に
な
ら
ず
、
よ
ほ

ど
楽
で
あ
る
」
と
い
う
。

　

こ
の
短
い
文
章
は
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
後
節
に
あ
る
「
市
街
一
般
」
と
定
義
さ
れ
た
「
電
車

や
自
動
車
の
響
」
に
関
す
る
言
及
で
あ
る
。
電
車
と
自
動
車
は
荷
風
の
帰
朝
後
の
作
品
の
中
で
数
多
く
描
か
れ
て
お
り
、
場
合
に
よ
り

非
常
に
深
い
意
味
も
付
与
さ
れ
る
都
市
風
景
の
要
素
だ
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
近
代
と
近
代
化
の
象
徴
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
一

般
的
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、「
下
谷
の
家
」（『
三
田
文
学
』　

一
九
一
一
年
二
月
）
と
題
さ
れ
る
随
筆
の
な
か
に
、
幼
い
頃
に
行
っ
た
鷲

津
毅
堂
の
家
ま
で
の
道
と
、
執
筆
当
時
電
車
に
乗
っ
た
同
じ
道
と
を
比
較
し
、
前
者
を
懐
か
し
く
思
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
帰
朝
後
の
風
景
描
写
に
お
け
る
電
車
は
彼
の
幼
少
期
に
対
峙
す
る
よ
う
な
明
治
後
期
・
大
正
初
期
の
東
京
の
特
徴
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
初
期
に
な
る
と
事
情
が
急
に
変
化
し
、「
電
車
や
自
動
車
の
響
」
が
近
代
の
ア
イ
コ
ン
で
あ
る
こ
と
に
変
わ

り
が
な
い
と
は
い
い
な
が
ら
、「
市
街
一
般
」
の
音
で
あ
る
だ
け
に
、
か
え
っ
て
近
い
過
去
と
の
連
続
性
を
確
保
す
る
よ
う
な
存
在
と
も

な
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ら
の
「
響
」
は
語
り
手
が
迷
惑
に
感
じ
る
ラ
ジ
オ
と
蓄
音
機
の
音
と
「
混
淆
」
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

彼
の
な
か
で
電
車
と
自
動
車
の
轟
音
が
当
時
の
都
市
風
景
の
基
調
音
で
あ
る
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
大
正
か
ら
昭
和
に
わ
た
り
広
く
普
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及
し
た
ラ
ジ
オ
の
音
を
圧
迫
す
る
（
あ
え
て
圧
迫
し
て
ほ
し
い
と
も
い
え
る
が
）
と
に
か
く
ラ
ジ
オ
の
音
を
圧
迫
す
る
機
能
と
し
て
捉

え
ら
れ
よ
う
。
磯
田
光
一
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
昭
和
初
期
に
お
け
る
荷
風
の
ラ
ジ
オ
嫌
い
は
『
濹
東
綺
譚
』
を
執
筆
す
る
頃
に

は
昭
和
の
文
明
全
体
に
対
す
る
批
判
と
な
っ
て
い
た
（『
永
井
荷
風
』
講
談
社　

一
九
七
九
年
）。
さ
ら
に
、
ラ
ジ
オ
だ
け
で
な
く
活
動

写
真
に
対
し
て
も
批
判
を
加
え
た
こ
の
小
説
は
、
吉
見
俊
哉
の
い
わ
ゆ
る
「
都
市
論
」
且
つ
「
メ
デ
ィ
ア
論
」
だ
と
い
え
よ
う
（『「
声
」

の
資
本
主
義
』
講
談
社　

一
九
九
五
年
）。
吉
見
に
よ
る
と
、
荷
風
は
「
驚
く
ほ
ど
鋭
敏
な
耳
を
持
ち
」、
た
と
え
ば
戦
時
下
に
人
々
の

噂
話
を
盗
み
聞
き
し
、
日
記
『
断
腸
亭
日
乗
』
に
書
き
留
め
て
い
た
こ
と
は
、
彼
が
「
街
角
の
さ
さ
や
き
は
、
新
聞
や
ラ
ジ
オ
以
上
に

時
代
状
況
の
核
心
に
迫
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
に
（
略
）
は
じ
め
か
ら
気
づ
い
て
い
た
」
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

荷
風
が
、
変
動
の
多
い
時
期
で
あ
る
昭
和
初
期
の
な
か
で
も
殊
に
そ
の
変
化
を
激
し
く
感
じ
た
の
は
昭
和
七
年
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

い
わ
ゆ
る
〈
大
東
京
〉
成
立
、
す
な
わ
ち
東
京
市
は
二
〇
区
を
加
え
て
三
五
区
に
な
り
、
そ
の
人
口
は
五
三
一
万
人
に
昇
り
、
世
界
第

二
の
都
市
と
な
っ
た
一
年
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
松
田
良
一
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
昭
和
七
年
は
隣
家
か
ら
「
ラ
ジ
オ
の
音
が
荷
風

の
家
の
内
部
奥
深
く
ま
で
侵
入
し
て
き
た
」
一
年
で
も
あ
る
。
松
田
に
よ
る
と
、『
濹
東
綺
譚
』
の
文
章
に
お
け
る
「
美
的
な
音
色
で
は

な
く
ご
く
普
通
の
下
町
生
活
の
音
」
は
、「
ラ
ジ
オ
の
音
、
電
車
の
音
、
警
笛
の
音
を
対
極
に
し
て
、
そ
れ
ら
か
ら
詩
的
な
響
を
聞
き
と

っ
て
い
る
の
で
あ
る
」（「『
濹
東
綺
譚
』
論
―
ラ
ヂ
オ
と
蚊
の
音
」『
椙
山
国
文
学
』　

一
九
八
八
年
三
月
）
が
、
こ
こ
で
同
一
視
さ
れ

る
ラ
ジ
オ
の
音
と
電
車
の
音
は
実
際
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
思
え
て
な
ら
な
い
。
東
京
の
風
景
の
な
か
で
比
較
的

短
い
が
す
で
に
歴
史
の
あ
っ
た
電
車
は
決
し
て
悪
い
意
味
を
持
た
な
い
。
一
方
、
ラ
ジ
オ
に
は
政
治
的
な
指
針
が
あ
っ
た
だ
け
に
（
丸

山
鐵
雄
『
ラ
ジ
オ
の
昭
和
』
幻
戯
書
房　

二
〇
一
二
年
）、
荷
風
は
そ
れ
を
権
威
の
道
具
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
た
い
。
当

時
、
彼
の
文
学
に
お
い
て
は
、
近
代
東
京
と
い
う
都
市
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
す
る
図
象
の
な
か
で
ラ
ジ
オ
の
音
は
個
人
の
プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
な
空
間
に
侵
入
す
る
権
威
の
象
徴
で
あ
る
の
に
対
し
、
電
車
は
完
全
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
都
市
風
景
の
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
た
。
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さ
ら
に
、
荷
風
文
学
に
お
け
る
都
市
空
間
の
描
写
の
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、
そ
の
核
心
に
あ
る
の
が
人
間
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
都
市
空
間
を
描
く
時
に
、
都
市
と
い
う
も
の
は
人
間
の
た
め
に
存
在
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
シ
カ
ゴ
学
派
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
Ｒ
・
パ
ー
クRobert Park

を
は
じ
め
、
都
市
社
会
学
者
が
重
要
視
し
つ
づ
け
て
き
た
「
都

市
空
間
の
中
の
人
間
」
と
い
う
主
張
は
荷
風
文
学
に
も
あ
り
、
前
述
し
た
人
の
声
に
耳
を
傾
け
る
行
為
も
彼
の
理
想
な
る
「
人
間
的
都

市
」
を
ま
さ
に
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
『
濹
東
綺
譚
』
の
テ
キ
ス
ト
に
は
自
己
喪
失
の
予
感
が
流
れ
る
場
面
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
エ
ピ
ロ
ー
グ
近
く
、
大
江
匡
が

遊
廓
に
向
か
う
時
に
警
察
者
に
調
べ
ら
れ
た
結
果
、
身
分
を
疑
わ
れ
る
場
面
も
そ
う
だ
ろ
う
が
、
そ
の
危
険
性
は
都
市
空
間
に
ま
た
反

映
さ
れ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
都
市
空
間
は
〈
自
己
〉
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
り
、
隠
さ
れ
て
、
疑
わ
れ
て
、

勘
違
い
さ
れ
る
〈
私
〉
の
断
片
的
な
性
質
は
そ
の
〈
私
〉
が
行
動
す
る
空
間
に
も
あ
り
、
テ
キ
ス
ト
自
体
に
も
尚
み
ら
れ
る
と
い
え
よ

う
。
介
入
的
な
ラ
ジ
オ
の
音
は
下
町
の
道
を
巡
回
す
る
警
察
者
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
個
人
の
「
内
部
奥
深
く
」
を

脅
か
す
権
威
の
身
代
わ
り
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
午
後
四
時
か
ら
ラ
ジ
オ
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
玉
ノ
井
に
行
く
〈
私
〉
の
決

心
は
一
層
意
味
深
く
、
玉
ノ
井
は
逃
げ
場
、
ま
た
は
避
難
所
と
い
う
よ
り
も
、
Ｒ
・
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
が
論
じ
た
「
近
代
に
対
す
る
対
抗

言
説
」（『N

agai K
afū ’s O

ccidentalism
: D
efi ning the Japanese Self

』 SU
N
Y
 Press　

二
〇
一
一
年
）
が
空
間
化
さ
れ
た
存
在

の
著
し
い
例
だ
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
玉
ノ
井
は
受
動
的
な
逃
亡
の
目
的
地
で
は
な
く
、
む
し
ろ
活
動
的
な
反
抗
の
場
に
な
る
。

　

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
荷
風
文
学
に
お
け
る
昭
和
初
期
の
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
は
色
々
な
意
味
で
矛
盾
し
且
つ
断
片
的
な
も

の
だ
っ
た
が
、
そ
の
評
価
は
様
々
な
要
素
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
に
も
ま
た
色
々
な
影
響
や
遠
因
が
推
測
で
き
よ
う
。
こ
の
点
を
論
じ

る
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
明
治
維
新
期
の
東
京
を
訪
れ
た
西
洋
の
作
家
が
書
き
残
し
た
作
品
と
の
対
比
が
面
白
い
。
比
較
文
学
者
の
内

藤
高
に
は
『
明
治
の
音　

西
洋
人
が
聴
い
た
近
代
日
本
』（
中
央
公
論
社　

二
〇
〇
五
年
）
と
い
う
研
究
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
一
九
世
紀
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後
半
に
来
日
し
た
西
洋
人
が
見
た
だ
け
で
な
く
、
聴
い
た
当
時
の
日
本
を
考
察
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ス
イ
ス
の
特
命
全
権
公
使
と

し
て
一
八
六
三
年
に
日
本
を
訪
れ
た
エ
メ
・
ア
ン
ベ
ー
ルA

im
é H
um
bert

の
記
録
に
見
る
江
戸
は
「
都
市
空
間
と
し
て
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
生
き
生
き
と
し
た
音
が
存
在
し
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
ト
ー
タ
ル
な
調
和
を
破
る
こ
と
の
な
い
空
間
と
し
て
（
略
）
認
識
さ
れ
て
い

る
」。
と
こ
ろ
が
、
文
明
開
化
が
進
む
中
で
江
戸
も
東
京
に
変
わ
り
、
後
に
来
日
し
た
ピ
エ
ル
・
ロ
チPierre Loti

や
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・

ハ
ー
ンLafcadio H

earn

（
小
泉
八
雲
）
等
は
ま
た
違
う
音
風
景
に
耳
を
傾
け
た
。
内
藤
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、「
敏
感
な
耳
を
持
っ

た
」
ロ
チ
は
自
分
が
経
験
し
た
日
本
の
風
景
を
「
連
想
や
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
通
し
て
了
解
」
し
、
そ
れ
は
「
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
定

着
し
て
い
」
き
、
後
代
の
作
家
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
ハ
ー
ン
自
身
も
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
そ
う
だ
。『
お
菊
さ
ん
』（M

adam
e 

Chrysanthèm
e　

一
八
八
七
年
）
で
は
蝉
の
声
と
三
味
線
を
日
本
の
音
風
景
の
あ
る
種
の
基
調
音
と
し
て
紹
介
し
て
お
り
、
さ
ら
に
文

章
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
の
は
鐘
の
音
と
屋
根
に
落
ち
る
雨
の
音
と
祈
り
の
声
で
あ
る
。
ま
た
、
二
年
後
の
『
秋
の
日
本
』（Japoneries 

d ’autom
ne　

一
八
八
九
年
）
で
ロ
チ
は
「
近
代
化
、
西
洋
化
の
中
の
同
時
代
的
な
日
本
よ
り
も
、『
純
粋
』
な
過
去
の
日
本
を
求
め
よ

う
と
す
る
」
と
、
内
藤
が
指
摘
し
て
い
る
。
日
光
に
行
っ
た
と
き
に
お
寺
の
鐘
と
祈
祷
の
太
鼓
に
心
惹
か
れ
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
「
夢

想
と
し
て
の
日
本
」
で
あ
り
、「
ち
ぐ
は
ぐ
」
な
日
本
、
つ
ま
り
近
代
化
と
い
う
枠
の
中
で
「
変
化
す
る
日
本
」
よ
り
理
想
的
だ
っ
た
。

ま
た
、
一
八
九
〇
年
に
来
日
し
た
ハ
ー
ン
も
早
く
か
ら
日
本
の
伝
統
に
こ
だ
わ
り
、
仏
教
に
関
連
す
る
事
項
に
対
し
て
好
奇
心
を
持
ち
、

『
神
々
の
国
の
首
都
』（T

he Chief City of the Province of the Gods　

一
八
九
四
年
）
の
な
か
で
禅
宗
の
洞
光
寺
の
鐘
と
、
法
華

経
を
連
想
さ
せ
る
鶯
の
鳴
き
声
に
注
目
し
て
い
る
。

　

荷
風
は
「
鐘
の
声
」（『
中
央
公
論
』　

一
九
三
六
年
六
月
）
と
い
う
小
品
で
増
上
寺
の
鐘
の
「
考
に
沈
み
な
が
ら
、
静
に
聴
い
て
い
ら

れ
る
音
色
」
に
つ
い
て
書
く
と
き
に
、
昔
近
所
の
ど
こ
か
ら
も
聞
こ
え
た
そ
の
音
は
「
車
の
響
、
風
の
音
、
人
の
声
、
ラ
ヂ
オ
、
飛
行

機
、
蓄
音
器
、
さ
ま
ざ
ま
の
物
音
に
遮
ら
れ
て
、
滅
多
に
わ
た
く
し
の
耳
に
は
達
し
な
い
」
と
慨
嘆
し
た
。
す
な
わ
ち
、
近
代
東
京
の
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侵
入
的
な
雑
音
の
な
か
で
「
静
か
に
聴
い
て
い
ら
れ
る
」
そ
の
優
し
い
音
は
彼
の
耳
に
届
き
に
く
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
荷
風
の
な
か
で
当
時
関
心
を
寄
せ
て
い
た
〈
近
代
〉
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
。「
西
行
も
、
芭
蕉
も
、

ピ
エ
ー
ル
・
ロ
チ
も
、
ラ
フ
カ
ヂ
オ
・
ハ
ア
ン
も
、
各
そ
の
生
涯
の
或
時
代
に
お
い
て
、
こ
の
響
、
こ
の
声
、
こ
の
囁
き
に
、
深
く
心

を
澄
ま
し
耳
を
傾
け
た
」
が
、「
時
勢
の
変
転
し
て
行
く
不
可
解
の
力
は
、
天
変
地
妖
の
力
に
も
優
っ
て
い
る
」
と
い
う
。
仏
教
関
連
行

事
の
様
式
も
変
わ
っ
た
た
め
に
、
当
時
の
鐘
の
音
は
か
つ
て
「
芭
蕉
や
ハ
ア
ン
等
が
仏
寺
の
鐘
を
聴
い
た
時
の
如
く
で
は
な
い
」
と
い

う
。
こ
こ
で
荷
風
は
日
本
の
昔
の
詩
人
で
あ
る
西
行
と
芭
蕉
の
他
に
ロ
チ
と
ハ
ー
ン
の
名
前
も
あ
げ
て
い
る
が
、
彼
は
、
そ
れ
ら
の
作

品
に
見
る
、
あ
る
意
味
で
保
守
的
な
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
文
章
で
面
白
い
の
は
、

荷
風
が
持
ち
出
す
作
家
は
日
本
人
二
人
と
西
洋
人
二
人
だ
と
い
う
こ
と
自
体
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
荷
風
に
と
っ
て
、
国
境
を
超
え
た
風

景
の
詩
的
感
受
性
と
も
い
え
る
感
性
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
随
筆
の
ま
と
め
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
次
に
荷
風
は

「
た
ま
た
ま
鐘
の
声
を
耳
に
す
る
時
、
わ
た
く
し
は
何
の
理
由
も
な
く
、
む
か
し
の
人
々
と
同
じ
よ
う
な
心
持
で
、
鐘
の
声
を
聴
く
最
後

の
一
人
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
心
細
い
気
が
し
て
な
ら
な
い
…
」
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
鐘
を
聴
く
」

と
い
う
行
為
が
よ
り
深
い
意
味
を
持
ち
、
歴
史
的
且
つ
文
化
的
過
渡
期
に
繋
が
る
識
別
子
と
も
な
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
鐘
の
声

を
聴
く
、
聴
か
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
前
述
し
た
よ
う
な
詩
的
感
受
性
を
持
つ
、
持
た
な
い
と
い
う
文
人
と
し
て
の
大
事
な
区
別
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
近
代
化
を
成
し
遂
げ
た
〈
大
東
京
〉
の
音
風
景
の
な
か
で
聴
こ
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
文
人
と
し
て
の
帰

属
感
、
共
同
体
感
覚
も
失
わ
れ
は
じ
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
濹
東
綺
譚
』
に
見
る
大
江
の
玉
ノ
井
へ
の
移
動
も
ま
た
似
た
よ

う
な
意
図
に
よ
る
。
ラ
ジ
オ
が
聴
こ
え
な
い
の
は
近
代
に
対
す
る
対
抗
の
空
間
な
ら
で
は
の
情
勢
で
あ
る
。
ま
た
、〈
東
京
〉
が
ま
だ
存

在
し
な
か
っ
た
時
代
を
生
き
た
日
本
の
詩
人
と
、〈
東
京
〉
以
外
の
空
間
を
好
ん
だ
西
洋
の
文
学
者
の
名
前
を
挙
げ
た
こ
と
に
は
、
そ
の

東
京
は
日
本
を
〈
離
脱
〉
し
た
と
い
う
悲
観
的
な
考
え
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
よ
う
。
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同
時
期
に
書
か
れ
た
「
寺
じ
ま
の
記
」（『
中
央
公
論
』　

一
九
三
六
年
六
月
）
も
玉
ノ
井
を
扱
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
文
章
化
さ
れ
た

町
の
音
風
景
は
格
別
で
あ
り
、
下
駄
の
音
、
喧
嘩
ら
し
い
声
と
物
売
り
の
声
な
ど
、
い
く
つ
か
の
要
素
を
組
み
合
わ
せ
た
な
か
で
、
も

っ
と
も
代
表
的
な
響
き
は
水
商
売
の
女
の
声
で
あ
る
（「
窓
の
女
は
跫
音
が
す
る
と
、
姿
の
見
え
な
い
中
か
ら
チ
ョ
イ
ト
チ
ョ
イ
ト
旦

那
」
云
々
）。
そ
れ
を
聴
き
取
っ
て
語
り
手
は
若
い
頃
に
訪
れ
た
吉
原
の
遊
廓
を
思
い
起
こ
す
。
す
な
わ
ち
女
の
声
も
鐘
の
音
と
同
じ
よ

う
に
過
去
と
の
連
続
性
を
守
る
音
で
あ
り
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
論
用
語
で
い
う
と
標
識
音
、
つ
ま
り
「
共
同
体
の
音
」
だ
と
い
え
よ

う
。
し
か
し
、
荷
風
が
考
え
て
い
る
共
同
体
と
は
国
籍
を
持
た
ず
、
風
土
に
対
す
る
鋭
い
感
性
を
共
通
す
る
古
今
東
西
の
文
人
の
夢
想

的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
る
。
南
明
日
香
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
東
京
に
関
す
る
荷
風
の
作
品
を
理
解
さ
せ
る
大
事
な
キ
ー
ワ
ー
ド

は
ま
さ
に
「
風
土
」
で
あ
る
（『
荷
風
と
明
治
の
都
市
景
観
』
三
省
堂　

二
〇
〇
九
年
）。「
領
土
の
意
味
」
を
含
む
「
国
土
」
で
は
な

く
、「
集
団
に
分
か
ち
持
た
れ
受
け
継
が
れ
て
い
る
了
解
事
項
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
風
土
に
対
す
る
感
覚
は
荷
風
の
〈
東
京
物
語
〉

を
支
え
て
い
る
。

　

風
土
に
は
む
ろ
ん
気
候
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
荷
風
は
東
京
を
語
る
時
に
し
ば
し
ば
雨
を
描
い
て
い
る
。『
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
』（『
中

央
公
論
』　

一
九
三
一
年
一
〇
月
）
を
批
評
し
た
際
に
谷
崎
潤
一
郎
は
ま
さ
に
作
中
の
雨
の
描
写
に
焦
点
を
当
て
、「
東
京
の
ロ
ー
カ
ル

カ
ラ
ー
」
の
た
と
え
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
は
面
白
い
（「
永
井
荷
風
氏
の
近
業
に
つ
い
て
」『
改
造
』　

一
九
三
一
年
一
一
月
）。
す

な
わ
ち
江
戸
っ
子
の
谷
崎
は
雨
の
図
象
性
を
強
調
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
濹
東
綺
譚
』
の
五
章
に
お
け
る
大
江
匡
の
玉
ノ
井

行
き
は
「
梅
雨
が
あ
け
て
」
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
隣
家
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
ラ
ジ
オ
の
音
は
「
他
の
時
節
に
は
聞
え
な
か
っ
た
物
音
」

で
あ
る
。
つ
ま
り
梅
雨
は
以
前
か
ら
風
景
に
あ
り
、『
お
菊
さ
ん
』
に
も
見
る
よ
う
な
標
識
で
も
あ
る
が
（
む
ろ
ん
、
ロ
チ
の
場
合
は
そ

れ
が
東
京
で
は
な
く
長
崎
の
風
景
要
素
だ
が
）、
こ
こ
で
は
望
ま
し
く
な
い
近
代
の
象
徴
で
あ
る
ラ
ジ
オ
と
は
対
極
に
立
つ
と
い
え
よ

う
。
雨
さ
え
降
れ
ば
迷
惑
な
音
が
侵
入
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、「
鐘
の
声
」
と
「
寺
じ
ま
の
記
」
と
同
じ
く
『
中
央
公
論
』
六
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
放
水
路
」（『
中
央
公
論
』　

一
九
三
六

年
六
月
）
で
は
音
に
関
す
る
言
及
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
東
京
の
放
水
路
を
好
む
理
由
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い

る
の
は
興
味
深
い
。「
殆
ど
人
に
逢
わ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
平
素
市
中
の
百
貨
店
や
停
車
場
な
ど
で
、
疲
れ
も
せ
ず
我
先
に
と
先
を
争
っ
て

い
る
喧
騒
な
優
越
人
種
に
逢
わ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。（
略
）
橋
に
遠
い
堤
防
に
は
祭
日
の
午
後
と
い
え
ど
も
、
滅
多
に
散
歩
の
人
影
な
く
、

唯
名
も
知
れ
ぬ
野
禽
の
声
を
聞
く
ば
か
り
で
あ
る
」。
こ
こ
で
は
、
当
時
荷
風
が
抱
い
て
い
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
窺
え
る
が
、
そ
れ
は
聴
覚

的
に
表
示
さ
れ
て
い
る
。
都
会
の
無
秩
序
は
「
喧
騒
」
と
し
て
現
れ
、
静
か
な
放
水
路
の
景
色
は
「
野
禽
の
声
」
に
よ
っ
て
特
徴
付
け

ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
小
品
の
な
か
に
舟
に
乗
っ
て
い
る
場
面
も
あ
り
、
そ
こ
で
懐
か
し
い
雰
囲
気
が
た
と
え
ば
「
小
舷
を
打

つ
水
の
音
」
と
い
う
言
葉
で
誘
起
さ
れ
る
こ
と
に
も
幸
田
露
伴
の
主
張
に
も
あ
る
〈
水
の
東
京
〉
の
懐
古
趣
味
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き

ま
と
う
。

　

人
々
の
声
、
鐘
の
声
、
水
及
び
雨
の
音
は
東
京
の
地
方
色
を
表
す
音
風
景
の
要
素
で
あ
る
の
に
対
し
、
近
代
的
な
音
は
そ
れ
を
消
え

失
せ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
荷
風
に
よ
っ
て
文
章
化
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
作
品
に
は
〈
音
〉
と
い
う
の
は
時
勢
を
反
映
し
た

要
素
、
近
代
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
に
纏
わ
る
様
々
な
問
題
の
メ
タ
フ
ァ
ー
、「
国
」
と
い
う
概
念
を
超
え
た
共
同
体
感
覚
の
機
能
と
、

そ
し
て
空
間
化
さ
れ
た
文
化
的
な
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
い
う
多
面
的
な
事
項
で
あ
り
、
多
様
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。『
濹
東
綺
譚
』
で

描
か
れ
た
昭
和
初
期
の
東
京
の
音
風
景
は
ラ
ジ
オ
で
放
送
さ
れ
た
（
九
州
弁
の
）
政
談
、
浪
花
節
、
朗
読
と
洋
楽
と
、
蓄
音
機
が
鳴
ら

す
流
行
歌
と
電
車
と
自
動
車
の
音
を
含
み
、
非
常
に
不
調
和
な
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
言
葉
で
言
う
と
「
音
分
裂
症
」

（
ス
キ
ゾ
フ
ォ
ニ
アSchizophonia

）
の
現
場
だ
が
、
そ
れ
も
ち
ぐ
は
ぐ
な
都
市
空
間
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
り
、
さ
ら
に
断
片
的
な
〈
私
〉

と
も
換
喩
的
な
関
係
に
あ
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
過
去
と
の
連
続
性
と
風
景
の
な
か
の
調
和
を
何
よ
り
も
評
価
し
て
い
た
荷
風
は
、
昭
和
初
期
に
お
け
る
、
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自
己
の
境
遇
を
相
対
化
す
る
場
、
都
市
空
間
の
激
し
い
変
容
も
自
分
の
作
品
に
音
風
景
を
文
章
化
し
な
が
ら
問
題
と
し
、
そ
の
矛
盾
と

浅
薄
と
危
険
性
を
批
判
し
た
。

※ 

本
稿
に
お
け
る
永
井
荷
風
に
関
す
る
引
用
は
す
べ
て
『
荷
風
全
集
』（
岩
波
書
店　

一
九
九
二
〜
一
九
九
五
）
に
拠
っ
て
い
る
。
引
用
に
際
し
て
は
、
ル
ビ
は
省
略
し
、
旧
字

体
は
適
宜
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。

附
記

　

本
稿
は
於
ス
ペ
イ
ン
・
バ
ル
セ
ロ
ナ
第
１
回IA

FO
R

国
際
「CIT
Y

」
学
会
（
二
〇
一
六
年
七
月
）
で
の
口
頭
発
表
と
重
複
す
る
内
容
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
英
語
版
原
稿
は

IA
FO
R

編
「CIT

Y

」
学
会
報
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

＊
討
論
要
旨

　

山
下
則
子
氏
は
、『
濹
東
綺
譚
』
に
お
け
る
ラ
ジ
オ
の
音
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
質
問
し
た
。
発
表
者
は
、
荷
風
が
特
に
「
九
州
弁
の
政
談
」
や
「
浪
花
節
」
を
嫌
っ
て
い
た

こ
と
に
言
及
し
、
荷
風
の
ラ
ジ
オ
嫌
い
に
は
同
時
代
の
政
治
や
文
化
に
対
す
る
批
判
的
な
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
回
答
し
た
。
ま
た
発
表
者
は
、
当
時
ラ
ジ
オ
で
は
二
・

二
六
事
件
が
大
き
く
報
道
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
ラ
ジ
オ
が
こ
の
事
件
を
ど
の
よ
う
に
報
じ
た
の
か
、
そ
し
て
荷
風
が
そ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
と
い
う

こ
と
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
、
と
述
べ
た
。
山
下
氏
は
、『
濹
東
綺
譚
』
は
政
治
的
緊
張
が
高
ま
る
昭
和
十
二
年
に
書
か
れ
た
た
め
、
荷
風
が
作
品
か
ら
あ
え
て
省
略
し
た
音
に
こ
そ

何
ら
か
の
政
治
的
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
視
点
は
重
要
で
あ
る
、
と
述
べ
た
。

　

江
﨑
公
子
氏
は
、
マ
リ
ー
・
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
論
で
は
、
音
そ
の
も
の
よ
り
も
そ
れ
を
聞
き
取
る
人
間
の
意
識
の
変
容
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

本
発
表
で
は
過
去
に
属
す
る
音
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
た
か
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
る
、
と
指
摘
し
た
。
発
表
者
は
、
音
風
景
の
変
化
と
人
間
の
意
識
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
詳
し
く
調
査
し
て
い
き
た
い
、
と
回
答
し
た
。
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