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横
笛
は
合
奏
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
横
笛
譜
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
延
喜
二

一
年
（
九
二
二
、
貞
保
親
王
に
よ
り
横
笛
の
勅
撰
譜
で
あ
る
「
新
撰
横
笛
譜
』
が
撰
述
さ
れ
た
。

延
喜
一
九
年
（
九
一
九
）
に
勅
命
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
中
世
に
快
書
と
な
り
序
文
の
み
現

存
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
存
在
は
『
博
雅
笛
譜
』
『
懐
中
譜
」
『
三
五
要
録
』
「
仁
智
要
録
』

『
文
机
談
』
な
ど
、
後
年
の
多
く
の
楽
書
や
楽
譜
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
貞
保
親
王
は
平

安
前
期
、
清
和
天
皇
を
父
に
、
藤
原
高
子
を
母
と
し
て
生
ま
れ
、
楽
に
優
れ
た
人
物
で
あ
り
、

『
源
氏
物
語
』
に
は
、
宴
遊
の
場
面
、
男
女
の
恋
愛
の
場
面
、
貴
族
の
た
し
な
み
と
し
て
披
露

さ
れ
る
場
面
、
ま
た
、
人
物
の
人
と
な
り
が
表
現
さ
れ
る
場
面
な
ど
、
そ
の
多
く
の
巻
で
音
楽

が
瀞
い
て
い
る
。
物
語
を
読
む
に
あ
た
り
「
管
絃
に
て
は
和
琴
、
琴
、
箏
、
琵
琶
と
横
笛
と
て
主

（
１
）
 

と
せ
る
」
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
様
々
な
音
色
は
物
語
に
華
を
添
え
て
い
る
。
し
か
し
、
立
口

だ
け
が
た
だ
装
飾
と
し
て
流
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
奏
で
ら
れ
る
音
と
し
て
の
み

な
ら
ず
、
物
語
の
重
要
な
テ
ー
マ
に
関
わ
る
の
が
、
横
笛
を
は
じ
め
と
す
る
楽
器
で
あ
り
音
楽

で
あ
る
。

物
語
に
登
場
す
る
楽
器
は
笛
、
笙
、
簸
簗
、
和
琴
、
箏
、
琴
、
琵
琶
、
笏
拍
子
な
ど
多
く
あ

る
が
、
巻
名
に
使
わ
れ
て
い
る
楽
器
は
唯
一
横
笛
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
は
横
笛
が
重
要
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
横
笛
に
よ
り
何
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。 は
じ
め
に

、
横
笛
の
重
要
性

「
源
氏
物
語
」
横
笛
の
相
伝

『
新
撰
横
笛
譜
」
以
外
に
も
「
南
宮
琵
琶
譜
』
を
撰
述
し
て
い
る
。
勅
に
よ
る
楽
譜
の
撰
述
は

こ
の
『
新
撰
横
笛
譜
』
か
ら
始
ま
っ
た
と
き
罪
、
当
時
か
ら
重
要
視
さ
れ
て
い
た
譜
で
あ
る
。

ま
た
、
す
で
に
一
一
一
つ
の
漢
詩
の
勅
撰
集
が
あ
り
、
延
喜
五
年
（
九
○
五
）
に
は
紀
貫
之
や
紀
友
則

ら
に
よ
っ
て
「
古
今
和
歌
集
』
が
成
っ
た
と
さ
れ
、
こ
の
横
笛
譜
は
詩
歌
管
絃
の
勅
撰
の
一
端

を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
数
あ
る
管
絃
打
楽
器
の
中
で
横
笛
が
選
ば
れ
て
い
る

こ
と
は
、
こ
の
楽
器
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
。
『
新
撰
横
笛
譜
』
の
序
文
に
は
「
夫
絃
寄
之
調
、

（
５
）
 

非
笛
不
整
（
夫
れ
絃
軒
の
調
は
、
笛
ト
ト
あ
ら
ざ
れ
ぱ
整
は
ず
）
。
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
当
時
、
横

笛
を
基
準
と
し
て
音
の
調
べ
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
横
笛
譜
が
勅
撰
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
理
由
も
こ
の
辺
り
に
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

そ
し
て
、
康
保
三
年
（
九
六
六
）
に
は
村
上
天
皇
の
勅
命
を
受
け
た
源
博
雅
に
よ
り
、
「
博
雅
笛

譜
」
（
正
称
『
新
撰
楽
譜
』
が
撰
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
譜
は
現
存
す
る
最
古
の
笛
譜
で
あ
る

が
、
し
か
し
そ
れ
も
五
十
曲
程
度
し
か
現
存
し
な
い
。
ま
た
、
そ
の
祓
文
に
は
『
新
撰
横
笛
譜
』

ほ
か
「
博
雅
笛
譜
」
以
前
に
存
在
し
た
多
く
の
笛
譜
を
参
照
し
て
撰
述
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
お
り
、
当
時
盛
ん
に
横
笛
譜
が
撰
述
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
源
博
雅
は
、
平
安
前
期
、

醍
醐
天
皇
皇
子
克
明
親
王
を
父
に
、
藤
原
時
平
女
を
母
と
し
て
生
ま
れ
、
彼
も
ま
た
優
れ
た
音

楽
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
類
稀
な
る
才
能
か
ら
音
楽
に
ま
つ
わ
る
逸
話
も
多
い
。

『
続
教
訓
抄
』
や
『
胡
琴
教
録
』
に
、
箪
箪
や
笙
は
「
付
物
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
す
る
記

述
が
見
ら
れ
、
平
安
時
代
初
期
に
撰
述
さ
れ
た
譜
の
多
く
が
横
笛
譜
で
あ
っ
た
こ
と
と
併
せ
て
、

横
笛
を
音
楽
の
基
本
と
す
る
考
え
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
横
笛
は
音
楽
的
に
も
重
要
な
楽

（
６
）
 

器
で
あ
っ
た
。

ま
た
管
楽
器
に
は
、
楽
器
を
演
奏
す
る
人
物
へ
の
制
限
が
あ
る
。
｜
横
笛
」
巻
、
｜
条
宮
を
訪

れ
た
夕
霧
に
落
葉
の
宮
の
母
、
御
息
所
は
、
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あ
る
横
笛
へ
は
、
各
々
思
う
こ
と
が
あ
っ
た
。

落
葉
の
宮
に
と
っ
て
こ
の
横
笛
は
、
ど
の
」

は
音
楽
へ
の
造
詣
が
深
い
人
物
で
あ
り
、
周
而

と
考
え
て
い
る
。
物
語
中
に
も
女
性
が
横
笛
を
演
奏
す
る
例
は
な
く
、
横
笛
は
男
性
の
象
徴
と

な
り
得
る
。
も
と
も
と
そ
の
横
笛
は
柏
木
が
譲
り
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
、
誰

か
に
貸
与
や
贈
与
す
る
こ
と
な
く
自
ら
の
も
と
に
置
い
て
い
た
。
横
笛
は
人
々
の
間
で
交
換
さ

（
３
）
 

れ
る
こ
と
な
く
、
個
人
の
所
有
物
、
同
時
に
個
人
の
象
徴
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

横
笛
は
音
楽
史
と
し
て
重
要
な
楽
器
で
あ
り
、
男
性
の
み
が
演
奏
し
個
人
の
象
徴
と
も
な
り

得
た
た
め
、
柏
木
の
遺
品
と
し
て
成
立
す
る
。
テ
ー
マ
に
関
わ
る
問
題
の
象
徴
と
し
て
不
足
は

な
い
こ
と
が
言
え
る
。

横
笛
は
巻
名
に
も
な
っ
て
お
り
重
要
な
存
在
で
あ
る
が
、
こ
の
楽
器
の
行
方
を
追
う
と
落
葉

の
宮
、
夕
霧
、
光
源
氏
、
そ
し
て
後
に
蕪
へ
と
た
ど
り
つ
き
、
柏
木
の
遺
品
と
し
て
扱
わ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
横
笛
は
楽
器
自
体
が
柏
木
を
象
徴
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
遺
品
で

と
、
夕
霧
に
柏
木
遺
愛
の
横
笛
を
贈
る
。
女
性
が
横
笛
を
演
奏
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
こ
の

ま
ま
一
条
宮
に
あ
る
と
楽
器
が
埋
も
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
な
ら
ば
男
性
で
あ
る
夕
霧
に
贈
り
、

演
奏
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
も
の
で
、
女
性
は
横
笛
の
正
統
な
伝
授
者
に
は
な
れ
な
い
の
で
あ

る
。
ま
た
、
夕
霧
も
横
笛
を
贈
ら
れ
た
後
、

生
に
埋
も
る
る
も
あ
は
れ
に
見
た
ま
ふ
る
劃

い
ぶ
か
し
う
は
べ
る

二
、
横
笛
に
よ
っ
て
伝
わ
る
血
縁

に
も
あ
ら
ず
、

こ
の
笛
の
わ
づ
ら
は
し
く
も
あ
る
か
な
、
人
の
心
と
ど
め
て
思
へ
り
し
物
の
行
く
べ
き
方

こ
れ
に
な
む
、
ま
こ
と
に
古
き
こ
と
も
伝
は
る
べ
く
聞
き
お
き
は
べ
り
し
を
、
汎
刑
割
創
週

女
の
御
伝
へ
は
か
ひ
な
き
を
｛

ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

、
周
囲
の
人
間
に
も
そ
う
評
価
さ
れ
て
い
た
。

、
御
先
駆
に
競
は
ん
声
な
む
、
よ
そ
な
が
ら
も

（
２
）
 

（
四
’
一
二
五
六
）

、

－、

四

六

、－〆

柏
木

彼
は
、 朱
雀
院
の
御
賀
の
試
楽
が
六
条
院
で
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
席
に
柏
木
は
不
可
欠
で
あ
る
と

人
々
は
考
え
て
お
り
、
そ
の
柏
木
が
生
前
肌
身
は
な
さ
ず
愛
用
し
て
い
た
横
笛
を
、
北
の
方
で

あ
る
落
葉
の
宮
が
聞
か
な
い
は
ず
は
な
い
。
落
葉
の
宮
に
と
っ
て
横
笛
は
、
和
琴
や
琵
琶
と
同

様
故
人
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
な
り
こ
そ
す
れ
、
そ
れ
以
上
の
意
味
は
も
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
横
笛
が
死
蔵
さ
れ
て
し
ま
う
の
を
悲
し
み
、
自
ら
の
も
と
に
通
う
夕
霧
に
贈
り
音

楽
を
奏
で
る
の
が
供
養
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

と
今
ひ
と
し
お
胸
の
迫
る
思
い
を
持
つ
。
し
か
し
そ
の
思
い
は
、
帰
邸
後
柏
木
が
夢
に
現
わ
れ

て
か
ら
一
変
す
る
。
こ
の
横
笛
を
伝
え
た
か
っ
た
の
は
あ
な
た
と
は
別
の
人
だ
っ
た
と
い
う
柏

木
の
歌
を
聞
き
、
横
笛
の
行
方
に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
、
蕪
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
に
思
い
当
た
る
の
で
あ
る
。
柏
木
の
心
残
り
を
察
し
た
夕
霧
は
故
人
の
供
養

を
し
、
横
笛
を
寺
へ
寄
進
す
る
こ
と
も
考
え
た
が
、
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
も
あ
っ
け
な
さ
過
ぎ

る
と
、
夢
に
現
わ
れ
た
霊
が
言
っ
て
い
た
横
笛
の
処
置
と
は
何
か
光
源
氏
の
も
と
を
訪
ね
る
。

そ
こ
で
蕪
の
父
は
柏
木
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
が
、
夕
霧
の
そ
の
判
断
は
正
し
か
っ
た
の
で

（『ｌ）

あ
る
。
夕
霧
の
な
か
で
柏
木
の
遺
口
印
の
横
笛
は
、
夢
の
前
後
で
故
人
を
偲
ぶ
品
か
ら
秘
密
を
解

く
鍵
へ
と
そ
の
役
割
が
変
化
す
る
。

一
方
光
源
氏
に
と
っ
て
こ
の
横
笛
は
、
蕪
と
柏
木
の
血
の
つ
な
が
り
を
示
す
象
徴
に
ほ
か
な

ら
な
か
っ
た
。
柏
木
が
現
わ
れ
た
と
い
う
夕
霧
の
夢
の
話
を
聞
き
、

夕
霧
に
と
っ
て
も
同
じ
程
度
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
御
息
所
か
ら
横
笛
を
贈
ら
れ
た

昔
を
し
の
ぶ
独
り
ご
と
は
、
さ
て
も
罪
ゆ
る
さ
れ
は
く
り
け
り
。
こ
れ
は
ま
ば
ゆ
く
な
む

（
四
－
三
五
七
）

衛
門
督
を
、
か
か
｝

し
か
る
べ
き
中
に
、

末
の
世
の
伝
へ
は
、
ま
た
い
づ
方
に
と
か
は
思
ひ
ま
が
へ
ん
、
さ
や
う
に
恩
ふ
な
り
け
ん

か
し
、

（
四
’
三
六
八
）

か
か
る
こ
と
の
を
り
も
ま
じ
ら
は
せ
ざ
ら
む
は
、

川
、
あ
や
し
と
か
た
ぶ
き
い
べ
き
こ
と

、
い
と
は
え
な
く
さ
う
ざ
う

な
れ
ば
、
（
四
’
二
七
三
）
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と
言
い
残
し
て
消
え
る
。
蕪
は
不
義
の
子
で
あ
る
た
め
具
体
的
に
名
前
を
告
げ
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
が
、
あ
る
い
は
夕
霧
な
ら
と
い
う
思
い
の
も
と
そ
の
夢
に
現
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
生

前
は
「
伝
へ
て
し
が
な
」
と
、
伝
え
た
い
相
手
が
具
体
的
に
は
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
夢
に
現

わ
れ
た
と
き
は
「
伝
へ
な
む
」
と
、
具
体
的
な
相
手
が
い
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
の
で
あ

（
夢
・
柏
木
に
と
っ
て
横
笛
は
、
楽
の
才
が
あ
る
貴
族
男
性
の
持
つ
由
緒
あ
る
楽
器
で
あ
っ
た
が
、

蕪
が
誕
生
し
た
後
は
、
蕪
に
伝
え
た
い
、
自
ら
と
蕪
を
結
ぶ
唯
一
の
も
の
に
変
化
し
た
の
で
あ

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
・

夢
に
現
わ
れ
た
柏
木
は
、

と
柏
木
の
望
み
に
す
ぐ
に
思
い
当
た
り
、
横
笛
を
預
か
る
。
藤
壷
と
通
じ
る
と
い
う
罪
を
犯
し
、

自
ら
の
子
を
父
桐
壺
帝
に
我
が
子
と
呼
ば
せ
た
そ
の
報
い
を
、
同
じ
形
で
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
事
実
を
横
笛
に
よ
っ
て
突
き
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
夕
霧
に

は
蕪
の
出
生
の
秘
密
は
漏
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
陽
成
院
や
故
式
部
卿
宮
の
名
前
を
出
し
、
あ
く

ま
で
柏
木
と
蕪
の
関
係
を
は
ぐ
ら
か
し
秘
密
を
守
ろ
う
と
す
る
。

当
の
柏
木
本
人
は
、
横
笛
に
対
し
ど
の
よ
う
な
思
い
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
条
宮

で
横
笛
を
贈
ら
れ
た
夕
霧
は
、
以
前
柏
木
が
言
っ
て
い
た
と
い
う
言
葉
を
思
い
出
す
。

柏
木
は
自
分
自
身
も
こ
の
笛
の
素
晴
ら
し
い
音
色
を
「
吹
き
通
」
せ
て
は
い
な
い
、
こ
れ
を
大

切
に
し
て
く
れ
る
人
が
い
る
な
ら
ぜ
ひ
そ
の
人
に
伝
え
た
い
と
、
名
器
は
名
手
に
吹
い
て
も
ら

い
た
い
と
望
ん
で
い
た
。
蕪
は
ま
だ
生
ま
れ
て
お
ら
ず
、
女
三
の
宮
と
も
出
会
う
前
の
思
い
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
名
器
を
手
に
し
た
貴
族
男
性
な
ら
ば
、
当
然
抱
く
楽
器
へ
の
思
い
と
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
思
い
は
や
が
て
変
化
す
る
。
自
分
の
横
笛
を
吹
く
夕
霧
の

る
。

（
９
）
 

さ
て
、
楽
の
相
伝
が
記
さ
れ
て
い
る
『
和
琴
血
脈
』
に
は
「
實
子
以
朱
引
之
、
弟
子
以
墨
列
引
之
」

笛
竹
に
吹
き
よ
る
風
の
こ
と
な
ら
ば
末
の
世
な
が
き
音
に
伝
へ
な
む

思
う
方
異
に
は
べ
り
き

（
四
’
三
六
○
）

が
音
の
限
り
は
え
吹
き
通
さ
ず
。
思
は
ん
人
に
い
か
で
伝
へ
て
し
が
な
」
と
、
を
り
を
り
聞

こ
え
ご
ち
た
ま
ひ
し
を
恩
ひ
出
で
た
ま
ふ
に
、

（
四
’
三
五
七
）

こ
れ
も
、
げ
に
、
世
と
と
も
に
身
に
添
へ
て
も
て
遊
び
つ
つ
、
「
み
づ
か
ら
も
さ
ら
に
こ
れ

二
月
に
な
り
匂
宮
が
初
瀬
詣
で
の
帰
途
、
八
の
官
邸
の
対
岸
に
あ
る
夕
霧
の
宇
治
の
別
邸
に
中

宿
り
を
し
た
。
燕
を
は
じ
め
若
い
者
た
ち
も
こ
ぞ
っ
て
迎
え
に
上
が
り
、
そ
こ
で
に
ぎ
や
か
な

管
絃
の
遊
び
と
な
る
。
匂
宮
た
ち
の
管
絃
の
宴
の
音
色
は
対
岸
の
八
の
宮
の
も
と
に
ま
で
届
き
、

昔
を
思
い
出
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
が
、
八
の
宮
は
そ
の
音
色
を
光
源
氏
の
横
笛
の
音
で
は
な
く
、

致
仕
の
大
臣
一
族
の
音
と
聞
い
て
い
る
。

と
あ
り
、
親
子
関
係
と
師
弟
関
係
が
意
識
し
て
書
き
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
楽
の

伝
授
に
お
い
て
、
親
子
関
係
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
楽
の
伝
授

に
伴
い
名
器
の
類
も
同
時
に
伝
授
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
課
。
所
持
し
て
い
た

名
器
を
自
ら
の
子
に
伝
え
る
こ
と
は
ご
く
自
然
の
当
然
の
行
為
で
あ
っ
た
。

落
葉
の
宮
の
も
と
に
あ
っ
た
横
笛
は
、
ま
ず
夕
霧
に
柏
木
の
遺
品
と
し
て
贈
ら
れ
る
。
女
の

も
と
で
埋
も
れ
さ
せ
る
の
は
忍
び
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
横
笛
は
夕
霧
の
も
と
で
も
う

一
つ
の
役
割
を
担
う
。
柏
木
が
夢
に
現
わ
れ
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
で
、
柏
木
の
子
孫
が
存
在
す
る

と
い
う
証
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
横
笛
の
所
在
を
、
そ
し
て
真
相
を
確
か
め
る
た
め
に
、
そ
の

き
っ
か
け
と
な
っ
た
横
笛
を
持
ち
夕
霧
は
光
源
氏
の
も
と
を
訪
ね
る
。
そ
し
て
光
源
氏
の
も
と

で
横
笛
は
楽
を
奏
で
る
だ
け
の
楽
器
で
は
な
く
、
血
縁
を
伝
え
る
唯
一
の
も
の
と
な
る
の
で
あ

る
。
光
源
氏
は
自
ら
の
名
誉
の
た
め
、
一
方
で
柏
木
の
名
誉
の
た
め
真
実
を
話
そ
う
と
し
な
い
。

あ
く
ま
で
真
相
を
隠
そ
う
と
す
る
光
源
氏
と
、
そ
の
よ
う
な
態
度
か
ら
真
実
を
確
信
す
る
夕
霧
、

一
つ
の
楽
器
と
い
う
思
わ
ぬ
存
在
が
柏
木
と
蕪
の
関
係
を
暴
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

横
笛
は
誰
の
も
の
で
あ
る
か
そ
れ
が
誰
の
も
と
に
あ
る
べ
き
な
の
か
、
柏
木
遺
愛
の
品
は
渡

る
べ
く
し
て
蕪
の
も
と
へ
渡
り
、
血
縁
を
表
わ
す
も
の
と
な
る
。

「
横
笛
」
巻
で
柏
木
の
横
笛
が
蕪
の
も
と
に
渡
ろ
う
と
し
て
か
ら
約
二
○
年
当
椎
本
」
巻
で
は
、

三
、
柏
木
の
音
を
継
ぐ
蕊

こ
と
ご
と
し
き
気
の
そ
ひ
た
る
は
、

な
ど
独
り
ご
ち
お
は
す
。

追
風
に
吹
き
来
る
響
き
を
間
き
た
ま
ふ
に
昔
の
こ
と
思
し
出
で
ら
れ
て
、
「
笛
を
い
と
を
か

し
う
も
吹
き
と
ほ
し
た
な
る
か
な
。
誰
な
ら
ん
。
昔
の
六
条
院
の
御
笛
の
音
聞
き
し
は
、

い
と
を
か
し
げ
に
愛
敬
づ
き
た
る
音
に
こ
そ
吹
き
た
ま
ひ
し
か
。
こ
れ
は
澄
み
の
ぼ
り
て
、

郵
仕
の
大
臣
の
御
族
の
笛
の
音
に
こ
そ
似
た
な

（
五
’
’
七
二

L-－ 
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て
い
る
と
聞
く
の
は
、
蕪
が
柏
木
の
横
笛
の
音
を
受
け
継
い
だ
こ
と
を
表
わ
し
、

秘
密
が
周
囲
に
漏
れ
て
い
た
こ
と
を
読
者
に
向
け
て
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

西
の
対
に
い
る
光
源
氏
が
、
東
の
対
に
い
る
柏
木
の
横
笛
の
音
を
聞
き
玉
璽
に
話
し
か
け
る

場
面
で
、
た
と
え
演
奏
者
の
姿
を
見
て
い
な
く
て
も
、
そ
の
音
色
が
誰
の
も
の
で
あ
る
か
聞
き

分
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

八
の
宮
は
聞
こ
え
て
き
た
横
笛
の
音
が
光
源
氏
一
族
の
も
の
で
は
な
く
、
致
仕
の
大
臣
一
族

の
も
の
で
あ
る
と
思
い
当
た
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
は
蕪
が
吹
い
て
い
る
横
笛
が
柏
木
遺
愛
の

横
笛
か
ど
う
か
は
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
蕪
が
横
笛
を
受
け
継
い
だ
こ
と
は
「
宿
木
」
巻
で
、
蕪

が
女
二
の
宮
を
迎
え
る
前
の
晩
、
藤
壷
の
藤
花
の
宴
に
お
い
て
蕪
が
演
奏
す
る
場
面
に
「
笛
は
、

か
の
夢
に
伝
へ
し
、
い
に
し
へ
の
形
見
の
を
」
と
初
め
て
描
か
れ
る
。
し
か
し
「
椎
本
」
巻
の
こ
の

（
脳
）

時
点
で
蕪
の
横
笛
、
少
な
く
と
も
垂
曰
色
は
柏
木
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
。
蕪
が
誕
生
し
た
時
す

で
に
横
笛
の
音
は
血
縁
と
と
も
に
受
け
継
が
れ
、
そ
の
存
在
を
証
明
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
八

の
宮
は
柏
木
と
も
女
三
の
宮
と
も
直
接
関
わ
り
合
い
が
な
く
、
蕪
の
出
生
の
秘
密
は
そ
の
存
在

す
ら
も
知
り
得
る
術
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
不
義
密
通
の
当
事
者
で
は
な
い
第
三
者

に
秘
密
が
漏
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
八
の
宮
が
蕪
の
笛
の
音
を
致
仕
の
大
臣
の
音
色
に
似

て
い
る
と
聞
く
の
は
、
蕪
が
柏
木
の
横
笛
の
音
を
受
け
継
い
だ
こ
と
を
表
わ
し
、
ま
た
、
蕪
の

夕
霧
の
別
邸
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
音
楽
で
あ
り
、
ひ
と
ま
ず
は
光
源
氏
一
族
の
も
の
か
と
思

う
。
し
か
し
、
六
条
院
で
聞
い
た
光
源
氏
と
そ
の
一
族
の
音
は
「
を
か
し
げ
に
愛
敬
づ
き
た
る
」

も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
聞
こ
え
て
く
る
笛
の
音
は
「
澄
み
の
ぼ
り
て
、
こ
と
ご
と
し
」
い
も
の
で

致
仕
の
大
臣
一
族
の
音
に
似
て
お
り
、
致
仕
の
大
臣
や
柏
木
の
も
の
に
似
た
横
笛
の
音
が
聞
こ

え
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
蕪
の
吹
く
横
笛
の
音
が
柏
木
の
吹
い
て
い
た
音
と
同
じ
響
き
を

も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
蕪
に
柏
木
の
血
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
蕪
が
血

（
Ⅱ
）
 

と
と
も
に
柏
木
の
立
口
を
受
け
継
い
だ
証
に
他
な
ら
な
い
。
八
の
宮
に
と
っ
て
横
笛
の
音
は
六
条

院
を
思
い
出
し
そ
の
繁
栄
を
懐
か
し
む
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
方
で
そ
の
音
色
は
柏
木
と
蕪
の

関
係
を
表
わ
し
て
い
た
。

笛
の
音
を
聞
い
て
そ
の
奏
者
に
思
い
当
た
る
と
い
う
例
は
、
「
騨
火
」
巻
に
も
登
場
し
て
い
た
。

東
の
対
の
方
に
、
お
も
し
ろ
き
笛
の
音
、
箏
に
吹
き
あ
は
せ
た
り
。
｜
中
将
の
、
例
の
、
あ

た
り
離
れ
ぬ
ど
ち
遊
ぶ
に
ぞ
あ
な
る
。
頭
中
将
に
こ
そ
あ
な
れ
。
い
と
わ
ざ
ど
も
吹
き
な

る
音
か
な
」

（
一
二
’
二
五
八
）

燕
が
誕
生
し
た
の
は
光
源
氏
の
子
と
し
て
で
あ
り
、
柏
木
は
そ
の
腕
に
我
が
子
を
抱
い
て
い

な
い
。
女
三
の
宮
が
出
家
し
た
と
知
り
危
篤
に
陥
っ
た
彼
は
、
蕪
の
姿
を
見
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
蕪
は
柏
木
の
音
を
受
け
継
い
で
い
る
。
直
接
横
笛

の
伝
授
を
受
け
て
い
な
い
、
ま
し
て
会
っ
て
す
ら
い
な
い
人
物
の
音
を
な
ぜ
受
け
継
ぐ
こ
と
が

で
き
た
の
か
。
そ
れ
は
蕪
が
柏
木
の
血
を
受
け
継
い
で
お
り
、
そ
の
血
縁
が
音
楽
を
も
伝
え
た

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
柏
木
と
同
じ
音
色
で
演
奏
す
る
蕪
は
柏
木
の
子
孫
と
し
て
の
血
縁
を

継
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
血
縁
を
表
わ
し
人
の
心
の
中
ま
で
表
現
し
て
し
ま
う
音
楽

は
、
決
し
て
表
面
化
し
て
は
な
ら
な
い
秘
密
を
そ
の
美
し
い
澄
ん
だ
音
色
に
の
せ
て
、
外
部
に

運
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

柏
木
は
夕
霧
の
夢
で
、
せ
め
て
子
孫
に
こ
の
横
笛
を
伝
え
た
い
と
強
く
願
っ
て
い
た
。
形
見

の
品
を
贈
る
こ
と
で
、
自
ら
と
蕪
と
の
関
係
を
証
明
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
自
ら

と
同
じ
音
色
で
そ
の
楽
器
を
奏
で
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
音
楽
の
継
承
は

（
川
）

血
縁
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
柏
木
の
子
で
あ
る
蕪
は
当
然

柏
木
と
同
じ
音
色
で
横
笛
の
音
を
奏
で
る
は
ず
で
あ
る
。
致
仕
の
大
臣
の
横
笛
の
音
を
柏
木
が

継
ぎ
、
柏
木
の
横
笛
の
音
を
蕪
が
継
ぐ
。
口
外
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
親
子
の
関
係
が
、
横
笛

に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
何
よ
り
も
確
か
な
絆
と
な
り

得
る
の
で
あ
る
。
柏
木
の
そ
の
切
実
な
願
い
は
叶
え
ら
れ
、
八
の
宮
と
い
う
第
三
者
の
耳
に
入

る
結
果
と
な
っ
た
。
血
縁
に
よ
り
相
伝
さ
れ
た
横
笛
の
系
譜
は
、
そ
の
音
が
外
に
流
れ
出
し
、

蕪
の
出
生
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

紫
式
部
は
、
あ
る
事
柄
が
音
楽
に
よ
っ
て
周
囲
の
人
間
に
気
付
か
れ
て
し
ま
う
と
い
う
音
楽

観
を
持
っ
て
い
た
。
『
紫
式
部
日
記
』
に
、

に
も
は
べ
り
け
れ
。
さ
る
は
、
あ
や
し
う
黒
み
す
す
け
た
る
曹
子
に
、
箏
の
琴
、
和
琴
、

し
ら
べ
な
が
ら
、
心
に
入
れ
て
、
「
雨
降
る
日
、
琴
柱
倒
せ
」
な
ど
も
い
ひ
は
べ
ら
ぬ
ま
ま

に
、
塵
つ
も
り
て
、
よ
せ
立
て
た
り
し
厨
子
と
柱
と
の
は
さ
ま
に
首
さ
し
入
れ
つ
つ
、
琵

琶
も
左
右
に
立
て
て
は
べ
り
。

（
Ｍ
）
 

（
『
紫
式
部
日
記
」
）

風
の
涼
し
き
夕
暮
、
聞
き
よ
か
ら
ぬ
ひ
と
り
琴
を
か
き
鳴
ら
し
て
は
、
「
刺
捌
劃
引
刈
凶
國
刻
。

と
、
ゆ
ゆ
し
く
な
ど
お
ぼ
え
は
ぺ
る
こ
そ
、
を
こ
に
も
あ
は
れ
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で
あ
っ
た
。
光
源
氏
に
と
っ
て
も
栄
華
を
極
め
る
こ
と
が
で
き
た
時
代
で
あ
る
。
世
話
を
し
て

い
た
故
六
条
御
息
所
の
娘
を
入
内
さ
せ
、
彼
女
は
そ
れ
ま
で
時
め
い
て
い
た
弘
徽
殿
女
御
を
抑

え
優
位
に
立
っ
て
い
く
。
や
が
て
中
宮
と
な
り
、
光
源
氏
の
権
力
は
磐
石
の
も
の
と
な
っ
た
。

冷
泉
帝
と
光
源
氏
、
親
子
で
聖
代
を
築
い
た
の
で
あ
る
。
や
が
て
藤
壺
が
崩
御
し
そ
の
四
十
九

と
響
き
、
自
分
の
弾
い
た
琴
の
音
に
よ
っ
て
心
の
中
が
見
透
か
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
と
嘆
き
、

（
脇
）

音
楽
が
人
間
の
感
情
を
表
わ
し
て
し
ま
う
と
考
筐
え
て
い
る
。
文
字
で
表
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と

を
、
音
楽
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
紫
式
部
は
、
八
の
宮
が
聞
い
た
横
笛
の
音
に
は

蕪
と
柏
木
の
関
係
が
秘
め
ら
れ
、
そ
の
音
の
中
に
真
実
を
込
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の

で
あ
る
。

ま
た
日
記
に
は
、
箏
の
琴
や
和
琴
、
琵
琶
を
部
屋
に
置
き
日
々
の
憂
鯵
を
慰
め
る
た
め
に
こ

れ
ら
を
掻
き
鳴
ら
し
て
い
る
様
子
も
書
か
れ
て
い
る
が
、
紫
式
部
は
箏
の
琴
が
得
意
で
あ
っ
た

こ
と
が
『
紫
式
部
集
』
の
「
『
箏
の
琴
し
ば
し
」
と
い
ひ
た
り
け
る
人
、
「
参
り
て
、
御
手
よ
り

得
む
」
と
あ
る
返
事
に
」
と
い
う
詞
書
か
ら
も
知
ら
れ
て
お
り
、
宮
中
に
仕
え
る
貴
族
女
性
は
教

養
と
し
て
箏
の
琴
が
演
奏
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
紫
式
部
の
そ
れ
は
抜
き
ん
出
て
お
り

同
僚
の
女
房
が
直
々
に
箏
の
伝
授
を
請
い
に
来
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
高
い
音
楽
教
養
、
識
見
、

才
能
を
持
ち
音
楽
の
造
詣
が
深
い
作
者
だ
か
ら
こ
そ
、
音
色
の
み
が
音
楽
で
は
な
い
と
い
う
音

楽
の
持
つ
可
能
性
に
気
付
き
、
物
語
の
中
に
取
り
入
れ
重
要
な
テ
ー
マ
を
託
す
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
う
一
人
、
冷
泉
帝
の
存
在
が
思
い
出
さ
れ
る
。
彼
は
光
源
氏
と
藤
壷
の
間
に
誕
生

し
た
子
で
あ
り
、
蕪
と
同
様
そ
の
出
生
に
秘
密
を
抱
え
て
い
る
。
冷
泉
帝
は
東
宮
時
代
は
不
遇

の
身
で
あ
り
な
が
ら
も
、
光
源
氏
が
明
石
よ
り
召
還
さ
れ
た
翌
年
、
光
源
氏
と
藤
壷
を
後
ろ
立

て
と
し
て
無
事
即
位
す
る
。
そ
の
時
代
は
、

四
、
秘
密
を
流
す
横
笛

と
思
し
、
私
ざ
ま
の
か
か
る
は
か
な
き
御
遊
び
も
め
づ
ら
し
き
筋
に
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、

Ⅷ
刮
利
剴
司
鋼
刎
利
鯏
馴
凹

（
一
一
’
三
九
二
）

さ
る
べ
き
節
会
ど
も
に
も
、
こ
の
御
時
よ
り
と
、
末
の
人
の
言
ひ
伝
ふ
べ
き
例
を
添
へ
む

議
に
思
う
が
、
こ
の
疑
問
が
夕
霧
の
中
に
解
決
さ
れ
ず
に
残
り
続
け
、
や
が
て
「
横
笛
」
巻
で

そ
の
真
相
に
た
ど
り
つ
く
の
で
あ
る
。

柏
木
は
蕪
を
抱
く
こ
と
な
く
亡
く
な
り
、
一
周
忌
に
夕
霧
の
夢
に
現
わ
れ
る
。
遺
愛
の
笛
を

自
ら
の
子
ど
も
以
外
の
人
物
が
持
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
異
議
を
唱
え
に
や
っ
て
き
た
の

他
に
秘
密
を
知
る
人
物
が
い
な
い
か
を
探
る
冷
泉
帝
で
あ
っ
た
が
、
僧
都
は
そ
れ
を
否
定
し

秘
密
は
守
ら
れ
る
。
光
源
氏
と
冷
泉
帝
の
親
子
関
係
は
第
三
者
に
は
漏
れ
ず
、
世
の
中
の
人
た

ち
に
と
っ
て
冷
泉
帝
は
故
桐
壷
院
の
第
十
皇
子
以
外
の
何
者
で
も
な
い
。
光
源
氏
と
藤
壷
の
不

義
密
通
と
そ
の
結
果
誕
生
し
た
子
の
存
在
を
知
る
の
は
当
事
者
た
ち
だ
け
で
あ
り
、
彼
ら
だ
け

が
抱
え
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
秘
密
は
冷
泉
帝
の
御
世
に
不
穏
な
影
を
落
と
す
こ
と
な
く
、
逆

に
親
子
の
関
係
を
深
め
、
治
世
の
基
盤
と
な
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
冷
泉
帝
の
出
生
の

秘
密
は
守
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
は
安
定
し
た
華
や
か
な
時
代
と
、
隠
さ
れ
た
親
子
の
絆
を
も
た

ら
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
蕪
は
柏
木
と
女
三
の
宮
の
間
に
生
ま
れ
た
子
で
あ
る
。
光
源
氏
に
密
通
を
知
ら
れ
心

労
の
あ
ま
り
こ
の
世
を
去
っ
た
柏
木
は
、
自
ら
の
子
へ
自
分
の
遺
愛
の
笛
を
贈
ろ
う
と
す
る
。

そ
の
橘
渡
し
と
な
る
の
が
夕
霧
で
あ
る
が
、
死
の
直
前
柏
木
は
夕
霧
に
光
源
氏
へ
の
取
り
な
し

を
頼
ん
で
い
る
。

日
が
過
ぎ
た
頃
、
冷
泉
帝
は
夜
居
の
僧
都
の
奏
上
に
よ
り
、
光
源
氏
が
本
当
の
父
親
だ
と
い
う

自
ら
の
出
生
の
秘
密
を
知
る
。

も
ち
ろ
ん
夕
霧
は
柏
木
の
密
通
を
知
ら
ず
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
託
さ
れ
る
の
か
不
思

は
く
ら
ぱ
、
御
耳
と
ど
め
て
、
よ
る
ｕ
訓
明
月
汎
剴
動
司
画
画
調

こ
の
勘
事
ゆ
る
さ
れ
た
ら
む
な
む
、
御
徳
に
は
べ
る
べ
き

い
か
な
る
識
言
な
ど
の
あ
り
け
る
に
か
と
、
こ
れ
な
む
こ
の
世
の
愁
へ
に
一

べ
け
れ
ば
、
諭
な
》
Ｚ
か
の
後
の
世
の
妨
げ
に
も
や
と
思
ひ
た
ま
ふ
る
を
、

ら
に
。
な
に
が
し
と
王
命
婦
と
よ
り
外
の
人
、
こ
の
こ
と
の
け
し
き
見
た
る
は
べ
ら
ず
。

。・・・・・」
（
二
’
四
五
二
）

「
…
…
ま
た
こ
の
こ
と
を
知
り
て
漏
ら
し
伝
ふ
る
た
１
 

こ
れ
な
む
こ
の
世
の
愁
へ
に
て
残
り
は
べ
る

ぐ
ひ
や
あ
ら
む
」
と
の
た
ま
は
す
。
「
さ

ふ
る
を
、
事
の
つ
い
で

。
亡
か
ら
む
後
に
も
、

（
四
－
三
一
六
）
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柏
木
遺
愛
の
品
で
あ
る
横
笛
が
落
葉
の
宮
、
夕
霧
、
光
源
氏
を
介
し
蕪
へ
と
伝
え
ら
れ
、
横

笛
と
い
う
楽
器
そ
の
も
の
が
柏
木
の
血
縁
を
告
げ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
そ
し
て
柏
木
の
横

笛
の
音
を
蕪
が
受
け
継
ぎ
、
血
縁
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
と
さ
れ
る
音
色
は
、
出
生
の
秘
密
を

抱
え
る
者
の
血
の
相
伝
を
も
明
ら
か
に
し
て
し
ま
っ
た
。
横
笛
が
そ
の
存
在
と
音
色
に
よ
っ
て

血
縁
を
伝
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
柏
木
と
蕪
の
関
係
が
隠
し
通
せ
な
か
っ
た
こ
と
を

横
笛
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

音
楽
は
耳
で
聞
き
享
受
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
源
氏
物
語
』
の
音
楽
は
目
で
読
み
享

受
し
た
時
に
も
音
が
流
れ
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
物
語
の
重
要
な
テ
ー
マ
に
関
わ
っ
て
い
る
。
物

語
に
お
い
て
間
接
的
で
は
あ
る
が
何
か
を
象
徴
し
、
表
現
し
、
指
し
示
し
て
お
り
、
音
楽
が
物

語
解
釈
の
重
要
な
一
役
を
担
っ
て
い
る
。
当
時
日
常
的
に
音
楽
が
奏
で
ら
れ
て
い
た
中
で
、
音

と
し
て
だ
け
で
な
く
楽
器
や
音
色
に
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
音
楽
と
い
う
意
味
の

幅
を
広
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
横
笛
は
そ
の
楽
器
自
体
に
柏
木
の
血
縁
が
託
さ
れ
、
そ

の
音
色
に
は
音
楽
の
相
伝
に
よ
る
血
縁
の
証
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
。
芸
術
が
装
飾
と
し
て
華
や

か
さ
を
添
え
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
鍵
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
多

く
の
才
能
を
も
ち
、
音
を
楽
し
む
と
い
う
当
然
の
特
徴
の
み
を
音
楽
に
求
め
な
か
っ
た
作
者
だ

か
ら
こ
そ
、
成
し
得
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
横
笛
は
管
楽
器
と
し
て
の
特
徴
か
ら
個
人
の
も

の
と
し
て
認
識
さ
れ
、
男
性
の
み
が
演
奏
し
、
文
化
や
教
養
と
し
て
扱
い
や
す
い
楽
器
で
あ
っ

た
。
加
え
て
、
勅
撰
譜
が
撰
述
さ
れ
そ
の
他
に
も
多
く
の
笛
譜
が
書
か
れ
る
な
ど
、
音
楽
史
の

視
点
か
ら
見
て
も
重
要
な
楽
器
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
横
笛
を
作
者
は
巧
み
に
使
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

だ
。
柏
木
の
詠
ず
る
歌
を
聞
き
、
夕
霧
は
抱
え
て
き
た
一
つ
の
疑
問
に
答
え
を
見
出
す
。
あ
の

時
感
じ
た
違
和
感
が
こ
こ
で
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
柏
木
と
蕪
の
親
子
関
係
に
他
な

ら
ず
、
子
孫
に
伝
え
た
い
と
願
っ
た
横
笛
は
、
奇
し
く
も
夕
霧
と
い
う
第
三
者
に
秘
密
を
漏
ら

し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
人
の
宮
が
聞
い
た
横
笛
の
音
は
柏
木
と
蕪
の
関
係
を
響
か
せ
て
い
た
。

外
見
が
似
て
い
る
な
ど
の
よ
う
な
視
覚
的
判
断
で
は
な
く
、
奏
で
る
音
と
い
う
聴
覚
的
判
断

に
よ
り
秘
密
が
流
れ
出
る
の
で
あ
る
。
二
人
の
不
義
の
子
の
決
定
的
な
違
い
は
、
横
笛
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

お
わ
り
に

蕪
は
血
縁
の
証
の
意
味
を
持
つ
横
笛
を
贈
ら
れ
、
し
か
し
そ
の
横
笛
に
よ
っ
て
秘
密
が
漏
れ

て
し
ま
っ
た
。
不
義
密
通
の
末
に
で
き
た
罪
の
子
の
問
題
は
、
光
源
氏
も
抱
え
る
も
の
で
あ
り

物
語
か
ら
外
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
横
笛
と
い
う
一

つ
の
楽
器
が
そ
の
テ
ー
マ
に
寄
り
添
う
よ
う
に
し
て
物
語
を
貫
い
て
い
る
の
で
あ
る
「
源
氏
物

語
」
の
横
笛
に
は
貴
族
男
性
の
教
養
、
華
や
か
さ
や
も
の
悲
し
さ
を
添
え
る
装
飾
的
役
割
だ
け

で
な
く
、
燕
の
出
生
の
秘
密
を
表
わ
す
な
ど
、
多
く
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
横
笛
は
物

語
の
重
要
な
テ
ー
マ
を
託
さ
れ
、
そ
の
根
幹
の
一
部
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）
山
田
孝
雄
「
源
氏
物
語
之
音
楽
』
（
宝
文
館
、
一
九
三
四
年
七
月
）

（
２
）
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
（
巻
数
１
頁
）
。

（
３
）
ま
た
、
利
沢
麻
美
氏
は
「
音
楽
ｌ
源
氏
物
語
に
お
け
る
横
笛
の
役
割
」
Ｓ
源
氏
物
語
研
究
集
成
』
十

一
、
二
○
○
二
年
三
月
）
の
な
か
で
「
横
笛
も
若
い
貴
公
子
た
ち
が
携
帯
し
て
演
奏
し
、
次
第
に
必
携

と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
徴
公
子
た
ち
の
象
徴
的
な
楽
器
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
」
と
さ
れ
て

い
る
。

（
４
）
遠
藤
徹
「
平
安
朝
に
撰
述
さ
れ
た
唐
楽
譜
序
説
三
『
日
本
社
会
の
史
的
構
造
古
代
・
中
世
』
一
九

九
七
年
五
月
）

（
５
）
識
み
下
し
は
、
福
島
和
夫
「
新
撰
横
笛
譜
序
文
並
び
に
貞
保
親
王
私
考
」
今
東
洋
音
楽
研
究
』
第

三
十
九
・
四
十
合
併
号
、
’
九
七
六
年
十
月
）
に
よ
る
。

（
６
）
（
４
）
に
同
じ
。

（
７
）
小
嶋
菜
温
子
氏
は
「
柏
木
の
笛
－
光
源
氏
主
題
の
継
承
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
『
む
ら
さ
き
』
第
二
三
輯
、

だ
い
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）
（
３
）
に
同
じ
。
ま
た
、
廣
田
牧
氏
は
「
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
音
楽
と
系
譜
」
（
『
源
氏
物
語
の
探

究
』
第
十
三
輯
、
’
九
八
八
年
七
月
）
の
な
か
で
、
横
笛
を
「
子
に
伝
え
た
い
と
い
う
柏
木
の
意
志
は

明
白
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）
『
続
群
替
類
従
』
第
拾
九
輯
管
絃
部
（
一
九
三
一
年
六
月
）

（
Ⅲ
）
三
苫
浩
輔
「
源
氏
物
語
の
音
楽
相
伝
」
（
『
沖
縄
国
際
大
学
文
学
部
紀
要
（
国
文
学
篇
）
』
一
六
’
一
、

九
八
六
年
七
月
）
の
な
か
で
「
六
条
院
で
故
人
に
生
き
う
つ
し
の
適
児
・
蕪
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、

『
末
の
世
』
を
託
す
べ
き
『
恩
は
ん
人
』
が
、
特
定
の
像
を
も
つ
『
恩
ふ
方
』
で
あ
っ
た
こ
と
に
し
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（
本
稿
は
、
二
○
○
六
年
度
卒
業
論
文
「
横
笛
に
表
わ
す
源
氏
物
語
」
を
縮
小
、
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
）

（
Ｍ
）
『
紫
式
部
日
記
』
本
文
の
引
用
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

（
旧
）
中
川
正
美
氏
は
『
源
氏
物
語
と
音
楽
』
（
和
泉
盤
院
、
一
九
九
一
年
十
二
月
）
の
な
か
で
「
心
中
思
惟

で
は
描
け
ず
、
会
話
で
も
地
の
文
で
も
綴
り
に
く
い
そ
れ
を
、
音
楽
を
用
い
て
綴
ろ
う
と
し
た
」
と

さ
れ
て
い
る
。

￣、グー、〆へ

１３１２１１ 
－〆、￣、￣九

年
四
月
）

（
皿
）
に
同
じ
。

高
橘
亨
「
横
笛
の
時
空
ｌ
源
氏
物
語
の
音
楽
と
そ
の
主
題
的
表
現
ｌ
」
（
『
源
氏
研
究
』
四
、
’
九
九

’
九
八
七
年
十
月
）

（
、
）
に
同
じ
。
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