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『
平
家
物
語
』
の
傍
系
説
話
の
一
つ
に
「
横
笛
」
の
章
段
が
あ
る
。
横
笛

説
話
に
つ
い
て
、
神
野
藤
昭
夫
氏
は
、
内
容
上
、
三
種
（
㋑
横
笛
の
死
に

は
言
及
し
な
い
も
の
、
㋺
出
家
タ
イ
プ
、
㋩
入
水
タ
イ
プ
）
に
分
類
さ

れ
た（1
）。

ま
た
、
読
み
本
系
と
語
り
本
系
と
で
は
、
名
称
が
異
な
る
な
ど
、

『
平
家
物
語
』
研
究
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
章
段
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』

研
究
者
で
は
な
い
私
の
研
究
対
象
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の

「
横
笛
」
に
は
、
横
笛
と
滝
口
が
交
し
た
贈
答
歌
が
、「
延
慶
本
」
と
「
覚

一
本
」
と
で
は
、
作
者
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
と
い
う
面
白
い
現
象
が
あ

る
。
作
者
が
入
れ
替
わ
っ
て
も
、
歌
の
意
味
が
通
じ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
、
和
歌
を
研
究
し
て
き
た
私
の
興
味
を
惹
く
。『
平
家
物
語
』
と

し
て
の
研
究
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
純
粋
に
二
首
の
和
歌
の
意
味
を
考
え
、

な
ぜ
「
覚
一
本
」
作
者
は
、
詠
作
者
を
入
れ
替
え
た
の
か
を
考
え
た
い
。

「
延
慶
本
」
は
「
古
態
性
」
を
残
す
と
単
純
に
は
言
え
な
い
の
で
あ
り
、
こ

の
「
横
笛
」
に
お
い
て
も
、
場
面
に
よ
っ
て
は
「
延
慶
本
」
の
加
筆
を
指

摘
す
る
研
究
が
あ
る（2
）。

た
だ
、
こ
の
贈
答
歌
に
関
し
て
は
「
延
慶
本
」
に

こ
そ
古
態
を
残
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
延
慶
本
」
の
贈
答
歌
の
場
面
に

は
、
二
人
の
素
朴
で
現
実
的
な
生
々
し
い
感
情
が
見
え
、
原
態
的
な
姿
を

残
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
平
家
研
究
に
お
い
て
、「
覚
一
本
」

は
「
延
慶
本
」
を
意
図
的
に
改
変
し
た
と
し
て
そ
の
意
図
は
と
い
っ
た
問

題
提
起
は
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
異
な
る
状
況
下
に

お
け
る
同
一
贈
答
歌
を
い
か
に
考
え
る
か
は
、
一
考
の
価
値
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
ま
ず
、「
延
慶
本
」
を
対
象
と
し

て
考
察
し
、
次
に
「
覚
一
本
」
を
中
心
に
据
え
、「
延
慶
本
」
と
の
比
較
を

行
い
、
贈
答
歌
の
問
題
を
考
察
す
る
。

一

　
『
延
慶
本
』
で
は
、「
時
頼
入
道
々
念
由
来
事
付
永
観
律
師
事
」
と
題
さ

れ
て
い
る
。
書
き
出
し
は
「
抑
も
滝
口
が
道
念
の
由
緒
を
尋
ぬ
れ
ば
、
女

故
と
ぞ
聞
こ
へ
し
」
と
あ
る
。
滝
口
の
出
家
は
、
横
笛
と
の
結
婚
を
父
に

反
対
さ
れ
た
の
が
直
接
の
原
因
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
女
故
」
と
す
る
の
は
、

横
笛
の
身
分
が
高
け
れ
ば
と
い
う
こ
と
を
含
ん
で
い
る
に
し
ろ
、
横
笛
に
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と
っ
て
は
酷
い
こ
と
で
あ
る
。
女
性
へ
の
厳
し
い
姿
勢
が
見
え
る（3
）。

　

横
笛
と
の
結
婚
に
対
し
て
、
父
茂
頼
は
「
様
々
に
諫
め
け
れ
ど
も
」
と

あ
る
。
滝
口
は
、
人
生
、
長
く
て
も
七
、
八
十
年
、
元
気
な
時
は
二
十
年

を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。
そ
ん
な
人
生
に
経
済
的
に
豊
か
で
あ
っ
て
も

「
悪
か
ら
む
女
に
相
ひ
具
し
て
は
何
か
は
せ
む
」
と
考
え
て
い
る
。
好
き
な

女
性
と
結
婚
し
て
こ
そ
の
人
生
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
横

笛
と
の
結
婚
は
「
親
の
諫
め
を
背
か
ば
、
不
孝
の
罪
業
遁
れ
難
し
」
と
な

る
。
ま
た
、
親
不
孝
を
免
れ
、
父
の
諫
め
に
従
え
ば
、「
女
を
捨
て
む
と
す

れ
ば
、
神
に
係
け
て
契
り
し
昵
言
も
皆
詐
り
と
成
り
ぬ
べ
し
」
と
、
横
笛

を
捨
て
る
こ
と
に
な
り
、
神
を
裏
切
る
こ
と
に
な
る
。
ど
う
に
も
生
き
る

道
は
な
い
。
そ
こ
で
、
考
え
た
の
が
、「
傾
城
の
色
に
相
は
ざ
ら
む
に
は
如

か
じ
」
と
し
、「
身
を
山
林
の
間
に
宿
し
、
命
を
仏
陀
に
仕
へ
奉
り
て
」
と

し
て
、
女
性
を
避
け
、
出
家
の
道
を
選
ぶ
こ
と
で
あ
っ
た
。
出
家
に
し
か

生
き
る
道
は
な
か
っ
た
。
滝
口
は
こ
の
世
の
名
残
を
惜
し
む
と
ば
か
り
に
、

主
家
の
小
松
家
に
最
後
の
出
仕
を
し
、
夜
は
横
笛
と
最
後
の
逢
瀬
を
す
る
。

「
行
く
末
来
し
方
の
事
共
思
ひ
連
け
て
、
そ
ぞ
ろ
に
涙
ぐ
み
け
れ
ば
、
横
笛

危
し
み
て
」
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
出
家
を
前
に
し
て
、
こ
の
世
の
名
残

は
尽
き
な
い
。
し
か
し
、
翌
朝
、
敢
然
と
出
家
の
た
め
嵯
峨
へ
赴
く
。
滝

口
の
出
家
を
、
若
さ
と
「
都
よ
り
も
定
め
て
御
と
が
め
候
ひ
ぬ
」
を
理
由

に
、
聖
は
応
じ
な
い
。
な
ら
ば
と
、
滝
口
は
「
自
ら
本
鳥
を
押
し
切
り
け

れ
ば
、
聖
人
力
及
ば
ず
し
て
、
髪
を
そ
り
戒
を
持
た
せ
け
り
」
と
し
て
、

出
家
へ
の
願
い
を
叶
え
た
。

　

小
松
家
の
人
々
に
も
、
結
婚
を
約
し
て
い
た
横
笛
に
も
出
家
の
こ
と
は

伝
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
聖
人
の
対
応
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
反
対

さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
結
婚
を
約
し
て
い
た
横
笛
に
対
し
て
は

非
情
と
も
思
え
る
行
動
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
出
家
へ
の
強
固
な
意
志
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
出
家
前
夜
の
横
笛
と
の
逢
瀬
で
の
感
傷
性
は
振
り

捨
て
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
二
十
五
歳
（「
覚
一
本
」
で
は
一

八
歳
）
と
い
う
若
い
年
齢
で
の
出
家
は
果
た
せ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
出

家
後
の
生
活
で
は
、
思
わ
ず
「
世
を
厭
ひ
浄
土
を
傾
ふ
墨
染
の
有
繋
が
に

ぬ
る
る
袖
の
上
哉
」
と
い
う
古
歌
を
口
ず
さ
む
。
強
い
意
志
を
も
っ
て
出

家
し
た
も
の
の
若
い
年
齢
で
は
、
修
行
に
耐
え
き
れ
ず
俗
世
へ
の
未
練
が

よ
み
が
え
り
、
仏
者
で
は
な
く
、
人
と
し
て
の
本
音
が
漏
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
古
歌
を
、
滝
口
の
出
家
を
聞
か
さ
れ
、「
泣
く
泣
く
彼
こ
へ

尋
ね
行
き
、
偶
然
耳
に
し
た
横
笛
は
、「
恨
敷
や
早
晩
か
忘
れ
む
涙
河
袖
の

し
が
ら
み
朽
ち
は
は
つ
と
も
」
の
返
歌
を
送
る
。
形
と
し
て
は
、
贈
答
歌

で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
贈
答
歌
の
体
を
な
し
て
い
な
い
。
横
笛
は
滝
口

が
ふ
と
漏
ら
し
た
古
歌
に
応
じ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
来
訪
を
伝
え
る

こ
と
、「
恨
め
し
い
」
と
い
う
自
身
の
感
情
を
訴
え
る
こ
と
が
専
ら
で
あ
る
。

名
波
弘
彰
氏
は
、「
な
ん
と
も
す
さ
ま
じ
い
恨
み
の
歌
で
あ
ろ
う
か
」
と
し

て
、「
何
日
も
空
閨
を
か
こ
ち
続
け
て
、
い
ま
愛
す
る
男
に
逢
っ
た
。
そ
の

瞬
間
愛
欲
に
身
を
苛
ま
れ
る
閨
怨
の
思
い
（
恨
み
）
が
は
け
口
を
得
て
相

手
の
男
に
向
っ
て
は
き
出
さ
れ
た（4
）」

と
解
さ
れ
て
い
る
。
贈
答
歌
に
お
け

る
返
歌
の
ル
ー
ル
、
贈
歌
へ
の
反
論
・
反
駁
・
切
り
返
し
は
な
い
。
横
笛
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は
、
滝
口
か
ら
出
家
の
思
い
を
知
ら
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
、「
絶

え
ぬ
る
夜
半
を
恨
み
て
、『
何
な
る
瀧
川
に
も
身
を
投
げ
ば
や
』
と
思
ひ
け

る
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
突
然
訪
問
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
、
思
い

当
た
る
節
は
な
く
、
捨
て
ら
れ
た
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

再
び
滝
口
に
巡
り
会
え
た
感
動
を
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。

今
ま
で
御
出
家
を
知
ら
せ
さ
せ
給
は
ぬ
事
の
心
憂
さ
よ
。
如
何
な
る

時
、
虎
臥
す
野
辺
へ
も
、
蓬
が
杣
ま
で
も
、
お
く
れ
じ
と
契
り
給
ひ

し
ぞ
か
し
。
い
つ
の
間
に
替
り
け
る
御
心
ぞ
や
。
昔
の
好
み
忘
れ
難

く
て
、
是
ま
で
尋
ね
参
り
た
り
。
縦
ひ
一
宇
の
す
ま
ひ
こ
そ
叶
は
ね

ど
も
、
谷
を
も
隔
て
峯
を
も
連
ね
て
、
互
ひ
に
善
縁
と
も
成
り
、
一

つ
蓮
の
身
と
も
成
ら
む
。

　

出
家
を
知
ら
せ
な
か
っ
た
こ
と
の
恨
み
を
述
べ
、
自
分
の
訪
問
を
伝
え

て
お
り
、
先
ほ
ど
の
歌
の
内
容
と
も
一
致
し
て
お
り
、
感
情
の
流
露
が
感

じ
ら
れ
る
生
き
生
き
と
し
た
描
写
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
場
面
に
、

自
ら
の
出
家
を
も
語
っ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
横
笛
の
思
い
の
た
け

を
語
っ
て
い
る
中
に
出
家
へ
の
決
意
と
来
世
へ
の
め
ぐ
り
逢
い
を
語
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
衝
動
的
に
も
見
え
る
横
笛
の
出
家
で
あ
る
が
、
横
笛
の

心
中
で
は
覚
悟
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
滝
口
は
、「
破
り
無
く
思
ひ
し
」
横
笛
の
予
期
せ
ぬ
訪
問
と
対
面

の
懇
願
に
対
し
て
、

胸
騒
ぎ
、
書
き
暮
ら
す
心
地
し
て
、
馳
り
出
で
、
見
ば
や
と
思
へ
ど

も
、「
さ
て
は
仏
に
成
り
な
む
や
。
生
死
の
紀
綱
に
こ
そ
」
と
心
強
く

思
ひ
て
、
弥
よ
返
事
も
せ
ざ
り
け
り
。

　

と
、
心
動
き
、
会
い
た
い
と
も
思
う
が
、
修
行
の
た
め
に
と
「
心
強
く
」

沈
黙
を
守
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
横
笛
は
、

「
是
ま
で
尋
ね
奉
り
た
る
甲
斐
も
無
く
、
う
た
て
く
も
閉
ぢ
籠
り
給
へ

る
御
心
づ
よ
さ
か
な
。
人
は
げ
に
さ
も
無
か
り
け
る
物
故
に
、
吾
が

身
一
つ
に
か
き
く
れ
て
、
思
ふ
心
も
何
計
り
、
女
の
身
程
に
心
憂
き

物
は
な
し
。
今
生
の
対
面
せ
む
も
今
計
り
、
責
め
て
は
御
音
計
り
も

聞
か
せ
さ
せ
給
へ
」

　

と
、
今
生
の
最
後
の
対
面
だ
か
ら
、
せ
め
て
声
だ
け
で
も
聞
か
せ
て
欲

し
い
と
、
し
お
ら
し
く
あ
る
が
、
執
拗
に
強
い
対
面
へ
の
思
い
を
表
し
て

い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
滝
口
は
初
め
て
口
を
開
き
、

「
誰
故
に
か
か
る
道
に
も
思
ひ
入
る
ぞ
と
よ
。
今
世
の
対
面
有
る
べ
か

ら
ず
。
契
り
有
ら
ば
、
一
蓮
の
上
に
と
祈
り
給
へ
」
と
計
り
に
て
、

出
で
合
ふ
事
ぞ
無
か
り
け
る
。
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と
語
る
。
滝
口
は
、
今
も
な
お
愛
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
横
笛
に
対
し
て
、

「
誰
故
に
か
か
る
道
に
も
思
ひ
入
る
ぞ
と
よ
」
と
言
う
。
こ
の
部
分
を
、
山

下
宏
明
氏
は
「
そ
な
た
へ
の
思
い
を
断
ち
切
る
た
め
に
出
家
し
た
の
だ（5
）」

と
解
釈
さ
れ
る
。
滝
口
は
、
好
き
好
ん
で
出
家
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
耐

え
て
辛
い
修
行
を
し
て
い
る
。
そ
の
生
活
を
乱
す
か
の
よ
う
な
横
笛
の
来

訪
は
、
滝
口
に
と
っ
て
は
、
嬉
し
く
も
な
け
れ
ば
、
邪
魔
な
だ
け
だ
っ
た

だ
ろ
う
。
迷
惑
こ
の
上
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
う
い
い
加
減
に
し
て
欲

し
い
と
い
う
思
い
が
、
こ
う
し
た
言
葉
に
な
っ
た
も
の
と
思
う
。
た
だ
、

横
笛
に
と
っ
て
は
、
こ
の
言
葉
は
、「
今
世
の
対
面
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い

う
強
い
拒
絶
よ
り
も
衝
撃
的
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
自
分
の
せ
い
で
滝
口
は

出
家
し
た
と
い
う
の
は
、
横
笛
に
と
っ
て
は
、
自
分
が
何
を
し
た
の
か
、

自
分
の
何
が
原
因
な
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
自
分
の
せ
い
で

滝
口
が
出
家
し
た
と
い
う
事
実
は
、
彼
女
に
重
く
の
し
か
か
っ
た
。

　

最
後
の
願
い
も
通
じ
ず
、
横
笛
の
絶
望
感
は
深
い
。
滝
口
の
「
契
り
有

ら
ば
、
一
蓮
の
上
に
と
祈
り
給
へ
」
に
応
じ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
出
家
へ

の
覚
悟
は
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
横
笛
に
と
っ
て
は
織
り
込
み
済
み
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
場
で
と
ま
で
は
思
っ
て
は
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
恨
み
の
思
い
を
抱
い
た
ま
ま
の
衝
動
的
な
出
家
を
果
た
す
。

恨
み
の
涙
せ
き
あ
へ
ず
、
押
さ
ふ
る
袖
も
露
け
く
て
、
自
ら
髪
を
押

し
切
り
て
、
庵
室
の
窓
に
投
げ
懸
く
と
て
、

　

と
言
っ
て
詠
ん
だ
の
が
問
題
の
和
歌
で
あ
る
。
愛
す
る
滝
口
で
あ
る
が
、

対
面
を
完
全
に
拒
否
さ
れ
、
滝
口
を
強
く
恨
む
気
持
ち
が
表
現
さ
れ
て
い

る
。
滝
口
へ
の
恨
み
が
、
な
ぜ
、
出
家
に
つ
な
が
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か

も
、
こ
の
場
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
滝
口
の
「
誰
故
に
か
か
る
道

に
も
思
ひ
入
る
ぞ
と
よ
」
に
、
横
笛
は
衝
撃
を
受
け
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

滝
口
の
出
家
は
、
突
然
の
こ
と
で
あ
り
、
理
由
も
含
め
て
事
情
を
呑
み
込

め
て
い
な
い
。
そ
ん
な
中
、
滝
口
か
ら
、
自
分
の
出
家
の
原
因
は
横
笛
に

あ
る
と
言
わ
れ
、
横
笛
は
衝
撃
を
受
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
出
家
の
原
因

が
自
分
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
も
、
思
い
当
た
る
こ
と
は
な
い
。
そ
う
な
ら
、

自
分
も
滝
口
の
せ
い
で
出
家
す
る
と
い
う
、
あ
る
種
、
腹
い
せ
の
出
家
で

は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
て
、
詠
じ
た
の
が
こ
の
歌
で
あ
る
。

剃
る
ま
で
は
浦
見
し
物
を
あ
づ
さ
弓
誠
の
道
に
い
る
ぞ
う
れ
し
き

　

こ
の
流
れ
の
中
で
、
こ
の
和
歌
を
横
笛
が
詠
ん
だ
と
す
れ
ば
、
剃
っ
た

の
は
横
笛
で
あ
り
、
恨
ん
で
い
た
の
は
、
横
笛
が
滝
口
を
恨
ん
で
い
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、「
誠
の
道
に
入
る
」
出
家
が
出
来
た
こ
と
を
喜
ん
で
い

る
。
横
笛
が
「
誠
の
道
に
い
る
」
と
は
い
っ
て
も
正
式
に
出
家
し
た
わ
け

で
は
な
い
。
滝
口
の
場
合
も
、「
聖
人
」
が
出
家
に
同
意
し
な
い
た
め
、
自

ら
「
本
鳥
を
押
し
切
り
」、
そ
の
後
、「
聖
人
力
及
ば
ず
し
て
、
髪
を
そ
り

戒
を
持
た
せ
け
り
。
生
年
廿
五
に
し
て
本
鳥
を
切
り
出
家
」
と
あ
る
。
横

笛
も
こ
の
後
、
髪
を
剃
り
、
戒
を
受
け
て
出
家
し
た
と
予
想
さ
れ
る
。
で
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は
、
恨
ん
で
の
出
家
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
何
故
、
横
笛
は
出
家
し
た

こ
と
を
喜
ぶ
表
現
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
出
家
へ
の
念
願
が
叶
っ
て
の
こ

と
で
あ
れ
ば
、
喜
び
の
表
現
は
理
解
出
来
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
。

怒
り
に
ま
か
せ
た
衝
動
的
な
腹
い
せ
の
意
味
合
い
の
強
い
出
家
で
あ
る
。

こ
の
言
葉
に
は
実
感
が
籠
っ
て
い
な
い
と
言
え
る
。
そ
の
真
意
は
、
滝
口

か
ら
お
前
の
せ
い
で
出
家
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
、
私
に
責
任
が

あ
る
な
ら
私
も
出
家
す
る
。
あ
な
た
は
出
家
し
、
私
の
対
面
の
願
い
も
聞

き
入
れ
ず
、
強
い
道
心
を
も
っ
て
拒
絶
し
、
さ
ぞ
か
し
満
足
し
て
い
る
こ

と
で
し
ょ
う
。
私
も
こ
れ
か
ら
は
、
非
人
情
を
貫
き
歎
く
こ
と
は
な
く
、

強
い
道
心
を
も
っ
て
、
あ
な
た
の
よ
う
に
生
き
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
を

喜
ぶ
と
い
っ
た
、
強
気
で
皮
肉
な
鬱
憤
を
晴
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
か

と
思
わ
れ
る
。
平
安
女
性
に
は
珍
し
い
気
性
の
激
し
さ
が
見
え
る
。
こ
の

贈
歌
に
対
す
る
滝
口
の
返
歌
は
次
の
和
歌
で
あ
る
。

そ
る
と
て
も
な
に
か
う
ら
み
む
あ
づ
さ
弓
引
き
留
む
べ
き
心
な
ら
ね

ば

　
「
そ
る
」「
う
ら
む
」「
あ
づ
さ
弓
」
が
対
応
し
て
お
り
、
形
式
的
に
は
贈

答
歌
で
あ
る
。
贈
答
歌
の
体
を
な
し
て
い
る
が
、
誰
が
「
そ
る
」
の
か
、

誰
を
「
う
ら
む
」
の
か
は
、
明
快
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
滝
口
歌
を
山
下

宏
明
氏
は
、
横
笛
歌
に
「
ま
と
も
に
応
じ
る
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
解

釈
さ
れ
る
（
前
掲
論
文
）

あ
な
た
が
剃
っ
た
と
言
っ
て
も
わ
た
し
は
何
と
も
思
わ
な
い
、
あ
な

た
が
決
断
し
た
こ
と
な
の
で

　

剃
っ
た
の
は
横
笛
で
あ
り
、
横
笛
歌
の
内
容
と
合
致
す
る
。
た
だ
、
横

笛
歌
で
は
、
恨
む
の
は
横
笛
が
滝
口
を
恨
む
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
の
に

対
し
、
滝
口
歌
で
は
、
滝
口
が
横
笛
を
恨
む
と
な
っ
て
主
客
が
逆
転
す
る

よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。「
あ
な
た
が
決
断
し
た
こ
と
だ
か
ら
、
あ
な
た

の
出
家
を
わ
た
し
は
何
と
も
思
わ
な
い
」
と
い
う
の
は
、
滝
口
の
最
後
の

言
葉
「
今
世
の
対
面
あ
る
べ
か
ら
ず
」
に
通
じ
る
冷
淡
な
内
容
で
あ
る
が
、

た
だ
、
こ
の
非
情
さ
は
、
強
固
な
信
仰
心
か
ら
で
あ
っ
て
、
横
笛
を
嫌
っ

て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
仏
者
と
し
て
横
笛
を
愛
し
て
は
い
け

な
い
が
、
今
も
な
お
心
の
奥
底
で
は
横
笛
を
愛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
横

笛
の
来
訪
を
知
っ
た
時
の
、
滝
口
の
「
胸
騒
ぎ
、
書
き
暮
ら
す
心
地
し
て
」

が
表
し
て
い
る
。「
何
と
も
思
わ
な
い
」
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
横
笛

を
突
き
放
し
、
薄
情
過
ぎ
る
が
、
贈
歌
に
対
す
る
反
論
・
反
駁
と
し
て
理

解
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
た
だ
、
こ
の
二
首
は
贈
答
歌
の
体
裁
を

と
っ
て
い
る
が
、
勅
撰
集
や
家
集
に
お
け
る
、
正
統
な
贈
答
歌
で
は
な
い

よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
、「
う
ら
む
」
主
体
が
対
応
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
贈
答
歌
は
、
前
出
の
古
歌
を
用
い
た
贈
答
歌
の
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
詠
じ
た
だ
け
で
、
贈
答
歌
を
詠
む
と
い
う
意
識
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
現
実
的
で
、
強
い
自
己
主
張
が
見
ら
れ
る
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の
で
あ
る
。
そ
の
観
点
に
立
つ
と
、
滝
口
の
和
歌
は
、
横
笛
の
「
剃
る
ま

で
は
浦
見
し
物
を
」
と
い
う
、
自
分
を
恨
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
に
反
応

し
、
自
己
弁
護
に
終
始
し
た
内
容
で
は
な
い
か
と
思
う
。「
そ
る
と
て
も
な

に
か
う
ら
み
む
」
と
は
、
私
滝
口
が
出
家
し
た
と
し
て
も
、
あ
な
た
に
恨

ま
れ
る
筋
合
い
は
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

滝
口
は
出
家
に
際
し
て
、
事
前
に
横
笛
に
は
何
も
語
っ
て
は
い
な
か
っ

た
。
そ
の
こ
と
に
負
い
目
を
感
じ
て
い
た
と
思
う
。
一
方
、
横
笛
は
、
滝

口
の
訪
問
が
途
絶
え
た
時
は
、「
絶
え
ぬ
る
夜
半
を
恨
み
て
、『
何
な
る
淵

川
に
も
身
を
投
げ
ば
や
』」
と
思
い
、
往
生
院
に
辿
り
着
い
た
時
は
、
滝
口

に
向
っ
て
、「
今
ま
で
御
出
家
を
知
ら
せ
さ
せ
給
は
ぬ
事
の
心
憂
さ
よ
。
如

何
な
る
時
、
虎
臥
す
野
辺
へ
も
、
蓬
が
杣
ま
で
も
、
お
く
れ
じ
と
契
り
給

ひ
し
ぞ
か
し
。
い
つ
の
間
に
替
り
け
る
御
心
ぞ
や
」
と
、
幾
末
ま
で
も
と

誓
っ
た
言
葉
は
、
い
つ
心
変
り
し
た
の
か
と
詰
る
。
こ
う
し
た
横
笛
の
歎

き
詰
問
に
応
え
た
の
が
、
滝
口
の
返
歌
で
あ
っ
た
。

　

横
笛
か
ら
恨
ん
で
い
た
と
言
わ
れ
、「
そ
る
と
て
も
」、
あ
な
た
に
黙
っ

て
出
家
し
た
か
ら
と
、
ど
う
し
て
あ
な
た
が
私
を
恨
む
の
で
し
ょ
う
か
。

「
引
き
留
む
べ
き
心
な
ら
ね
ば
」、
私
の
出
家
へ
の
決
意
は
あ
な
た
で
あ
っ

て
も
引
き
留
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
。
と
い
う
、
滝
口
の
出
家

へ
の
弁
明
で
あ
り
、
出
家
へ
の
強
い
意
志
の
表
明
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
強
い
意
志
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
横
笛
に
も
誰
に
も
出
家
へ
の
思
い
を
語

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
語
れ
ば
反
対
さ
れ
る
が
、
反
対
さ
れ
た
か
ら
と

い
っ
て
心
変
わ
り
す
る
こ
と
は
な
い
強
い
意
志
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

伝
え
な
か
っ
た
。
伝
え
る
こ
と
は
無
駄
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
出
家

を
伝
え
な
か
っ
た
意
図
も
こ
の
和
歌
か
ら
理
解
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
読
む
時
、
二
人
の
和
歌
は
贈
答
歌
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

勅
撰
集
や
家
集
に
見
え
る
よ
う
な
遊
戯
性
あ
る
贈
答
歌
で
は
な
い
。
横
笛

は
、
頑
迷
に
対
面
を
拒
む
滝
口
に
対
し
て
当
て
つ
け
に
出
家
を
試
み
、
出

家
に
よ
り
、
こ
れ
か
ら
は
滝
口
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
清
々
し
た

と
で
も
言
う
よ
う
な
主
張
で
あ
る
。
一
方
、
滝
口
は
、
自
分
が
出
家
し
た

か
ら
と
い
っ
て
恨
ま
れ
る
筋
合
い
な
い
と
で
も
言
い
た
げ
な
自
己
正
当
化

的
な
内
容
で
あ
る
。
芸
術
的
・
典
型
的
贈
答
歌
に
は
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ
が

そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
述
べ
た
、
関
係
性
の
乏
し
い
贈
答
歌
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
の
強
さ
は
、
事
実
を
反
映
し
た
現
実
的
な
歌

の
や
り
と
り
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
横
笛
は
、
自
ら
切
っ
た
髪
を
滝
口
の
「
庵
室
の
窓
に
投
げ
懸
く
」

と
あ
る
。
手
が
届
か
な
か
っ
た
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
投
げ
た
の
で
あ
る
。
投

げ
つ
け
た
の
で
は
な
い
が
、
出
家
の
証
拠
を
是
が
非
で
も
残
す
と
い
う
点

に
、
強
気
さ
勝
気
さ
我
の
強
さ
が
窺
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
服
部
幸
造

氏
は
「
髪
を
切
っ
た
の
は
恨
み
の
心
か
ら
で
あ
り
、
い
さ
さ
か
惑
乱
気
味

の
行
為（6
）」、

小
林
美
和
氏
は
、「
そ
れ
ま
で
繰
り
返
し
綴
ら
れ
て
き
た
、
滝

口
に
対
す
る
『
恨
み
』
の
感
情
の
爆
発
で
あ
っ
た
は
ず
の
、
切
髪
と
い
う

行
為
が
、
ほ
ぼ
同
時
に
現
世
離
脱
の
悦
び
に
反
転
す
る
（
中
略
）
自
ら
の

髪
を
切
り
、
そ
れ
を
庵
室
の
窓
へ
投
げ
掛
け
る
と
い
う
横
笛
の
行
為
は
、

滝
口
へ
の
決
別
宣
言
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
ら
の
罪
深
き
執
心
へ
の
縁
切
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り
状
で
あ
っ
た（7
）」、

名
波
弘
彰
氏
は
「
髪
を
時
頼
入
道
に
捧
げ
る
こ
と
で
、

男
に
身
も
心
も
ゆ
だ
ね
た
の
だ
。
い
ま
は
出
世
間
と
い
う
異
世
界
に
入
り

こ
ん
だ
男
に
、
制
度
と
し
て
入
り
こ
め
ぬ
女
人
は
せ
め
て
の
こ
と
と
し
て
、

み
ず
か
ら
の
魂
を
憑
か
せ
る
こ
と
で
永
遠
の
愛
の
成
就
を
祈
っ
た
」（
前
掲

論
文
）、
小
野
美
典
氏
は
「
瀧
口
に
対
す
る
面
当
て
に
近
い
も
の（8
）」、

栃
本

綾
氏
は
「
衝
動
的
な
女
性（9
）」

と
考
え
ら
れ
る
。

　

出
家
後
、
横
笛
は
滝
口
の
「
誰
故
に
か
か
る
道
に
も
思
ひ
入
る
ぞ
と
よ
」

の
言
葉
が
胸
に
突
き
刺
さ
り
、「
如
何
な
る
男
な
れ
ば
、
吾
故
に
か
か
る
道

に
も
思
ひ
入
る
ぞ
。
い
か
な
る
女
な
れ
ば
、
浮
世
に
な
が
ら
へ
、
心
に
物

を
思
ふ
ら
む
」
と
苦
悩
し
、

恋
し
な
ば
世
の
は
か
な
さ
に
云
ひ
な
し
て
無
き
跡
ま
で
も
人
に
知
ら

す
な

　

と
詠
ん
で
、「
此
川
に
身
を
投
げ
て
失
せ
に
け
り
」
と
入
水
す
る
。
自
分

が
原
因
で
出
家
す
る
滝
口
と
は
ど
う
い
う
男
な
の
か
、
ま
た
、
自
分
は
滝

口
を
出
家
さ
せ
て
お
き
な
が
ら
、
俗
世
に
生
き
な
が
ら
え
、
滝
口
へ
の
思

い
に
苦
し
ん
で
い
る
と
煩
悶
し
て
い
る
。
出
家
し
て
お
き
な
が
ら
、
仏
道

修
行
に
専
心
で
き
な
い
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
悩
ん
で
い
る
よ

う
に
は
見
え
な
い
。
仏
者
と
な
っ
て
手
の
届
か
な
い
存
在
と
な
っ
た
滝
口

を
恋
し
く
思
う
気
持
ち
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
告
白
し
て
い
る
。
理
性
的
で

あ
り
な
が
ら
も
一
途
に
滝
口
を
愛
す
る
情
熱
的
な
女
性
で
あ
る
と
言
え
る
。

叶
わ
ぬ
恋
故
、
入
水
し
た
。
入
水
直
前
に
詠
ん
だ
和
歌
か
ら
分
か
る
よ
う

に
、
恋
死
で
あ
る
。
し
か
し
、
恋
死
に
と
は
言
わ
な
い
で
、
こ
の
世
を
は

か
な
ん
で
死
ん
だ
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
死
ん
だ
こ
と
を
滝
口
に
は
伝
え

な
い
で
欲
し
い
と
詠
じ
る
。「
誠
の
道
に
い
る
ぞ
う
れ
し
き
」
と
詠
み
な
が

ら
、
出
家
者
ら
し
い
人
生
を
送
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
滝
口
に
知
ら
れ

た
く
な
い
と
い
う
思
い
が
切
で
あ
る
。
滝
口
に
は
、
自
分
の
弱
さ
を
知
ら

れ
た
く
な
か
っ
た
。
滝
口
同
様
、
仏
道
修
行
に
邁
進
し
て
い
る
と
思
っ
て

欲
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
自
分
の
死
を
滝
口
が
知
る
こ
と
に
よ

り
、
滝
口
が
動
揺
し
、
修
行
の
妨
げ
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

滝
口
の
前
で
髪
を
切
り
出
家
し
て
見
せ
る
と
い
う
勝
気
さ
は
あ
り
、
プ
ラ

イ
ド
の
高
さ
は
あ
る
が
、
し
お
ら
し
い
女
性
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

二

　

次
に
「
覚
一
本
」
を
見
る
。
出
家
の
理
由
を
、「
延
慶
本
」
の
よ
う
に

「
女
故
」
と
は
し
て
い
な
い
。
滝
口
は
、
父
に
横
笛
と
の
結
婚
を
反
対
さ
れ

た
こ
と
で
、
出
家
を
決
意
す
る
。

「
夢
ま
ぼ
ろ
し
の
世
の
中
に
、
み
に
く
き
者
を
か
た
時
も
見
て
何
か
せ

ん
。
思
は
し
き
者
を
見
む
と
す
れ
ば
、
父
の
命
に
そ
む
く
に
似
た
り
。

是
善
知
識
也
。
し
か
じ
、
う
き
世
を
厭
ひ
、
ま
こ
と
の
道
に
入
り
な

ん
」
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出
家
へ
の
動
機
は
、「
延
慶
本
」
と
同
じ
で
あ
る
が
、
出
家
へ
の
経
緯
は

簡
潔
に
語
ら
れ
る
。
父
の
反
対
を
善
知
識
と
捉
え
て
、
出
家
へ
の
行
動
は

早
く
、
迷
い
が
な
い
。
対
し
て
、「
延
慶
本
」
は
、
出
家
を
決
意
し
た
後
、

主
家
の
小
松
家
へ
最
後
の
出
仕
を
し
、
横
笛
と
も
最
後
の
逢
瀬
を
持
つ
。

こ
の
世
を
去
る
に
あ
た
っ
て
、
名
残
を
惜
し
む
行
動
が
綴
ら
れ
る
。「
延
慶

本
」
は
人
間
的
心
情
に
寄
り
添
う
表
現
が
な
さ
れ
、「
覚
一
本
」
は
、
細
か

な
心
情
面
は
描
か
ず
、
迷
い
の
な
い
強
い
精
神
性
を
持
つ
人
物
と
し
て
描

く
。

　

横
笛
は
、
滝
口
が
「
嵯
峨
の
往
生
院
に
お
こ
な
ひ
す
ま
し
て
ぞ
ゐ
た
り

け
る
」
こ
と
を
伝
え
聞
い
て
、

「
わ
れ
を
こ
そ
す
て
め
、
様
を
さ
へ
か
へ
け
む
事
の
う
ら
め
し
さ
よ
。

た
と
ひ
世
を
ば
そ
む
く
と
も
、
な
ど
か
か
く
と
知
ら
せ
ざ
ら
む
。
人

こ
そ
心
強
く
と
も
、
た
づ
ね
て
恨
み
む
」

　

と
、
滝
口
の
出
家
を
聞
い
た
時
の
心
情
を
丁
寧
に
表
現
し
て
い
る
。「
わ

れ
を
こ
そ
す
て
め
」
と
、
横
笛
は
滝
口
に
捨
て
ら
れ
た
と
思
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
滝
口
の
出
家
を
恨
め
し
い
と
言
う
。
出
家
の
理
由
も
分
ら
ず
、

恨
め
し
い
と
い
う
の
は
、
相
談
も
な
く
、
自
分
勝
手
に
出
家
し
た
こ
と
が

恨
め
し
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
、
出
家
の
こ
と
を
伝
え
て
く
れ
な

か
っ
た
の
か
と
責
め
る
の
で
あ
る
。
滝
口
が
出
家
を
一
人
で
決
め
た
と
い

う
強
い
思
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
相
談
さ
え
な
か
っ
た
恨
み
を
伝
え
よ

う
と
嵯
峨
を
訪
ね
る
。「
延
慶
本
」
で
は
「
横
笛
此
事
を
聞
き
て
、
泣
く
泣

く
彼
こ
へ
尋
ね
行
き
」
と
あ
る
。
滝
口
の
所
在
が
判
明
し
た
喜
び
で
、
胸

が
一
杯
と
な
り
感
激
の
涙
を
流
し
つ
つ
一
目
散
に
駆
け
出
し
た
風
で
あ
る
。

「
覚
一
本
」
の
横
笛
は
冷
静
で
あ
り
、「
延
慶
本
」
の
横
笛
は
理
性
を
失
く

す
ほ
ど
感
激
し
て
い
る
。
行
方
知
れ
ず
で
あ
っ
た
最
愛
の
滝
口
の
所
在
が

分
か
っ
た
の
だ
か
ら
、「
延
慶
本
」
の
方
が
、
現
実
の
人
間
の
行
動
に
近
く
、

生
々
し
く
、
緊
迫
感
が
あ
る
。「
覚
一
本
」
の
心
中
描
写
は
、「
延
慶
本
」

で
は
、
嵯
峨
に
赴
い
た
時
、
滝
口
に
対
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、「
覚

一
本
」
で
は
、
読
者
の
知
り
た
い
、
読
者
の
共
感
す
る
内
容
と
し
て
、
い

ち
早
く
表
現
し
た
と
言
え
る
。

　
「
覚
一
本
」
は
、「
往
生
院
と
は
聞
き
た
れ
ど
も
、
さ
だ
か
に
い
づ
れ
の

坊
と
も
知
ら
ざ
れ
ば
、
こ
こ
に
や
す
ら
ひ
か
し
こ
に
た
た
ず
み
」
と
い
う

よ
う
に
、
滝
口
の
正
確
な
所
在
を
知
ら
な
い
ま
ま
彷
徨
う
。「
延
慶
本
」
は

迷
う
こ
と
な
く
た
ど
り
着
く
。
そ
の
道
行
は
と
も
に
あ
わ
れ
に
描
写
さ
れ

て
い
る
が
、「
覚
一
本
」
は
よ
り
あ
わ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
に
現
実
を
超
え
た

文
学
的
創
作
が
見
ら
れ
る
。「
覚
一
本
」
が
滝
口
の
坊
を
知
る
の
は
、
滝
口

の
念
誦
の
声
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
出
家
時
の
「『
う
き
世
を
厭
ひ
、
ま
こ

と
の
道
に
入
り
な
ん
』
と
て
、
十
九
の
と
し
も
と
ど
り
き
ッ
て
、
嵯
峨
の

往
生
院
に
お
こ
な
ひ
す
ま
し
て
ぞ
ゐ
た
り
け
る
」
と
い
う
通
り
の
信
仰
生

活
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、「
延
慶
本
」
は
、
滝
口
が
修
行
の
辛
さ
に
堪
え
か
ね
、
そ
の
心
境

に
重
な
る
古
歌
を
ふ
と
口
ず
さ
ん
だ
の
を
、
横
笛
が
偶
然
聞
い
た
こ
と
に
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よ
っ
て
そ
の
所
在
を
知
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
も
に
、
偶
然
の
出
来
事
で

あ
っ
た
が
、「
覚
一
本
」
の
滝
口
は
、
理
想
化
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
よ

う
な
、
隙
の
な
い
修
行
僧
で
あ
っ
て
、
横
笛
の
対
面
の
要
求
を
一
切
妥
協

な
く
拒
否
し
た
姿
勢
に
繋
が
る
一
貫
し
た
強
い
信
仰
心
を
示
し
て
い
る
。

横
笛
の
訪
問
後
は
、
住
ま
い
を
も
変
え
る
と
い
う
慎
重
さ
徹
底
ぶ
り
で
あ

る
。「
延
慶
本
」
は
、
強
い
道
心
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、「
覚
一
本
」

に
比
べ
人
間
的
と
も
言
え
る
、
心
の
弱
さ
を
持
っ
た
人
物
と
し
て
造
型
さ

れ
て
い
る
。
現
実
味
の
あ
る
、
弱
さ
も
強
さ
も
持
っ
た
人
物
な
の
で
あ
る
。

　

問
題
と
し
て
い
る
贈
答
歌
は
次
の
場
面
で
あ
る
、
願
っ
た
対
面
も
叶
わ

ず
、
横
笛
は
傷
心
の
ま
ま
帰
り
、
そ
の
後
、
出
家
す
る
。「
横
笛
も
様
を
か

へ
た
る
」
と
記
す
だ
け
で
、
そ
の
心
境
や
経
緯
は
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
。

「
覚
一
本
」
作
者
は
「
延
慶
本
」
に
お
け
る
横
笛
の
、
感
情
的
・
衝
動
的
な

行
動
を
嫌
っ
た
。
こ
れ
見
よ
が
し
に
出
家
の
証
拠
と
し
て
の
髪
の
毛
を
残

す
こ
と
は
し
な
い
。
誰
に
も
告
げ
ず
秘
か
に
出
家
す
る
の
で
あ
る
。
気
性

の
激
し
い
女
性
で
は
な
く
、
慎
ま
し
い
健
気
な
忍
従
の
人
と
し
て
描
く
の

で
あ
る
。
そ
ん
な
横
笛
が
自
ら
出
家
し
た
こ
と
を
歌
に
詠
み
、
滝
口
に
伝

え
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
が
、「
延
慶
本
」
に
お
い
て
、
横
笛
の
詠
ん
だ
和

歌
が
、「
覚
一
本
」
で
は
、
滝
口
が
詠
じ
た
こ
と
に
な
っ
た
理
由
で
あ
る
。

次
の
よ
う
に
贈
答
さ
れ
て
い
る
。

横
笛
も
様
を
か
へ
た
る
よ
し
聞
え
し
か
ば
、
滝
口
入
道
一
首
の
歌
を

送
り
け
り
。

そ
る
ま
で
は
う
ら
み
し
か
ど
も
あ
づ
さ
弓
ま
こ
と
の
道
に
い
る
ぞ
う

れ
し
き

　
　

横
笛
が
返
こ
と
に
は
、

そ
る
と
て
も
な
に
か
う
ら
み
む
あ
づ
さ
弓
ひ
き
と
ど
む
べ
き
こ
こ
ろ

な
ら
ね
ば

　

贈
歌
に
つ
い
て
、
佐
々
木
八
郎
氏
、
冨
倉
徳
次
郎
氏
、
梶
原
正
昭
氏
・

山
下
宏
明
氏
、
小
野
美
典
氏
も
同
様
の
解
釈
を
さ
れ
て
い
る（10
）。

佐
々
木
八

郎
氏
は
、「
私
は
出
家
す
る
ま
で
は
、
ま
ま
な
ら
ぬ
こ
の
う
き
世
を
恨
み
も

し
ま
し
た
が
、
今
や
あ
な
た
も
ご
出
家
さ
れ
た
と
聞
き
、
と
も
に
仏
道
に

精
進
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
う
れ
し
く
思
い
ま
す
」
と
解
釈
さ
れ

る
。
市
古
貞
次
氏
は
、「
あ
な
た
が
尼
に
な
る
ま
で
は
私
の
こ
と
を
恨
ん
で

い
た
が
、
そ
の
あ
な
た
も
仏
道
に
入
っ
た
と
聞
い
て
う
れ
し
い（11
）」

と
解
釈

さ
れ
る
。

　

横
笛
の
出
家
を
喜
ぶ
と
い
う
下
句
の
解
釈
は
同
じ
だ
が
、
上
句
の
解
釈

に
違
い
が
あ
る
。
出
家
す
る
ま
で
は
恨
ん
で
い
た
と
い
う
の
は
、
滝
口
、

横
笛
共
に
当
て
は
ま
る
こ
と
が
解
釈
が
分
か
れ
る
原
因
で
あ
る
。
市
古
貞

次
氏
は
、
横
笛
が
出
家
し
た
こ
と
を
聞
き
、
自
ら
の
出
家
時
の
心
境
を
語

り
、
今
の
充
実
し
た
修
行
生
活
を
述
べ
、
横
笛
も
そ
う
な
る
こ
と
を
喜
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
横
笛
も
出
家
す
る
ま
で
は
私
を
恨
ん
で
い

た
で
し
ょ
う
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

返
歌
に
つ
い
て
は
、
解
釈
は
分
か
れ
る（12
）。
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①
私
は
頭
を
剃
っ
て
も
、
何
を
恨
め
し
く
思
い
ま
し
ょ
う
か
。
今
は

も
う
引
き
と
め
る
こ
と
の
で
き
る
心
で
は
あ
り
ま
せ
ん
も
の
。

（
佐
々
木
八
郎
氏
前
掲
書
）

②
あ
な
た
が
出
家
な
さ
っ
て
も
ど
う
し
て
お
恨
み
申
し
ま
し
ょ
う
か
。

と
て
も
お
引
き
と
ど
め
す
る
こ
と
の
で
き
る
お
心
で
は
な
い
の
で

す
か
ら
。
そ
れ
ゆ
え
に
私
も
こ
う
し
て
あ
な
た
に
な
ら
っ
て
出
家

し
た
の
で
す
。（
冨
倉
徳
次
郎
氏
。
梶
原
正
昭
氏
・
山
下
宏
明
氏
、

小
野
美
典
氏
同
様
）

③
尼
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
何
で
あ
な
た
を
恨
み
ま
し
ょ
う
。
と
て

も
引
き
と
め
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
あ
な
た
の
決
心
で
は
な
い

の
で
す
か
ら
。（
市
古
貞
次
氏
前
掲
書
）

　

滝
口
・
横
笛
二
人
と
も
、
出
家
し
て
い
る
の
で
、
誰
が
剃
る
の
か
、
ま

た
、
誰
が
何
を
恨
む
の
か
に
つ
い
て
、
解
釈
は
錯
綜
す
る
。
そ
れ
だ
け
に

そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
解
釈
を
さ
れ
て
い
る
。
本
来
は
、
滝
口
の
詠
で

あ
っ
た
も
の
を
横
笛
の
詠
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
意
味
上
に
破
綻
が
生

じ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
だ
け
に
、
一
つ
の
解
を
得

る
こ
と
に
困
難
を
覚
え
る
。

　

そ
こ
で
、
詠
作
者
を
交
替
さ
せ
る
と
い
う
大
胆
な
試
み
を
行
っ
た
理
由

を
考
え
る
と
、
一
つ
は
、「
覚
一
本
」
の
理
解
で
は
、
横
笛
の
性
格
上
の
面

か
ら
、
怒
り
に
か
ら
れ
た
衝
動
的
な
出
家
は
す
る
こ
と
は
な
く
、
自
ら
出

家
の
詠
を
詠
み
か
け
る
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
先
ほ
ど
述
べ
た
。

今
一
つ
は
、「
延
慶
本
」
で
は
、
贈
答
歌
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
質
は
、

返
歌
は
贈
歌
に
対
す
る
反
論
・
反
駁
・
切
り
返
し
等
は
な
く
、
滝
口
は
何

も
告
げ
ず
に
出
家
し
た
こ
と
へ
の
自
己
弁
護
に
終
始
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
、「
覚
一
本
」
で
は
、
文
学
的
な
贈
答
歌
に
す
る
べ
く
試
み
ら
れ
た
、

詠
作
者
の
交
替
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
、
贈
答
歌
を
考

え
た
い
と
思
う
。

　

贈
歌
の
「
そ
る
ま
で
は
恨
み
し
か
ど
も
」
に
は
、
二
人
と
も
出
家
し
て

い
る
の
で
、
二
つ
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
一
つ
は
、「
私
滝
口
は
出
家
す

る
ま
で
は
、
横
笛
と
結
婚
出
来
な
い
、
思
う
に
な
ら
な
い
こ
の
世
を
恨
ん

で
い
た
が
」
の
意
味
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
横
笛

の
返
歌
「
そ
る
と
て
も
な
に
か
う
ら
み
む
」
は
、「
そ
る
と
て
も
」
は
、
滝

口
が
出
家
し
た
か
ら
と
い
っ
て
の
意
と
な
る
が
、「
な
に
か
う
ら
み
む
」
は
、

ど
う
し
て
私
横
笛
が
あ
な
た
を
恨
む
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
と
い
う
意

と
な
る
。
こ
れ
で
は
、
贈
歌
の
「
恨
む
」
主
体
は
、
滝
口
な
の
に
、
返
歌

で
は
、
横
笛
と
な
る
と
い
う
ズ
レ
が
生
じ
、
贈
答
歌
と
し
て
対
応
関
係
は

な
い
。
今
一
つ
を
考
え
る
。「
覚
一
本
」
作
者
は
、
贈
答
歌
の
形
式
を
有
す

る
よ
う
、
作
為
し
た
の
だ
と
す
る
と
、
次
の
様
に
解
す
る
べ
き
だ
と
思
わ

れ
る
。
贈
歌
の
「
そ
る
ま
で
は
う
ら
み
し
か
ど
も
」
は
、
あ
な
た
横
笛
が

出
家
す
る
ま
で
は
、
私
滝
口
の
こ
と
を
恨
ん
で
い
た
で
し
ょ
う
が
と
い
う

意
で
あ
り
、
返
歌
は
、
私
横
笛
が
出
家
し
た
と
い
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
原

因
が
あ
な
た
に
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
あ
な
た
を
恨
む
こ
と

に
な
り
ま
し
ょ
う
か
と
い
う
意
で
あ
る
。
贈
歌
の
主
張
を
否
定
し
て
い
る
。
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そ
っ
け
な
い
、
突
き
放
し
た
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
諦
め
の
思
い
も
見
え

る
。
下
句
の
「
ひ
き
と
ど
む
べ
き
こ
こ
ろ
な
ら
ね
ば
」
は
、
恨
ん
で
い
な

い
こ
と
の
理
由
説
明
で
あ
る
。「
あ
な
た
の
出
家
を
留
め
よ
う
と
説
得
し
て

も
、
出
家
を
思
い
留
ま
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
あ
な
た
の
お
心
で
は
な
い
の

で
す
か
ら
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
滝
口
の
一
徹
さ
・
頑
固
さ
を
知
っ
て

い
る
か
ら
、
諦
め
て
お
り
、
恨
む
こ
と
は
な
い
と
い
う
意
に
な
る
。
こ
う

解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
首
の
和
歌
は
、
形
式
・
内
実
と
も
に
贈
答

歌
に
相
応
し
い
も
の
と
な
る
。
市
古
貞
次
氏
の
解
釈
は
、
他
の
先
行
の
考

え
と
違
っ
て
お
り
、
一
読
で
は
理
解
し
が
た
い
点
も
あ
る
よ
う
に
思
う
が
、

贈
答
歌
と
い
う
観
点
に
立
つ
と
首
肯
出
来
る
解
釈
で
あ
る
。

三

　
「
横
笛
」
に
お
い
て
、「
延
慶
本
」
と
「
覚
一
本
」
と
の
間
で
、
横
笛
・

滝
口
の
詠
作
者
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。「
横
笛
」
に
お
い
て
は
、「
延
慶

本
」
に
古
態
性
を
認
め
る
と
す
る
と
、
こ
れ
は
、「
覚
一
本
」
作
者
に
よ
る
、

大
胆
な
改
変
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
歌
の
内
容
を
鑑
み
て
詠
作
者
を
入

れ
替
え
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。「
覚
一
本
」
の
横
笛
像
は
、
控
え
目
で

慎
ま
し
く
耐
え
忍
ぶ
女
性
で
あ
る
。「
延
慶
本
」
で
は
、
横
笛
は
、
思
い
悩

ん
で
突
如
入
水
す
る
が
、「
覚
一
本
」
で
は
、
滝
口
へ
の
思
慕
の
念
に
堪
え

か
ね
て
恋
死
す
る
。
こ
こ
に
、
横
笛
像
に
対
す
る
、「
延
慶
本
」
と
「
覚
一

本
」
と
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
覚
一
本
」
横
笛
像
に
お
い
て
は
、

「
延
慶
本
」
の
よ
う
に
、
滝
口
と
の
対
面
の
懇
願
が
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た
と

い
っ
て
、
そ
の
場
で
衝
動
的
に
、
出
家
し
、
歌
を
滝
口
に
こ
れ
見
よ
が
し

に
送
る
こ
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。「
延
慶
本
」
で
横
笛
が
詠
ん
だ
、
出
家

を
喜
ぶ
歌
が
、
滝
口
の
心
境
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、「
覚
一
本
」
に
お
い

て
、
滝
口
詠
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
二
人
と
も
出
家
し
、
恨

み
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
交
換
を
可
能

に
し
た
と
い
え
る
。
加
え
て
、「
延
慶
本
」
で
は
、
二
人
の
贈
答
歌
は
、
和

歌
の
贈
答
歌
と
し
て
の
決
ま
り
に
合
致
せ
ず
、
返
歌
の
滝
口
詠
は
自
分
の

思
い
、
自
己
弁
護
に
終
始
し
て
い
る
。
そ
れ
を
文
芸
性
が
高
い
と
言
わ
れ

る
「
覚
一
本
」
で
は
、
詠
作
者
を
入
れ
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
贈
答
歌

の
決
ま
り
の
一
つ
、
贈
歌
へ
の
反
論
と
い
う
返
歌
が
成
立
し
た
の
で
あ
っ

た
。「
覚
一
本
」
作
者
は
、「
延
慶
本
」
の
横
笛
像
を
嫌
っ
て
、
横
笛
歌
を

滝
口
歌
と
改
変
し
た
こ
と
で
、
贈
歌
、
返
歌
と
も
に
一
様
で
な
い
解
釈
を

も
た
ら
し
た
が
、
文
芸
的
贈
答
歌
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た

の
で
あ
る
。
和
歌
の
解
釈
は
多
様
で
あ
っ
て
い
い
。
た
だ
、
問
題
と
し
た

「
覚
一
本
」
贈
答
歌
は
、「
覚
一
本
」
が
描
く
横
笛
像
、
二
人
の
贈
答
歌
を

文
学
的
贈
答
歌
に
す
る
と
い
う
観
点
に
立
つ
と
、
市
古
貞
次
氏
の
解
釈
が

妥
当
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。

註（
1
） 
神
野
藤
昭
夫
氏
「
横
笛
草
子
の
成
立
ま
で
―
室
町
時
代
物
語
論
の
た
め

に
―
」（『
日
本
文
学
』
26
・
日
本
文
学
協
会
・
一
九
七
七
年
二
月
）

（
2
） 
佐
伯
真
一
氏
「
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
独
自
記
事
の
位
置
―
文
覚
・
横
笛
・
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維
盛
記
事
を
中
心
に
―
」（『
か
が
み
』
四
七
号
・
大
東
急
記
念
文
庫
・
平
成
二

九
年
刊
）
に
詳
し
い
。

（
3
） 

『
伊
勢
物
語
』
二
四
段
は
、
宮
仕
え
の
た
め
に
都
に
行
っ
た
夫
を
三
年
間

待
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
待
て
な
か
っ
た
女
に
対
し
て
、
厳
し
い
結
末
で
あ
っ
た
。

女
性
へ
の
厳
し
い
視
線
と
い
う
一
つ
の
流
れ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
4
） 
名
波
弘
彰
氏
「
延
慶
本
平
家
物
語
の
横
笛
説
話
に
お
け
る
出
家
と
入
水
を
め

ぐ
っ
て
―
横
笛
説
話
形
成
過
程
論
序
説
―
」（
森
野
宗
明
退
官
記
念
『
言
語
・

文
学
・
国
語
教
育
』
三
省
堂
・
一
九
九
四
年
刊
）

（
5
） 

山
下
宏
明
氏
「
平
家
物
語
の
悲
恋
」（
久
保
朝
孝
氏
編
『
悲
恋
の
古
典
文
学
』

第
八
章　

世
界
思
想
社
・
一
九
九
七
年
刊
）
一
七
二
頁
。

（
6
） 

服
部
幸
造
氏
「『
平
家
物
語
』
瀧
口
出
家
譚
」（『
松
村
博
司
先
生
喜
寿
記
念

国
語
国
文
学
論
集
』
右
文
書
院
・
昭
和
六
一
年
刊
）

（
7
） 

小
林
美
和
氏
「
滝
口
発
心
譚
―
延
慶
本
平
家
物
語
の
〈
特
異
〉
な
手
法
を
め

ぐ
っ
て
―
」（『
青
須
我
波
良
』
四
五
号
・
平
成
五
年
刊
）

（
8
） 

小
野
美
典
氏
「
平
家
物
語
『
横
笛
』
の
巻
の
和
歌
―
延
慶
本
と
覚
一
本
の
物

語
世
界
を
求
め
て
―
」（『
山
口
国
文
』
第
十
九
号
・
一
九
九
六
年
刊
）

（
9
） 

栃
本
綾
氏
「『
平
家
物
語
』
諸
本
に
お
け
る
横
笛
の
人
物
像
」（『
同
志
社
国

文
』
第
七
五
巻
・
二
〇
一
一
年
刊
）

（
10
） 

佐
々
木
八
郎
氏
著
『
平
家
物
語
評
講
下
』（
明
治
書
院
・
昭
和　

三
八
年
刊
）

一
二
七
○
頁
。
冨
倉
徳
次
郎
氏
は
「
私
は
出
家
す
る
ま
で
は
憂
き
世
を
恨
み
も

し
ま
し
た
が
、
あ
な
た
が
仏
道
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
、
ま
こ
と
に

う
れ
し
く
思
っ
て
い
ま
す
」
と
解
釈
さ
れ
た
。（『
平
家
物
語
全
注
釈
下
巻

（
一
）』
角
川
書
店
・
昭
和
四
二
年
刊
・
三
○
一
頁
）。
梶
原
正
昭
氏
・
山
下
宏

明
氏
は
「
わ
た
し
は
、
髪
を
剃
り
出
家
す
る
ま
で
は
こ
の
世
を
恨
み
も
し
ま
し

た
が
、
あ
な
た
も
仏
道
に
入
ら
れ
た
と
聞
い
て
嬉
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
」
と

解
釈
さ
れ
た
。（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
家
物
語
下
』
岩
波
書
店
・
一
九

九
三
年
刊
）
二
二
七
頁
。
小
野
美
典
氏
は
「
私
瀧
口
は
、
髪
を
剃
っ
て
出
家
す

る
ま
で
は
、
こ
の
世
を
悲
し
く
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
う
し
て
（
私
が
）
仏

門
に
入
っ
た
こ
と
を
（
今
で
は
）
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
」
と
解
釈
さ
れ
た
。

（
前
掲
論
文
）

（
11
） 

市
古
貞
次
氏
校
注
・
訳
『
平
家
物
語
2
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学

館
・
一
九
九
四
年
刊
）
二
九
八
頁
。

（
12
） 

梶
原
正
昭
氏
・
山
下
宏
明
氏
は
、「
髪
を
剃
っ
て
あ
な
た
が
出
家
さ
れ
た
と

い
っ
て
、
ど
う
し
て
お
恨
み
し
ま
し
ょ
う
か
。
と
て
も
引
き
と
ど
め
ら
れ
る
あ

な
た
の
お
気
持
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
。
そ
れ
ゆ
え
私
も
こ
う
し
て
あ
な
た
に

な
ら
っ
て
出
家
し
た
の
で
す
」（
前
掲
書
）、
小
野
美
典
氏
は
、「
あ
な
た
が
出

家
な
さ
っ
て
も
、
私
は
何
も
恨
ん
で
い
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
お
心
は
私
に
引
き

と
ど
め
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
」（
前
掲
論
文
）
と
解
釈
さ
れ
た
。

﹇
付
記
﹈
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、「
延
慶
本
」
は
『
延
慶
本
平
家
物
語
全
注
釈
』（
汲
古

書
院
・
平
成
二
八
年
刊
）「
釈
文
」
を
、「
覚
一
本
」
は
市
古
貞
次
氏
校
注
・
訳
『
平

家
物
語
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
・
一
九
九
四
年
刊
）
を
用
い
た
。




