
調
査
報
告
・
各
地
に
伝
承
さ
れ
た
横
笛

高
　
桑
　
い
づ
み

野
　
川
　
美
穂
子



一
　
須
須
神
社
の
龍
笛
・
高
麗
笛

二
　
石
上
神
宮
の
神
楽
笛
・
横
笛

三
　
紀
州
徳
川
家
旧
蔵
・
現
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
蔵
の
龍
笛
「
寛
治
丸
」

四
　
和
泉
村
朝
日
家
の
龍
笛

五
　
紀
州
徳
川
家
旧
蔵
・
現
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
の
龍
笛
「
青
柳
」「
菊
水
」

六
　
彦
根
藩
井
伊
家
旧
蔵
・
現
彦
根
城
博
物
館
蔵
の
神
楽
笛

七
　
須
磨
寺
の
龍
笛
・
高
麗
笛

八
　
西
巌
殿
寺
の
高
麗
笛
・
龍
笛

ま
と
め



雅
楽
は
古
く
か
ら
全
国
各
地
で
伝
承
さ
れ
、
そ
の
地
の
寺
社
の
法
要
や
神
事
、
祭
礼
を
荘
厳
し
て
き
た
。
地
方
の
寺
社
に
は
、
そ
の
際

使
用
し
た
古
楽
器
が
少
な
か
ら
ず
残
さ
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
演
奏
か
ら
離
れ
て
久
し
い
た
め
に
著
し
く
破
損
し
た
も
の
も
多
い
の
だ
が
、

破
損
箇
所
か
ら
制
作
過
程
が
う
か
が
え
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
名
家
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
に
も
、
現
在
と
は
異
な
る
製
法

に
よ
る
笛
を
み
か
け
る
こ
と
が
あ
る
。
今
回
は
対
象
を
横
笛
に
限
り
、
制
作
過
程
を
中
心
と
し
た
調
査
報
告
を
お
こ
な
う
こ
と
と
し
た

い
。

一
　
須
須
神
社
の
龍
笛
・
高
麗
笛

須
須
神
社
は
石
川
県
珠
洲
市
内
に
位
置
す
る
古
社
で
、
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
に
書
か
れ
た
社
伝
縁
起

（（
１１
））

に
よ
る
と
、
崇
神
天
皇
の
代

に
創
建
さ
れ
、
天
平
勝
宝
年
間
に
現
在
地
へ
移
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。『
延
喜
式
』
に
も
こ
の
名
が
み
え
、
日
本
海
の
海
上
交
通
を

守
護
す
る
神
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
近
世
期
に
は
三
崎
権
現
と
も
称
さ
れ
て
い
た
。

こ
こ
に
、
国
指
定
重
要
文
化
財
の
木
造
男
神
像
五
体
と
一
緒
に
龍
笛
と
高
麗
笛
（
図
１
）
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
笛
は
、
先
述
し
た

縁
起
に
「
源
義
経
奥
州
下
向
之
時
、
適
阻
風
波
難
於
船
中
祈
此
神
矣
、
俄
而
風
波
始
定
舳
艫
無
恙
也
、
於
是
寄
附
梵
竹
之
横
笛
、
以
賽
明

神
也
、
彼
笛
今
尚
在
焉
」
と
記
述
の
あ
る
笛
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
同
社
に
は
「
ほ
う
く
わ
ん
殿
こ
の
笛
を
こ
の
す
ゞ
の
や
し
ろ
に
さ
ゝ

げ
給
へ
る
と
な
ん
　
あ
り
し
よ
の
　
そ
の
あ
ら
ま
し
を
き
く
か
ら
に
　
袖
さ
へ
ぬ
れ
て
ね
に
そ
な
か
る
ゝ
」
と
前
田
利
家
が
詠
じ
た
色
紙

が
残
っ
て
い
る
（
図
２
）
の
で
、
桃
山
時
代
に
は
義
経
ゆ
か
り
、
と
い
う
伝
承
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
義
経
一
行
が

現
実
に
神
社
を
来
訪
し
た
の
か
否
か
、
史
料
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
。

龍
笛
か
ら
見
て
い
こ
う
。
全
長
三
九．

九
セ
ン
チ
、
標
準
的
な
寸
法
で
あ
る
。
樺
巻
は
歌
口
近
く
に
残
る
だ
け
、
指
孔
部
分
は
下
地
も
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は
が
れ
た
状
態
で
あ
る
。
歌
口
及
び
指
孔
部
分
は
竹
の
表
皮
を
は
ぐ
、
い
わ
ゆ
る
谷
グ
リ
を
施
し
て
い
る
。
こ
の
笛
の
特
徴
は
セ
ミ
で
あ

る
（
図
３
）。
現
在
で
は
歌
口
の
裏
側
、
頭
部
寄
り
に
唐
木
を
は
め
こ
ん
だ
部
分
を
セ
ミ
と
称
し
て
い
る
が
、
こ
の
笛
で
は
別
材
を
用
い

ず
に
小
枝
を
除
去
し
た
だ
け
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
単
に
除
去
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
周
辺
の
か
な
り
大
部
を
、
跡
が
平
ら
に
な

る
よ
う
ス
パ
ッ
と
そ
ぎ
落
と
し
て
い
る
。
除
去
し
た
先
に
は
小
枝
跡
が
の
ぞ
い
て
い
る
が
、
こ
こ
は
本
来
な
ら
ば
樺
で
覆
わ
れ
て
い
る
部

分
で
あ
る
。
現
在
、
樺
は
途
中
ま
で
し
か
残
っ
て
い
な
い
が
、
本
来
は
矢
印
で
示
し
た
と
こ
ろ
ま
で
樺
が
巻
か
れ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
、

樺
を
巻
く
前
に
小
枝
を
除
去
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

小
枝
の
除
去
に
つ
い
て
詳
述
し
た
の
は
、
神
社
側
で
、
こ
の
笛
を
「
蝉
折
レ
」
の
笛
と
伝
え
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。「
蝉
折
レ
」
と
は

中
国
伝
来
の
漢
竹
で
制
作
し
た
笛
で
、
高
松
中
納
言
実
平
が
取
り
落
と
し
て
セ
ミ
を
折
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
、
と
『
源
平
盛

衰
記
』
に
由
緒
が
記
さ
れ
て
い
る
。
鳥
羽
院
の
と
き
に
制
作
さ
れ
た
笛
が
高
倉
帝
か
ら
平
家
へ
、
そ
し
て
義
経
の
手
に
渡
り
、
暴
風
雨
の

難
を
の
が
れ
た
礼
に
神
社
へ
奉
納
さ
れ
た
と
い
う
後
日
談
が
神
社
の
『
蝉
折
笛
縁
起
』
に
記
さ
れ
て
い
る

（（
２２
））

の
だ
が
、
傍
証
は
な
い
。
そ
ぎ

落
と
し
た
よ
う
な
セ
ミ
の
形
状
や
節
の
太
く
て
丸
い
異
国
風
の
竹
材
な
ど
、
通
常
の
横
笛
と
は
異
な
る
イ
メ
ー
ジ
か
ら
「
蝉
折
レ
」
と
名

付
け
た
よ
う
だ
が
、
真
偽
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
制
作
上
、
小
枝
の
切
除
が
笛
の
成
形
前
か
後
か
、
つ
ま
り
樺
巻
を
本
来
の
細
工
と
見

る
か
後
補
と
考
え
る
か
、
と
い
う
問
題
に
な
る
。

樺
巻
の
下
地
を
み
て
み
よ
う
。
樺
の
破
損
箇
所
か
ら
は
薄
い
経
木
を
下
地
に
巻
い
た
名
残
が
う
か
が
え
る
（
図
４
）。
樺
巻
の
長
い
箇

所
で
は
現
在
で
も
下
地
と
し
て
経
木
を
巻
く
な
ど
し
て
形
を
整
え
る
が
、
同
じ
製
法
で
あ
る
。
経
木
の
上
に
さ
ら
に
和
紙
な
ど
を
巻
い
た

跡
も
見
え
る
。
経
木
の
上
に
部
分
的
に
黒
く
塗
布
し
た
箇
所
が
あ
る
が
、
塗
布
は
部
分
的
な
の
で
、
経
木
が
は
が
れ
た
後
の
補
修
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
で
は
、
樺
を
巻
い
た
部
分
と
は
が
れ
た
部
分
で
厚
み
に
ほ
と
ん
ど
差
が
な
い
点
に
注
目
し
た
い
（
図
３
で
樺
巻
が
盛
り
上
が
っ

て
見
え
る
の
は
、
は
が
れ
た
樺
が
浮
き
上
が
っ
て
い
る
た
め
。
図
４
が
本
来
の
厚
み
）。
樺
巻
が
後
補
で
あ
れ
ば
、
当
然
そ
の
部
分
だ
け

厚
み
が
増
す
は
ず
で
あ
る
。
厚
み
に
差
が
な
い
の
は
、
当
初
よ
り
施
さ
れ
て
い
た
樺
巻
が
は
が
れ
た
際
、
は
が
れ
た
跡
を
和
紙
や
黒
漆
で
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補
修
し
、
樺
巻
部
分
と
同
じ
高
さ
ま
で
盛
り
上
げ
た
結
果
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
状
を
見
る
限
り
で
は
、
少
な
く
と
も
歌
口
部

分
で
は
当
初
か
ら
樺
が
巻
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
樺
巻
以
前
に
小
枝
は
除
去
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
演
奏
前

に
取
り
落
と
し
て
セ
ミ
を
折
っ
た
「
蝉
折
レ
」
の
可
能
性
は
き
わ
め
て
低
い
、
と
い
う
結
論
に
な
る
。

歌
口
か
ら
指
孔
に
か
け
て
、
ま
た
セ
ミ
よ
り
頭
部
側
は
樺
が
完
全
に
外
れ
て
い
る
。
歌
口
部
分
に
樺
が
巻
か
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
こ
こ

も
樺
巻
を
施
し
て
い
た
、
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
歌
口
か
ら
指
孔
に
か
け
て
の
部
分
で
は
、
現
在
で
は
下
地
の
和
紙
が
残
る
の
み

で
経
木
の
断
片
な
ど
は
残
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
和
紙
は
二
重
に
巻
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
（
図
５
）。
左
親
指
を
当
て
る
部
分
は

劣
化
し
や
す
い
の
で
上
側
の
和
紙
が
破
損
し
、
そ
の
下
に
巻
い
て
い
た
和
紙
跡
が
見
え
て
い
る
の
だ
が
、
下
の
和
紙
は
、
理
由
は
不
明
だ

が
斜
め
に
巻
き
付
け
て
い
る
。
技
術
的
に
未
熟
な
者
の
手
に
な
っ
た
の
か
、
あ
ま
り
仕
事
ぶ
り
が
丁
寧
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
上
に
再
度

和
紙
を
き
っ
ち
り
重
ね
て
巻
い
て
い
る
が
、
現
段
階
で
は
和
紙
の
上
に
樺
を
巻
き
直
し
た
様
子
は
う
か
が
え
な
い
。
頭
部
側
も
、
和
紙
を

巻
い
て
黒
漆
を
塗
布
し
た
だ
け
で
、
樺
は
巻
き
直
さ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
頭
部
は
木
栓
で
留
め
て
い
る
。
現
在
で
は
残
っ
て
い
な
い
が
、

か
つ
て
錦
を
巻
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

指
孔
部
分
も
、
和
紙
を
重
ね
て
下
地
を
盛
り
上
げ
、
指
孔
と
の
段
差
を
形
成
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
上
に
樺
を
巻
い
て
い
た
の
だ

ろ
う
が
、
樺
が
は
が
れ
た
後
、
巻
き
直
し
た
よ
う
に
は
み
え
な
い
。

高
麗
笛
は
、
全
長
三
六
・
四
セ
ン
チ
。
龍
笛
以
上
に
節
の
部
分
が
ふ
く
れ
た
特
殊
な
竹
を
素
材
と
し
て
い
る
。
節
を
際
だ
た
せ
る
た
め

に
頭
部
に
節
の
太
い
竹
を
用
い
て
歌
口
以
下
は
別
の
竹
で
継
い
だ
り
、
下
地
を
盛
り
上
げ
て
成
形
す
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ
が

（（
３３
））

、
破
損
箇

所
が
な
く
肉
眼
で
は
確
認
で
き
な
い
。
樺
を
巻
い
た
形
跡
が
見
ら
れ
ず
、
歌
口
と
指
孔
部
分
を
の
ぞ
い
て
全
体
に
下
地
を
施
し
た
後
、
黒

漆
を
塗
布
し
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
当
初
の
細
工
か
ど
う
か
肉
眼
で
は
確
認
で
き
な
い
が
、
黒
漆
の
状
態
を
み
る
と
新
し
く
は
な
さ
そ

う
だ
。
セ
ミ
の
形
状
、
小
枝
部
分
の
そ
ぎ
落
と
し
方
が
龍
笛
と
共
通
し
て
い
る
（
図
６
）
の
で
制
作
時
期
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。
同
じ
よ
う

に
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
龍
笛
の
著
し
い
劣
化
に
く
ら
べ
て
高
麗
笛
で
漆
の
剥
落
が
見
ら
れ
な
い
の
が
不
思
議
だ
が
、
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使
用
頻
度
が
異
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

二
　
石
上
神
宮
の
神
楽
笛
・
横
笛

奈
良
県
天
理
市
の
石
上
神
宮
は
、『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
も
名
の
あ
が
る
物
部
氏
ゆ
か
り
の
古
社
で
、
神
剣
フ
ツ
ノ
ミ
タ
マ
を
御
神
体

と
し
て
祀
っ
て
い
る
。
伝
世
品
と
し
て
は
七
支
刀
が
有
名
だ
が
、
古
く
か
ら
鎮
魂
祭
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
神
事
の
際
な
に
か
し
ら
の

楽
を
奏
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
に
尾
張
勢
が
乱
入
し
て
拝
殿
や
神
庫
を
破
壊
し
、
宝
物
や
文
書
が
散
逸
し
た
た

め
古
い
史
料
が
残
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
。
永
享
四
年
（
一
四
三
二
）
と
書
か
れ
た
額
に
は
、
雅
楽
の
楽
人
や
田
楽
、

細
男
な
ど
が
芸
を
披
露
し
な
が
ら
渡
御
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
現
在
で
は
雅
楽
を
奏
す
る
こ
と
も
な
い
よ
う
だ
が
、
宝
物
館
に
二

管
の
横
笛
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
神
事
な
ど
で
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
管
は
六
孔
で
全
長
四
五
・
八
セ
ン
チ
。
典
型
的
な
神
楽
笛
（
図

７
）
だ
が
、
も
う
一
管
は
七
孔
で
全
長
三
四
・
六
セ
ン
チ
。
現
行
の
ど
の
横
笛
よ
り
も
短
い
寸
法
で
あ
る
。

神
楽
笛
の
指
孔
部
分
に
は
、
文
字
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
薄
く
な
っ
て
判
読
し
に
く
い
が
、
明
治
政
府
の
意
向
を
受
け
て
お
こ
な
っ
た
壬

申
調
査
の
際
、
蜷
川
式
胤
が
直
接
彫
っ
た
も
の
ら
し
い
（
図
８
）。
以
下
、
判
読
で
き
た
部
分
を
記
す
。

明
治
五
・
年
壬
申
・
八
月
神
・
宝
検
・
査
●
・
●
●
／
奉
ス
・
依
テ
・
此
神
楽
・
笛
一
・
管
●
・
●
●
／
●
●
・
●
大
・
●
●
・
●
・

●
●
／
神
●
・
備
●
・
ヲ
願
フ
・
蜷
川
・
式
胤

こ
の
笛
で
最
初
に
目
に
つ
く
の
は
、
セ
ミ
の
位
置
で
あ
る
（
図
９
）。
通
常
、
セ
ミ
は
歌
口
の
裏
側
に
位
置
し
て
い
る
が
、
こ
の
笛
で

は
歌
口
か
ら
少
し
ず
れ
た
場
所
が
セ
ミ
に
な
っ
て
い
る
。
セ
ミ
と
い
っ
て
も
別
材
を
は
め
こ
ま
ず
、
小
枝
を
除
去
し
た
だ
け
の
自
然
な
姿

で
あ
る
。
現
在
で
は
頭
部
を
別
材
で
継
ぐ
こ
と
が
多
い
の
で
、
そ
れ
と
同
じ
製
法
で
あ
れ
ば
長
年
経
つ
間
に
ズ
レ
が
生
じ
た
可
能
性
も
考

え
ら
れ
る
。
歌
口
か
ら
中
を
の
ぞ
く
と
、
頭
部
寄
り
に
溝
が
確
認
で
き
る
か
ら
、
こ
の
あ
た
り
で
別
材
を
継
い
だ
可
能
性
は
あ
る
の
だ
が
、
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歌
口
か
ら
セ
ミ
部
分
に
か
け
て
漆
の
塗
布
面
に
亀
裂
が
見
ら
れ
な
い
。
別
材
を
継
い
だ
の
な
ら
ば
塗
布
面
が
歪
ん
だ
り
連
結
部
分
が
緩
く

な
っ
た
り
す
る
も
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
当
初
か
ら
セ
ミ
の
横
に
歌
口
を
開
け
る
よ
う
細
工
を
し
て
し
ま
っ
た
、

と
考
え
た
方
が
よ
か
ろ
う
。
笛
の
形
状
や
制
作
に
知
識
の
な
い
、
ま
た
は
頓
着
し
な
い
者
が
作
成
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

歌
口
か
ら
第
一
指
孔
に
か
け
て
著
し
い
破
損
が
あ
り
、
破
損
箇
所
か
ら
は
、
竹
の
上
に
経
木
を
ま
き
つ
け
て
そ
の
上
を
麻
糸
で
巻
き
、

下
地
を
塗
っ
た
上
に
漆
を
塗
布
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
（
図
10
）。
樺
巻
は
施
し
て
い
な
い
。
指
孔
部
分
も
、
下
地
の
上
に
麻
糸
を
ラ

フ
に
巻
き
、
そ
の
上
に
黒
漆
を
塗
布
し
た
の
み
で
あ
る
。

一
方
、
七
孔
の
笛
は
巻
き
が
ほ
と
ん
ど
は
ず
れ
た
状
態
で
残
っ
て
い
る
（
図
11
）。
巻
か
れ
て
い
る
の
は
樺
や
籐
で
は
な
く
、
和
紙
を

糸
状
に
縒
っ
た
も
の
で
あ
る
（
図
12
）。
糸
の
下
に
は
下
地
を
施
し
た
跡
が
う
か
が
え
な
い
の
で
、
竹
材
に
直
接
糸
を
巻
き
付
け
、
そ
の

上
に
黒
漆
を
塗
布
す
る
だ
け
の
さ
ら
に
簡
便
な
製
法
だ
っ
た
ら
し
い
。
竹
は
一
材
で
、
別
材
を
継
い
だ
跡
は
な
く
、
セ
ミ
は
な
い
。
歌
口

と
指
孔
部
分
に
谷
グ
リ
を
施
す
製
法
は
龍
笛
と
同
じ
だ
が
、
龍
笛
に
比
べ
る
と
頭
部
が
異
様
に
短
く
、
頭
部
が
欠
け
た
可
能
性
も
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
頭
部
先
端
は
カ
ー
ブ
を
つ
け
る
よ
う
に
な
だ
ら
か
に
削
っ
た
上
に
、
黒
漆
を
塗
っ
た
跡
が
残
り
、
木
栓
に
は
錦
も
う
っ
す

ら
残
っ
て
い
る
。
歌
口
か
ら
第
一
指
孔
ま
で
の
寸
法
も
通
常
の
横
笛
よ
り
短
く
、
指
孔
の
間
隔
も
通
常
の
龍
笛
と
同
じ
で
は
な
い
の
で
、

お
そ
ら
く
現
存
の
寸
法
が
当
初
の
姿
で
あ
ろ
う
。
寸
法
が
短
い
分
、
ピ
ッ
チ
は
当
然
高
か
ろ
う
。
ま
た
、
現
行
の
雅
楽
の
笛
で
は
歌
口
と

管
尻
の
中
間
に
第
二
指
孔
を
う
が
つ
の
に
、
こ
の
笛
で
は
中
間
点
が
第
三
指
孔
に
あ
た
り
、
第
一
指
孔
は
、
歌
口
と
管
尻
の
距
離
を
三
分

し
た
箇
所
に
開
け
ら
れ
て
い
る
。
音
律
の
バ
ラ
ン
ス
も
雅
楽
の
笛
と
は
著
し
く
異
な
り
そ
う
だ
。
雅
楽
以
外
の
音
楽
、
芸
能
に
用
い
た
可

能
性
が
高
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
　
紀
州
徳
川
家
旧
蔵
・
現
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
蔵
の
龍
笛
「
寛
治
丸
」
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紀
州
徳
川
家
十
代
藩
主
治
宝
（
一
七
七
一
〜
一
八
五
三
）
が
蒐
集
し
た
雅
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
大
半
は
、
現
在
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
が
、
紀
州
徳
川
家
か
ら
移
管
す
る
際
、
別
の
経
緯
を
経
て
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
（
国
立
劇
場
）

の
所
有
と
な
っ
た
も
の
が
九
点
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
龍
笛
「
寛
治
丸
」
は
古
い
製
法
に
よ
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
報
告
し
た
い
（
図
13
）。

『
集
古
十
種
』
に
は
「
紀
伊
家
御
蔵
笛
図
　
号
寛
治
丸
　
白
河
帝
熊
野
行
幸
所
用
」
と
記
載
が
あ
る
（
図
14
）
が
、
こ
れ
は
熊
野
本
宮
社

人
が
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に
記
し
た
楽
器
の
付
属
文
書
「
白
河
院
熊
野
行
幸
之
節
於
本
宮
被
奏
管
弦
　
其
時
之
古
管
之
由
申
伝
候
」

に
基
づ
く
ら
し
い
。
真
偽
の
ほ
ど
は
不
明
で
あ
る
。
寛
治
年
間
（
一
〇
八
七
〜
九
四
）
は
白
河
天
皇
の
在
位
期
間
に
あ
た
る
の
で
、
こ
の

時
期
に
行
わ
れ
た
熊
野
行
幸
に
あ
や
か
っ
て
命
名
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
全
長
四
〇．

一
セ
ン
チ
。
歌
口
と
指
孔
部
分
に
谷
グ
リ
を
施
さ

ず
、
小
枝
除
去
後
の
虫
食
い
跡
を
セ
ミ
と
し
て
い
る
（
図
15
）。
小
枝
を
は
ら
っ
た
跡
が
長
く
歌
口
方
向
に
走
っ
て
い
る
の
で
、
頭
部
を

別
材
で
継
ぐ
こ
と
な
く
一
材
で
成
形
し
た
よ
う
だ
。
材
は
、
節
が
丸
く
太
い
竹
で
あ
る
。
樺
巻
を
せ
ず
に
、
和
紙
で
下
地
を
形
成
し
た
上

に
黒
漆
を
塗
布
す
る
簡
便
な
工
程
で
造
ら
れ
て
い
る
（
図
16
）。
お
そ
ら
く
こ
の
加
飾
を
さ
す
の
だ
ろ
う
が
、『
集
古
十
種
』
で
は
歌
口
と

指
孔
の
中
間
部
分
に
「
ア
コ
メ
漆
ヌ
リ
」
と
記
し
て
い
る
。
正
確
な
意
味
は
不
明
だ
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
彦
根
城
博
物
館
蔵
の
龍
笛

「
斑
鳩
丸
」
と
「
孔
雀
丸
」
も
目
録
『
楽
器
類
留
』
に
「
あ
こ
め
巻
」
と
書
か
れ
て
い
た

（（
４４
））

。「
孔
雀
丸
」
は
未
調
査
で
確
認
し
て
い
な
い
が
、

「
斑
鳩
丸
」
は
、
セ
ミ
の
形
と
い
い
黒
漆
を
塗
布
し
た
だ
け
の
外
見
と
い
い
「
寛
治
丸
」
と
同
じ
よ
う
な
製
法
の
笛
で
あ
る
（
図
17
）。

「
ア
コ
メ
漆
ヌ
リ
」「
あ
こ
め
巻
」
は
同
義
で
あ
ろ
う
。
小
学
館
刊
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、「
あ
こ
め
」
と
は
単
衣
と
下
襲
の

間
に
身
に
つ
け
る
衣
服
で
、
上
衣
を
着
ず
に
「
あ
こ
め
」
だ
け
で
い
る
姿
を
「
あ
こ
め
姿
」
と
も
言
う
ら
し
い
。
樺
巻
が
標
準
と
な
っ
て

い
た
江
戸
時
代
に
、
樺
巻
を
せ
ず
に
下
地
だ
け
施
し
た
よ
う
に
見
え
る
笛
に
「
あ
こ
め
姿
」
と
の
共
通
性
を
感
じ
て
命
名
し
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
楽
家
ら
し
い
雅
な
発
想
と
で
も
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
現
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
の
龍
笛
「
菊
水
」
の
付
属
文
書
に

も
「
あ
こ
め
」
に
関
す
る
記
述
が
あ
ら
わ
れ
る
が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
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四
　
和
泉
村
朝
日
家
の
龍
笛

福
井
県
大
野
郡
和
泉
村
の
朝
日
家
に
は
、「
青
葉
の
笛
」
と
呼
ば
れ
る
一
管
が
あ
る
（
図
18
）。
か
つ
て
の
笛
箱
の
材
と
推
定
で
き
る
板

に
は
「
平
治
二
年
正
月
二
十
一
日
よ
り
　
こ
れ
を
代
々
う
ち
の
神
と
ゆ
は
ひ
た
て
ま
つ
る
べ
し
（
表
面
）」「
御
は
た
は
く
ま
の
ゝ
御
や
し

ろ
に
お
さ
ま
ら
せ
給
ふ
　
こ
れ
も
よ
し
ひ
ら
の
御
は
た
し
そ
ん
う
ち
の
神
と
か
つ
か
う
申
す
べ
し
（
裏
面
）」「
朝
日
山
●
●
山
神
　
朝
日

の
せ
ん
そ
あ
く
け
ん
た
よ
し
ひ
ら
の
　
御
ふ
ゑ
末
代
の
し
そ
ん
に
お
い
て
う
ち
の
神
た
る
べ
し
（
表
面
）」
と
の
記
述
が
あ
り

（（
５５
））

、「
悪
源
太
」

の
異
名
で
知
ら
れ
る
源
義
平
ゆ
か
り
の
笛
と
す
る
。
一
六
〇
六
年
書
写
の
朝
日
家
所
蔵
文
書
に
よ
れ
ば
、
平
治
の
乱
に
敗
れ
て
村
に
逃
げ

落
ち
た
義
平
が
、
上
京
の
折
に
村
の
豪
族
・
朝
日
助
左
衛
門
の
娘
に
与
え
た
も
の
と
い
う
。
娘
が
宿
す
我
が
子
へ
の
形
見
と
し
て
、
旗
、

太
刀
、
武
具
な
ど
と
と
も
に
託
し
た
と
し
、
笛
は
八
幡
宮
（
現
在
は
熊
野
神
社
に
合
祀
）
の
ご
神
体
と
な
っ
た
。『
城
迹
考
』『
絵
図
記
』

『
帰
雁
記
』『
名
勝
志
』
な
ど
、
一
八
世
紀
前
半
以
降
の
地
誌
類
に
も
、
来
歴
を
含
む
紹
介
文
が
載
っ
て
い
る

（（
６６
））

。
現
所
蔵
者
は
、
朝
日
義
治

氏
（
義
平
か
ら
数
え
て
三
十
九
代
目
）
で
あ
る
。

こ
の
義
平
伝
説
に
は
傍
証
が
な
く

（（
７７
））

、
当
該
楽
器
を
平
安
末
期
の
笛
と
す
る
確
実
な
根
拠
も
な
い
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
現
在

の
製
法
と
違
う
特
徴
は
見
ら
れ
る
。

笛
は
、
第
五
孔
よ
り
管
尻
ま
で
欠
損
し
、
現
存
の
全
長
は
三
四
・
〇
セ
ン
チ
。
現
行
横
笛
類
の
寸
法
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
龍
笛
で
あ
る
。

歌
口
や
指
孔
部
分
な
ど
を
除
き
、
巻
き
と
黒
漆
の
塗
布
が
あ
る
。
内
壁
に
も
黒
漆
が
み
と
め
ら
れ
る
。
巻
き
は
、
糸
状
の
樹
皮
を
用
い
て

い
な
い
。
巻
き
表
面
の
規
則
的
な
ひ
び
割
れ
か
ら
判
断
し
て
、
や
や
幅
広
に
成
形
し
た
樹
皮
が
使
わ
れ
て
い
る
（
図
19
）。
桜
の
樹
皮
か

ど
う
か
確
認
で
き
な
い
が
、「
平
樺
巻
」「
太
樺
巻
」
と
呼
ば
れ
る
製
法
で
あ
る
。
歌
口
お
よ
び
指
孔
部
分
に
は
、
現
行
の
製
法
に
見
ら
れ

る
谷
グ
リ
が
な
い
。
ま
た
、
セ
ミ
と
歌
口
の
間
の
部
分
、
歌
口
と
第
一
孔
の
間
の
部
分
に
、
経
木
な
ど
を
用
い
た
肉
盛
り
の
下
地
も
な
い
。

セ
ミ
部
分
は
、
小
枝
を
除
去
し
た
ま
ま
の
状
態
で
あ
る
（
図
20
）。
歌
口
か
ら
セ
ミ
部
分
の
節
に
い
た
る
管
内
に
蜜
蝋
な
ど
の
残
存
物
は
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な
い
が
、
か
つ
て
は
何
か
を
詰
め
て
い
た
痕
跡
の
変
色
が
あ
る
。
頭
端
に
も
、
錦
な
ど
の
残
存
物
は
な
い
。
本
体
を
持
ち
上
げ
た
感
触
か

ら
す
る
と
、
セ
ミ
部
分
の
節
か
ら
頭
端
の
間
に
は
、
現
行
の
横
笛
類
に
見
ら
れ
る
重
り
は
入
っ
て
い
な
い
。

こ
の
笛
の
材
は
、
鹿
児
島
県
国
分
市
清
水
の
台
明
寺
お
よ
び
日
枝
神
社
の
近
辺
よ
り
産
出
し
た
「
青
葉
竹
」
で
あ
る
可
能
性
を
、
美
濃

晋
平
氏
が
指
摘
し
て
い
る

（（
８８
））

。
台
明
寺
は
、『
鹿
児
島
県
資
料
　
旧
記
雑
録
前
編
』
に
所
収
さ
れ
る
台
明
寺
関
連
の
文
書
類
、『
三
国
名
勝
図

絵
』『
東
西
遊
記
』『
鹿
児
島
県
史
料
麑
藩
名
勝
考
』
な
ど
の
記
述
か
ら
、
天
智
天
皇
時
代
以
降
、
宮
中
に
献
上
す
る
笛
用
の
竹
藪
を
管
理

す
る
場
所
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う

（（
９９
））

。
台
明
寺
跡
地
の
日
枝
神
社
に
は
現
在
も
竹
藪
が
残
っ
て
お
り
、
竹
の
種
類
は
寒
山
竹
で
あ

る
。
美
濃
氏
は
、
朝
日
家
の
笛
箱
内
か
ら
採
取
し
た
笛
の
破
片
、
日
枝
神
社
の
寒
山
竹
、
二
百
年
は
経
過
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
煤
竹

（
竹
の
種
類
は
篠
竹
と
推
定
）、
千
葉
県
産
の
現
在
の
篠
竹
の
四
種
類
に
つ
い
て
、
走
査
電
子
顕
微
鏡
を
用
い
た
細
胞
の
形
状
の
比
較
を
行

い
、
朝
日
家
の
笛
が
日
枝
神
社
の
寒
山
竹
に
近
い
と
の
所
見
を
発
表
し
て
い
る

（（
1100
））

。
笛
用
の
竹
の
種
類
の
歴
史
的
推
移
や
地
域
差
、
個
体
差

に
関
す
る
研
究
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
、
こ
の
美
濃
氏
の
所
見
を
ど
う
判
断
す
る
か
に
つ
い
て
の
言
及
を
、
こ

こ
で
は
ひ
か
え
る
。

五
　
紀
州
徳
川
家
旧
蔵
・
現
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
の
龍
笛
「
青
柳
」「
菊
水
」

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
（
以
下
「
歴
博
」
と
略
す
）
が
所
蔵
す
る
紀
州
徳
川
家
旧
蔵
の
雅
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
二
十
五
管
の
龍

笛
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
朝
日
家
の
横
笛
に
見
ら
れ
た
「
平
樺
巻
」
の
製
法
に
関
連
し
て
、「
青
柳
」
と
「
菊
水
」
を
と
り
あ

げ
る
こ
と
に
す
る
。

「
青
柳
」（
図
21
）
は
、
紀
州
徳
川
家
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
も
特
筆
す
べ
き
由
緒
を
持
つ
。
付
属
文
書
に
よ
れ
ば
、
応
永
五
年

（
一
三
九
八
）、
足
利
義
満
よ
り
大
神
景
秀
が
も
ら
い
受
け
た
。
将
軍
職
を
辞
し
、
造
営
し
た
北
山
第
を
中
心
に
政
治
的
に
も
文
化
的
に
も
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絶
対
的
な
権
力
を
握
っ
て
い
た
時
代
の
義
満
よ
り
拝
領
し
た
と
い
う
い
わ
れ
の
あ
る
楽
器
で
あ
る
。
代
々
伝
え
ら
れ
、
文
政
八
年
（
一
八

二
五
）、
大
神
景
典
よ
り
紀
州
徳
川
家
へ
の
召
し
上
げ
と
な
っ
た

（（
1111
））

。
景
秀
（
？
〜
一
四
一
五
）
お
よ
び
景
典
（
一
八
一
一
〜
一
八
六
七
）

の
属
す
る
京
都
方
大
神
家
は
、
笛
を
主
業
と
す
る
楽
家
の
代
表
で
あ
る
。

笛
は
全
長
四
○
・
○
セ
ン
チ
。
歌
口
と
指
孔
の
部
分
の
竹
の
表
皮
を
は
い
で
い
る
が
、
谷
グ
リ
と
言
え
る
ほ
ど
の
深
さ
は
な
い
。
経
木

な
ど
に
よ
る
肉
盛
り
の
下
地
も
な
く
、
管
全
体
の
厚
み
に
は
凹
凸
が
少
な
い
。
特
徴
的
な
の
は
管
表
面
の
光
沢
で
あ
る
。
糸
状
の
樺
を
巻

い
て
い
な
い
。
二
〜
三
ミ
リ
幅
の
樺
を
巻
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
そ
の
上
に
透
漆
が
施
さ
れ
て
い
る
（
図
23
）。「
平
樺
巻
」
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
。
部
分
的
に
は
、
黒
漆
も
混
じ
る
。
別
材
で
成
形
し
た
セ
ミ
を
埋
め
込
み
、
本
体
の
材
と
の
境
界
線
を
朱
漆
で
塗
っ
て
い
る
。

セ
ミ
部
分
の
表
側
（
歌
口
や
指
孔
の
あ
る
面
）
に
も
、
縦
縞
の
朱
漆
が
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
笛
に
は
補
修
部
分
が
多
く
、
セ

ミ
も
後
補
の
可
能
性
が
高
い
。
線
状
の
朱
漆
も
、
装
飾
と
い
う
よ
り
は
、
割
れ
の
修
理
跡
で
あ
ろ
う
。
歌
口
の
周
囲
に
は
朱
漆
を
塗
り
、

管
内
に
は
赤
味
を
帯
び
た
茶
色
（
弁
柄
）
の
塗
布
が
あ
る
。
歌
口
近
く
に
蜜
蝋
が
残
る
。
金
襴
で
包
ま
れ
た
木
栓
で
頭
部
先
端
を
ふ
さ
い

で
い
る
。

こ
の
笛
は
、
か
な
り
使
い
込
ま
れ
て
い
る
。
左
右
の
親
指
の
あ
た
る
部
分
が
摩
耗
し
て
お
り
、
ス
レ
た
部
分
を
透
漆
で
補
修
し
て
い
る
。

歴
博
の
行
っ
た
透
過
Ｘ
線
調
査
に
よ
れ
ば

（（
1122
））

、
歌
口
と
指
孔
と
の
間
の
管
内
に
は
、
別
の
細
い
管
が
入
っ
て
い
る
。
外
側
の
管
（
本
体
の
管
）

の
割
れ
を
補
修
す
る
目
的
で
、
入
れ
子
式
に
し
た
の
だ
ろ
う
。
構
造
と
し
て
は
、
能
管
の
喉
と
同
じ
で
あ
る
。

「
菊
水
」（
図
22
）
は
、
京
都
方
の
楽
家
で
あ
る
安
倍
家
伝
来
の
笛
で
あ
る
。
笛
の
銘
は
、
付
属
文
書
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
三
度

変
わ
っ
て
い
る

（（
1133
））

。
最
初
の
銘
は
わ
か
ら
な
い
が
、
安
倍
季
考
（
一
七
七
七
〜
一
八
三
七
）
が
所
持
す
る
笛
を
見
た
関
白
・
一
条
忠
良
（
一

七
七
四
〜
一
八
三
七
）
に
よ
っ
て
、「
落
梅
」
と
い
う
新
た
な
銘
が
付
け
ら
れ
た
。
忠
良
自
筆
の
銘
書
と
季
考
に
よ
る
由
来
書
が
残
る
。

そ
の
後
、「
菊
水
丸
」
に
変
わ
っ
た
。
銘
書
と
由
来
書
に
付
け
ら
れ
た
貼
紙
に
は
、「
菊
水
丸
与
御
改
癸
卯
仲
冬
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
忠

良
、
季
孝
の
生
没
年
、
楽
器
蒐
集
を
行
っ
た
徳
川
治
宝
の
生
没
年
か
ら
考
え
て
、「
癸
卯
」
の
年
代
は
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
で
あ
ろ
う
。
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「
菊
水
丸
」
へ
の
改
銘
の
事
情
は
わ
か
ら
な
い
が
、
笛
筒
は
金
平
蒔
絵
で
菊
水
文
を
描
く
意
匠
で
あ
り
、
銘
と
対
応
し
て
い
る
。
現
在
は
、

「
菊
水
丸
」
で
は
な
く
「
菊
水
」
と
す
る

（（
1144
））

。

季
考
の
由
来
書
に
は
、
興
味
深
い
一
文
が
あ
る
。「
右
笛
（
筆
者
注：

落
梅
）
作
か
た
等
　
御
意
ニ
叶
候
ニ
付
、
当
時
御
吹
料
古
笛

勅
銘
葉
風
与
申
候
御
笛
、
落
梅
同
様
ニ
あ
こ
め
装
束
之
写
被
仰
付
候
」
と
あ
る
。
こ
の
笛
の
製
法
が
気
に
入
っ
た
の
で
、
葉
風
と
い
う
銘

の
笛
も
、
こ
の
笛
と
同
じ
「
あ
こ
め
装
束
」
に
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。「
あ
こ
め
装
束
」
は
、「
寛
治
丸
」
の
項
で
述
べ
た

『
集
古
十
種
』
の
「
ア
コ
メ
漆
ヌ
リ
」
や
『
楽
器
類
留
』
の
「
あ
こ
め
巻
」
と
の
関
連
を
思
わ
せ
る
。
樺
巻
を
せ
ず
、
下
地
の
上
を
漆
で

塗
布
す
る
製
法
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

笛
を
見
て
み
よ
う
。
全
長
三
九
・
七
セ
ン
チ
。
歴
博
の
解
説
に
は
「
平
た
い
樺
を
巻
き
、
樺
巻
表
面
に
は
黒
漆
塗
、
そ
の
他
を
透
漆
塗

と
し
、
内
側
は
朱
漆
塗
と
す
る
」
と
あ
り

（（
1155
））

、「
平
樺
巻
」
と
す
る
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
。
光
沢
の
あ
る
表
面
に
は
ア
ブ
ク
状
の
細
い
ス

ジ
が
あ
る
（
図
24
）。
こ
の
ス
ジ
の
判
断
が
難
し
い
。
下
地
の
上
を
黒
漆
で
塗
り
、
そ
の
表
面
に
ス
ジ
を
つ
け
る
細
工
で
あ
る
よ
う
に
見

え
る
。
透
過
Ｘ
線
写
真

（（
1166
））

で
も
、
管
の
表
面
に
細
か
い
凹
凸
が
見
え
る
。
糸
状
の
樺
巻
を
施
す
「
初
蝉
」
や
銘
の
な
い
龍
笛
の
Ｘ
線
写
真

と
の
著
し
い
違
い
は
な
い
の
で
、
糸
状
の
樺
を
巻
い
て
い
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
平
樺
巻
」
で
は
な
さ
そ
う
だ
。

由
来
書
の
「
あ
こ
め
装
束
」
と
い
う
表
現
か
ら
考
え
る
と
、
樺
を
巻
か
ず
に
下
地
の
上
に
黒
漆
を
塗
布
し
、
樺
巻
に
似
せ
て
ス
ジ
を
付
け

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
セ
ミ
部
分
は
、
小
枝
を
折
っ
た
の
み
で
、
凹
凸
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
。
歌
口
と
指
孔
部
分
の
竹
の
表
皮

を
は
ぐ
、
谷
グ
リ
が
施
さ
れ
て
い
る
。
指
孔
部
分
が
ス
リ
減
っ
て
お
り
、
使
い
込
ま
れ
た
笛
で
あ
る
。
Ｘ
線
調
査
で
は
、
歌
口
と
指
孔
と

の
間
の
管
内
に
、
別
の
細
い
管
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
。

六
　
彦
根
藩
井
伊
家
旧
蔵
・
現
彦
根
城
博
物
館
蔵
の
神
楽
笛
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彦
根
城
博
物
館
に
は
、
彦
根
藩
主
十
二
代
井
伊
直
亮
（
一
七
九
四
〜
一
八
五
○
）
が
蒐
集
し
た
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
所
蔵
さ
れ
て
い

る
。
雅
楽
器
が
多
く
、
笛
類
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、「
平
樺
巻
」
の
製
法
に
よ
る
神
楽
笛
が
あ
る
（
図
25
）。

『
楽
器
類
留
』
に
は
「
古
管
」「
樺
赤
色
平
か
ば
巻
」
と
書
か
れ
て
い
る
笛
で

（（
1177
））

、
井
伊
家
に
は
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
○
）
七
月
に
受

け
入
れ
ら
れ
た
。
付
属
文
書
が
あ
り
、
室
町
時
代
の
笛
と
さ
れ
る
（（
1188
））
。

全
長
は
、
四
四
・
二
セ
ン
チ
。
歌
口
と
指
孔
部
分
を
除
き
、
樺
が
巻
か
れ
て
い
る
。
糸
状
で
は
な
く
、
幅
広
に
裁
断
し
た
樺
を
、
ず
ら

し
な
が
ら
重
ね
て
巻
い
て
い
る
（
図
26
）。
そ
の
上
を
透
漆
で
塗
っ
て
お
り
、
赤
茶
色
の
光
沢
が
あ
る
。
表
面
の
漆
が
剥
落
し
て
い
る
部

分
に
は
、
二
層
を
成
す
下
地
が
見
え
る
。
現
行
の
神
楽
笛
と
同
様
、
経
木
な
ど
に
よ
る
肉
盛
り
の
下
地
は
な
く
、
歌
口
や
指
孔
部
分
の
谷

グ
リ
も
施
し
て
い
な
い
の
で
、
す
っ
き
り
と
し
た
姿
で
あ
る
。
セ
ミ
部
分
は
、
小
枝
を
除
去
し
た
の
み
で
あ
る
（
図
27
）。
頭
部
先
端
を

ふ
さ
ぐ
木
栓
に
は
、
錦
が
残
っ
て
い
る
。

七
　
須
磨
寺
の
龍
笛
・
高
麗
笛

須
磨
寺
は
、
寺
蔵
の
略
歴
縁
起
に
よ
る
と
仁
和
二
年
（
八
八
六
）、
光
孝
天
皇
の
勅
命
に
よ
り
聞
鏡
上
人
が
須
磨
上
野
山
福
祥
寺
を
建

立
し
、
海
中
よ
り
出
現
し
た
聖
観
世
音
菩
薩
を
本
尊
と
し
て
祀
っ
た
、
と
い
う
い
わ
れ
の
あ
る
寺
で
あ
る
。
こ
こ
に
寿
永
三
年
（
一
一
八

四
）、
一
ノ
谷
の
合
戦
で
熊
谷
次
郎
直
実
に
討
た
れ
た
平
敦
盛
が
所
持
し
た
、
と
伝
え
の
あ
る
横
笛
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

件
の
笛
は
お
ほ
ぢ
忠
盛
笛
の
上
手
に
て
、
鳥
羽
院
よ
り
給
は
ら
れ
た
り
け
る
と
ぞ
聞
え
し
。
経
盛
相
伝
せ
ら
れ
た
り
し
を
、
敦
盛

器
量
た
る
に
よ
っ
て
も
た
れ
た
り
け
る
と
か
や
。
名
を
ば
さ
枝
と
ぞ
申
け
る

と
い
う
『
平
家
物
語
』
の
記
述
に
従
え
ば
笛
の
名
は
「
小
枝
」
だ
が
、
一
般
に
は
青
葉
の
笛
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。「
青
葉
」
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
能
「
敦
盛
」
に
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小
枝
蝉
折
様
々
に
、
笛
の
名
は
多
け
れ
ど
も
、
草
刈
り
の
、
吹
く
笛
な
ら
ば
こ
れ
も
名
は
、
青
葉
の
笛
と
思
し
召
せ
、

と
謡
わ
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
ら
し
い
。
敦
盛
の
笛
と
伝
え
の
あ
る
も
の
は
、
北
海
道
檜
山
郡
江
差
町
の
姥
神
大
神
宮
に
も
奉
納
さ
れ
て

い
る
そ
う
だ

（（
1199
））

。
父
経
盛
に
送
ら
れ
た
遺
品
の
笛
を
五
木
に
隠
れ
住
ん
だ
平
家
の
残
党
が
伝
え
、
そ
の
子
孫
市
来
政
胤
が
渡
道
し
た
折
り
に

奉
納
し
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
福
井
県
大
野
郡
和
泉
村
に
あ
る
笛
資
料
館
の
展
示
パ
ネ
ル
に
よ
る
と
全
長
三
八
セ
ン
チ
。
七
孔
の
横
笛

で
両
端
に
骨
製
飾
り
を
は
め
こ
み
、
歌
口
の
そ
ば
に
平
家
の
家
紋
梅
鉢
を
彫
り
、
中
央
近
く
に
房
が
つ
い
て
い
る
ら
し
い
。
い
ず
れ
が
敦

盛
の
笛
な
の
か
、
現
時
点
で
の
判
断
は
ひ
か
え
て
お
く
。

さ
て
、
須
磨
寺
が
所
蔵
し
て
い
る
の
は
龍
笛
と
高
麗
笛
の
二
管
で
、
現
在
、
二
管
と
も
厨
子
の
な
か
に
収
め
ら
れ
て
い
る
（
図
28
）。

「
小
枝
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
龍
笛
だ
が
、
こ
の
笛
は
実
際
セ
ミ
の
部
分
に
小
枝
を
残
し
て
い
た
（
図
30
）。
管
の
途
中
が
破
損
し
て
い

る
た
め
、
厨
子
か
ら
取
り
出
し
て
の
調
査
は
か
な
わ
な
か
っ
た
が
、
前
述
し
た
笛
資
料
館
の
展
示
パ
ネ
ル
に
は
全
長
三
九
・
二
セ
ン
チ
、

と
記
さ
れ
て
い
る
。
小
枝
部
分
は
三
本
に
枝
分
か
れ
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
よ
う
で
長
さ
は
五
・
五
セ
ン
チ
か
ら
六
・
五
セ
ン
チ
。

歌
口
の
裏
あ
た
り
で
折
れ
て
い
る
が
、
当
初
は
も
う
少
し
長
め
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

（（
2200
））

。
小
枝
の
下
に
も
樺
を
巻
い
て
い
る
。
全
体
の
厚
み
は

一
様
で
、
歌
口
か
ら
指
孔
に
か
け
て
経
木
等
で
下
地
を
成
形
し
た
様
子
は
な
く
、
黒
く
塗
っ
た
下
地
の
上
に
直
接
樺
を
巻
い
て
い
る
（
図

29
）。
指
孔
、
歌
口
と
も
に
谷
グ
リ
は
施
し
て
い
な
い
。

寺
伝
で
は
高
麗
笛
も
敦
盛
愛
用
と
し
て
い
る
が
、
全
長
三
七
・
四
セ
ン
チ
（
図
31
）。
標
準
的
な
寸
法
よ
り
一
セ
ン
チ
ほ
ど
長
い
。
こ

の
笛
で
も
っ
と
も
目
立
つ
の
は
セ
ミ
の
部
分
で
あ
る
。
小
枝
を
払
っ
た
跡
が
丸
く
盛
り
上
が
っ
た
ま
ま
で
、
削
る
な
ど
の
細
工
を
し
て
い

な
い
（
図
32
）。
現
在
ま
で
調
査
し
た
笛
で
は
、
払
っ
た
跡
が
へ
こ
ん
で
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
の
で
、
盛
り
上
が
っ
た
セ
ミ
は

異
様
に
見
え
る
。
歌
口
、
指
孔
と
も
谷
グ
リ
を
施
さ
な
い
の
は
高
麗
笛
だ
か
ら
当
然
だ
が
、
そ
の
部
分
も
樺
巻
の
下
地
と
同
じ
よ
う
に
黒

く
塗
布
し
た
跡
が
み
え
る
（
図
33
）。
龍
笛
同
様
、
樺
巻
の
下
地
と
し
て
経
木
を
巻
か
ず
、
シ
ン
プ
ル
な
成
形
で
あ
る
。
指
孔
が
小
さ
く
、

直
径
が
六
ミ
リ
し
か
な
い
の
も
目
に
付
く
。
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全
長
が
一
セ
ン
チ
長
い
た
め
に
指
孔
を
あ
け
る
位
置
が
管
尻
方
向
に
一
セ
ン
チ
ず
つ
ず
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
歌
口
と
指
孔
の
バ
ラ

ン
ス
が
現
行
の
高
麗
笛
と
は
少
々
異
な
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
現
行
の
笛
は
歌
口
と
管
尻
の
中
央
に
第
二
指
孔
を
う
が
っ
て
い

る
が
、
こ
の
高
麗
笛
は
、
第
二
指
孔
と
第
三
指
孔
の
間
が
中
央
に
な
っ
て
い
た
。
音
律
の
変
更
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
が
古
制
な
の

か
ど
う
か
は
検
討
中
で
あ
る
。

寺
伝
の
『
当
山
歴
代

（（
2211
））

』
に
は
、
応
永
三
四
年
（
一
四
二
七
）、
赤
松
満
祐
追
討
の
た
め
着
陣
し
た
細
川
軍
が
須
磨
寺
を
破
壊
し
た
際
名

物
と
さ
れ
た
「
小
枝
」
を
掠
奪
し
た
が
、
翌
年
寺
に
返
納
し
た
由
が
書
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
寺
は
延
文
五
年
（
一
三
六
〇
）
の
大
火

で
金
堂
・
釈
迦
堂
・
鐘
楼
を
焼
失
し
、
大
半
の
仏
像
と
経
典
、
法
具
を
失
っ
て
い
る
。
笛
だ
け
が
焼
け
残
る
可
能
性
は
、
少
な
か
ろ
う
。

そ
の
後
、
勧
進
な
ど
を
通
し
て
復
興
が
は
じ
ま
り
、
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
年
、
金
堂
上
棟
の
折
り
に
は
観
世
大
夫
（
お
そ
ら
く
観
阿

弥
）
に
よ
る
勧
進
猿
楽
が
催
さ
れ
、
応
永
五
年
（
一
三
九
八
）
に
は
琵
琶
法
師
石
見
検
校
を
願
主
と
し
て
鎮
守
権
現
が
造
立
さ
れ
た
。

『
当
山
歴
代
』
の
翻
刻
を
担
当
し
た
戸
田
芳
実
氏
は
、
解
題
の
中
で
「
平
家
琵
琶
が
平
敦
盛
と
そ
の
笛
を
須
磨
寺
に
結
び
つ
け
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
」
と
推
測
さ
れ
た
が
、
そ
の
可
能
性
は
充
分
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
応
永
三
〇
年
の
奥
書
を
持
つ
世
阿

弥
伝
書
『
三
道
』
は
、「
近
来
押
し
出
だ
し
て
見
え
つ
る
世
上
の
風
体
の
数
々
」
と
し
て
能
「
敦
盛
」
を
挙
げ
て
い
る
。
能
に
あ
や
か
っ

て
笛
を
制
作
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
敦
盛
の
時
代
ま
で
遡
れ
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
置
く
と
し
て
、
制
作
の
点
で
は
古

体
と
認
め
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
応
永
時
の
『
当
山
歴
代
』
が
言
及
す
る
「
小
枝
」
は
現
存
す
る
笛
を
さ
す
、
と
考
え
て
大
過
な
か
ろ

う
。そ

の
後
、
明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
の
堂
舎
上
葺
等
修
造
の
た
め
沙
門
弘
源
が
記
し
た
勧
進
帳
に
「
青
葉
笛
」
が
あ
ら
わ
れ
る
ほ
か
、

大
永
六
年
（
一
五
二
六
）
に
講
堂
を
上
棟
し
た
際
、
本
尊
、
敦
盛
絵
像
、
青
葉
の
笛
を
展
観
し
た
り
、
天
正
十
六
年
に
は
青
葉
笛
の
拝
観

料
収
入
で
仁
王
門
を
新
築
す
る
な
ど
、
寺
宝
と
し
て
開
帳
を
く
り
か
え
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
江

戸
時
代
の
模
作
が
、
山
口
県
の
赤
間
神
宮
に
収
め
ら
れ
て
い
る
（
図
34
）。
笛
筒
に
は
「
享
和
改
元
年
酉
年
戴
大
隅
国
囎
唹
郡
清
水
山
中
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台
明
寺
之
竹
使
工
人
神
太
氏
造
笛
云
」
と
金
字
で
、
ま
た
笛
の
箱
の
裏
に
は
「
龍
笛
青
葉
模
者
上
田
正
教
工
人
使
神
太
氏
造
今
豊
前
小
倉

藩
山
内
為
規
之
所
持
于
時
文
政
戊
子
年
初
夏
於
江
府
試
笛
声
律
最
好
　
正
六
位
左
近
衛
将
曹
太
神
朝
臣
景
●
（
花
押
）」、
と
書
か
れ
て
い

る
（
図
35
）。
須
磨
寺
の
笛
を
模
写
し
た
の
か
ど
う
か
不
明
だ
が
、
セ
ミ
の
部
分
に
は
小
枝
を
残
し
て
い
る
。

八
　
西
巌
殿
寺
の
高
麗
笛
・
龍
笛

西
巌
殿
寺
は
阿
蘇
山
の
麓
に
位
置
し
、
古
く
か
ら
阿
蘇
神
社
と
関
係
の
あ
っ
た
寺
院
で
あ
る
。
神
亀
三
年
（
七
二
六
）
に
、
天
竺
よ
り

来
朝
し
た
開
祖
最
栄
が
十
一
面
観
音
像
を
造
立
し
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。
も
と
は
山
頂
に
本
堂
や
山
王
堂
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
院

坊
が
立
ち
並
ん
で
い
た
が
、
天
正
年
間
に
い
っ
た
ん
衰
退
し
た
後
江
戸
時
代
に
再
興
さ
れ
、
行
者
・
山
伏
が
峰
入
り
を
お
こ
な
っ
た
り
し

て
い
た
。
平
成
十
三
年
九
月
二
十
二
日
に
不
審
火
に
よ
り
根
本
中
堂
が
焼
失
し
、
中
に
安
置
さ
れ
て
い
た
十
一
面
観
音
像
な
ど
は
焼
失
し

て
し
ま
っ
た
が
、
龍
笛
二
管
と
高
麗
笛
は
熊
本
県
立
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
た
関
係
で
焼
失
を
免
れ
て
い
る
。

当
該
楽
器
は
、
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）
の
奥
書
を
持
つ
『
福
万
坊
寿
快
武
具
文
書
等
注
文

（（
2222
））

』
に
「
ふ
ゑ
二
く
わ
ん
、
同
こ
ま
ふ
え
一

く
わ
ん
」
と
記
載
の
あ
る
「
ふ
ゑ
」
と
「
こ
ま
ふ
え
」
に
相
当
す
る
可
能
性
が
高
い
。
龍
笛
は
全
長
四
〇
・
四
セ
ン
チ
（
以
下
ア
と
す
る
）

と
四
〇
・
三
セ
ン
チ
（
以
下
イ
と
す
る
）、
高
麗
笛
は
三
五
・
九
セ
ン
チ
。
い
ず
れ
も
標
準
の
寸
法
を
持
ち
、
標
準
的
な
製
法
に
よ
っ
て

い
る
。
高
麗
笛
は
劣
化
が
少
な
く
、
指
孔
付
近
の
樺
巻
が
二
カ
所
は
ず
れ
て
い
る
だ
け
だ
が
、
龍
笛
は
破
損
が
著
し
い
。
そ
の
理
由
は
後

述
す
る
こ
と
に
し
て
、
高
麗
笛
か
ら
制
作
に
つ
い
て
の
報
告
を
行
い
た
い
。

高
麗
笛
（
図
37
）
に
は
樺
巻
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
指
孔
部
分
の
剥
落
箇
所
を
見
る
と
下
地
を
施
し
た
形
跡
が
み
ら
れ
な
い
。
頭
部
か

ら
指
孔
ま
で
の
箇
所
も
、
特
に
ふ
く
ら
み
が
な
い
の
で
経
木
な
ど
で
下
地
を
形
成
せ
ず
に
直
接
樺
を
巻
き
、
黒
漆
を
塗
布
し
た
、
と
考
え

ら
れ
る
。
セ
ミ
は
、
小
枝
を
除
去
し
た
ま
ま
の
自
然
な
姿
で
あ
る
（
図
38
）。
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龍
笛
は
二
管
と
も
ほ
ぼ
同
じ
製
法
に
よ
っ
て
い
る
（
図
39
）。
歌
口
と
指
孔
部
分
に
は
谷
グ
リ
を
施
し
、
セ
ミ
か
ら
歌
口
、
歌
口
か
ら

第
一
指
孔
ま
で
は
竹
材
の
上
に
経
木
を
巻
い
て
成
形
し
た
後
、
樺
を
巻
い
て
漆
を
塗
布
す
る
標
準
的
な
製
法
で
あ
る
。
た
だ
し
、
歌
口
・

第
一
指
孔
間
で
は
歌
口
に
近
い
部
分
は
和
紙
の
み
で
下
地
を
成
形
し
、
途
中
か
ら
経
木
を
巻
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
指
孔
間
に
も
下

地
を
施
し
、
そ
の
上
に
樺
を
巻
い
た
よ
う
だ
。
セ
ミ
に
関
し
て
は
唐
木
を
埋
め
込
ま
ず
、
小
枝
を
は
ら
っ
た
跡
の
虫
食
い
部
分
を
セ
ミ
と

し
て
い
る
。

龍
笛
に
関
し
て
は
著
し
い
破
損
が
見
ら
れ
た
が
、
実
は
こ
れ
は
近
年
の
現
象
だ
っ
た
ら
し
い
。
昭
和
五
七
年
に
熊
本
県
立
美
術
館
が
発

行
し
た
『
県
内
主
要
寺
院
　
歴
史
資
料
調
査
報
告
書
（
一
）

城
北
地
区
　
図
版
篇
』
に
は
、
樺
巻
が
は
ず
れ
た
様
子
も
な
く
写
真
に
収

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
寺
の
手
を
離
れ
て
ど
の
よ
う
に
管
理
さ
れ
て
い
た
の
か
不
明
だ
が
、
わ
ず
か
二
十
年
の
間
に
劣
化
を
招
い
た
こ

と
に
な
る
。
保
管
の
重
要
性
を
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
　
と
　
め

龍
笛
と
言
え
ば
、
ほ
ぼ
全
体
に
樺
を
巻
い
て
黒
漆
を
塗
布
し
、
歌
口
の
裏
側
に
は
唐
木
製
の
セ
ミ
を
は
め
こ
ん
だ
横
笛
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
名
家
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
や
地
方
の
社
寺
で
は
製
法
の
異
な
る
笛
を
見
か
け
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
今
回
調
査

し
た
笛
を
ま
と
め
な
が
ら
、
笛
の
制
作
史
を
大
ま
か
に
追
っ
て
み
た
い
。

も
っ
と
も
簡
便
な
製
法
に
よ
る
笛
は
、
石
上
神
宮
の
七
孔
の
笛
で
あ
る
。
下
地
も
施
さ
ず
、
糸
を
巻
い
た
上
に
黒
漆
を
塗
布
す
る
だ
け

で
あ
る
。
雅
楽
器
に
し
て
は
簡
便
す
ぎ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
全
長
も
雅
楽
器
と
は
異
な
る
の
で
、
雅
楽
以
外
の
民
間
音
楽
で
使
用
さ

れ
た
可
能
性
を
考
え
た
い
。

次
に
単
純
な
の
が
旧
紀
州
徳
川
家
の
「
寛
治
丸
」
と
須
須
神
社
の
高
麗
笛
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
和
紙
を
張
っ
て
下
地
と
し
た
上
に
黒
漆
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を
塗
布
す
る
だ
け
で
、
樺
を
巻
い
て
い
な
い
。
節
が
太
く
て
目
立
つ
竹
を
材
と
す
る
点
も
共
通
し
て
い
る
。
谷
グ
リ
を
施
さ
ず
、
下
地
の

経
木
も
樺
巻
も
な
い
製
法
は
、
正
倉
院
所
蔵
の
七
孔
横
笛
を
現
存
す
る
初
例
と
し
て
、
広
島
県
福
山
市
安
国
寺
の
阿
弥
陀
三
尊
像
の
胎
内

か
ら
発
見
さ
れ
た
龍
笛
に
も
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る

（（
2233
））

。
阿
弥
陀
像
の
造
立
は
文
永
元
年
（
一
二
七
三
）
な
の
で
鎌
倉
時
代
に
こ
の
よ
う
な

製
法
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
だ
が
、
寛
治
年
間
は
文
永
よ
り
二
百
年
も
遡
る
。
笛
の
由
緒
に
従
え
ば
平
安
末
に
こ
の
よ
う
な
製
法

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
由
緒
の
真
偽
を
確
か
め
る
す
べ
の
な
い
現
在
で
は
、
判
断
は
ひ
か
え
た
い
。『
芸
能
の
科
学
31
』

で
は
安
国
寺
の
笛
と
同
じ
製
法
の
作
例
と
し
て
彦
根
城
博
物
館
蔵
「
斑
鳩
丸
」
や
東
京
国
立
博
物
館
蔵
「
は
ま
つ
と
」
も
報
告
し
た
が
、

こ
れ
で
同
様
の
手
法
に
よ
る
作
例
が
五
管
と
な
っ
た
。
樺
巻
の
な
い
製
法
は
、
か
な
り
普
及
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
石
上
神
宮

の
神
楽
笛
も
、
経
木
で
下
地
を
作
っ
て
い
る
が
樺
は
巻
い
て
い
な
い
。
樺
巻
が
ど
こ
ま
で
一
般
的
だ
っ
た
の
か
、
考
え
直
す
必
要
が
あ
り

そ
う
だ
。
な
お
、
樺
巻
の
な
い
製
法
に
関
し
て
江
戸
時
代
に
は
「
あ
こ
め
巻
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
由
、
再
言
し
て
お
く
。
紀
州
徳
川

家
旧
蔵
の
「
菊
水
」
を
一
条
忠
良
が
気
に
入
っ
た
の
も
、
そ
の
姿
に
古
制
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

次
の
段
階
は
朝
日
家
の
「
青
葉
の
笛
」、
紀
州
徳
川
家
旧
蔵
の
「
青
柳
」、
彦
根
城
博
物
館
の
神
楽
笛
で
あ
る
。
樺
は
巻
い
て
い
る
が
糸

状
に
成
形
し
た
樺
で
は
な
く
、
や
や
広
め
に
裁
断
し
た
樺
を
重
ね
て
巻
く
、
い
わ
ゆ
る
「
平
樺
巻
」
で
あ
る
。
経
木
な
ど
に
よ
る
下
地
も

な
い
。
樺
巻
の
差
異
は
単
な
る
デ
ザ
イ
ン
上
の
問
題
な
の
か
、
制
作
時
期
、
制
作
者
の
問
題
な
の
か
不
明
だ
が
、
現
在
で
は
あ
ま
り
見
か

け
な
い
手
法
で
あ
る
。

今
回
調
査
し
た
笛
は
、
須
磨
寺
の
龍
笛
と
後
補
の
可
能
性
の
あ
る
紀
州
徳
川
家
旧
蔵
の
「
青
柳
」
を
除
く
と
、
小
枝
部
分
を
除
去
し
た

だ
け
の
簡
素
な
作
り
で
あ
っ
た
。
須
須
神
社
の
龍
笛
は
お
そ
ら
く
樺
巻
が
本
来
の
姿
で
あ
ろ
う
し
、
西
巌
殿
寺
の
笛
も
経
木
を
下
地
に
用

い
て
そ
の
上
に
樺
を
巻
く
な
ど
現
在
と
変
わ
ら
ぬ
製
法
に
よ
っ
て
い
る
の
に
、
セ
ミ
だ
け
は
い
た
っ
て
古
風
で
あ
る
。
西
巌
殿
寺
の
笛
は

文
書
の
通
り
天
正
時
代
ま
で
は
遡
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
が
、
そ
の
時
期
に
な
っ
て
も
簡
素
な
セ
ミ
の
笛
が
吹
奏
さ
れ
て
い
た
の
は
興
味

深
い
。
敦
盛
の
笛
に
な
ら
っ
て
枝
を
残
し
た
模
作
は
赤
間
神
宮
の
ほ
か
に
彦
根
城
博
物
館
蔵
の
「
義
経
丸
」、
紀
州
徳
川
家
旧
蔵
・
現
国
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立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
の
「
小
枝
」
な
ど
が
あ
り
、「
蝉
折
レ
」
や
「
葉
二
」
な
ど
セ
ミ
に
ち
な
ん
だ
逸
話
も
残
さ
れ
て
い
る
。
演
奏
に

直
接
関
係
す
る
箇
所
で
は
な
い
の
だ
が
、
な
ぜ
姿
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
、
こ
だ
わ
っ
た
に
し
て
は
簡
素
な
細
工
し
か
残
っ
て
い
な
い
の
は

な
ぜ
か
、
な
ど
セ
ミ
に
関
し
て
は
問
題
も
多
い
。
唐
木
を
埋
め
込
む
製
法
は
『
楽
家
録
』
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
元
禄
時
代
に
は
行
わ
れ

て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
一
般
化
し
た
の
は
江
戸
期
に
近
い
時
期
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
能
管
と
の
影
響
関
係
も
考
慮
す
べ
き
だ
が
、
そ
れ

は
次
の
課
題
と
し
た
い
。

今
回
の
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
所
蔵
者
各
位
ま
た
関
係
諸
機
関
に
さ
ま
ざ
ま
な
便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
だ
い
た
。
所
蔵
者
各
位
を
は
じ

め
と
し
て
、
間
に
た
っ
て
く
だ
さ
っ
た
珠
洲
市
教
育
委
員
会
の
平
田
天
秋
氏
、
熊
本
県
教
育
庁
の
丸
山
伸
治
氏
、
一
部
の
調
査
に
同
行
し

て
く
だ
さ
っ
た
田
中
敏
長
氏
・
大
橋
彩
子
氏
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。

注

(

1)

『
珠
洲
市
史
』
第
四
巻
資
料
編
　
一
一
四
八
頁
（
珠
洲
市
史
編
さ
ん
専
門
委
員
会
編
　
一
九
七
九
年
二
月
）

(

2)

前
掲
『
珠
洲
市
史
』
同
頁

(

3)

田
中
敏
長
氏
談
（
二
〇
〇
四
年
七
月
）

(

4)

齋
藤
望
・
渡
辺
恒
一
「
資
料
翻
刻
『
楽
器
類
留
』
上
」
一
二
五
頁
（『
彦
根
城
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
七
号
　
一
九
九
六
年
三
月
）

(

5)

図
18
の
板
三
枚
の
う
ち
、
下
の
二
枚
に
書
か
れ
て
い
る
。
上
の
一
枚
は
、
下
二
枚
よ
り
新
し
い
箱
の
板
。

(

6)

美
濃
晋
平
『
源
義
平
』（
福
井
県
大
野
郡
和
泉
村
教
育
委
員
会
　
一
九
九
三
年
五
月
）
二
三
八
〜
二
四
一
頁

(

7)

美
濃
晋
平
『
青
葉
の
笛
』（
福
井
県
大
野
郡
和
泉
村
教
育
委
員
会
発
行
　
一
九
九
一
年
三
月
）

(

8)

前
掲
『
青
葉
の
笛
』

(

9)

宮
澤
厚
子
「
臺
明
寺
と
青
葉
の
笛
」（『
笛
の
文
化
史
』
創
刊
号
　
一
九
九
五
年
三
月
）

(

10)

一
九
九
二
年
五
月
一
七
日
、
福
井
県
和
泉
村
社
会
教
育
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
た
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
青
葉
の
笛
」
に
お
け
る
発
表
（『
�
フ

ォ
ー
ラ
ム
青
葉
の
笛
�
記
録
集
』
和
泉
村
教
育
委
員
会
・
青
葉
の
笛
保
存
顕
彰
会
　
一
九
九
二
年
五
月
）
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(

11)

『
紀
州
徳
川
家
伝
来
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』（
二
○
○
四
年
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）
六
四
・
三
五
一
頁

(
12)

一
九
九
二
年
十
一
月
四
日
、
有
楽
町
マ
リ
オ
ン
で
行
わ
れ
た
第
十
二
回
歴
博
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
コ
ト
・
フ
エ
・
ツ
ヅ
ミ
・
銅
鐸
│
日
本
楽
器
の
源
流

と
日
本
的
改
造
」
で
、
調
査
結
果
が
報
告
さ
れ
た
（『
歴
博
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
日
本
楽
器
の
源
流
│
コ
ト
・
フ
エ
・
ツ
ヅ
ミ
・
銅
鐸
│
』
一
九
九
五
年

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）

(

13)

前
掲
『
紀
州
徳
川
家
伝
来
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
三
五
八
・
三
五
九
頁
。

(

14)

紀
州
徳
川
家
の
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
目
録
『
財
団
法
人
松
江
博
物
館
所
蔵
　
雅
楽
器
総
目
録
』（
島
根
県
立
博
物
館
　
一
九
七
一
年
）
で
も
「
菊

水
」
と
す
る
。

(

15)

前
掲
『
紀
州
徳
川
家
伝
来
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
八
三
頁

(

16)

前
掲
『
歴
博
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
日
本
楽
器
の
源
流
│
コ
ト
・
フ
エ
・
ツ
ヅ
ミ
・
銅
鐸
│
』
一
一
五
頁
に
Ｘ
線
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(

17)

齋
藤
望
・
渡
辺
恒
一
「
資
料
翻
刻
『
楽
器
類
留
』
下
」（『
彦
根
城
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
十
号
　
一
九
九
九
年
三
月
）
七
八
頁

(

18)

『
日
本
の
楽
器
│
織
り
な
す
音
・
雅
び
の
世
界
│
』（
彦
根
市
教
育
委
員
会
　
一
九
九
六
年
十
月
）

(

19)

前
掲
『
青
葉
の
笛
』

(

20)

前
掲
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
青
葉
の
笛
」
に
お
け
る
竹
研
究
家
浜
田
甫
氏
の
発
言
に
よ
る
と
、
カ
ン
ザ
ン
チ
ク
は
枝
が
五
本
、
ヤ
シ
ャ
ダ
ケ
は
枝
が
三
本

出
る
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
説
に
従
え
ば
、
須
磨
寺
の
龍
笛
は
ヤ
シ
ャ
ダ
ケ
製
で
あ
る
。

(

21)

嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）
か
ら
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
ま
で
歴
代
の
住
持
が
書
き
残
し
た
記
録
。『
須
磨
寺
　
当
山
歴
代
』（
監
修
・
小
池
義
人

校
倉
書
房
　
一
九
八
九
年
三
月
）
に
影
印
と
そ
の
読
み
下
し
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

(

22)

大
日
本
古
文
書
（
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
所
編
纂
）
家
わ
け
一
三
―
三
に
翻
刻
（
一
九
三
四
発
行
　
一
九
七
一
年
履
刻
）

一
三
四
頁

(

23)

高
桑
い
づ
み
・
野
川
美
穂
子
「
鎌
倉
時
代
に
制
作
さ
れ
た
横
笛
」（『
芸
能
の
科
学
31
』
二
〇
〇
四
年
三
月

60
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〔Summary〕

Report on Transverse Flutes Remaining in 
Various Areas of Japan

TAKAKUWA Izumi
NOGAWA Mihoko

Since gagaku was transmitted from old in various areas of Japan, there are
many old gagaku instruments remaining in temples and shrines throughout
Japan. Many of these instruments have been damaged, but it is possible to learn
about the process of manufacture of flutes by observing the damaged parts.
There are also examples of flutes in the collections of distinguished families
that show a process of manufacture different from today's method. In this
paper, ryuteki and komabue of Suzu Jinja in Ishikawa prefecture, kagurabue
and transverse flute of Isonokami Jingu in Nara prefecture, ryuteki said to have
been once owned by Minamoto no Yoshihira, ryuteki and komabue of
Saigandenji in Kumamoto prefecture, three ryuteki of the former Tokugawa
family of Kishu, and ryuteki and komabue of Sumadera in Hyogo prefecture,
which is said to have been once owned by Taira no Atsumori, will be reported.

Of all these flutes, only the one at Saigandenji was made in a way similar
to the typical manufacturing method used today. The Kagurabue at Isonokami
Jingu uses bamboo in a different way from the way bamboo is used today, and
the transverse flute is smaller than any of the existing flutes. The komabue of
Suzu Jinja and the ryuteki of the former Tokugawa family of Kishu use
Japanese paper and hemp thread instead of the bark of a cherry tree, which is
usually used to wrap the bamboo. Yoshihira's flute and one other flute of the
former Tokugawa family of Kishu are bound not by a thin strip but by a wider
band of the bark of a cherry tree. These examples suggest that today's method
of manufacturing flutes was not established until quite recently. 
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調査報告・各地に伝承された横笛

１．須須神社の龍笛と高麗笛

２．利家の詠 ３．龍笛のセミと樺

４．樺下の経木 ５．歌口から指孔にかけて ６．高麗笛のセミ
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７．石上神宮・神楽笛全図

８．神楽笛・指孔間の下地と線刻された文字

９．神楽笛・セミと歌口 10．神楽笛・下地の経木と糸

11．石上神宮・七孔の笛 12．七孔の笛・糸の様子

13．紀州徳川家旧蔵龍笛・寛治丸
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14．『集古十種』

17．彦根城博物館・斑鳩丸

15．寛治丸・セミ 16．寛治丸・指孔部分

18．青葉の笛と箱

20．青葉の笛・セミ

19．青葉の笛・指孔部分
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21．紀州徳川家旧蔵龍笛・青柳

22．紀州徳川家旧蔵龍笛・菊水

23．青柳部分 24．菊水部分

25．彦根城博物館・神楽笛

26．神楽笛・平樺巻 27．神楽笛・セミ
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34．赤間神宮・青葉の笛と笛筒

32．須磨寺高麗笛・セミ 33．須磨寺高麗笛・樺巻下地

31．須磨寺高麗笛・全図

30．須磨寺の龍笛・セミ部分

29．龍笛部分図

28．須磨寺
厨子に収められた笛
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40．西巌殿寺・龍笛樺巻の下地

39．西巌殿寺・龍笛とセミ（上がア・下がイ）

38．西巌殿寺・高麗笛のセミと樺巻

37．西厳殿寺の高麗笛

35．赤間神宮・笛箱の裏 36．セミの拡大


