
笛
が
形
成
す
る
平
敦
盛

｜
｜
篳
篥
・
横
笛
か
ら
青
葉
の
笛
へ
｜
｜

田

代

幸

子

は
じ
め
に

『
平
家
物
語
』
巻
第
九
「
敦
盛
最
期
」
は
、
笛
を
愛
好
す
る
風
流
な
公

達
・
敦
盛
と
、
そ
れ
を
涙
な
が
ら
に
討
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
熊
谷
直
実

の
哀
話
と
し
て
、
広
く
知
ら
れ
、
ま
た
人
々
に
こ
よ
な
く
愛
さ
れ
て
き
た

一
話
で
あ
る
。
熊
谷
が
出
家
を
決
意
す
る
の
は
、
む
ろ
ん
自
ら
手
に
か
け

た
敦
盛
が
、
我
が
子
小
次
郎
と
同
年
代
で
あ
る
こ
と
も
大
き
く
作
用
し
て

い
よ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
、
覚
一
本
「
敦
盛
最
期
」
の
構
造
と
し
て
熊
谷

出
家
の
機
縁
に
大
き
く
関
わ
る
の
は
、
敦
盛
が
携
え
て
い
た
笛
で
あ
る
。

覚
一
本
で
は
「
敦
盛
最
期
」
は
以
下
の
よ
う
に
結
ば

注
１

れ
る
。

狂
言
綺
語
の
こ
と
は
り
と
言
ひ
な
が
ら
、
遂
に
讃
仏
乗
の
因
と
な
る

こ
そ
哀
な
れ

仏
道
の
さ
ま
た
げ
と
な
る
、
人
々
の
心
を
ま
ど
わ
す
作
り
物
語
や
詩
歌

同
様
、
本
来
、
管
絃
も
「
狂
言
戯
事
」
と
し
て
人
々
を
ま
ど
わ
す
魅
力
を

も
つ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ゆ
え
に
仏
道
へ
導
き
う
る
も
の
で
も
あ

注
２

っ
た
。
討
た
れ
た
敦
盛
が
笛
を
携
え
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
熊
谷
は
よ
り
一

層
嘆
き
を
深
く
し
、
笛
は
義
経
の
見
参
に
い
れ
ら
れ
て
人
々
の
涙
を
誘
う

も
の
に
も
な
り
え
、
そ
し
て
熊
谷
は
発
心
の
思
い
を
進
め
る
。
形
見
が
刀

や
着
衣
で
は
な
く
、
戦
場
に
は
あ
ま
り
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
優
美
な
笛

で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
笛
を
死
ぬ
ま
で
肌
身
離
さ
な
い
ま
ま
討
た
れ
た
ゆ

え
に
覚
一
本
の
「
敦
盛
最
期
」
は
い
っ
そ
う
哀
切
な
物
語
と
な
り
、
熊
谷

の
発
心
譚
と
も
な
り
え
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
に
笛
は
「
敦
盛
最
期
」
に
お
け
る
重
要
な
ツ
ー
ル

で
あ
り
な
が
ら
、
諸
本
に
よ
っ
て
敦
盛
が
携
え
て
い
た
笛
に
は
揺
れ
が
見

ら
れ
る
。
覚
一
本
で
は
「
錦
袋
に
い
れ
た
る
笛
を
ぞ
、
腰
に
さ
ゝ
れ
た

る
」
と
表
現
さ
れ
た
笛
は
、
延

注
３

慶
本
で
は
「
漢
竹
ノ
篳
篥
ノ
色
ナ
ツ
カ
シ

キ
ヲ
、
紫
檀
ノ
家
ニ
入
テ
、
錦
ノ
袋
ニ
入
ナ
ガ
ラ
、
鎧
ノ
引
合
ニ
指
レ
タ

リ
」
と
あ
る
う
え
、「
巻
物
」
も
併
せ
持
つ
。
ま
た
、
笛
の
名
称
も
覚
一

本
は
「
小さ
枝えだ
」、
延
慶
本
は
「
月
影
」。
笛
を
差
し
て
い
た
場
所
も
そ
れ
ぞ

れ
「
腰
」
と
「
鎧
ノ
引
合
」
と
相
異
し
て
い
る
。

本
論
で
は
、
こ
の
諸
本
間
に
お
け
る
敦
盛
の
遺
し
た
笛
の
相
異
に
着
目

し
、
笛
に
担
わ
さ
れ
る
役
割
の
考
察
と
と
も
に
、
能
や
幸
若
舞
と
な
っ
た
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後
世
の
敦
盛
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
敦
盛
伝
承
そ
の
も
の
の
形
成
に
つ
い

て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と

注
４

す
る
。

一
、
霊
験
を
発
揮
す
る
笛
、
篳
篥

敦
盛
が
遺
し
た
笛
に
つ
い
て
諸
本
間
の
揺
れ
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
大

系
本
な
ど
の
諸
注
釈
や
『
平
家
物
語
研
究
事
典
』
に
も
す
で
に
指
摘
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
横
笛
と
明
記
す
る
も
の
お
よ
び
、
た
だ
笛
と
記
す
も

の
を
「
横
笛
」
と
す
る
と
、
笛
の
種
類
は
、
横
笛
（
龍
笛
）
と
篳
篥
の
二

種
に
大
別
で
き
る
。
諸
本
を
よ
り
詳
細
に
考
察
さ
れ
た
佐
谷
眞
木

注
５

人
氏
に

よ
る
と
、
篳
篥
を
も
つ
諸
本
は
延
慶
本
と
長
門
本
に
な
り
、
ま
た
両
本
と

も
篳
篥
の
み
で
は
な
く
巻
物
を
併
せ
持
っ
て
い
る
。
古
態
を
有
す
る
延
慶

本
が
敦
盛
の
遺
品
を
篳
篥
と
明
記
す
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
さ
ら

に
注
目
す
べ
き
は
、
延
慶
本
に
お
い
て
は
「
是
ヨ
リ
シ
テ
ゾ
熊
谷
ノ
発
心

ノ
心
ヲ
バ
オ
コ
シ
ケ
ル
」
と
さ
れ
る
動
機
は
笛
で
は
な
く
、
熊
谷
が
篳
篥

と
巻
物
に
そ
え
て
敦
盛
の
父
経
盛
に
送
っ
た
書
状
に
対
す
る
経
盛
の
返
状

に
あ
る
。
た
し
か
に
、
同
じ
年
頃
の
息
子
を
持
つ
身
で
あ
る
こ
と
が
強
調

さ
れ
て
い
る
物
語
で
あ
れ
ば
、
風
流
な
笛
よ
り
も
息
子
を
亡
く
し
た
父
の

思
い
に
発
心
の
心
を
起
こ
す
ほ
う
が
、
よ
り
理
に
か
な
っ
て
い
よ
う
。

と
こ
ろ
で
篳
篥
と
い
え
ば
、
多
く
説
話
に
用
例
が
見
ら
れ
る
笛
で
あ

り
、
こ
と
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
源
博
雅
の
説
話
で
あ
る
。
以
下

に
そ
の
概
略
を
み
た
い
。

博
雅
三
位
宅
に
盗
賊
が
は
い
っ
た
。
盗
賊
が
篳
篥
以
外
の
す
べ
て
を
奪

っ
て
逃
走
し
た
あ
と
、
博
雅
は
床
下
か
ら
這
い
出
し
が
ら
ん
ど
う
に
な
っ

た
屋
敷
で
た
っ
た
ひ
と
つ
だ
け
残
っ
た
篳
篥
を
吹
く
。
す
る
と
す
で
に
逃

げ
出
し
て
い
た
は
ず
の
盗
賊
は
そ
の
音
色
の
す
ば
ら
し
さ
に
感
動
し
て
改

心
し
、
す
べ
て
の
家
財
を
返
し
に
く
る
。

こ
の
説
話
は
『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
十
二
・

盗
・
四
二
九
の
ほ
か
、

『
続
教
訓
抄
』
第
十
一
冊
に
も
見
ら
れ
る
。
ほ
か
に
も
篳
篥
の
説
話
に
は

『
古
今
著
聞
集
』
内
だ
け
で
も
、
海
賊
に
遭
っ
た
篳
篥
師
用
光
が
吹
い
た

篳
篥
で
海
賊
を
感
涙
さ
せ
、
命
が
助
か
っ
た
話
（
巻
第
十
二
・

盗
・
四

三
〇
）、
篳
篥
吹
遠
正
が
篳
篥
を
吹
き
雨
請
を
成
功
さ
せ
た
話
（
巻
第
六

管
絃
歌
舞
・
二
五
〇
）
が
あ
り
、
篳
篥
に
は
人
心
を
失
っ
た
よ
う
な
盗
賊

た
ち
を
も
改
心
さ
せ
、
さ
ら
に
は
自
然
や
神
す
ら
動
か
し
う
る
力
が
あ
る

と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
熊
谷
と
敦
盛
が
対
峙
し
た
と

き
に
篳
篥
の
音
が
響
く
わ
け
で
は
な
く
、
敦
盛
の
懐
中
か
ら
死
後
に
発
見

さ
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
敦
盛
が
携
え
て
い
た
笛
が
篳
篥
で
あ
っ

た
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
改
心
の
神
通
力
を
持
つ
笛
と
し
て
、
の
ち
に
語
り

本
で
確
立
さ
れ
て
い
く
熊
谷
発
心
説
話
を
生
む
原
動
力
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
、
同
じ
年
頃
の
息
子
を
持
つ
父
の
悲
哀
か
ら
発
心
の
心
を
起
こ
す

と
い
う
、
よ
り
自
然
な
物
語
の
展
開
に
無
理
を
生
じ
さ
せ
て
ま
で
、
熊
谷

発
心
譚
の
中
心
が
笛
に
据
え
ら
れ
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
な
ぜ
そ
の
笛
の

種
類
を
霊
験
あ
ら
た
か
な
篳
篥
の
ま
ま
、
敦
盛
説
話
を
諸
本
は
伝
え
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
続
け
て
『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
八
・
好
色
・
三
一

九
に
お
け
る
篳
篥
説
話
の
用
例
を
見
て
み
た
い
。

醜
男
・
敦
兼
の
北
の
方
は
美
貌
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
が
、
夫
の
醜
貌
を

恥
に
思
い
、
口
も
き
か
ず
、
同
じ
部
屋
に
も
住
ま
わ
ず
、
敦
兼
が
帰
宅
し

て
も
女
房
た
ち
に
世
話
す
ら
さ
せ
な
い
。
仕
方
な
く
敦
兼
は
物
思
い
に
ふ
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け
り
つ
つ
、
朗
詠
を
繰
り
返
し
謡
う
。
そ
の
声
の
す
ば
ら
し
さ
に
、
北
の

方
の
こ
こ
ろ
も
和
ら
ぎ
、
夫
婦
仲
は
円
満
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
北
の
方
の
心
を
氷
解
さ
せ
た
も
の
は
美
声
の
朗
詠
で
あ
っ
た

が
、
敦
兼
は
篳
篥
の
名
手
と
し
て
も
名
高
く
、
朗
詠
の
直
前
に
は
調
子
を

と
る
べ
く
篳
篥
を
吹
い
て
い
る
。
敦
兼
は
『
篳
篥
師
伝
相
承
』
に
も
名
を

連
ね
、『
著
聞
集
』
巻
第
六
・
管
絃
歌
舞
・
二
六
七
で
は
鳥
羽
天
皇
の
御

遊
後
宴
の
催
馬
楽
に
お
い
て
篳
篥
を
吹
い
た
人
物
と
し
て
も
そ
の
名
が
あ

が
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
篳
篥
の
名
手
と
し
て
の
名
が
知
ら
れ
つ
つ
、
そ

の
醜
貌
は
説
話
の
題
材
に
な
る
ほ
ど
で
も
あ
っ
た
敦
兼
の
存
在
に
よ
り
、

篳
篥
の
担
い
手
と
い
え
ば
、
す
な
わ
ち
醜
貌
。
と
い
う
固
定
概
念
を
形
成

さ
せ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。

さ
ら
に
篳
篥
に
つ
い
て
の
言
及
と
い
え
ば
『
枕
草
子
』
が
あ
ま
り
に
も

有
名
で
あ
る
。
清
少
納
言
は
「
笛
は
横
笛
、
い
み
じ
う
を
か
し
」
と
述
べ

る
一
方
「
篳
篥
は
、
い
と
か
し
が
ま
し
く
、
秋
の
虫
の
い
は
ゞ
轡
虫
の
心

ち
し
て
、
う
た
て
ぢ
か
く
聞
か
ま
ほ
し
か
ず
」
と
一
蹴
す
る
。
こ
の
段
で

清
少
納
言
は
、
ま
ず
横
笛
に
つ
い
て
な
に
も
か
も
が
す
ば
ら
し
い
と
絶
賛

し
、
つ
い
で
笙
を
音
は
「
を
か
し
」
と
い
い
つ
つ
「
さ
て
ふ
く
顔
や
い
か

に
ぞ
。
そ
れ
は
横
笛
も
ふ
く
な
し
め
り
か
し
」
と
擁
護
を
し
つ
つ
も
、
横

笛
ほ
ど
思
い
入
れ
が
強
く
は
な
さ
そ
う
な
見
解
を
示
し
、
篳
篥
へ
の
苛
烈

な
集
中
砲
火
へ
と
笛
談
義
を
展
開
さ
せ
る
。
篳
篥
に
つ
い
て
言
及
す
る
批

難
は
音
に
の
み
集
中
し
て
い
る
が
、
先
の
笙
が
演
奏
時
の
顔
に
つ
い
て
言

及
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
鑑
み
る
と
、
音
の
み
な
ら
ず
吹
く
際
の
表
情
に

も
言
わ
ず
も
が
な
否
定
的
見
解
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

事
実
、
縦
笛
で
リ
ー
ド
楽
器
で
あ
る
篳
篥
は
頰
に
息
を
た
め
て
大
き
く
ふ

く
ら
ま
せ
つ
つ
吹
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

篳
篥
は
三
管
の
中
で
最
も
小
さ
な
楽
器
で
あ
り
つ
つ
、
横
笛
や
笙
と
は

比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
大
音
量
を
出
す
。
博
雅
三
位
邸
か
ら
す
で
に
逃
亡

し
て
い
た
盗
賊
の
耳
ま
で
届
く
の
も
そ
の
音
量
あ
っ
て
こ
そ
で
あ
ろ
う
。

ま
た
三
管
を
、
横
笛
（
龍
笛
）
を
龍
、
笙
（
鳳
笙
）
を
鳳
に
見
立
て
た
と

き
篳
篥
は
人
の
声
に
あ
た
る
と
い
う
。
敦
兼
の
朗
詠
が
北
の
方
の
心
を
動

か
し
、
ま
た
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
で
人
の
声
に
よ
る
今
様
こ
そ
が
神
々

に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
古
来
よ
り
祝
詞
は
人
の
声
で
あ
げ
ら

れ
て
き
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
篳
篥
は
い
か
に
も
鬼
神
を
も
動
か
す
力
を

持
つ
に
ふ
さ
わ
し
い
笛
で

注
６

あ
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
そ
の
担
い
手
は
敦

兼
の
よ
う
な
醜
貌
の
持
ち
主
で
あ
り
、『
懐
竹
抄
』
で
「
大
篳
篥
の
上
手
」

と
さ
れ
る
博
雅
三
位
に
し
て
も
『
大
鏡
』
や
『
小
右
記
』
で
は
奇
矯
の
人

と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
篳
篥
の
持
ち
主
に
は
滑
稽
と
も
い
え
る
印
象
が

つ
き
ま
と
う
。

延
慶
本
が
敦
盛
に
所
持
さ
せ
た
篳
篥
は
、
敦
盛
説
話
が
笛
に
集
約
さ
れ

て
い
く
原
動
力
で
あ
り
つ
つ
、「
十
五
六
計
ナ
ル
若
人
ノ
色
白
ミ
メ
ウ
ツ

ク
シ
ク
シ
テ
、
薄
気
装
シ
テ
、
カ
ネ
黒
也
。
鮮

タ
ル
両
髪
ハ
秋
ノ
蝉
ノ

羽
ヲ
並
ベ
、
菀
転
タ
ル
双
峨
ハ
遠
山
ノ
色
ニ
マ
ガ
ヘ
リ
ナ
ム
ド
云
モ
、
カ

ク
ヤ
ト
覚
テ
哀
也
。」（
延
慶
本
）
と
い
う
ほ
ど
の
、
美
少
年
敦
盛
に
は
あ

ま
り
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
所
持
品
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

二
、
貴
公
子
た
ち
が
も
つ
笛
、
横
笛

一
方
、
敦
盛
が
横
笛
を
持
つ
諸
本
は
、
覚
一
本
・
百
二
十
句
本
・
四
部

合
戦
状
本
が
あ
げ
ら
れ
る
。
篳
篥
に
あ
っ
た
よ
う
な
霊
験
が
横
笛
に
お
け
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る
説
話
に
も
見
ら
れ
な
い
か
確
認
し
て
み
た
と
こ
ろ
『
古
事
談
』
巻
六
・

十
一
に
伶
人
助
元
が
笛
で
還
城
楽
を
吹
き
、
蛇
蝎
の
難
を
逃
れ
る
と
い
う

説
話
が
あ

注
７

っ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
笛
の
音
色
そ
の
も
の
の
効
力
で
は
な

く
、「
還
城
楽
」
と
い
う
曲
じ
た
い
に
蛇
蝎
を
退
け
る
力
が
認
め
ら
れ
る
。

還
城
楽
は
舞
楽
曲
で
、『
教
訓
抄
』
に
よ
る
と
「
西
国
之
人
好
デ

ヲ
食

ト
ス
、
其

ヲ
求
メ
得
テ
悦
姿
、
不

可

説
間
、
模

其

躰
、
作

此
舞

之
」
と
あ
り
、
蛇
蝎
は
横
笛
の
音
色
そ
の
も
の
に
お
そ
れ
を
な
し
た
の
で

は
な
く
、
同
曲
が
具
有
す
る
舞
楽
曲
と
し
て
の
内
容
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ

た
に
過
ぎ
な
い
。

し
か
し
、
篳
篥
の
よ
う
な
人
智
を
超
え
た
力
は
持
た
ず
と
も
横
笛
が
物

語
な
ど
に
描
出
さ
れ
る
こ
と
じ
た
い
は
き
わ
め
て
多
い
。
横
笛
が
大
い
に

活
躍
す
る
作
品
と
し
て
は
、
ま
ず
『
源
氏
物
語
』
が
知
ら
れ
よ
う
。
桐
壺

巻
で
光
源
氏
が
藤
壺
と
「
琴
笛
の
音
に
聞
こ
え
遊
び
」
と
あ
る
の
を
筆
頭

に
、
頭
中
将
、
夕
霧
、
柏
木
ら
物
語
の
主
要
な
貴
公
子
た
ち
が
つ
ぎ
つ
ぎ

に
笛
の
名
手
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
と
に
物
語
上
重
要
に
な
る
の
が
、
横

笛
巻
の
巻
名
と
も
な
っ
た
柏
木
遺
愛
の
笛
で
あ
る
。
亡
き
柏
木
の
笛
は
遺

族
か
ら
一
度
は
夕
霧
に
譲
ら
れ
る
も
、
源
氏
を
経
て
柏
木
の
遺
児
・
薫
に

わ
た
り
、
宇
治
十
帖
で
は
薫
が
笛
の
名
手
と
し
て
、
柏
木
に
似
た
音
を
奏

で
る
こ
と
に
よ
り
、
知
ら
れ
て
は
い
け
な
い
は
ず
の
肉
親
の
血
筋
が
笛
の

音
に
よ
っ
て
露
見
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
。
利
澤
麻

注
８

美
氏
は

「『
源
氏
物
語
』
の
中
で
、
横
笛
は
、
若
き
貴
公
子
の
象
徴
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
。
男
女
の
交
渉
の
場
に
必
須
の
も
の
で
あ
り
、
常
に
懐
に
し
、

そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
愛
器
へ
の
思
い
入
れ
も
深
い
も
の
で
あ
る
。
横
笛
巻

の
柏
木
遺
愛
の
笛
を
巡
る
物
語
も
、
そ
の
主
題
に
横
笛
の
属
性
を
う
ま
く

持
ち
込
ん
で
構
成
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
、『
枕
草
子
』
も
絶
賛
す

る
横
笛
は
清
少
納
言
の
個
人
的
偏
見
の
み
な
ら
ず
、
た
し
か
に
王
朝
貴
公

子
た
ち
の
風
雅
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
篳
篥
は
『
源
氏
物
語
』
で
の
登
場
回
数
が
極
め
て
少
な
い
上
、

貴
公
子
た
ち
が
手
に
取
る
こ
と
が
な
い
。
夕
顔
巻
で
「
頭
中
將
、
ふ
と
こ

ろ
な
り
け
る
笛
取
り
出
で
ゝ
吹
き
す
ま
し
た
り
。」
と
い
う
場
面
で
「
例

の
、
篳
篥
吹
く
隨
身
、
笙
の
笛
持
た
せ
た
る
す
き
も
の
な
ど
あ
り
。」
と

貴
公
子
た
ち
が
楽
し
む
遊
び
の
背
景
に
描
か
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

笙
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
と
笙
は
『
源
氏
物
語
』
中
で
三
回
、
吹
き

手
が
明
示
さ
れ
る
。
賢
木
・
若
菜
下
・
宿
木
の
各
巻
に
一
回
ず
つ
で
あ

る
。
ま
ず
賢
木
巻
で
は
「
仲
將
の
御
子
の
、
今
年
は
じ
め
て
殿
上
す
る
、

八
九
ば
か
り
」
つ
ま
り
頭
中
将
の
子
が
「
聲
い
と
お
も
し
ろ
く
、
笙
の
笛

吹
き
な
ど
す
る
」
と
い
う
。
若
菜
下
巻
で
は
女
楽
に
お
い
て
、
源
氏
の

「
今
日
の
拍
子
合
は
せ
に
は
、
童
べ
を
召
さ
む
」
と
い
う
言
に
よ
り
「
右

の
大
殿
の
三
郎
、
か
む
の
御
腹
の
兄
君
」
つ
ま
り
髭
黒
の
大
将
の
三
男
で

玉
鬘
に
と
っ
て
は
第
一
子
と
な
る
こ
ど
も
が
「
笙
の
笛
」
を
吹
く
。
な
お

同
じ
場
面
で
「
横
笛
」
は
「
右
大
將
の
御
太
郎
」
つ
ま
り
夕
霧
の
長
男
と

明
示
さ
れ
る
が
、
主
旋
律
を
司
る
篳
篥
に
つ
い
て
は
担
い
手
が
触
れ
ら
れ

て
い
な
い
。
ま
た
、
女
楽
と
い
え
ば
、
終
宴
近
く
に
な
っ
て
源
氏
に
「
高

麗
笛
」
が
差
し
出
さ
れ
る
が
、
こ
の
龍
笛
よ
り
も
小
さ
く
高
い
音
が
出
る

高
麗
笛
も
ま
た
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
横
笛
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
最
後
に
笙

が
登
場
す
る
の
は
宿
木
巻
で
「
左
の
お
ほ
い
殿
の
七
郎
、
童
に
て
、
笙
の

笛
を
吹
く
。」
と
笙
の
吹
き
手
は
ま
だ
童
の
夕
霧
七
男
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
三
管
は
、
貴
公
子
た
ち
が
手
に
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す
る
横
笛
、
物
語
に
は
吹
き
手
が
登
場
し
な
い
篳
篥
、
こ
ど
も
が
吹
く
笙

と
、
見
事
に
役
割
分
担
さ
れ
て
い
る
。

三
管
の
う
ち
、
横
笛
の
み
が
偏
っ
て
貴
公
子
た
ち
に
愛
好
さ
れ
た
背
景

に
は
、
天
皇
が
習
得
す
る
楽
器
が
横
笛
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
い
。『
懐

竹
抄
』
に
は
、
笛
を
こ
と
に
愛
好
し
た
天
皇
と
し
て
、
村
上
天
皇
・
一
条

天
皇
・
堀
河
天
皇
・
高
倉
天
皇
の
名
が
上
が
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
書

内
に
お
け
る
天
皇
た
ち
の
笛
の
師
匠
を
見
て
み
る
と
一
条
天
皇
の
師
は
藤

原
高
遠
で
、
高
遠
は
笛
の
妙
曲
に
よ
り
三
位
に
序
せ
ら
れ
た
と
あ
る
。
堀

河
天
皇
は
、
刑
部
卿
源
政
長
を
師
と
し
政
長
の
息
有
賢
は
そ
れ
に
よ
っ
て

昇
殿
が
許
さ
れ
た
。
堀
河
帝
の
ほ
か
の
師
と
し
て
は
、
大
納
言
藤
原
宗

俊
、
ま
た
、
楽
人
・
大
神
基
政
は
堀
川
帝
の
笛
の
師
に
な
っ
た
こ
と
で
従

五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
。
鳥
羽
天
皇
の
師
は
数
奇
な
人
生
で
知
ら
れ

る
藤
原
宗
輔
。
高
倉
天
皇
の
師
は
『
安
元
御
賀
紀
』
に
も
登
場
す
る
大
納

言
藤
原
実
国
で
あ
る
。
豊
永
聡

注
９

美
氏
は
「
円
融
・
一
条
の
こ
ろ
か
ら
帝
王

の
習
得
す
べ
き
主
な
楽
器
が
琴
か
ら
笛
に
移
行
し
、
以
後
し
ば
ら
く
管
絃

に
堪
能
で
な
い
天
皇
が
存
在
し
た
も
の
の
、
堀
河
・
鳥
羽
・
高
倉
と
い
っ

た
熱
烈
に
笛
を
愛
好
し
た
天
皇
の
登
場
に
よ
り
、
帝
王
学
と
し
て
習
得
す

べ
き
も
の
と
し
て
の
笛
の
地
位
が
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
り
笛
の
全
盛
時

代
と
な
っ
た
。」
と
述
べ
ら
れ
る
。
天
皇
に
愛
好
さ
れ
た
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
そ
の
師
を
見
て
も
、
天
皇
に
指
南
す
る
ほ
ど
の
腕
前
の
人
物
た
ち
と

し
て
三
位
以
上
の
公
卿
た
ち
が
名
を
連
ね
て
お
り
、
む
し
ろ
堀
河
帝
の
師

で
あ
る
源
政
長
や
大
神
基
政
が
異
例
な
ほ
ど
で
あ
る
。
天
皇
た
ち
が
師
匠

を
求
め
れ
ば
、
公
卿
が
そ
れ
に
応
じ
ら
れ
る
ほ
ど
横
笛
が
そ
れ
だ
け
貴
族

た
ち
の
間
に
浸
透
し
、
専
門
の
楽
人
に
劣
ら
な
い
腕
前
で
あ
っ
た
こ
と
が

推
察
さ
れ
る
。

一
方
篳
篥
は
田
辺
尚

注
10

雄
氏
に
よ
れ
ば
「
即
ち
笛
は
最
も
位
が
高
く
、
笙

が
こ
れ
に
次
ぎ
、
篳
篥
は
最
も
賤
し
い
位
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
居

る
。（
そ
の
理
由
は
歴
史
的
な
面
に
あ
る
ら
し
い
）」「
篳
篥
は
西
ア
ジ
ア

に
起
つ
た
楽
器
で
、
中
世
に
中
央
ア
ジ
ア
の
胡
夷
を
通
し
て
支
那
に
入
つ

て
来
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
支
那
に
於
て
も
既
に
一
段
と
位
の
低
い
蛮
夷

楽
器
と
さ
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。
か
ゝ
る
所
か
ら
管
楽
器
の
順
位
が
出
来

た
も
の
で
あ
ら
う
。
殊
に
篳
篥
は
高
位
高
官
の
人
は
余
り
手
に
し
な
か
つ

た
。」
と
い
う
。『
篳
篥
師
傅
相
承
』
を
見
て
も
、
敦
兼
息
の
従
三
位
藤
原

季
行
や
、
正
二
位
に
ま
で
昇
っ
た
藤
原
定
能
な
ど
の
公
卿
が
散
見
さ
れ
は

す
る
も
の
の
、『
鳳
笙
相
承
師
伝
』
や
『
秦
箏
相
承
血
脈
』
に
比
べ
て
、

そ
も
そ
も
血
脈
を
形
成
す
る
伝
承
者
の
数
自
体
が
あ
ま
り
に
も
少
な
い
。

御
遊
に
は
か
な
ら
ず
担
い
手
が
存
在
し
て
い
る
以
上
、
演
奏
者
の
需
要
じ

た
い
は
少
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
に
違
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
伝

承
」
を
望
む
も
の
は
多
く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ

ば
博
雅
三
位
が
醍
醐
天
皇
の
孫
と
い
う
身
分
に
あ
り
な
が
ら
、
篳
篥
を
も

得
意
と
し
た
こ
と
は
異
例
中
の
異
例
と
い
え
よ
う
。
と
は
い
え
、
先
述
の

と
お
り
博
雅
は
宮
中
で
の
御
遊
に
都
合
の
悪
い
と
き
は
参
加
し
な
い

（『
大
鏡
』）
と
記
さ
れ
た
り
、
道
長
が
優
秀
だ
が
さ
ぼ
り
癖
の
あ
る
人
物

を
評
す
る
と
き
に
「
博
雅
の
如
き
」
と
引
き
合
い
に
だ
し
た
う
え
、
藤
原

実
資
が
そ
の
「
博
雅
」
を
「
文
筆
・
管
絃
者
也
。
但
し
、
天
下
懈
怠
の
白

者
也
」（『
小
右
記
』）
と
記
し
た
り
す
る
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
ら
、
博

雅
三
位
の
篳
篥
愛
好
は
篳
篥
じ
た
い
の
価
値
を
高
め
る
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
博
雅
の
奇
矯
さ
の
方
を
強
調
す
る
も
の
と
捉
え
る
ほ
う
が
説
話
の
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意
図
に
即
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

か
く
し
て
、
当
時
、
御
遊
を
担
う
同
じ
管
楽
器
で
あ
り
な
が
ら
、
横
笛

と
篳
篥
に
は
明
確
な
差
異
が
存
在
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
「
敦
盛
最
期
」

で
敦
盛
の
遺
品
の
笛
に
こ
そ
物
語
の
重
点
を
お
く
覚
一
本
は
、
敦
盛
の
遺

品
を
横
笛
と
し
て
描
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
平
家
の
公
達
と
し
て
う
る
わ

し
く
も
高
貴
な
敦
盛
像
を
強
固
に
構
築
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
と
い
え
よ

う
。
改
心
の
力
を
も
つ
笛
と
し
て
は
篳
篥
の
ほ
う
が
物
語
の
演
出
に
は
ふ

さ
わ
し
い
。
ま
た
、
熊
谷
が
前
夜
の
管
絃
を
振
り
返
る
に
あ
た
っ
て
、
よ

り
特
徴
的
か
つ
大
音
量
を
持
つ
篳
篥
の
ほ
う
が
よ
り
思
い
起
こ
し
や
す
い

音
で
あ
ろ
う
こ
と
も
想
像
さ
れ
、
さ
ら
に
は
戦
場
で
懐
中
す
る
に
は
大
き

さ
の
上
で
も
篳
篥
の
ほ
う
に
携
帯
の
利
便
性
が
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
を
お
し
て
な
お
、
敦
盛
像
形
成
に
あ
た
っ
て
は
敦
盛
に

横
笛
を
所
持
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
敦
盛
の
公
達
と
し
て
の

優
雅
さ
に
加
え
、
笛
こ
そ
が
「
狂
言
綺
語
の
こ
と
は
り
と
言
ひ
な
が
ら
、

遂
に
讃
仏
乗
の
因
と
な
る
」
こ
と
の
み
を
覚
一
本
は
強
調
す
る
べ
く
、
延

慶
本
で
敦
盛
が
篳
篥
と
併
せ
携
え
て
い
た
巻
物
は
姿
を
消
し
、
ま
た
熊
谷

と
敦
盛
の
父
・
経
盛
と
の
書
状
の
や
り
と
り
も
物
語
か
ら
削
除
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

な
お
、
覚
一
本
と
お
な
じ
く
敦
盛
に
横
笛
を
所
持
さ
せ
る
百
二
十
句
本

は
、
熊
谷
発
心
の
動
機
を
敦
盛
の
笛
と
し
な
が
ら
、
後
日
談
と
し
て
経
盛

と
の
往
復
書
簡
を
も
記
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
覚
一
本
が
所
持
品
を
笛
に

変
更
す
る
に
あ
た
っ
て
、
携
帯
し
て
い
た
場
所
も
延
慶
本
の
「
鎧
ノ
引

合
」
か
ら
「
腰
に
さ
ゝ
れ
た
る
」
と
変
更
し
た
の
に
対
し
、
百
二
十
句
本

で
は
「
笛
を
引
合
せ
に
差
さ
れ
た
り
」
の
ま
ま
と
す
る
。
笛
は
貴
公
子
が

懐
中
す
る
も
の
と
い
う
『
源
氏
物
語
』
以
来
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
て
か
も

し
れ
な
い
が
、
全
長
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
笛
を
、
着
衣
に
ゆ
と

り
の
あ
る
狩
衣
で
は
な
く
鎧
の
引
合
に
差
す
と
い
う
の
は
無
理
が
生
じ
よ

う
。
覚
一
本
の
ほ
う
が
笛
に
重
点
を
お
く
語
り
の
意
図
（
笛
に
比
重
を
か

け
す
ぎ
る
あ
ま
り
、
や
や
逸
脱
し
た
感
が
拭
え
な
い
記
述
は
あ
る
も
の

の
）
に
お
い
て
も
、
笛
そ
の
も
の
へ
の
理
解
に
お
い
て
も
整
合
性
が
と
れ

て
い
る
。

表
１
）

覚
一
本

延
慶
本

れ物と信連

Ａ

宮
の
さ
し
も
御
秘
蔵
あ
り
け
る
小コ
枝エダ
と
聞
こ
へ
し
御
笛
を
、
只
今
し

も
つ
ね
の
御
所
の
御
枕
に
と
り
忘
れ
さ
せ
た
ま
ひ
た
り
け
る
ぞ
、
立
か
へ

ッ
て
と
ら
ま
ほ
し
う
お
ぼ
し
め
す
。

Ｂ

信
連
こ
れ
を
見
つ
け
て
、「
あ
な
あ
さ
ま
し
。
君
の
さ
し
も
御
秘
蔵
あ

A’

宮
ハ
七
八
丁
バ
カ
リ
延
サ
セ
給
ヌ
ラ
ム
と
覚
ル
程
ニ
ゾ
、
検
非
違
使

参
タ
リ
ケ
ル
。
小
枝

（さえだ）
ト
云
秘
蔵
の
御
笛
有
ケ
リ
。
夜
モ
昼
モ
御
身
ヲ
不
放

給
ケ
ル
ヲ
、
忘
レ
サ
セ
給
タ
ル
ケ
ル
ヲ
、
口
惜
事
ニ
思
食
テ
、
立
テ
帰
ラ

セ
給
ヌ
ベ
ク
思
召
ケ
レ
ド
モ
、
云
ニ
甲
斐
ナ
シ
。

B’

其
ニ
信
連
ガ
追
付
進
テ
、
近
衛
東
ノ
河
原
ノ
程
ニ
テ
「
御
笛
取
テ
コ
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宮の忘

る
御
笛
を
」
と
申
て
、
五
町
が
う
ち
に
追
ッ
つ
い
て
ま
い
ら
せ
た
り
。

Ｃ

宮
な
の
め
な
ら
ず
御
感
あ
ッ
て

α

×
。

Ｄ

わ
れ
死
な
ば
、
こ
の
笛
を
ば
御
棺
に
い
れ
よ
」
と
ぞ
仰
け
る

ソ
参
タ
レ
」
ト
申
ケ
レ
バ
、

C’

実
ヤ
カ
ト
テ
不
斜
メ
悦
シ
ゲ
ニ
思
召
タ
リ
ケ
レ
バ
、
腰
ヨ
リ
抜
出
テ

進
セ
タ
リ
ケ
リ

α

佐
大
夫
宗
信
（
検
非
違
使
の
説
明
）

Ｄ

×

二つの秘蔵の笛。蝉折奉納

Ａ

此
宮
は
、
蝉
折
・
小
枝
と
聞
え
し
漢
竹
の
笛
を
、
ふ
た
つ
も
た
せ
給

へ
り
。

Ｂ

か
の
蝉
折
と
申
は
、
昔
鳥
羽
院
の
御
時
、
こ
が
ね
を
千
両
、
…
（
蝉

折
の
由
来
）
…
さ
て
こ
そ
蝉
折
と
は
つ
け
ら
れ
た
れ
。

Ｃ

笛
の
お
ん
器
量
た
る
に
よ
ッ
て
、
こ
の
宮
御
相
伝
あ
り
け
り
。

Ｄ

さ
れ
ど
も
い
ま
を
か
ぎ
り
と
や
お
ぼ
し
め
さ
れ
け
ん
、
金
堂
の
弥
勒

に
参
ら
ッ
さ
せ
お
は
し
ま
す
。

Ｅ

×

Ａ

此
宮
、
小
枝
、
蝉
折
ト
云
秘
蔵
ノ
御
笛
二
ア
リ
。

D’

蝉
折
ヲ
弥
勒
ニ
奉
ラ
セ
給
フ
。

Ｂ

此
ノ
御
笛
ハ
、
鳥
羽
院
ノ
御
時
、
奥
州
ヨ
リ
砂
金
千
両
奉
リ
タ
リ
…

（
蝉
折
の
由
来
）
…
此
笛
ヲ
バ
「
蝉
折
」
ト
ハ
名
付
シ
カ
。

C’

鳥
羽
院
ノ
御
物
ナ
リ
ケ
レ
ド
モ
、
其
御
孫
ノ
御
身
ト
シ
テ
、
伝
持
セ

給
タ
リ
ケ
ル
ガ

D’’
＋
α

イ
カ
ナ
ラ
ム
世
マ
デ
モ
、
御
身
ヲ
放
ジ
ト
思
召
サ
レ
ド
モ
…
奈

良
ヘ
落
サ
セ
給
ベ
キ
ニ
定
ヌ
。

Ｅ

小
枝
ト
申
シ
御
笛
ヲ
、
最
後
マ
デ
御
身
ヲ
放
タ
レ
ズ

宮の遺体と笛

Ａ

浄
衣
着
た
る
死
人
の
、
頸
も
な
い
を
、
し
と
み
の
も
と
に
か
い
て
い

で
き
た
り
け
る
を
、
た
れ
や
ら
ん
と
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
宮
に
て
ぞ
在
ま

し
け
る
。

Ｂ

わ
れ
死
な
ば
、
こ
の
笛
を
ば
御
棺
に
い
れ
よ
」
と
仰
け
る
小
枝
と
聞

え
し
御
笛
も

Ｃ

い
ま
だ
御
腰
に
さ
ゝ
れ
た
り
。

Ｄ

は
し
り
い
で
て
と
り
も
つ
き
ま
い
ら
せ
ば
や
と
思
へ
ど
も
、
お
そ
ろ

し
け
れ
ば
そ
れ
も
か
な
は
ず

Ａ

浄
衣
キ
タ
ル
死
人
ノ
頸
モ
ナ
キ
ヲ
、
舁
テ
通
リ
ケ
ル
ヲ
ミ
レ
バ
、
宮

ノ
御
ム
ク
ロ
ナ
リ
。

Ｃ

御
笛
御
腰
ニ
被
指
タ
リ

Ｄ
＋
α

ハ
ヤ
被
討
サ
セ
給
ニ
ケ
リ
ト
見
進
セ
ケ
ル
ニ
、
ハ
ヒ
出
テ
、
懐

付
マ
イ
ラ
セ
バ
ヤ
ト
ハ
思
ヘ
ド
モ
、
サ
ス
ガ
ニ
走
リ
モ
出
ラ
レ
ズ
。
命
ハ

能
惜
キ
者
哉
ト
ゾ
覚
ケ
ル
。

β

御
笛
ハ
御
秘
蔵
ノ
小
枝
也
。

B’

『
此
笛
ヲ
バ
、
我
死
ニ
タ
ラ
ム
時
ハ
、
必
ズ
棺
ニ
入
ヨ
』
ト
マ
デ
被
仰

ケ
ル
ト
ゾ
、
佐
大
夫
ハ
後
ニ
二
人
ニ
語
リ
ケ
ル
。

敦盛の遺品

Ａ

錦
袋
に
い
れ
た
る
笛
を
ぞ
、
腰
に
さ
ゝ
れ
た
る
。

（
中
略
）

Ｂ

件
の
笛
は
、
お
ほ
ぢ
忠
盛
笛
の
上
手
に
て
、
鳥
羽
院
よ
り
給
は
り
た

り
け
る
と
ぞ
聞
え
し
。
経
盛
相
伝
せ
ら
れ
た
り
し
を
、
篤
盛
器
量
た
る
に

よ
ッ
て
持
た
れ
た
り
け
る
と
か
や
。

Ｃ

名
ヲ
バ
小さ
枝えだ
と
ぞ
申
け
る
。

Ｄ

×

A’

漢
竹
ノ
篳
篥
ノ
色
ナ
ツ
カ
シ
キ
ヲ
、
紫
檀
ノ
家
ニ
入
テ
、
錦
ノ
袋
ニ

入
ナ
ガ
ラ
、
鎧
ノ
引
合
ニ
指
レ
タ
リ
。

Ｂ

×

Ｃ

此
篳
篥
ヲ
バ
月
影
ト
ゾ
付
ラ
レ
タ
リ
ケ
ル

Ｄ

又
少
キ
巻
物
ヲ
差
具
タ
リ
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三
、
敦
盛
の
笛
、
変
遷
の
過
程

｜
篳
篥
か
ら
横
笛
へ
、
小
枝
か
ら
青
葉
の
笛
へ
｜

敦
盛
遺
愛
の
笛
が
、
月
影
と
い
う
名
の
篳
篥
か
ら
、
小
枝
と
い
う
名
の

笛
へ
と
変
遷
す
る
に
あ
た
っ
て
、
覚
一
本
が
高
倉
宮
以
仁
王
の
物
語
を
再

利
用
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
。
以
下
、
高
倉
宮
以

仁
王
の
笛
が
描
か
れ
る
場
面
と
敦
盛
の
笛
描
写
を
、
覚
一
本
・
延
慶
本
の

比
較
に
よ
る
対
照
表
１
に
見
て
み
た
い
。

表
１
中
「
敦
盛
の
遺
品
」
Ｂ
に
掲
げ
た
笛
の
由
来
譚
は
、
笛
を
熊
谷
発

心
の
機
縁
と
す
る
語
り
本
諸
本
の
な
か
で
も
覚
一
本
に
し
か
見
ら
れ
な
い

特
徴
的
な
記
事
で
あ
り
、
表
中
「
二
つ
の
秘
蔵
の
笛
。
蝉
折
奉
納
」
Ｂ
に

掲
げ
た
以
仁
王
所
有
の
蝉
折
を
再
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
仁
王
が
所

有
し
た
ふ
た
つ
の
笛
で
あ
る
蝉
折
と
小
枝
双
方
の
要
素
を
摂
取
し
な
が

ら
、
敦
盛
の
遺
品
は
、
篳
篥
の
月
影
か
ら
横
笛
の
小
枝
へ
と
再
構
築
さ
れ

た
。

繰
り
返
し
を
多
用
す
る
語
り
の
性
質
が
顕
著
に
現
れ
た
覚
一
本
の
手
法

で
あ
ろ
う
が
、『
平
家
物
語
』
が
多
く
受
容
さ
れ
、
ま
た
い
つ
で
も
前
の

記
事
に
も
ど
っ
て
読
み
返
せ
る
形
態
に
な
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
重
複

す
る
小
枝
の
存
在
は
捨
て
置
け
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ら

注
11

し
い
。
増
補
改
修

を
多
く
含
む
『
源
平
盛
衰
記
』
は
以
仁
王
所
有
の
笛
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
先

行
す
る
延
慶
本
や
覚
一
本
の
蝉
折
と
小
枝
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し

注
12

つ
つ
、
敦

盛
所
有
の
笛
に
は
以
下
の
よ
う
な
改
変
を
加
え
る
。
ま
ず
「
色
な
つ
か
し

き
漢
竹
の
笛
を
、
香
も
む
つ
ま
じ
き
錦
の
袋
に
入
れ
て
、
鎧
の
引
合
に
差

さ
れ
た
り
」
と
、
百
二
十
句
本
と
共
通
す
る
描
写
が
あ
る
。
そ
し
て
、
語

り
本
諸
本
の
う
ち
で
も
覚
一
本
の
み
が
打
ち
立
て
て
い
た
、
敦
盛
所
有
笛

の
由
来
に
つ
い
て
は
以
下
の
と
お
り
新
た
な
説
を
打
ち
立
て
る
。

か
の
笛
と
申
す
は
、
ａ
父
経
盛
笛
の
上
手
に
て
お
は
し
け
る
が
、
ｂ

砂
金
百
両

ｃ
宋
朝
に
渡
さ
れ
て
、
ｄ
よ
き
漢
竹
を
一
枝
取
り
寄

せ
、
殊
に
よ
き
両
節
の
間
を
一
よ
取
り
、
ｅ
天
台
座
主
の
明
雲
僧
正

に
仰
せ
ら
れ
て
、
ｆ
秘
密

伽
の
壇
に
立
て
て
、
七
日
加
持
し
て
、

表
２
）

源
平
盛
衰
記
（
敦
盛
の
「
さ
え
だ
」）

覚
一
本
（
以
仁
王
の
「
蝉
折
」）

延
慶
本
（
以
仁
王
の
「
蝉
折
」）

ｂ

砂
金
百
両

こ
が
ね
を
千
両

砂
金
千
両

ｃ

宋
朝
に
渡
さ
れ
て

宋
朝
の
御
門
へ
を
く
ら
せ
給
ひ
け
れ
ば

時
ノ
主
上
ヘ
進
セ
給
タ
リ
。
唐
土
国
王

ｄ

よ
き
漢
竹
を
一
枝
取
り
寄
せ

返
報
と
お
ぼ
し
く
て
、
い
き
た
る
蝉
の
ご
と
く

に
ふ
し
の
つ
い
た
る
笛
竹
を
、
ひ
と
よ
を
く
ら

せ
給
ふ

御
返
報
ト
オ
ボ
シ
ク
テ
、
幹
竹
ヲ
一
本
献
ル
。

（
略
）
口
ノ
穴
ト
節
ト
覚
シ
キ
所
ロ
ニ
、
生
身

ノ
蝉
ノ
様
ナ
ル
物
有
ケ
リ

ｅ

天
台
座
主
の
明
雲
僧
正

三
井
寺
の
大
進
僧
正
覚
宗

三
井
寺
ノ
覚
祐
僧
正
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秘
蔵
し
て
彫
ら
れ
し
笛
な
り
。
子
息
た
ち
の
中
に
は
、
敦
盛
、
器
量

の
仁
な
り
と
て
、
七
歳
の
時
よ
り
伝
へ
て
持
た
れ
け
り
。
ｇ
夜
更
く

る
ま
ま
に
冴
え
け
れ
ば
、
さ
え
だ
と
名
付
け
ら
れ
け
る
な
り
。

（
傍
線
引
用
者
）

傍
線
部
ａ
は
覚
一
本
「
敦
盛
最
期
」
の
「
お
ほ
じ
忠
盛
笛
の
上
手
に

て
」「
経
盛
相
伝
せ
ら
れ
た
り
」
に
相
当
し
よ
う
。
ｂ
〜
ｆ
ま
で
は
以
仁

王
の
笛
蝉
折
の
由
来
の
再
利
用
で
あ
る
。
覚
一
本
・
延
慶
本
の
以
仁
王
の

蝉
折
と
対
照
し
て
表
２
に
見
た
い
。

覚
一
本
に
お
け
る
敦
盛
の
小
枝
は
、
以
仁
王
の
蝉
折
を
彷
彿
と
さ
せ
る

よ
う
な
、
鳥
羽
院
を
基
点
と
す
る
由
来
を
持
ち
つ
つ
名
称
は
小
枝
で
あ
っ

た
が
、『
源
平
盛
衰
記
』
は
、
こ
の
蝉
折
の
伝
承
の
型
を
利
用
し
つ
つ
も
、

経
盛
じ
し
ん
が
取
り
寄
せ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
対
価
や
、
加
持
を
つ
と
め

た
僧
な
ど
に
独
自
性
を
加
え
、
一
見
似
通
う
も
の
の
、
ま
っ
た
く
別
の
伝

承
ル
ー
ト
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
が
傍
線
部
ｇ
の
名

称
由
来
で
あ
り
、
訓
み
と
し
て
は
「
さ
え
だ
」
で
あ
る
も
の
の
、「
夜
更

く
る
ま
ま
に
冴
え
」
と
い
う
の
は
延
慶
本
の
篳
篥
「
月
影
」
の
要
素
を
採

り
込
ん
だ
新
た
な
笛
の
名
で
あ
る
。
諸
伝
本
を
整
理
し
つ
つ
、
再
構
築
を

試
み
た
形
跡
が
う
か
が
え
よ
う
。

さ
ら
に
後
代
に
下
っ
て
、
幸
若
舞
の
『
舞
の
本
』
に
お
け
る
『

注
13

敦
盛
』

で
は
、
さ
ら
な
る
貪
欲
な
摂
取
と
、
そ
れ
ら
の
整
合
性
を
と
る
た
め
の
改

変
が
伺
え
る
。

い
わ
ゆ
る
「
敦
盛
最
期
」
で
は
原
因
が
わ
か
ら
な
い
、
敦
盛
ひ
と
り
の

み
が
逃
げ
遅
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
に
『
舞
の
本
』
は
「
御
運
の
末
の
悲

し
さ
は
、
漢
竹
の
横
笛
を
大
裡
に
忘
れ
さ
せ
給
ひ
、
…
（
中
略
）
…
取
り

に
返
ら
せ
給
ひ
て
、
か
な
た
こ
な
た
の
時
刻
に
、
は
や
御
一
門
の
御
座
船

を
、
遙
か
の
沖
へ
押
し
出
す
。」
と
、
理
由
付
け
を
す
る
。
笛
を
忘
れ
る

と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
じ
た
い
は
以
仁
王
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
（
も

っ
と
も
以
仁
王
の
場
合
は
宮
本
人
で
は
な
く
信
連
が
代
理
で
走
る
）、
敦

盛
が
討
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
を
招
く
要
因
す
ら
笛
、
し
か
も
明

確
に
横
笛
と
明
記
す
る
笛
、
に
帰
結
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
、
敦
盛
を
語
る

う
え
で
の
重
心
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
笛
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
よ

う
。『
舞
の
本
』
の
『
敦
盛
』
に
は
こ
の
他
に
も
多
く
の
増
補
が
見
受
け

ら
れ
る
が
、
筋
立
て
は
『
平
家
物
語
』
諸
本
と
か
わ
ら
ず
、
敦
盛
は
熊
谷

に
よ
っ
て
討
た
れ
、
そ
の
遺
骸
か
ら
笛
が
発
見
さ
れ
る
。
発
見
さ
れ
た
遺

品
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

鎧
の
引
き
合
せ
に
、
漢
竹
の
横
笛
を
、
紫
檀
の
家
に
篳
篥
を
添
へ
て

差
さ
れ
た
り
。
又
馬
手
の
脇
を
み
て
あ
れ
ば
、
巻
物
一
巻
お
は
し
ま

す
。

『
平
家
物
語
』
諸
本
が
つ
た
え
た
遺
品
す
べ
て
を
併
せ
持
ち
、
こ
れ
ら

の
遺
品
は
熊
谷
に
よ
っ
て
ま
ず
御
曹
司
義
経
の
見
参
に
入
れ
ら
れ
る
。
唐

突
に
登
場
し
た
義
経
は
笛
の
由
来
を
語
る
。

こ
の
笛
は
某
が
見
知
る
と
こ
ろ
の
候
。
そ
れ
を
い
か
に
と
申
に
、
一

ｆ

秘
密

伽
の
壇
に
立
て
て
、
七
日
加
持
し
て
、

秘
蔵
し
て
彫
ら
れ
し
笛

壇
上
に
た
て
、
七
日
加
持
し
て
、
ゑ
ら
せ
給
へ

る
御
笛
也

護
摩
壇
ノ
上
、
一
七
ケ
日
加
持
セ
サ
セ
給
テ
後
、

笛
ニ

レ
タ
リ
ケ
リ
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年
、
高
倉
の
宮
、
御
謀
叛
企
て
の
時
、
天
下
に
小
枝
、
蝉
折
と
て
、

二
管
の
笛
あ
り
。
蝉
折
を
ば
、
三
井
寺
に
て
、
弥
勒
に
回
向
し
給
へ

り
。
小
枝
を
ば
、
御
最
後
迄
持
た
せ
給
ふ
由
、
承
る
が
、
水
瀬
光
明

山
に
て
、
討
た
れ
さ
せ
給
ひ
し
時
、
此
笛
、
平
家
の
手
に
渡
る
。
一

門
の
其
中
に
、
笛
に
器
用
を
召
さ
れ
し
に
、
弱
冠
な
れ
ど
も
、
敦
盛

は
笛
に
器
用
の
人
也
と
て
、
下
さ
れ
け
る
と
承
る
。

同
一
題
材
を
再
利
用
し
た
こ
と
に
よ
る
混
乱
を
『
源
平
盛
衰
記
』
が
試
み

た
よ
う
な
分
別
に
よ
っ
て
回
避
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、『
舞
の
本
』

は
小
枝
の
笛
を
、
高
倉
宮
以
仁
王
の
遺
品
と
敦
盛
遺
品
と
同
一
視
と
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
収
束
さ
せ
た
。『
平
家
物
語
』
全
体
を
語
る
の
で
は
な

く
、
敦
盛
の
物
語
の
み
を
つ
た
え
る
作
品
で
あ
っ
て
こ
そ
可
能
な
手
段
で

も
あ
ろ
う
。

続
け
て
、『
平
家
物
語
』
と
は
筋
立
て
じ
た
い
が
異
な
る
が
、
後
日
談

的
な
性
格
を
も
つ
世
阿
弥
作
の
能
『

注
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敦
盛
』
を
確
認
し
た
い
。
敦
盛
の
没

後
、
熊
谷
が
出
家
し
て
の
ち
の
出
来
事
な
が
ら
、
能
『
敦
盛
』
で
も
や
は

り
笛
が
重
要
な
小
道
具
と
な
っ
て
い
る
。
舞
台
に
は
ま
ず
ワ
キ
の
熊
谷
が

敦
盛
と
の
決
戦
の
地
と
な
っ
た
一
の
谷
に
登
場
し
て
い
う
。

急
ぎ
候
程
に
。
津
の
國
一
の
谷
に
着
き
て
候
。
誠
に
昔
の
有
様
今
の

や
う
に
思
ひ
出
で
ら
れ
て
候
。
又
あ
の
上
野
に
當
つ
て
笛
の
音
聞
え

候
。

や
が
て
シ
テ
の
敦
盛
が
草
刈
男
の
姿
で
登
場
し
、
零
落
し
た
我
が
身
を
憂

え
る
。
笛
に
つ
い
て
尋
ね
る
熊
谷
に
草
刈
男
は
い
う
に
は
（
地
謡
）。

身
の
業
の
。
好
け
る
心
に
寄
竹
の
。
好
け
る
心
に
寄
竹
の
。
小
枝
蝉

折
様
々
に
。
笛
の
名
は
多
け
れ
ど
も
。
草
刈
の
吹
く
笛
な
ら
ば
こ
れ

も
名
は
、
青
葉
の
笛
と
思
し
召
せ
。
住
吉
の
汀
な
ら
ば
高
麗
笛
に
や

あ
る
べ
き
。
こ
れ
は
須
磨
の
鹽
木
の
海
人
の
焼

と
思
し
め
せ
海
人

の
焼

と
思
し
め
せ

（
傍
線
引
用
者
）

小
枝
蝉
折
」
と
い
う
あ
き
ら
か
に
『
平
家
物
語
』
の
以
仁
王
所
持
品

を
踏
ま
え
た
上
で
、
自
ら
の
笛
は
「（
青
葉
を
刈
る
）
草
刈
男
の
吹
く
も

の
で
あ
る
か
ら
、「
青
葉
の
笛
」
と
で
も
思
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
」
と
い

う
。
篳
篥
の
「
月
影
」
で
も
、
以
仁
王
と
は
別
物
の
「
小
枝
」
や
「
さ
え

（
冴
）
だ
」
で
も
、
以
仁
王
と
同
一
の
「
小
枝
」
で
も
な
く
、
能
『
敦

盛
』
が
所
持
し
た
の
は
「
青
葉
の
笛
」
で
あ
っ
た
。
敦
盛
遺
愛
の
笛
と
い

え
ば
こ
の
青
葉
の
笛
が
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
た
名
と
な
っ
て
い
く
の
は

周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
能
『
敦
盛
』
で
は
一
の
谷
と
い
う
地
名
に
加
え
て
、
須
磨

の
名
も
多
用
さ
れ
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
須
磨
と
い
え
ば
光
源

氏
流
謫
の
地
と
し
て
し
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、『
平
家
公
達
草
紙
』

で
維
盛
の
舞
う
青
海
波
が
光
源
氏
も
か
く
や
と
描
写
さ
れ
た
よ
う
に
、
敦

盛
も
ま
た
光
源
氏
に
重
な
る
公
達
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
よ
り
強
く
要
請

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
、「
青
葉
」
と
い
う
笛
の
問
題

現
在
、
敦
盛
の
笛
と
し
て
も
っ
と
も
浸
透
し
て
い
る
名
は
ま
ぎ
れ
も
な

く
「
青
葉
の
笛
」
で
あ
る
。
文
部
省
唱
歌
「
青
葉
の
笛
」
は
も
と
よ
り
、

二
〇
〇
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
、
あ
ま
ん
き
み
こ
氏
の
絵
本
も
『
青
葉
の

笛
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
内
容
は
敦
盛
と
熊
谷
の
物
語
で

注
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あ
る
。「
青
葉

の
笛
」
と
い
う
名
称
は
確
実
に
敦
盛
所
持
の
笛
と
し
て
の
固
有
性
を
獲
得
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し
て
い
る
。

し
か
し
、
能
『
敦
盛
』
に
見
ら
れ
る
「
青
葉
の
笛
」
の
文
言
は
文
脈
か

ら
推
察
す
れ
ば
固
有
名
詞
で
は
な
く
、
修
辞
構
成
の
成
果
と
し
て
の
も
の

で
あ
る
と

注
16

い
う
。
ま
た
、「
青
葉
の
笛
」
の
用
例
と
し
て
た
び
た
び
挙
げ

ら
れ
る
『
十
訓
抄
』
の
「
笛
の
最
物
に
は
、
青
葉
、
葉
二
、
大
水
龍
、
小

水
龍
、
頭
焼
、
雲
太
丸
、
こ
れ
ら
な
り
」
と
い
う
記
事
で
あ
る
が
、
こ
れ

も
そ
の
ま
ま
読
む
に
は
危
険
が
あ
る
。『
十
訓
抄
』（
一
二
五
二
年
成
立
）

同
様
に
笛
の
名
物
を
記
す
、
先
行
書
に
『
江
談
抄
』（
一
一
〇
四
〜
八
年

か
）『
教
訓
抄
』（
一
二
三
三
年
成
立
）
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
を
以

下
に
引
用
す
る
。

大
水
龍
。
小
水
龍
。
青
竹
。
葉
二
。

亭
。
讃
岐
。
中
管
。
釘
打
。

庭

（『
江
談
抄
』
四
八
）

逸
物
者
、
大
水
龍
、
小
水
龍
、
青
竹
、
葉
二
、

亭
、
穴
貴
、
讃

岐
、
中
管
、
釘
打
、
庭

、
ア
マ
ノ
タ
キ
サ
シ
、
シ
タ
チ
丸
（『
教

訓
抄
』
巻
第
八
）

い
ず
れ
も
「
青
竹
、
葉
二
」
の
順
に
記
し
て
お
り
、
つ
ま
り
『
十
訓
抄
』

の
「
青
葉
」
は
「
葉
二
」
の
「
葉
」
が
衍
字
と
な
っ
た
も
の
か
と
推
察
し

て
も
大
過
は
あ
る
ま
い
。『
続
教
訓
抄
』
で
は
「
青
葉
」
を
「
或
ハ

葉
二

同
管
云
々
」
と
割
注
し
、『
拾
芥
抄
』
で
も
「
葉
二
」
を
「
江
談
曰
、
朱

雀
院
鬼
笛
、
又
号

青
葉

」
と
割
注
し
て
い
る
。「
葉
二
」
と
「
青
葉
」

に
混
同
や
同
一
視
が
伺
え
、「
青
葉
」
と
い
う
名
器
に
は
存
在
の
危
う
さ

が
感
じ
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
青
葉
の
笛
」
は
敦
盛
遺
愛
の
笛
と

し
て
確
固
た
る
地
位
を
確
立
し
、
現
在
で
も
神
戸
市
須
磨
区
の
須
磨
寺
に

は
そ
の
名
も
ま
さ
に
「
青
葉
の
笛
」
が
寺
宝
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
笛
の
史
料
上
の
初
出
で
あ
る
須
磨
寺
の
『
當
代
歴
山
』

応
永
三
十
四
年
（
一
四
二
七
）
条
に
よ
る
と
、
そ
こ
に
は
「
小
枝
笛
」
と

記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
後
、
文
禄
ご
ろ
ま
で
は
寺
で
も
「
小
枝
」

「
青
葉
」
が
併
用
さ
れ
、
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
刊
行
の
『
兵
庫
須
磨

名
所
記
』
が
「
青
葉
」
を
用
い
て
以
来
、「
青
葉
」
に
統
一
さ
れ
た
と
の

こ
と
で

注
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あ
る
。

こ
の
名
所
記
に
合
わ
せ
て
の
統
一
と
い
う
の
は
看
過
で
き
な
い
事
実
で

は
あ
る
ま
い
か
。
実
は
敦
盛
の
笛
に
限
ら
ず
「
青
葉
」
と
い
う
名
の
笛
は

全
国
各
地
に
伝
わ
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
福
井
県
和
泉
村
に
は
源
義
平
の

遺
品
た
る
「
青
葉
の
笛
」
が
あ
る
。「
青
葉
の
笛
」
と
は
、
そ
も
そ
も
鹿

児
島
県
国
分
寺
市
の
台
明
寺
に
あ
っ
た
「
青
葉
の
竹
林
」
と
よ
ば
れ
る
宮

中
に
献
上
す
る
た
め
の
竹
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
笛
の
こ
と
を
い
う
説
も

注
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あ
り
、
そ
れ
に
従
え
ば
「
青
葉
の
笛
」
と
は
固
有
名
詞
で
は
な
く
、
い
わ

ば
ス
ト
ラ
デ
ィ
バ
リ
ウ
ス
の
よ
う
な
名
器
の
ブ
ラ
ン
ド
名
で
あ
っ
た
と
推

察
さ
れ
、
お
の
ず
と
名
器
「
青
葉
の
笛
」
は
各
地
に
存
在
し
た
は
ず
で
あ

る
。
須
磨
寺
以
外
に
も
、
敦
盛
の
「
青
葉
の
笛
」
が
少
な
く
と
も
北
海
道

の
姥
神
大
神
宮
・
酒
蔵
大
関
長
谷
部
家
・
山
口
県
下
関
市
の
赤
間
神
宮
の

も
の
と
三
本
は
確
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
ら
各
地
の
「
青
葉
の

笛
」
に
対
し
、
須
磨
寺
は
能
『
敦
盛
』
に
も
登
場
す
る
敦
盛
に
ゆ
か
り
あ

る
地
の
「
青
葉
の
笛
」
こ
そ
が
、
本
物
で
あ
る
こ
と
を
周
知
す
る
と
と
も

に
、
須
磨
寺
内
で
も
混
乱
の
あ
っ
た
名
称
の
一
本
化
を
図
っ
た
。
能
『
敦

盛
』
で
草
刈
男
が
自
ら
の
笛
を
「
青
葉
の
笛
」
と
い
う
と
き
、
元
来
の
意

味
と
し
て
は
修
辞
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
こ
と
ば
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を
契
機
に
、
す
で
に
各
地
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
銘
品
「
青
葉
の
笛
」
の

存
在
価
値
は
、
敦
盛
に
由
来
す
る
こ
と
で
揃
っ
て
飛
躍
的
に
高
め
ら
れ
、

さ
ら
に
は
、
自
ら
を
蓮
生
（
熊
谷
）
と
称
す
る
よ
う
な
語
り
手
た
ち
が
多

く
存
在
し
た
よ
う
に
、
各
地
に
敦
盛
の
笛
が
生
ま
れ
、
そ
れ
ら
が
さ
ら
に

敦
盛
の
伝
承
じ
た
い
を
ゆ
き
わ
た
ら
せ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て

そ
の
伝
承
こ
そ
が
、
書
か
れ
た
『
平
家
物
語
』
の
「
月
影
」
や
「
小
枝
」

を
凌
駕
し
、
敦
盛
の
笛
を
「
青
葉
の
笛
」
に
上
書
き
さ
せ
る
だ
け
の
威
力

と
な
っ
て
、
近
世
そ
し
て
つ
い
に
は
現
代
に
ま
で
い
た
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。

お
わ
り
に

夢
幻
能
『
敦
盛
』
に
登
場
す
る
シ
テ
・
敦
盛
は
ま
ず
草
刈
男
の
姿
で
あ

ら
わ
れ
る
。
草
刈
男
の
笛
と
い
え
ば
、
お
伽
草
子
『
烏
帽
子
折
』
で
も
知

ら
れ
る
用
明
天
皇
由
来
の
笛
で
あ
り
、『
烏
帽
子
折
』
に
も
そ
の
笛
の
形

状
は
「
横
笛
」
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
る
。
各
地
の
「
青
葉
の
笛
」
は
ど
れ

も
横
笛
で
あ
り
、
王
朝
の
管
絃
で
奏
で
ら
れ
る
龍
笛
の
風
雅
と
は
ま
っ
た

く
別
種
の
機
能
を
持
ち
つ
つ
も
、
し
か
し
形
態
と
し
て
は
ま
ぎ
れ
も
な
く

横
笛
で
あ
る
笛
が
、
民
間
に
お
い
て
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
「
青
葉
の
笛
」

の
名
に
よ
っ
て
、
敦
盛
伝
承
と
横
笛
の
結
び
つ
き
を
よ
り
強
固
に
し
て
い

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

敦
盛
の
物
語
が
成
立
し
た
当
初
、
父
子
の
悲
哀
を
語
る
物
語
の
添
え
物

で
あ
っ
た
は
ず
の
篳
篥
は
、
そ
の
特
性
ゆ
え
に
発
心
説
話
の
核
と
な
り
つ

つ
も
、
敦
盛
像
形
成
の
過
程
で
、
よ
り
公
達
に
ふ
さ
わ
し
い
笛
た
る
横
笛

へ
と
転
化
さ
せ
ら
れ
た
。
横
笛
は
敦
盛
の
風
雅
を
構
築
し
、
や
が
て
世
阿

弥
が
夢
幻
能
の
シ
テ
敦
盛
の
仮
姿
に
草
刈
男
を
据
え
る
こ
と
も
ま
た
、
ま

ぎ
れ
も
な
く
、
こ
の
横
笛
と
い
う
、
物
語
の
重
要
な
小
道
具
に
導
か
れ
て

の
こ
と
に
違
い
な
い
。

や
が
て
「
青
葉
の
笛
」
の
名
は
敦
盛
伝
承
そ
の
も
の
を
代
弁
し
、
敦
盛

説
話
に
お
け
る
主
体
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
。
敦
盛
の
物
語
が
、
す

な
わ
ち
笛
の
物
語
と
な
っ
た
画
期
は
、
覚
一
本
ら
に
よ
る
篳
篥
か
ら
横
笛

へ
の
転
換
に
他
な
ら
な
い
。
敦
盛
が
所
持
す
る
笛
が
横
笛
と
な
っ
た
と
き

か
ら
、
そ
の
物
語
は
、
終
始
、
敦
盛
が
持
つ
横
笛
の
力
に
よ
っ
て
導
か
れ

続
け
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

注１

以
下
、
覚
一
本
本
文
は
岩
波
書
店
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
に

よ
る

２

『
懐
竹
抄
』『
教
訓
抄
』
な
ど
の
楽
書
に
そ
の
思
想
が
み
ら
れ
る
。

３

以
下
、
延
慶
本
本
文
は
勉
誠
出
版
『
延
慶
本

平
家
物
語
』
に
よ

る

４

な
お
、『
源
平
闘
諍
録
』
で
は
熊
谷
に
討
た
れ
た
の
は
敦
盛
で
は

な
く
業
盛
で
あ
る
。
敦
盛
説
話
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
が
よ
り
強
調

さ
れ
え
よ
う
相
異
だ
が
、
今
回
は
敦
盛
を
考
察
対
象
と
す
る
た
め

業
盛
の
説
話
と
な
っ
て
い
る
『
闘
諍
録
』
に
は
言
及
を
し
な
い
も

の
と
す
る
。

５

佐
谷
眞
木
人
「『
平
家
物
語
』
と
笛
｜
巻
第
九
「
敦
盛
最
期
」
の

形
成
を
め
ぐ
っ
て
｜
」（（『
三
田
国
文
』
一
三
巻

一
九
九
〇
年

六
月
）
↓
佐
谷
眞
木
人
『
平
家
物
語
か
ら
浄
瑠
璃
へ

敦
盛
説
話
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の
変
容
』（
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年

所
収
））

６

龍
の
声
で
あ
る
龍
笛
や
鳳
の
声
で
あ
る
笙
は
、
人
か
ら
神
に
伝
え

る
た
め
の
音
で
は
な
く
、
神
の
声
や
音
そ
の
も
の
の
表
象
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

７

『
十
訓
抄
』
下

十
の
二
十
六
、『
古
今
著
聞
集
』
七
二
六
、『
體

源
鈔
』
五
が
同
話
と
し
て
指
摘
で
き
る
。

８

利
澤
麻
美
「
音
楽
｜
源
氏
物
語
に
お
け
る
横
笛
の
役
割
」（
増
田

繁
夫
・
鈴
木
日
出
男
・
伊
井
春
樹
編
『
源
氏
物
語
研
究
集
成
』
第

一
一
巻
、
風
間
書
房
、
二
〇
〇
二
年

所
収
）

９

豊
永
聡
美
『
中
世
の
天
皇
と
音
楽
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六

年
）

10

田
辺
尚
雄
『
笛
｜
そ
の
芸
術
と
科
学
』（
わ
ん
や
書
店
、
一
九
四

七
年
）

11

覚
一
本
は
以
仁
王
の
笛
は
「
こ
え
だ
」、
敦
盛
の
笛
は
「
さ
え
だ
」

と
し
て
い
る
。
語
る
上
で
は
音
の
区
別
は
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

12

前
掲
３
に
お
い
て
佐
谷
氏
は
「
源
平
盛
衰
記
に
お
い
て
高
倉
宮
に

関
す
る
記
事
の
中
に
「
小
枝
」
の
笛
が
一
度
も
登
場
し
な
い
こ
と

に
な
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
が
、
巻
第
十
三
「
高
倉
宮
信
連
戦
事
」

に
は
「
其
中
ニ
小
枝
ト
聞
エ
シ
漢
竹
ノ
御
笛
ノ
、
殊
ニ
御
秘
蔵
ア

リ
ケ
ル
ヲ
バ
」「
小
枝
ヲ
シ
モ
忘
レ
ヌ
ル
事
ノ
口
惜
サ
ヲ
」
と
あ

り
、
宮
の
遺
体
発
見
に
お
い
て
も
巻
第
十
五
「
南
都
騒
動
始
事
」

に
「
御
笛
ト
云
ハ
御
秘
蔵
ノ
小
枝
也
」
と
あ
る
。『
源
平
盛
衰
記
』

巻
第
十
三
・
十
五
本
文
は
三
弥
井
書
店
『
源
平
盛
衰
記
』
に
よ
り

巻
第
三
十
八
本
文
は
新
人
物
往
来
社
『
新
定
源
平
盛
衰
記
』
に
よ

っ
た
。

13

以
下
、『
舞
の
本
』『
敦
盛
』
本
文
は
岩
波
書
店
「
新
日
本
古
典
文

学
大
系
」
に
よ
る

14

以
下
、
能
『
敦
盛
』
本
文
は
『
謡
曲
大
観
』
に
よ
る

15

あ
ま
ん
き
み
こ
╱
文
、
村
上
豊
╱
絵
、
西
本
鶏
介
╱
監
『
青
葉
の

笛
』（
ポ
プ
ラ
社
、
二
〇
〇
七
年
）

16

谷
口
廣
之
「
青
葉
の
笛
｜
史
跡
と
遺
品
｜
」（『
阪
南
論
集
』
三
五

｜
四
〇
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）

17

小
池
義
人
『
滅
び
の
美
「
敦
盛
」
｜
須
磨
・
一
の
谷
・
須
磨
寺
』

（
神
戸
新
聞
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
五
年
）

18

『
三
国
名
勝
図
会
』「
竹
林
山
衆
集
院
台
明
寺
」
の
項
目
に
よ
る

（
五
代
秀
堯
・
橋
口
兼
柄
編
纂
『
三
国
名
勝
図
会
』（
青
潮
社
、

一
九
八
二
年
）。
な
お
、
こ
の
記
述
に
つ
い
て
、
機
会
を
改
め
て

論
じ
た
い
。
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