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一
︑
は
じ
め
に

﹃
平
家
物
語
﹄
に
登
場
す
る
横
笛
と
滝
口
と
の
悲
恋
の
物
語
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
が
︑
覚
一
本
を
も
と
に
概
略
を
述
べ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
︒
重
盛
に

仕
え
る
武
士
で
あ
っ
た
滝
口
は
︑
横
笛
を
愛
す
る
が
父
に
反
対
さ
れ
る
︒
親
の

諫
め
に
背
け
ば
不
孝
に
な
り
︑
女
を
捨
て
れ
ば
契
っ
た
言
葉
も
嘘
に
な
る
と
悩

ん
だ
滝
口
は
出
家
す
る
︒
滝
口
の
出
家
を
聞
き
横
笛
は
往
生
院
を
訪
ね
る
が
︑

滝
口
は
横
笛
と
対
面
し
な
か
っ
た
︒
そ
の
後
横
笛
は
出
家
す
る
が
︑
思
い
が
つ

も
っ
て
死
ん
で
し
ま
う
︒
横
笛
に
つ
い
て
の
研
究
で
は
従
来
︑
語
り
本
は
横
笛

が
出
家
す
る
の
で
出
家
タ
イ
プ
︑
読
み
本
は
横
笛
が
入
水
す
る
の
で
入
水
タ
イ

プ
と
区
分
さ
れ
る
︒
出
家
と
入
水
と
い
う
結
末
に
よ
る
区
別
は
適
切
で
は
あ
る

が
︑
本
論
で
は
そ
れ
を
区
別
し
た
上
で
横
笛
の
一
つ
一
つ
の
言
動
︑
心
情
か
ら

横
笛
の
人
物
像
に
つ
い
て
よ
り
深
く
考
察
し
た
い
︒
ま
た
従
来
の
横
笛
の
研
究

で
は
主
に
覚
一
本
と
延
慶
本
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
︑
本
論
で
は
そ
れ

以
外
の
諸
本
も
取
り
上
げ
︑
諸
本
全
体
を
通
し
て
横
笛
像
を
考
え
る
こ
と
と
す

る
︒

二
︑
語
り
本
に
お
け
る
横
笛
の
特
徴

こ
こ
で
は
語
り
本
に
お
け
る
横
笛
の
人
物
像
を
捉
え
る
た
め
︑
覚
一
本
︑
高

野
本
︑
屋
代
本
︑
中
院
本
︑
両
足
院
本
︑
鎌
倉
本
︑
百
二
十
句
本
の
七
本
を
取

り
上
げ
て
︑
相
互
の
共
通
点
と
相
違
点
に
つ
い
て
考
え
︑
全
体
の
特
徴
を
ま
と

め
る
︒

語
り
本
諸
本
は
以
下
の
六
点
が
共
通
し
て
い
る
︒

①
横
笛
は
建
礼
門
院
の
雑
仕
で
あ
る
︒

②
横
笛
は
滝
口
の
出
家
を
伝
え
聞
い
て
恨
む
︒
横
笛
は
﹁
わ
れ
を
こ
そ
す
て
め
︑

さ
ま
を
さ
へ
か
へ
け
ん
事
の
う
ら
め
し
さ
よ
︒
た
と
ひ
世
を
ば
そ
む
く
と
も
︑
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な
ど
か
か
く
と
知
ら
せ
ざ
ら
ん
︒
人
こ
そ
心
つ
よ
く
と
も
︑
尋
ね
て
う
ら
み

ん
﹂
と
考
え
て
滝
口
の
元
を
訪
ね
る
︒
滝
口
は
黙
っ
て
出
家
し
た
た
め
︑
横
笛

は
滝
口
に
捨
て
ら
れ
た
と
考
え
︑
滝
口
を
恨
む
︒
ま
た
横
笛
は
出
家
を
知
ら
さ

れ
な
か
っ
た
こ
と
を
恨
ん
で
い
る
︒

③
横
笛
は
訪
ね
た
理
由
を
伝
え
な
い
︒
横
笛
は
具
し
て
き
た
女
に
﹁
わ
ら
は
こ

そ
是
ま
で
尋
ね
参
り
た
れ
﹂
と
言
わ
せ
る
だ
け
で
あ
り
︑
滝
口
は
横
笛
の
来
訪

の
理
由
を
知
ら
な
い
︒

④
滝
口
は
横
笛
に
出
家
の
理
由
︑
本
心
を
伝
え
な
い
︒
人
を
出
し
て
﹁
ま
っ
た

く
こ
れ
に
さ
る
人
な
し
︒
門
た
が
へ
で
ぞ
あ
る
ら
ん①
﹂
と
言
わ
せ
対
面
を
断
る
︒

⑤
和
歌
の
贈
答
が
あ
る
︒
横
笛
は
出
家
し
︑
そ
れ
を
聞
い
た
滝
口
は
横
笛
に
歌

を
贈
る
︒
そ
れ
に
対
し
横
笛
も
返
歌
を
す
る
︒

⑥
横
笛
は
思
い
が
つ
も
っ
て
死
ん
で
し
ま
う
︒

こ
こ
で
語
り
本
に
お
い
て
︑
唯
一
︑
二
人
が
人
を
介
さ
ず
に
気
持
ち
を
伝
え

合
う
和
歌
に
つ
い
て
考
え
る
︒

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

き
︵
滝
口
︶

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

ば②
︵
横
笛
︶

こ
の
二
人
の
和
歌
は
従
来
︑
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
︒
ま
ず
﹃
平
家
物
語

全
注
釈③
﹄
で
は
︑

Ⅰ
私
は
出
家
す
る
ま
で
は
憂
き
世
を
恨
み
も
し
ま
し
た
が
︑
あ
な
た
も
仏
道

に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
︑
ま
こ
と
に
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
︒

Ⅱ
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
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
︒

と
訳
さ
れ
る
︒﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成④
﹄︑﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系⑤
﹄
も
ほ
と

ん
ど
同
様
で
あ
る
︒
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系⑥
﹄
で
は
︑
恨
み
を
悲
し
み
と
解
釈

す
る
以
外
は
先
の
三
つ
と
同
様
で
あ
る
︒﹃
日
本
古
典
文
学
全
集⑦
﹄
で
は
︑

Ⅰ
あ
な
た
が
尼
に
な
る
ま
で
は
私
の
事
を
恨
ん
で
い
た
が
︑
そ
の
あ
な
た
も

仏
道
に
は
い
っ
た
と
聞
い
て
う
れ
し
い
︒

Ⅱ
尼
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
何
も
恨
む
こ
と
は
な
い
︒
と
て
も
引
き
と
め
る

事
の
で
き
る
よ
う
な
あ
な
た
の
決
心
で
は
な
い
か
ら
︒

と
訳
さ
れ
る
︒
い
ず
れ
も
滝
口
が
横
笛
の
出
家
を
喜
ん
で
い
る
こ
と
︑
横
笛
が

滝
口
が
契
機
で
出
家
し
た
と
い
う
こ
と
で
共
通
し
︑
横
笛
は
出
家
に
対
し
納
得

し
て
い
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
︒
﹃
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
が
他
と
は
異
な
り

﹁
そ
る
ま
で
は
う
ら
み
し
か
ど
も
﹂
の
主
語
が
横
笛
で
あ
る
︒﹁
あ
な
た
が
尼
に

な
る
ま
で
は
私
の
事
を
恨
ん
で
い
た
が
﹂
に
対
し
﹁
尼
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も

何
も
恨
む
事
は
な
い
﹂
と
解
釈
す
る
が
︑
そ
れ
な
ら
ば
︑
贈
歌
に
対
し
て
﹁
尼

に
な
っ
た
の
で
何
も
恨
む
こ
と
は
な
い
﹂
と
表
現
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
従
っ
て

﹃
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
の
解
釈
は
と
ら
ず
︑
他
の
解
釈
を
も
と
に
考
え
る
︒
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こ
の
和
歌
に
つ
い
て
小
野
美
典
氏
は
︑
覚
一
本
に
お
い
て
滝
口
と
横
笛
は
心

の
交
流
が
な
い
ま
ま
和
歌
の
応
酬
を
む
か
え
︑
和
歌
に
よ
り
心
の
接
点
を
持
っ

た
と
述
べ
る⑧
︒
だ
が
小
野
氏
自
身
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
こ
の
和
歌
の
贈
答
ま
で

二
人
に
は
会
話
が
全
く
な
い
︒
そ
う
し
た
二
人
が
和
歌
だ
け
で
互
い
の
気
持
ち

を
理
解
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
︒
滝
口
は
横
笛
の
出
家
を
聞
き
こ
の
和
歌
を
贈
る
︒

だ
が
滝
口
に
と
っ
て
横
笛
の
来
訪
の
理
由
︑
出
家
の
理
由
は
不
明
の
ま
ま
の
は

ず
で
あ
る
︒
和
歌
に
あ
る
﹁
う
れ
し
き
﹂
と
い
う
表
現
か
ら
横
笛
の
出
家
を
喜

ぶ
気
持
ち
が
分
か
る
が
︑
出
家
を
し
た
と
い
う
事
実
だ
け
か
ら
横
笛
が
救
わ
れ

た
と
思
い
喜
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

し
か
し
横
笛
に
と
っ
て
出
家
は
本
当
に
救
済
と
な
っ
た
の
か
疑
問
が
残
る
︒

和
歌
の
贈
答
後
︑
横
笛
は
思
い
が
つ
も
っ
て
死
ん
で
し
ま
う
︒
横
笛
は
滝
口
の

出
家
の
理
由
を
知
ら
な
い
ま
ま
な
の
で
︑
滝
口
に
捨
て
ら
れ
た
と
思
っ
て
い
る
︒

訪
ね
た
が
気
持
ち
を
伝
え
ら
れ
ず
︑
相
手
の
本
心
も
聞
け
な
い
ま
ま
追
い
返
さ

れ
た
横
笛
は
︑
納
得
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
納
得
で
き
な

い
気
持
ち
の
ま
ま
で
出
家
を
し
た
た
め
に
救
わ
れ
ず
︑
思
い
が
つ
も
っ
て
最
終

的
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
つ
ま
り
出
家
は
横
笛
に
と
っ

て
救
済
で
は
な
い
︒
滝
口
は
横
笛
の
出
家
を
喜
ぶ
が
︑
横
笛
に
と
っ
て
出
家
は

救
済
で
は
な
く
︑
喜
び
で
も
な
い
︒
和
歌
の
贈
答
で
は
二
人
は
心
の
接
点
を
持

つ
こ
と
は
で
き
て
お
ら
ず
︑
気
持
ち
に
は
ず
れ
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

次
に
︑
語
り
本
諸
本
間
の
相
違
点
を
見
て
ゆ
き
た
い
︒
高
野
本
︑
屋
代
本
︑

中
院
本
︑
両
足
院
本
︑
鎌
倉
本
は
覚
一
本
と
ほ
ぼ
同
様
な
の
で
︑
こ
こ
で
は
覚

一
本
と
百
二
十
句
本
と
を
比
較
す
る
︒

︿
覚
一
本
﹀

①
横
笛
は
滝
口
に
恨
み
の
気
持
ち
を
伝
え
な
い
︒
滝
口
の
元
を
訪
ね
た
横
笛
は
︑

自
分
の
来
訪
と
姿
を
見
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
し
か
伝
え
な
い
︒
滝
口
の
元

を
訪
れ
る
前
は
﹁
尋
ね
て
う
ら
み
ん⑨
﹂
と
考
え
て
い
た
が
恨
み
を
伝
え
な
い
の

で
あ
る
︒
そ
し
て
最
後
ま
で
本
心
を
伝
え
ず
に
帰
っ
て
い
く
︒
こ
こ
か
ら
は
横

笛
の
弱
さ
が
窺
わ
れ
る
︒
そ
れ
は
対
面
を
断
ら
れ
た
後
﹁
情
な
う
う
ら
め
し
け

れ
ど
も
︑
力
な
う
涙
を
押
さ
へ
て
帰
り
け
り
﹂
と
何
も
で
き
ず
に
帰
る
こ
と
か

ら
も
分
か
る
︒
和
歌
の
贈
答
の
際
も
︑
先
に
見
た
よ
う
に
二
人
の
気
持
ち
は
す

れ
違
っ
て
い
る
︒
滝
口
と
横
笛
は
互
い
の
気
持
ち
が
全
く
分
か
ら
な
い
ま
ま
︑

ず
れ
た
ま
ま
終
わ
っ
て
い
る
︒

覚
一
本
の
横
笛
は
︑
滝
口
に
本
心
を
言
え
ず
す
れ
違
っ
た
ま
ま
思
い
を
募
ら

せ
て
死
ん
で
い
っ
た
弱
く
悲
し
い
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

﹁
わ
れ
を
こ
そ
す
て
め
︑
様
を
さ
へ
か
へ
け
ん
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
ん
︒
人
こ
そ
心
強
く
と
も
︑

尋
ね
て
う
ら
み
ん
﹂︑﹁
横
笛
情
な
う
う
ら
め
し
け
れ
ど
も
﹂
か
ら
は
恨
み
の
気

持
ち
も
伝
わ
る
が
︑
横
笛
は
恨
み
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
て
お
ら
ず
恨
み
が
強

い
女
性
と
い
う
よ
り
は
気
持
ち
を
伝
え
ら
れ
な
い
弱
い
女
性
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
︒
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︿
百
二
十
句
本
﹀

①
横
笛
の
出
自
と
美
し
さ
が
描
か
れ
る
︒
出
自
は
﹁
も
と
は
江
口
の
長
者
が
娘

な
り⑩
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
﹁
入
道
こ
れ
を
見
給
ふ
に
︑
み
め
か
た
ち
優
な
り
け
れ

ば
︑
中
宮
の
雑
仕
に
召
さ
る
る
︒
か
か
る
わ
り
な
き
美
人
な
れ
ば
︑
横
笛
十
四
︑

滝
口
十
五
と
申
す
年
よ
り
︑
浅
か
ら
ず
思
ひ
そ
め
て
ぞ
か
よ
ひ
け
る
﹂
と
他
の

語
り
本
に
は
な
い
美
し
さ
が
描
か
れ
る
︒

②
横
笛
は
恨
み
の
気
持
ち
を
伝
え
る
︒
具
し
て
き
た
女
に
﹁
わ
ら
は
こ
そ
︑
こ

れ
ま
で
訪
ね
ま
ゐ
り
た
れ
﹂
と
言
わ
せ
る
の
は
他
の
語
り
本
と
同
様
だ
が
︑
滝

口
に
対
面
を
断
ら
れ
た
後
が
異
な
る
︒
対
面
を
断
ら
れ
た
後
︑﹁
う
ら
め
し
や
︒

発
心
を
さ
ま
た
げ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
に
は
あ
ら
ず
︒
と
も
に
閼
伽
の
水
を
む
す

び
あ
げ
て
︑
ひ
と
つ
蓮
の
縁
と
な
ら
ん
と
こ
そ
の
ぞ
み
し
に
︑
夫
の
心
は
川
の

瀬
の
︑
刹
那
に
変
る
な
ら
ひ
か
や
︒
女
の
心
は
池
の
水
の
積
り
て
も
の
を
思
ふ

な
る
も
︑
い
ま
こ
そ
思
ひ
知
ら
れ
け
れ
﹂
と
︑
横
笛
は
自
分
の
望
み
︑
滝
口
の

心
変
わ
り
と
女
の
悲
し
さ
と
に
対
す
る
恨
み
を
伝
え
︑
最
初
の
﹁
た
づ
ね
て
︑

い
ま
は
恨
み
ん
﹂
と
い
う
思
い
を
果
た
し
て
い
る
︒
だ
が
横
笛
の
思
い
に
滝
口

は
何
も
答
え
ず
︑
本
心
を
伝
え
な
い
︒
結
局
二
人
の
気
持
ち
は
通
わ
な
い
ま
ま

で
あ
る
︒
最
後
に
滝
口
に
恨
み
の
気
持
ち
を
伝
え
る
横
笛
は
弱
い
女
性
と
い
う

よ
り
は
恨
み
の
強
い
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
百
二
十
句
本
の
横
笛
像
に

は
覚
一
本
の
横
笛
に
美
し
さ
と
恨
み
の
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
︒

以
上
の
よ
う
に
語
り
本
全
体
と
し
て
は
百
二
十
句
本
を
除
い
て
横
笛
の
描
か

れ
方
に
大
き
な
違
い
は
な
い
︒
横
笛
と
滝
口
は
互
い
に
本
心
を
伝
え
ず
す
れ
違

っ
て
お
り
︑
出
家
し
て
も
救
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
一
致
す
る
︒
ま
た
百
二

十
句
本
の
よ
う
に
恨
み
を
伝
え
て
も
結
局
は
何
も
変
わ
ら
な
い
︒
語
り
本
の
横

笛
は
︑
滝
口
に
本
心
を
伝
え
ら
れ
ず
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
︑
或
い
は
︑
伝
え
て

も
事
態
を
変
え
ら
れ
な
か
っ
た
弱
い
女
性
︑
す
れ
違
っ
た
ま
ま
死
ん
で
し
ま
う

悲
し
い
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

さ
ら
に
︑
こ
こ
で
語
り
本
に
共
通
す
る
出
家
に
つ
い
て
考
え
た
い
︒
横
笛
の

出
家
に
つ
い
て
十
代
田
由
美
氏
は
︑
滝
口
と
同
じ
道
を
歩
み
た
い
と
願
っ
た
上

で
の
行
為
で
︑
あ
わ
れ
で
あ
る
が
︑
先
に
希
望
の
光
は
見
え
る
と
述
べ
る⑪
︒
し

か
し
先
述
し
た
よ
う
に
横
笛
は
滝
口
の
出
家
の
理
由
を
知
ら
ず
滝
口
に
捨
て
ら

れ
た
と
思
っ
て
い
る
︒
訪
ね
た
が
気
持
ち
を
伝
え
ら
れ
ず
︑
相
手
の
本
心
も
聞

け
な
い
ま
ま
追
い
返
さ
れ
た
横
笛
は
納
得
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
う

し
た
気
持
ち
の
ま
ま
で
出
家
を
し
た
横
笛
に
希
望
の
光
は
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
︒
横
笛
に
と
っ
て
出
家
は
救
済
で
は
な
く
︑
横
笛
は
救
わ
れ
な
い
哀
れ
な

女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
る
︒

三
︑
読
み
本
に
お
け
る
横
笛
の
特
徴

こ
こ
で
は
読
み
本
に
お
け
る
横
笛
の
人
物
像
を
捉
え
る
た
め
︑
長
門
本
︑
南

都
異
本
︑
源
平
盛
衰
記
︑
延
慶
本
の
四
本
を
取
り
上
げ
︑
相
互
の
共
通
点
と
相

違
点
に
つ
い
て
考
え
︑
全
体
の
特
徴
を
ま
と
め
る
︒
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読
み
本
諸
本
は
以
下
の
七
点
が
共
通
し
て
い
る
︒

①
建
礼
門
院
の
雑
仕
で
あ
る
︒
半
者
︑
半
物
︑
曹
仕
︑
美
女
と
表
記
は
諸
本
で

異
な
る
が
︑
同
義
で
あ
る
︒

②
滝
口
は
横
笛
に
何
も
言
わ
ず
に
出
家
す
る
︒

③
滝
口
の
出
家
を
知
り
横
笛
は
滝
口
の
元
を
訪
ね
る
︒

④
横
笛
は
自
分
の
言
葉
で
滝
口
に
気
持
ち
を
伝
え
る
︒
具
し
た
る
女
は
登
場
し

な
い
︒

⑤
返
事
を
し
な
い
滝
口
に
対
し
︑
横
笛
は
恨
み
の
気
持
ち
を
伝
え
る
︒

⑥
滝
口
と
横
笛
が
対
面
す
る
こ
と
は
な
い
︒

⑦
横
笛
は
川
へ
と
身
を
投
げ
て
死
ん
で
し
ま
う
︒

次
に
︑
読
み
本
諸
本
間
の
相
違
点
を
見
て
ゆ
き
た
い
︒
諸
本
の
︑
他
と
異
な

る
点
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

︿
長
門
本
﹀

①
横
笛
の
出
自
と
美
し
さ
が
描
か
れ
る
︒
出
自
は
﹁
神
崎
の
君
の
長
者
の
侍
従

が
娘
也⑫
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
﹁
み
め
か
た
ち
は
け
う
ら
ん
に
し
て
︑
姿
は
春
の
花
︑

顔
は
秋
の
月
︑
翡
翠
の
か
ん
ざ
し
も
な
が
け
れ
ば
︑
せ
い
た
い
が
た
て
板
に
水

を
流
せ
る
が
こ
と
く
み
ゆ
︑
肌
も
白
け
れ
ば
︑
王
昭
君
に
も
こ
と
な
ら
ず
﹂
と

あ
り
︑
美
し
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒

②
扇
に
書
か
れ
た
滝
口
の
歌
を
見
て
出
家
を
知
る
︒
横
笛
は
他
の
諸
本
で
は
滝

口
の
出
家
を
伝
え
聞
い
て
知
る
が
︑
長
門
本
で
は
扇
に
書
か
れ
た
﹁
そ
る
ま
で

も
頼
し
も
の
を
あ
づ
さ
ゆ
み
誠
の
道
に
入
ぞ
う
れ
し
き
﹂
と
い
う
滝
口
の
歌
を

見
て
出
家
を
知
る
︒
滝
口
が
来
な
く
な
っ
た
こ
と
を
悲
し
み
︑
滝
口
が
年
頃
親

し
ん
で
い
た
三
条
で
滝
口
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
︑
扇
が
投
げ
出
さ
れ
る
︒
そ
の

扇
に
は
前
掲
の
和
歌
が
書
か
れ
て
お
り
︑
そ
こ
で
滝
口
の
出
家
を
知
る
︒
こ
こ

か
ら
出
家
を
喜
ぶ
滝
口
の
思
い
を
横
笛
は
一
応
知
る
こ
と
に
な
る
が
︑
滝
口
の

出
家
の
理
由
は
不
明
な
ま
ま
で
あ
り
横
笛
は
滝
口
に
捨
て
ら
れ
た
と
思
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
︒

③
横
笛
の
思
い
は
菩
薩
に
届
く
︒
滝
口
の
元
を
訪
ね
る
途
中
で
︑
横
笛
は
法
輪

寺
の
虚
空
蔵
菩
薩
の
前
で
﹁
虚
空
蔵
菩
薩
は
衆
生
の
願
を
み
て
給
ふ
ぼ
さ
つ
な

り
︑
今
生
に
て
あ
か
で
別
れ
し
つ
ま
を
︑
今
一
度
逢
せ
て
た
ば
せ
給
へ
﹂
と
祈

念
す
る
︒
す
る
と
﹁
虚
空
蔵
ぼ
さ
つ
も
哀
と
か
覚
し
け
ん
︑
風
は
吹
ね
ど
も
御

戸
を
さ
つ
と
開
き
︑
い
う
な
る
御
声
に
て
︑
汝
が
夫
妻マ

ゝ

は
是
よ
り
北
の
谷
に
︑

柴
の
庵
を
結
び
て
あ
る
也
︑
此
世
の
対
面
う
す
か
る
べ
し
と
て
︑
御
戸
は
を
さ

ま
り
ぬ
﹂
と
あ
り
横
笛
の
願
い
が
菩
薩
に
届
い
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
横
笛
の
滝

口
へ
の
強
い
思
い
が
分
か
る
︒

④
滝
口
は
一
度
も
返
事
を
し
な
い
︒
庵
室
を
訪
ね
た
横
笛
は
﹁
今
更
か
な
し
く

涙
も
か
き
あ
へ
ず
︑
や
ゝ
久
し
く
有
て
︑
御
行
衛
を
知
ら
せ
給
は
ぬ
事
は
︑
い

か
な
る
御
こ
ゝ
ろ
づ
よ
さ
と
や
︑
虎
伏
す
の
べ
蓬
が
杣
な
り
と
も
︑
お
く
れ
じ

と
契
り
給
ひ
し
事
は
︑
さ
な
が
ら
偽
に
て
あ
り
け
る
も
の
を
︑
さ
れ
ど
も
昔
の

よ
し
み
忘
れ
が
た
く
て
︑
是
ま
で
尋
ね
参
り
た
り
︑
一
蓮
の
身
と
も
な
ら
ん
﹂
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と
泣
き
な
が
ら
伝
え
︑
滝
口
は
動
揺
す
る
が
返
事
は
し
な
い
︒
さ
ら
に
横
笛
は

﹁
心
を
し
る
べ
に
て
是
迄
尋
来
り
た
る
か
ひ
も
な
く
︑
と
ぢ
籠
り
給
へ
る
御
心

強
さ
よ
︑
せ
め
て
は
今
一
度
御
声
な
り
と
も
聞
さ
せ
給
へ
や
﹂
と
伝
え
る
が
滝

口
は
答
え
な
い
︒
そ
し
て
横
笛
は
﹁
時
雨
に
そ
む
る
松
だ
に
も
︑
か
は
ら
ぬ
色

は
あ
る
も
の
を
︑
後
の
世
ま
で
と
契
り
し
に
︑
早
く
も
か
は
る
心
か
な
﹂
と
泣

き
な
が
ら
帰
っ
て
い
く
︒
必
死
に
気
持
ち
を
訴
え
た
が
出
家
の
理
由
を
聞
く
こ

と
は
で
き
ず
心
変
わ
り
を
し
た
と
思
っ
て
お
り
︑
横
笛
の
悲
し
さ
が
分
か
る
︒

⑤
絶
望
︑
親
へ
の
気
遣
い
が
描
か
れ
る
︒
入
水
の
様
子
は
﹁
か
ゝ
る
う
き
世
に

存
へ
て
︑
何
に
か
は
せ
ん
と
思
ふ
に
︑
た
ゝ
し
思
お
く
事
と
て
は
都
に
老
た
る

親
一
人
︑
そ
れ
も
仏
道
な
る
な
ら
ば
︑
な
ど
か
迎
へ
取
ざ
ら
ん
と
思
ひ
て
︑
さ

つ
た
王
子
の
う
へ
た
る
虎
に
身
を
投
げ
︑
生
年
十
七
と
申
に
︑
底
の
み
く
づ
と

な
り
に
け
り
﹂
と
あ
る
︒﹁
か
ゝ
る
う
き
世
に
存
へ
て
︑
何
に
か
は
せ
ん
﹂
か

ら
は
横
笛
の
絶
望
が
分
か
る
︒
ま
た
死
ぬ
前
に
親
を
気
遣
う
優
し
さ
も
み
え
る
︒

李
鮮
瑛
氏
は
横
笛
の
入
水
に
つ
い
て
成
仏
後
の
還
来
穢
土
の
本
願
と
い
う
仏

教
的
孝
養
観
が
明
確
で
入
水
往
生
へ
の
意
志
が
あ
る
と
指
摘
し
︑
入
水
は
出
家

の
代
わ
り
と
な
る
も
の
だ
っ
た
と
述
べ
る⑬
︒
ま
た
横
笛
が
出
家
も
せ
ず
に
入
水

往
生
を
信
じ
た
背
景
と
し
て
滝
口
の
葬
送
を
挙
げ
る⑭
︒

確
か
に
滝
口
は
横
笛
の
葬
送
を
す
る
が
︑
横
笛
は
本
当
に
入
水
往
生
を
信
じ

て
お
り
︑
往
生
を
望
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
今
ま
で
の
横
笛
を
振
り
返
る
と
︑

菩
薩
に
届
く
程
の
強
い
思
い
を
持
ち
必
死
に
訴
え
る
が
滝
口
に
は
届
か
な
い
︒

和
歌
に
よ
り
滝
口
の
気
持
ち
を
知
る
が
︑
一
方
的
に
出
家
を
喜
ぶ
気
持
ち
を
知

っ
た
だ
け
で
出
家
の
理
由
を
知
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
滝
口
に
捨
て
ら
れ
た
と
思

っ
て
い
る
︒
そ
し
て
入
水
直
前
の
﹁
か
ゝ
る
う
き
世
に
存
へ
て
︑
何
に
か
は
せ

ん
﹂
と
い
う
言
葉
に
は
先
述
し
た
よ
う
に
こ
の
世
へ
の
横
笛
の
絶
望
が
表
れ
て

い
る
︒
ま
た
こ
の
世
で
気
に
掛
か
る
の
は
親
の
こ
と
だ
け
と
あ
り
︑
横
笛
は
自

分
の
こ
と
は
も
は
や
気
に
し
て
い
な
い
︒
こ
の
横
笛
の
様
子
か
ら
は
希
望
を
持

つ
様
子
は
窺
え
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
横
笛
が
入
水
往
生
を
信
じ
て
い
た
と
は
思

え
ず
︑
横
笛
の
入
水
は
絶
望
と
悲
し
み
に
よ
る
も
の
で
︑
入
水
に
希
望
を
持
っ

て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
︒
こ
の
よ
う
に
世
の
中
に
絶
望
し
て
入
水
す
る
の
で

長
門
本
の
横
笛
は
悲
し
み
の
側
面
が
特
に
強
く
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

︿
南
都
異
本
﹀

①
滝
口
の
気
持
ち
を
全
く
知
ら
な
い
︒
横
笛
は
出
家
を
聞
き
滝
口
の
元
を
訪
ね

る
︒
訪
ね
た
後
の
様
子
は
長
門
本
の
④
と
ほ
ぼ
同
様
で
︑
横
笛
が
ど
ん
な
に
訴

え
て
も
滝
口
は
返
事
も
対
面
も
せ
ず
横
笛
は
捨
て
ら
れ
た
と
思
っ
た
ま
ま
帰
る
︒

長
門
本
で
は
和
歌
に
よ
り
一
方
的
に
滝
口
の
出
家
に
対
す
る
喜
び
を
知
る
が
︑

南
都
異
本
で
は
滝
口
の
気
持
ち
を
全
く
知
ら
な
い
︒

②
入
水
に
希
望
を
持
つ
︒
憂
き
世
に
い
て
も
滝
口
と
の
対
面
は
叶
わ
な
い
と
悲

し
ん
だ
横
笛
は
﹁
南
無
西
方
極
楽
世
界
阿
弥
陀
如
来
本
願
誤
タ
ズ
飽
カ
デ
別
ル

夫
婦
ノ
中
ラ
イ
ト
一
蓮
身
ト
成
タ
マ
ヘ⑮
﹂
と
言
っ
て
入
水
す
る
︒
こ
こ
か
ら
横

笛
は
入
水
に
願
い
を
託
し
て
お
り
入
水
に
希
望
を
持
つ
様
子
が
分
か
る
︒
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南
都
異
本
の
横
笛
は
滝
口
の
気
持
ち
を
全
く
知
ら
な
い
ま
ま
で
あ
り
︑
強
く

訴
え
て
も
気
持
ち
は
届
か
な
い
︒
し
か
し
長
門
本
の
よ
う
に
絶
望
し
て
死
ぬ
の

で
は
な
く
︑
入
水
に
願
い
を
託
し
て
お
り
︑
悲
し
さ
の
中
に
も
来
世
に
希
望
を

持
つ
女
性
と
し
て
描
か
れ
る
︒

︿
源
平
盛
衰
記
﹀

①
出
自
と
美
し
さ
が
描
か
れ
る
︒﹁
二
人
の
半
物
あ
り
︒
横
笛
・
刈
萱
と
ぞ
い

ひ
け
る
︒
共
に
み
め
形
類
ひ
な
く
︑
心
の
色
も
情
あ
り
︒
⁝
横
笛
と
い
ふ
は
︑

本
は
神
崎
の
遊
君
︑
長
者
の
娘
な
り
︒
大
方
も
無
双
の
能
者
︑
今
様
朗
詠
は
所

の
風
俗
な
れ
ば
言
ふ
に
及
ば
ず
︑
琴
・
琵
琶
の
上
手
︑
歌
道
の
方
に
も
勝
れ
た

り⑯
﹂
と
あ
り
︑
出
自
は
長
門
本
と
同
じ
で
あ
る
︒﹁
み
め
形
類
ひ
な
く
﹂
か
ら

美
し
さ
が
分
か
る
が
︑
も
う
一
人
の
女
性
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
美
し
さ
は

さ
ほ
ど
強
調
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
れ
よ
り
横
笛
の
美
貌
以
外
の
才
能
が
詳
し
く

描
か
れ
る
︒

②
滝
口
の
出
家
を
知
る
前
の
嘆
き
が
描
か
れ
る
︒
出
家
を
知
っ
た
後
の
横
笛
の

嘆
き
は
他
の
諸
本
に
も
描
か
れ
る
が
︑
源
平
盛
衰
記
で
は
出
家
を
知
る
前
の
嘆

き
も
描
か
れ
る
︒
﹁
日
頃
月
頃
経
け
れ
ど
も
︑
夫
も
見
え
ず
音
信
も
な
し
︒
た

だ
仮
初
の
契
り
か
や
︒
移
れ
ば
変
る
心
か
と
︑
独
り
思
ひ
に
焦
れ
け
り
︒
縦
ひ

我
が
許
へ
こ
そ
通
は
ず
と
も
︑
本
所
の
衆
に
て
侍
る
に
︑
出
仕
の
止
る
べ
き
事

は
な
し
と
︑
昼
は
終
日
に
思
ひ
暮
し
︑
夜
は
八
声
の
鳥
と
鳴
き
明
す
︒
心
は

日
々
に
駿
河
な
る
富
士
の
高
峰
と
焦
る
け
れ
ど
も
︑
煙
た
た
ね
ば
人
と
は
ず
︒

さ
り
と
て
人
に
知
ら
れ
ね
ば
︑
語
り
て
慰
む
方
も
な
し
︒
呉
竹
の
夜
ご
と
に
物

が
思
は
れ
て
︑
音
の
み
泣
か
れ
て
琴
の
音
の
︑
伊
勢
国
鈴
鹿
の
山
の
心
し
て
︑

何
と
な
る
べ
き
我
が
身
や
ら
ん
と
︑
朝
夕
嘆
き
け
る
こ
そ
哀
れ
な
れ
﹂
と
横
笛

の
孤
独
︑
嘆
き
が
描
か
れ
︑
滝
口
に
対
す
る
思
い
が
分
か
る
︒

③
出
家
を
自
分
の
た
め
と
考
え
る
︒
滝
口
の
出
家
を
聞
い
た
横
笛
は
﹁
我
ゆ
え

様
を
替
へ
け
ん
事
の
無
慙
さ
よ
︒
世
を
背
き
︑
深
き
山
に
籠
る
と
も
︑
な
ど
か

は
か
く
と
知
ら
せ
ざ
る
︒
夜
か
れ
日
か
れ
を
だ
に
も
嘆
き
し
に
︑
絶
え
ぬ
る
仲

こ
そ
悲
し
け
れ
︒
人
こ
そ
心
強
く
と
も
︑
尋
ね
て
恨
み
ん
﹂
と
考
え
る
︒
横
笛

は
滝
口
の
出
家
の
理
由
を
知
ら
な
い
の
だ
が
自
分
の
た
め
だ
と
考
え
る
︒

④
仏
の
前
で
祈
る
︒
滝
口
の
元
を
訪
ね
る
途
中
︑
横
笛
は
法
輪
寺
で
﹁
南
無
帰

命
頂
礼
大
聖
虚
空
蔵
菩
薩
︑
あ
か
で
別
れ
し
滝
口
に
︑
今
一
度
﹂
と
祈
る
︒
こ

こ
か
ら
は
滝
口
へ
の
思
い
が
分
か
る
が
︑
菩
薩
は
長
門
本
の
よ
う
に
滝
口
の
場

所
を
教
え
る
こ
と
は
な
い
︒

⑤
滝
口
の
本
心
を
知
る
︒
横
笛
が
庵
室
に
着
く
と
滝
口
は
法
華
経
の
提
婆
品
を

読
ん
で
い
る
︒
そ
し
て
横
笛
に
気
付
か
な
い
ま
ま
︑﹁
我
が
親
世
に
あ
り
し
か

ば
︑
何
不
足
と
も
思
は
ざ
り
し
か
ど
も
︑
横
笛
が
事
に
心
に
叶
は
ぬ
憂
き
世
の

中
も
思
ひ
知
ら
れ
て
︑
様
を
変
へ
︑
か
く
行
な
ひ
て
候
へ
ば
︑
悲
し
き
女
は
還

つ
て
菩
提
の
善
知
識
と
覚
え
た
り
︒
人
は
心
弱
く
て
は
︑
仏
道
は
遂
ぐ
ま
じ
き

に
て
あ
り
け
る
ぞ
︒
後
生
は
さ
り
と
も
助
か
り
な
ん
も
の
を
﹂
と
言
う
︒
こ
こ

で
横
笛
は
滝
口
の
出
家
が
自
分
の
た
め
だ
と
知
る
︒
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⑥
滝
口
は
人
を
出
し
て
返
事
を
さ
せ
る
︒
滝
口
は
横
笛
の
来
訪
を
知
り
人
を
出

し
て
﹁
こ
れ
に
は
さ
る
事
候
は
ず
︒
人
違
ひ
に
て
お
は
す
る
か
︒
滝
口
と
は
誰

人
ぞ
﹂
と
言
わ
せ
る
︒
他
の
読
み
本
諸
本
で
は
仲
介
の
人
は
登
場
し
な
い
︒
そ

れ
に
対
し
横
笛
は
﹁
げ
に
入
道
の
声
の
し
給
ひ
つ
る
も
の
を
や
︒
様
を
こ
そ
変

へ
給
は
ん
か
ら
に
︑
心
さ
へ
強
面
く
な
り
給
ひ
け
る
う
ら
め
し
さ
よ
︒
さ
せ
る

妨
げ
に
な
る
ま
じ
︒
我
故
に
貌
を
や
つ
し
給
へ
る
と
承
れ
ば
︑
今
一
度
墨
染
の

姿
を
も
見
奉
り
︑
又
便
り
あ
ら
ば
自
ら
も
苔
の
袂
に
裁
ち
替
へ
て
︑
花
を
求
め

香
を
焼
き
︑
共
に
後
生
を
助
か
ら
ん
と
思
ひ
て
こ
そ
︑
遥
々
尋
ね
参
り
た
れ
︒

そ
れ
ま
で
誠
に
叶
は
ず
ば
︑
た
だ
出
で
給
ひ
て
︑
今
一
度
見
え
給
へ
﹂
と
言
う

が
滝
口
は
返
事
も
対
面
も
し
な
い
︒

⑦
冷
静
な
様
子
が
描
か
れ
る
︒
横
笛
は
﹁
適
々
あ
り
と
聞
き
得
つ
つ
︑
声
を
た

よ
り
に
尋
ぬ
れ
ば
︑
主
の
僧
は
は
し
た
な
く
︑
な
し
と
答
へ
て
出
だ
さ
ね
ば
︑

憂
き
身
の
程
も
あ
ら
は
れ
て
︑
今
は
人
を
恨
む
に
及
ば
ず
︑
さ
す
が
明
け
行
く

空
な
れ
ば
︑
人
の
為
つ
つ
ま
し
と
思
ひ
つ
つ
︑
山
ふ
か
み
思
ひ
入
り
ぬ
る
柴
の

戸
の
真
の
道
に
我
を
み
ち
び
け
と
読
み
棄
て
て
︑
こ
の
世
の
見
参
は
叶
は
ず
と

も
︑
朽
ち
せ
ぬ
契
り
に
て
︑
後
世
に
は
必
ず
と
︑﹁
さ
ら
ば
暇
申
す
︑
入
道

殿
﹂﹂
と
言
っ
て
帰
っ
て
い
く
︒﹁
今
は
人
を
恨
む
に
及
ば
ず
﹂︑﹁
人
の
為
つ
つ

ま
し
と
思
ひ
つ
つ
﹂
か
ら
は
恨
み
の
気
持
ち
が
お
さ
ま
り
︑
滝
口
を
気
遣
う
様

子
が
分
か
る
︒
他
の
諸
本
で
は
滝
口
を
気
遣
う
姿
は
描
か
れ
な
い
︒
ま
た
和
歌

か
ら
は
希
望
を
持
つ
様
子
が
分
か
る
︒
そ
し
て
帰
り
際
に
き
ち
ん
と
別
れ
を
告

げ
て
お
り
冷
静
な
様
子
が
分
か
る
︒
横
笛
は
滝
口
の
出
家
が
自
分
の
た
め
と
知

っ
て
い
た
の
で
︑
滝
口
を
気
遣
っ
た
り
︑
冷
静
な
振
る
舞
い
が
で
き
た
の
だ
と

考
え
る
︒

⑧
入
水
の
直
前
も
冷
静
で
あ
る
︒
横
笛
は
﹁
つ
く
づ
く
物
を
案
じ
つ
つ
︑
い
か

な
る
滝
口
に
て
︑
悲
し
き
中
を
思
ひ
切
り
︑
か
く
心
つ
よ
く
世
を
背
く
ぞ
︒
い

か
な
る
我
な
れ
ば
︑
蚫
の
貝
の
風
情
し
て
︑
難
面
く
な
が
ら
へ
て
︑
由
な
き
物

を
思
ふ
べ
き
ぞ
と
思
ひ
け
れ
ば
︑
桂
川
の
水
上
︑
大
井
川
の
早
瀬
︑
御
幸
の
橋

の
本
に
行
き
︑
か
づ
き
た
り
け
る
朽
葉
色
の
衣
を
ば
柳
の
枝
に
脱
ぎ
懸
け
︑
思

ふ
事
ど
も
書
き
付
け
て
︑
同
じ
枝
に
結
び
置
き
︑
歳
十
七
と
申
す
に
河
の
水
く

づ
と
な
り
に
け
り
﹂
と
入
水
を
す
る
︒
帰
り
際
は
滝
口
を
気
遣
い
︑
納
得
し
て

い
た
様
子
だ
っ
た
が
︑
や
は
り
納
得
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
死

ぬ
直
前
に
思
う
こ
と
を
書
く
こ
と
か
ら
︑
衝
動
的
な
入
水
で
は
な
く
冷
静
に
行

動
す
る
様
子
も
分
か
る
︒

源
平
盛
衰
記
の
横
笛
は
滝
口
の
出
家
の
理
由
を
本
人
か
ら
聞
い
て
い
る
の
で
︑

出
家
の
理
由
を
知
ら
ず
に
入
水
す
る
他
の
諸
本
に
比
べ
る
と
︑
横
笛
に
は
ま
だ

救
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
滝
口
も
横
笛
の
気
持
ち
を
知
っ
て
お

り
︑
二
人
は
す
れ
違
っ
た
ま
ま
で
は
な
く
︑
一
応
通
じ
合
っ
て
い
る
︒
ま
た
帰

り
際
と
入
水
の
直
前
の
様
子
か
ら
︑
横
笛
は
冷
静
な
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
︒
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︿
延
慶
本
﹀

①
出
家
前
夜
の
様
子
が
描
か
れ
る
︒
横
笛
に
会
え
る
の
は
最
後
だ
と
思
い
涙
を

流
す
滝
口
に
︑
横
笛
は
﹁
危
ミ
テ
︑﹁
何
故
カ
ク
ハ
イ
タ
ク
塩
折
給
ヘ
ル
ゾ
﹂

ト
ア
ヤ
シ
ミ
ナ
ガ
ラ
︑﹁
イ
ツ
ト
ナ
キ
言
ノ
葉
ニ
ハ
︑
出
仕
ヲ
ノ
ミ
物
憂
キ
事

ニ
思
給
ヘ
ル
事
ナ
レ
バ
︑
サ
ソ
ノ
一
夜
ヲ⑰
﹂﹂
と
考
え
る
︒
横
笛
は
滝
口
の
思

い
に
気
付
い
て
お
ら
ず
︑
別
れ
に
も
気
付
か
な
い
︒

②
出
家
を
知
る
前
に
入
水
を
考
え
る
︒﹁
絶
ヌ
ル
夜
半
ヲ
恨
テ
︑﹁
何
ナ
ル
淵
川

ニ
モ
投
身
バ
ヤ
﹂
﹂
と
あ
り
︑
入
水
を
考
え
て
い
る
︒
他
の
諸
本
で
は
嘆
き
は

み
ら
れ
て
も
︑
こ
の
時
点
で
は
入
水
ま
で
は
考
え
て
い
な
い
︒
こ
こ
か
ら
滝
口

へ
の
思
い
の
強
さ
が
分
か
る
︒

③
和
歌
の
贈
答
が
あ
る
︒
横
笛
は
滝
口
に
声
を
掛
け
る
前
に
︑
滝
口
が
﹁
世
ヲ

厭
ヒ
浄
土
ヲ
傾
フ
墨
染
ノ
有
繋
ガ
ニ
ヌ
ル
ゝ
袖
ノ
上
哉
﹂
と
和
歌
を
詠
む
の
を

聞
き
︑﹁
恨
敷
ヤ
早
晩
カ
忘
レ
ム
涙
河
袖
ノ
シ
ガ
ラ
ミ
朽
ハ
ハ
ツ
ト
モ
﹂
と
返

歌
を
す
る
︒
滝
口
の
和
歌
か
ら
は
出
家
を
悲
し
む
気
持
ち
は
分
か
る
が
︑
悲
し

み
の
理
由
︑
出
家
の
理
由
は
分
か
ら
な
い
︒
そ
し
て
横
笛
の
和
歌
か
ら
は
滝
口

を
恨
む
気
持
ち
が
分
か
る
︒

④
滝
口
は
最
後
に
返
事
を
す
る
︒
他
の
読
み
本
諸
本
で
は
横
笛
が
何
を
言
っ
て

も
滝
口
は
返
事
を
し
な
か
っ
た
︒
し
か
し
延
慶
本
で
は
﹁
今
生
ノ
対
面
セ
ム
モ

今
計
︑
責
テ
ハ
御
音
計
ヲ
モ
聞
カ
セ
サ
セ
給
ヘ
﹂
と
い
う
横
笛
に
対
し
︑
滝
口

は
﹁
誰
故
ニ
カ
ゝ
ル
道
ニ
モ
思
入
ゾ
ト
ヨ
︒
今
世
ノ
対
面
不
可
有
︒
有
契
者
︑

一
蓮
ノ
上
ニ
ト
祈
給
ヘ
﹂
と
返
事
を
し
︑
滝
口
は
横
笛
の
言
葉
に
答
え
る
︒
横

笛
は
出
家
の
理
由
が
自
分
に
も
あ
る
こ
と
を
知
り
︑
滝
口
の
気
持
ち
を
知
る
が

﹁
女
是
ヲ
聞
テ
︑
恨
ノ
涙
セ
キ
ア
エ
ズ
﹂
と
恨
み
の
涙
を
流
す
︒
横
笛
は
滝
口

の
気
持
ち
を
聞
い
て
も
恨
み
で
満
ち
て
お
り
納
得
で
き
て
い
な
い
様
子
が
分
か

る
︒

⑤
そ
の
場
で
出
家
を
す
る
︒
横
笛
は
﹁
自
ラ
髪
ヲ
押
切
テ
︑
庵
室
ノ
窓
ニ
投
懸

ク
ト
テ
﹂
と
そ
の
場
で
出
家
し
て
お
り
︑
衝
動
的
な
女
性
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
︒
そ
し
て
﹁
剃
ル
マ
デ
ハ
浦
見
シ
物
ヲ
ア
ヅ
サ
弓
誠
ノ
道
ニ
イ
ル
ゾ
ウ
レ
シ

キ
﹂
と
い
う
和
歌
を
詠
み
︑
滝
口
は
そ
れ
に
対
し
﹁
ソ
ル
ト
テ
モ
ナ
ニ
カ
ウ
ラ

ミ
ム
ア
ヅ
サ
弓
引
留
ム
ベ
キ
心
ナ
ラ
ネ
バ
﹂
と
返
す
︒
こ
の
和
歌
は
他
の
諸
本

と
は
歌
の
詠
み
手
が
逆
で
あ
る
︒

こ
こ
で
横
笛
の
出
家
と
和
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
︒
横
笛
の

出
家
と
和
歌
の
解
釈
に
は
主
に
Ａ
喜
び
と
Ｂ
恨
み
の
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
︒

ま
ず
Ａ
喜
び
と
す
る
原
田
敦
史
氏
は
横
笛
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
道
と
し
て

﹁
有
契
者
︑
一
蓮
ノ
上
ニ
﹂
と
い
う
可
能
性
が
あ
り
﹁
誠
ノ
道
ニ
イ
ル
ゾ
ウ
レ

シ
キ
﹂
と
出
家
の
喜
び
を
表
明
し
た
と
述
べ
る⑱
︒
小
林
美
和
氏
は
髪
を
切
る
行

為
が
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
り

状
だ
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
示
す⑲
︒

次
に
Ｂ
恨
み
と
す
る
山
下
宏
明
氏
は
横
笛
の
和
歌
に
対
し
て
︑
そ
の
心
中
は

ま
だ
恨
み
に
満
ち
て
お
り
︑
横
笛
は
髪
を
投
げ
懸
け
た
の
で
あ
っ
て
︑
こ
の
一
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首
に
は
と
げ
が
あ
る
と
述
べ
る⑳
︒
小
野
氏
は
現
世
離
脱
し
た
な
ら
ば
な
ぜ
入
水

自
殺
を
図
る
の
か
と
指
摘
し
︑
横
笛
の
和
歌
の
背
後
に
は
髪
を
投
げ
か
け
る
行

為
が
あ
り
︑
か
な
り
屈
折
し
た
心
情
表
現
で
あ
る
と
述
べ
る㉑

︒

私
も
山
下
氏
・
小
野
氏
と
同
様
に
︑
横
笛
の
出
家
は
恨
み
に
よ
る
も
の
と
考

え
る
︒
そ
の
後
の
和
歌
も
恨
み
の
気
持
ち
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
︑
滝
口
に

対
す
る
皮
肉
で
あ
っ
た
と
考
え
る
︒
そ
れ
は
③
の
和
歌
や
④
の
﹁
恨
ノ
涙
セ
キ

ア
エ
ズ
﹂
と
い
う
描
写
︑
切
っ
た
髪
を
窓
に
投
げ
か
け
る
行
為
か
ら
も
分
か
る

よ
う
に
横
笛
の
恨
み
の
気
持
ち
が
強
い
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
横
笛
が
髪

を
切
っ
て
す
ぐ
滝
口
へ
の
恨
み
を
忘
れ
︑
出
家
を
喜
ん
だ
と
は
考
え
難
い
︒
ま

た
対
面
を
断
ら
れ
た
直
後
に
出
家
す
る
こ
と
か
ら
︑
考
え
た
上
で
の
出
家
で
は

な
く
衝
動
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
従
っ
て
こ
の
和
歌
は
表
面
上

は
納
得
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
︑
横
笛
の
皮
肉
や
恨
み
が
込
め
ら
れ
て
い
た

と
考
え
る
︒

⑥
入
水
の
前
に
歌
を
詠
む
︒﹁
横
笛
ハ
出
家
シ
テ
︑
東
山
清
岸
寺
ト
云
所
ニ
行

澄
テ
居
タ
リ
ケ
ル
ガ
︑
彼
所
ハ
都
近
シ
テ
︑
知
モ
シ
ラ
ヌ
モ
押
並
メ
テ
︑
問
事

シ
ゲ
キ
宿
ナ
レ
バ
︑
ト
ガ
ム
ル
事
モ
右
流
左
ク
テ
︑
何
レ
ノ
山
ノ
辺
ニ
モ
ト
︑

ア
ク
ガ
レ
行
ケ
ル
程
ニ
﹂
と
あ
り
修
行
に
集
中
で
き
て
い
な
い
︒
そ
し
て
﹁
如

何
ナ
ル
男
ナ
レ
バ
︑
吾
故
ニ
カ
ゝ
ル
道
ニ
モ
思
入
ゾ
︒
イ
カ
ナ
ル
女
ナ
レ
バ
︑

浮
世
ニ
ナ
ガ
ラ
エ
︑
心
ニ
物
ヲ
思
ラ
ム
﹂
と
考
え
︑﹁
恋
シ
ナ
バ
世
ノ
ハ
カ
ナ

キ
ニ
云
ナ
シ
テ
無
跡
マ
デ
モ
人
ニ
知
ス
ナ
﹂
と
詠
ん
で
入
水
す
る
︒
こ
の
歌
か

ら
横
笛
は
自
分
の
死
を
知
ら
せ
た
く
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
横

笛
は
滝
口
の
前
で
髪
を
切
り
皮
肉
と
し
て
出
家
を
喜
ぶ
歌
を
詠
ん
で
そ
の
場
を

去
っ
た
た
め
︑
自
分
が
恋
死
に
を
し
た
と
思
わ
れ
た
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒
そ
の
た
め
に
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
と
考
え
る
︒

こ
の
入
水
直
前
の
様
子
に
つ
い
て
山
下
宏
明
氏
は
罪
の
深
さ
を
自
覚
し
た
横

笛
は
﹁
イ
カ
ナ
ル
女
ナ
レ
バ
︑
浮
世
ニ
ナ
ガ
ラ
エ
︑
心
ニ
物
ヲ
思
ラ
ム
﹂
と
反

省
し
︑
殊
勝
で
い
じ
ら
し
い
横
笛
像
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
す
る㉒

︒
し
か
し
こ
れ

ま
で
の
横
笛
の
恨
み
の
深
さ
や
︑
皮
肉
と
し
て
出
家
を
喜
ぶ
歌
を
詠
ん
だ
こ
と

か
ら
考
え
る
と
入
水
直
前
に
急
に
横
笛
が
反
省
す
る
と
い
う
の
は
考
え
難
い
︒

こ
こ
で
の
横
笛
は
反
省
の
気
持
ち
で
は
な
く
最
後
ま
で
滝
口
に
対
す
る
恨
み
︑

滝
口
に
自
分
の
死
を
知
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
を
持
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒

⑦
横
笛
は
供
養
さ
れ
な
い
︒
他
の
諸
本
で
は
︑
横
笛
は
入
水
後
滝
口
に
よ
っ
て

供
養
さ
れ
る
が
︑
延
慶
本
で
は
横
笛
は
供
養
さ
れ
て
い
な
い
︒
つ
ま
り
横
笛
は

死
後
も
救
わ
れ
な
い
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒

延
慶
本
で
は
︑
横
笛
は
恨
み
の
強
い
女
性
と
し
て
描
か
れ
る
︒
滝
口
の
気
持

ち
を
知
っ
た
後
も
恨
み
の
気
持
ち
が
お
さ
ま
ら
ず
︑
そ
の
場
で
衝
動
的
に
出
家

す
る
︒
納
得
で
き
な
い
ま
ま
の
出
家
だ
っ
た
た
め
に
物
思
い
も
尽
き
る
こ
と
な

く
︑
結
局
は
入
水
し
て
し
ま
う
︒
そ
し
て
供
養
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
︒
延
慶
本

の
横
笛
は
恨
み
の
気
持
ち
が
強
く
︑
最
後
ま
で
救
わ
れ
な
い
女
性
と
し
て
描
か
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れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

読
み
本
全
体
と
し
て
考
え
る
と
︑
最
終
的
に
横
笛
が
入
水
し
死
ん
で
し
ま
う

こ
と
は
一
致
す
る
が
︑
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
過
程
や
横
笛
の
描
か
れ
方
は
か
な

り
異
な
る
︒
美
し
さ
や
出
自
︑
悲
し
さ
︑
恨
み
︑
入
水
直
前
の
様
子
な
ど
︑
諸

本
に
よ
り
横
笛
の
描
か
れ
方
は
異
な
っ
て
い
る
︒
横
笛
は
滝
口
と
の
対
面
を
果

た
す
こ
と
が
で
き
な
い
悲
恋
の
女
性
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
︑
滝
口
に
対
し
て

気
遣
い
を
み
せ
た
り
︑
強
い
恨
み
を
抱
い
た
り
す
る
︒
諸
本
に
よ
っ
て
様
々
な

人
物
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
横
笛
の
描
か
れ
方
が
語
り
本
諸

本
で
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
の
に
対
し
︑
読
み
本
諸
本
で
は
そ
れ
が
多
岐
に
亘
る

理
由
と
し
て
語
り
本
と
読
み
本
の
成
立
の
違
い
も
関
係
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
︒

そ
の
違
い
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
︒

四
︑
語
り
本
と
読
み
本
に
お
け
る
横
笛
の
特
徴
の
比
較

こ
れ
ま
で
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
︑
語
り
本
全
体
で
は
百
二
十
句
本
を
除
い

て
横
笛
の
描
か
れ
方
に
大
き
な
違
い
は
な
い
︒
滝
口
に
本
心
を
伝
え
る
こ
と
が

で
き
ず
︑
出
家
を
し
て
も
救
わ
れ
る
こ
と
な
く
死
ん
で
し
ま
う
女
性
と
し
て
描

か
れ
る
︒
読
み
本
全
体
で
は
美
し
さ
や
出
自
︑
悲
し
さ
︑
恨
み
の
気
持
ち
︑
入

水
の
様
子
な
ど
諸
本
に
よ
り
描
か
れ
方
は
異
な
り
︑
横
笛
は
多
様
な
人
物
像
を

持
っ
て
い
る
︒

語
り
本
と
読
み
本
を
比
較
す
る
と
出
家
と
入
水
と
い
う
違
い
以
外
に
も
︑
出

自
や
美
し
さ
︑
恨
み
や
悲
し
さ
の
感
情
︑
滝
口
に
対
す
る
行
動
や
言
動
な
ど
多

く
の
点
で
異
な
る
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
の
中
で
も
滝
口
に
対
し
横
笛
が
語
り
本

で
は
本
心
を
伝
え
な
い
こ
と
︑
読
み
本
で
は
本
心
を
伝
え
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
︒
百
二
十
句
本
で
は
︑
最
後
に
横
笛
は
恨
み
を
伝
え
る
の
で
例
外
的
だ
が
︑

他
の
語
り
本
諸
本
で
は
横
笛
は
滝
口
に
本
心
を
伝
え
な
い
︒
人
を
通
じ
て
滝
口

に
自
分
の
来
訪
と
姿
を
見
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
だ
け
で
あ
る
︒

一
方
読
み
本
諸
本
で
は
︑
横
笛
は
滝
口
に
対
し
︑
本
心
を
自
分
自
身
の
言
葉
で

伝
え
る
︒
こ
の
違
い
に
は
ど
の
よ
う
な
効
果
や
意
図
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
考

え
た
い
︒

読
み
本
は
横
笛
自
身
に
本
心
を
伝
え
さ
せ
る
こ
と
で
︑
揺
れ
る
滝
口
の
心
情

を
深
く
描
き
︑
強
く
訴
え
ら
れ
て
も
動
揺
を
乗
り
越
え
聖
と
し
て
成
長
し
て
い

く
様
子
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る

た
め
︑
以
下
︑
横
笛
に
対
す
る
滝
口
の
心
情
や
行
動
に
つ
い
て
語
り
本
と
読
み

本
を
比
較
す
る
︒

百
二
十
句
本
以
外
の
語
り
本
︑
こ
こ
で
は
覚
一
本
を
も
と
に
考
え
る
︒
覚
一

本
で
は
﹁
わ
ら
は
こ
そ
是
ま
で
尋
ね
参
り
た
れ
︒
さ
ま
の
か
は
り
て
お
は
す
ら

ん
を
も
︑
今
一
度
見
奉
ら
ば
や
﹂
と
い
う
横
笛
に
対
し
︑﹁
滝
口
入
道
︑
胸
う

ち
さ
わ
ぎ
︑
障
子
の
隙
よ
り
の
ぞ
い
て
見
れ
ば
︑
ま
こ
と
に
尋
ね
か
ね
た
る
け

し
き
い
た
は
し
う
お
ぼ
え
て
︑
い
か
な
る
道
心
者
も
心
弱
く
な
り
ぬ
べ
し
﹂
と

動
揺
は
す
る
が
対
面
は
し
な
い
︒
そ
し
て
横
笛
が
帰
っ
た
後
︑
同
宿
の
僧
に
対
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し
て
﹁
こ
れ
も
よ
に
し
づ
か
に
て
︑
念
仏
の
障
碍
は
候
は
ね
ど
も
︑
あ
か
で
別

れ
し
女
に
こ
の
す
ま
居
を
見
え
て
候
へ
ば
︑
た
と
ひ
一
度
は
心
つ
よ
く
と
も
︑

又
も
し
た
ふ
事
あ
ら
ば
心
も
は
た
ら
き
候
ひ
ぬ
べ
し
︒
暇
申
し
て
﹂
と
言
う
︒

こ
こ
か
ら
一
度
目
は
心
強
く
抑
え
た
が
二
度
目
は
心
も
動
い
て
し
ま
う
だ
ろ
う

と
い
う
滝
口
の
心
の
弱
さ
︑
聖
に
な
り
き
れ
な
い
様
子
が
分
か
る
︒
横
笛
に
対

す
る
滝
口
の
気
持
ち
が
分
か
る
の
は
︑
覚
一
本
で
は
こ
の
部
分
だ
け
で
あ
る
︒

次
に
︑
読
み
本
諸
本
を
み
て
い
く
︒
長
門
本
で
は
︑
横
笛
が
来
訪
を
伝
え
る

と
︑
滝
口
は
﹁
我
わ
り
な
く
思
ひ
し
女
の
声
と
聞
に
︑
胸
さ
わ
ぎ
て
か
き
く
ら

す
心
地
し
て
︑
い
か
に
し
て
是
ま
で
は
お
は
し
た
る
ぞ
と
云
て
︑
走
出
ば
や
と

思
ひ
け
れ
ど
も
︑
さ
て
は
仏
に
成
ら
ん
哉
︑
生
死
の
き
つ
な
に
こ
そ
と
心
づ
よ

く
思
ひ
て
︑
い
と
ゝ
門
を
と
ぢ
て
返
事
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
﹂
と
あ
り
︑
横
笛
の

登
場
に
動
揺
す
る
が
必
死
に
自
分
を
抑
え
て
い
る
︒
そ
れ
で
も
諦
め
ず
に
声
だ

け
で
も
聞
か
せ
て
欲
し
い
と
頼
む
横
笛
に
対
し
︑
滝
口
は
返
事
を
し
な
い
︒
こ

こ
か
ら
滝
口
の
固
い
意
志
が
分
か
る
︒
そ
し
て
入
水
し
た
横
笛
を
見
た
時
︑
滝

口
は
﹁
入
道
云
ば
か
り
な
く
て
︑
み
づ
か
ら
た
き
木
を
拾
ひ
︑
栴
檀
の
煙
り
と

た
き
上
げ
︑
空
し
く
骨
を
ひ
ろ
ひ
︑
都
の
辺
り
猶
妄
念
も
こ
そ
お
こ
れ
と
て
﹂

と
言
い
高
野
へ
と
上
る
︒
横
笛
の
死
に
対
す
る
動
揺
は
あ
ま
り
み
ら
れ
ず
︑
滝

口
は
冷
静
に
供
養
を
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
︑
聖
と
し
て
行
動
し
て
い
る
︒

源
平
盛
衰
記
で
は
︑
横
笛
の
来
訪
に
対
し
︑﹁
誠
な
ら
ぬ
事
か
な
と
胸
打
騒

ぎ
︑
障
子
の
間
よ
り
こ
れ
を
見
れ
ば
︑
実
に
横
笛
に
ぞ
あ
り
け
る
︒
色
々
の
小

袖
に
薄
衣
引
き
纏
ひ
︑
そ
や
う
の
耳
踏
み
き
り
て
︑
袖
は
涙
︑
す
そ
は
露
に
ぞ

し
を
れ
た
る
︒
通
夜
尋
ね
侘
び
た
る
け
し
き
は
︑
堅
固
の
道
心
者
も
心
弱
く
ぞ

覚
え
け
る
︒
無
慙
や
な
︒
誰
こ
れ
に
と
は
教
へ
け
ん
︒
何
と
て
こ
れ
ま
で
来
け

ん
︒
出
で
て
物
語
を
も
せ
ば
や
︑
見
て
心
を
も
慰
め
ば
や
と
思
ひ
け
れ
ど
も
︑

主
の
見
る
も
恥
か
し
く
︑
言
ひ
つ
る
事
も
験
な
く
︑
さ
て
は
仏
道
な
り
な
ん
や

と
思
ひ
切
り
﹂
と
考
え
て
︑
滝
口
で
は
な
い
と
伝
え
る
︒
こ
こ
で
も
横
笛
の
登

場
に
動
揺
す
る
が
仏
道
に
入
っ
た
身
だ
と
必
死
に
自
分
を
抑
え
る
︒
そ
れ
に
対

し
恨
み
言
を
言
い
︑
対
面
を
望
む
横
笛
に
滝
口
は
﹁
入
道
千
度
百
度
出
で
ば
や

と
思
へ
ど
も
︑
言
ひ
つ
る
事
も
恥
か
し
く
︑
出
で
て
由
な
き
事
も
や
と
思
ひ
つ

つ
﹂
と
揺
れ
な
が
ら
も
自
分
を
抑
え
て
対
面
し
な
い
︒
そ
し
て
立
ち
去
る
横
笛

に
対
し
﹁
時
頼
入
道
も
心
強
く
は
出
で
ね
ど
も
︑
悪
か
ら
ぬ
仲
な
れ
ば
︑
庵
室

の
隙
よ
り
後
姿
を
見
送
り
て
︑
忍
び
の
袖
を
ぞ
絞
り
け
る
﹂
と
滝
口
は
涙
を
流

し
て
お
り
横
笛
に
対
す
る
強
い
思
い
が
感
じ
ら
れ
る
︒
横
笛
の
入
水
を
聞
い
た

時
は
﹁
河
端
に
趣
き
︑
水
練
を
語
ら
ひ
て
淵
に
入
り
︑
女
の
死
体
を
潜
き
上
げ
︑

火
葬
し
て
骨
を
ば
拾
ひ
︑
頸
に
懸
け
︑
山
々
寺
々
修
行
し
て
︑
こ
こ
か
し
こ
に

ぞ
納
め
け
る
︒
い
か
に
も
都
近
け
れ
ば
こ
そ
︑
か
か
る
憂
き
事
を
も
見
聞
く
と

て
︑
高
野
山
に
登
り
つ
つ
︑
奥
の
院
に
卒
塔
婆
を
立
て
︑
女
の
骨
を
埋
み
つ
つ
︑

我
が
身
は
宝
幢
院
の
梨
坊
に
ぞ
住
し
け
る
﹂
と
描
か
れ
る
︒
こ
こ
か
ら
は
滝
口

の
横
笛
へ
の
思
い
も
感
じ
ら
れ
る
が
︑
横
笛
を
し
っ
か
り
供
養
す
る
聖
と
し
て

の
滝
口
の
姿
が
描
か
れ
る
︒
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南
都
異
本
で
は
︑
横
笛
が
来
訪
を
伝
え
る
と
︑
滝
口
は
﹁
入
道
別
無
ク
思
シ

女
ノ
音
ト
聞
ニ
胸
騒
ギ
掻
テ
闇
心
地
シ
テ
何
ニ
シ
テ
是
マ
デ
ハ
坐
タ
ル
ゾ
ト
云

テ
走
出
バ
ヤ
ト
思
ケ
レ
ド
モ
将
テ
ハ
仏
ニ
成
ン
ヤ
生
死
妄
念
ニ
コ
ソ
ト
心
憂
ク

思
テ
最
モ
門
ヲ
閉
ジ
返
事
モ
セ
ザ
リ
ケ
レ
バ
﹂
と
あ
り
︑
動
揺
は
す
る
が
自
分

の
気
持
ち
を
抑
え
る
︒
そ
れ
で
も
諦
め
ず
に
訴
え
る
横
笛
に
対
し
て
も
滝
口
は

心
強
く
返
事
を
し
な
い
︒
こ
こ
ま
で
は
長
門
本
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
︒
横
笛
の

入
水
を
聞
く
と
﹁
滝
口
入
道
御
有
様
ヲ
伝
エ
聞
テ
急
ギ
往
テ
見
タ
リ
ケ
レ
バ
別

無
ク
念
シ
女
ナ
リ
︑
我
故
ニ
加
様
ニ
成
ケ
リ
ト
思
ワ
レ
弥
悲
シ
ミ
テ
詮
方
無
カ

リ
ケ
レ
ド
モ
可
ナ
ラ
ネ
バ
将
テ
モ
有
ル
ト
籠
ニ
薪
ヲ
積
ミ
暮
ノ
煙
ト
成
ル
骨
ヲ

拾
テ
頸
ニ
懸
ケ
都
辺
リ
ハ
猶
妄
念
モ
コ
ソ
発
ル
﹂
と
高
野
山
へ
上
る
︒
自
分
の

た
め
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
横
笛
を
思
い
悲
し
む
が
︑
悲
し
ん
で
も
仕
方
が
な
い

と
考
え
供
養
を
す
る
︒
こ
こ
か
ら
横
笛
へ
の
思
い
が
感
じ
ら
れ
る
が
︑
同
時
に

横
笛
の
死
に
左
右
さ
れ
な
い
滝
口
の
意
志
も
分
か
る
︒

延
慶
本
で
は
︑
横
笛
が
来
訪
を
伝
え
る
と
滝
口
は
﹁
滝
口
入
道
︑
破
無
ク
思

シ
女
ノ
音
ト
聞
ニ
︑
胸
騒
ギ
︑
書
キ
暮
ラ
ス
心
地
シ
テ
︑
馳
リ
出
︑
見
バ
ヤ
ト

思
ヘ
ド
モ
︑﹁
サ
テ
ハ
仏
ニ
成
ナ
ム
ヤ
︒
生
死
ノ
紀
綱
ニ
コ
ソ
﹂
ト
心
強
ク
思

テ
︑
弥
返
事
モ
セ
ザ
リ
ケ
リ
﹂
と
あ
り
動
揺
は
す
る
が
自
分
を
抑
え
る
︒
し
か

し
次
の
行
動
が
他
の
諸
本
と
は
異
な
る
︒
第
三
節
で
も
述
べ
た
が
︑
延
慶
本
以

外
の
諸
本
で
は
滝
口
は
決
し
て
返
事
を
し
な
か
っ
た
︒
し
か
し
延
慶
本
で
は
︑

せ
め
て
声
だ
け
で
も
聞
か
せ
て
欲
し
い
と
い
う
横
笛
に
対
し
︑
滝
口
は
﹁
誰
故

ニ
カ
ゝ
ル
道
ニ
モ
思
入
ゾ
ト
ヨ
︒
今
世
ノ
対
面
不
可
有
︒
有
契
者
︑
一
蓮
ノ
上

ニ
ト
祈
給
ヘ
﹂
と
返
事
を
す
る
︒
こ
の
言
葉
に
は
滝
口
の
横
笛
に
対
す
る
思
い
︑

そ
し
て
苦
悩
が
表
れ
て
い
る
︒
こ
の
滝
口
の
言
葉
は
自
分
は
必
死
に
感
情
を
抑

え
て
い
る
の
に
︑
諦
め
ず
に
訴
え
て
く
る
横
笛
に
対
し
︑
押
さ
え
き
れ
ず
に
出

て
し
ま
っ
た
滝
口
の
本
心
で
あ
っ
た
と
考
え
る
︒
ま
た
本
心
を
横
笛
に
伝
え
る

こ
と
で
︑
横
笛
に
自
分
の
気
持
ち
を
理
解
し
︑
対
面
で
き
な
い
こ
と
を
納
得
し

て
ほ
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
横
笛
の
入
水
を
知
る
と
﹁
都

近
ク
ス
マ
ヒ
シ
テ
︑
加
様
ニ
心
憂
事
ヲ
聞
ニ
付
テ
モ
︑
傾
道
ノ
障
ト
モ
成
ヌ
ベ

シ
︒
我
身
コ
ソ
ア
ラ
メ
︑
年
荘
ナ
リ
ツ
ル
女
ヲ
サ
ヘ
︑
世
ニ
無
者
ト
成
シ
ツ
ル

事
ヨ
﹂
と
言
い
︑
永
観
律
師
の
庵
室
を
尋
ね
る
︒
こ
こ
か
ら
は
横
笛
を
死
な
せ

て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
後
悔
︑
横
笛
へ
の
思
い
が
分
か
る
︒
障
り
と
な
る
と
い

う
こ
と
は
完
全
に
は
修
行
に
集
中
で
き
て
お
ら
ず
︑
宗
教
心
が
揺
ら
ぐ
こ
と
を

恐
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
滝
口
は
宗
教
心
が
強
い
場
面
も
み
ら
れ
る
が
︑

同
時
に
葛
藤
し
悩
ん
で
お
り
横
笛
へ
の
思
い
も
強
く
描
か
れ
る
︒
固
く
決
意
し

て
仏
道
修
行
に
励
ん
だ
宗
教
心
の
篤
い
人
と
い
う
よ
り
は
︑
気
持
ち
が
弱
く
揺

れ
な
が
ら
も
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
聖
と
し
て
成
長
し
て
い
く
の
が
延
慶
本
の
滝

口
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑
読
み
本
の
滝
口
は
語
り
本
の
滝
口
よ
り
も
︑
横
笛

へ
の
思
い
や
心
情
が
深
く
描
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
語
り
本
で
は
横
笛
は
滝
口
に

一
度
し
か
声
を
掛
け
な
い
の
で
滝
口
も
一
度
自
分
を
抑
え
れ
ば
よ
か
っ
た
︒
し
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か
し
読
み
本
で
は
横
笛
は
一
度
で
は
諦
め
ず
再
び
気
持
ち
を
伝
え
る
の
で
︑
滝

口
は
二
度
自
分
を
抑
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
横
笛
が
気
持
ち
を
強
く
訴

え
れ
ば
訴
え
る
ほ
ど
滝
口
は
動
揺
し
悩
ん
だ
は
ず
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
横
笛

の
存
在
に
動
揺
し
時
に
は
弱
さ
を
見
せ
な
が
ら
も
︑
強
い
意
志
を
持
っ
て
乗
り

越
え
て
い
く
滝
口
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
読
み
本
の
横
笛

の
心
情
が
語
り
本
の
横
笛
の
心
情
よ
り
も
深
く
描
か
れ
︑
滝
口
に
気
持
ち
を
必

死
に
伝
え
る
こ
と
に
は
こ
う
し
た
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒

五
︑
お
わ
り
に

﹃
平
家
物
語
﹄
に
登
場
す
る
横
笛
は
悲
恋
の
女
性
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
︑

諸
本
の
分
析
か
ら
様
々
な
人
物
像
を
持
つ
女
性
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
語

り
本
の
横
笛
の
特
徴
と
し
て
は
︑
救
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
弱
く
悲
し
い
女
性
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
救
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
と
い
う
の

は
︑
横
笛
に
と
っ
て
出
家
は
救
済
に
は
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
弱
く
悲

し
い
女
性
と
い
う
の
は
︑
横
笛
は
滝
口
に
本
心
を
伝
え
ら
れ
な
い
ま
ま
死
ん
で

し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
読
み
本
の
横
笛
の
特
徴
と
し
て
は
︑
滝
口
に
対
し
恨

み
や
本
心
を
伝
え
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
が
︑
諸
本
に
よ
っ
て
横
笛
の
人

物
像
は
か
な
り
異
な
る
︒
長
門
本
で
は
横
笛
の
悲
し
み
と
絶
望
が
描
か
れ
︑
南

都
異
本
は
長
門
本
に
近
い
が
︑
来
世
に
対
し
希
望
を
持
つ
︒
源
平
盛
衰
記
で
は

二
人
の
気
持
ち
は
一
応
通
じ
合
う
︒
延
慶
本
は
滝
口
に
皮
肉
な
言
葉
を
投
げ
か

け
恨
み
が
深
く
描
か
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
語
り
本
の
横
笛
の
描
か
れ
方
が
諸
本

間
で
ほ
と
ん
ど
同
様
な
の
に
対
し
︑
読
み
本
の
横
笛
の
描
か
れ
方
は
諸
本
間
で

異
な
る
理
由
と
し
て
語
り
本
と
読
み
本
の
成
立
の
違
い
が
関
わ
る
と
考
え
ら
れ

る
︒
語
り
本
は
読
み
本
の
よ
う
な
記
事
量
の
多
い
テ
キ
ス
ト
か
ら
主
要
記
事
を

取
捨
選
択
︑
簡
略
化
し
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る㉓

︒
横
笛
像
に
関
し
て
も
読
み
本

か
ら
重
要
な
所
を
抜
粋
し
簡
略
化
し
た
た
め
語
り
本
の
横
笛
は
ほ
と
ん
ど
同
様

に
な
っ
た
と
考
え
る
︒

ま
た
︑
語
り
本
の
横
笛
が
自
分
の
気
持
ち
を
伝
え
な
い
の
に
対
し
︑
読
み
本

の
横
笛
が
自
分
の
気
持
ち
を
伝
え
る
こ
と
に
つ
い
て
滝
口
の
心
情
か
ら
そ
の
違

い
に
つ
い
て
考
察
し
た
︒
そ
し
て
読
み
本
の
滝
口
は
語
り
本
の
滝
口
よ
り
も
気

持
ち
の
揺
れ
︑
横
笛
に
対
す
る
思
い
が
深
い
と
い
う
結
果
を
得
た
︒
そ
の
こ
と

か
ら
読
み
本
で
は
横
笛
の
心
情
を
強
く
描
く
こ
と
で
滝
口
の
揺
れ
る
心
情
を
描

き
︑
そ
の
動
揺
や
横
笛
に
対
す
る
思
い
を
乗
り
越
え
て
︑
聖
と
し
て
成
長
す
る

姿
を
描
く
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
︒
そ

う
す
る
こ
と
で
同
じ
く
妻
や
子
ど
も
へ
の
思
い
に
悩
む
維
盛
の
気
持
ち
を
理
解

し
︑
出
家
へ
と
導
く
存
在
と
し
て
の
資
格
を
滝
口
に
よ
り
強
く
与
え
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒
横
笛
は
滝
口
へ
︑
滝
口
は
維
盛
へ
と
影
響
を
与
え
る
役
割
を

持
っ
て
お
り
︑
横
笛
は
こ
れ
ら
の
繋
が
り
の
中
で
非
常
に
重
要
な
役
割
を
持
つ

存
在
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
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注①

以
上
の
本
文
引
用
は
冨
倉
徳
次
郎
﹃
平
家
物
語
全
注
釈
下
巻
﹄
︵
角
川
書
店

一

九
六
八
年
︶
に
よ
る
︒

②

Ⅰ
・
Ⅱ
の
引
用
は
注
①
書
に
よ
る
︒

③

注
①
書
に
同
じ
︒

④

水
原
一
校
注
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成

平
家
物
語
下
﹄
︵
新
潮
社

一
九
八
一
年
︶

に
よ
る
︒

⑤

梶
原
正
昭
・
山
下
宏
明
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

平
家
物
語
下
﹄︵
岩
波

書
店

一
九
九
三
年
︶
に
よ
る
︒

⑥

高
木
市
之
助
校
注
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系

平
家
物
語
下
﹄
︵
岩
波
書
店

一
九

六
〇
年
︶
に
よ
る
︒

⑦

市
古
貞
次
校
注
﹃
日
本
古
典
文
学
全
集

平
家
物
語
二
﹄
︵
小
学
館

一
九
七
三

年
︶
に
よ
る
︒

⑧

小
野
美
典
﹁
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
一
九
号
︑
一
九
九
六
年
三
月
︶
に
よ
る
︒

⑨

注
①
書
に
同
じ
︒
覚
一
本
の
引
用
は
以
下
同
じ
︒

⑩

注
④
書
に
同
じ
︒

⑪

十
代
田
由
美
﹁
横
笛
草
子
に
つ
い
て
の
一
考
察
﹂
︵
﹃
香
川
大
学
国
文
研
究
﹄
第
一

三
号

一
九
八
八
年
九
月
︶
に
よ
る
︒

⑫

国
書
刊
行
会
編
﹃
平
家
物
語
長
門
本
﹄
︵
名
著
刊
行
会
︑
一
九
七
四
年
︶
に
よ
る
︒

長
門
本
の
引
用
は
以
下
同
じ
︒

⑬

李
鮮
瑛
﹁
﹃
平
家
物
語
﹄
の
女
人
﹁
出
家
﹂
に
つ
い
て
︱
横
笛
説
話
の
﹁
愛
﹂
を

め
ぐ
っ
て
︱
﹂
︵
﹃
筑
波
大
学
平
家
部
会
論
集
﹄
第
三
号

一
九
九
二
年
三
月
︶
に
よ

る
︒

⑭

注
⑬
論
文
に
同
じ
︒

⑮

山
内
潤
三
﹃
彰
考
館
蔵
南
都
異
本
平
家
物
語
︱
解
題
・
翻
刻
・
校
異
︱
﹄︵
一
九

六
六
年
︶
に
よ
り
私
に
訓
読
し
た
︒
南
都
異
本
の
引
用
は
以
下
同
じ
︒

⑯

水
原
一
校
訂
﹃
新
定
源
平
盛
衰
記
﹄︵
新
人
物
往
来
社

一
九
九
一
年
︶
に
よ
る
︒

源
平
盛
衰
記
の
引
用
は
以
下
同
じ
︒

⑰

北
原
保
雄
・
小
川
栄
一
編
﹃
延
慶
本
平
家
物
語

本
文
篇

下
﹄︵
勉
誠
社

一

九
九
〇
年
︶
に
よ
る
︒
延
慶
本
の
引
用
は
以
下
同
じ
︒

⑱

原
田
敦
史
﹁
延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄﹁
横
笛
﹂
説
話
の
一
側
面
﹂
︵﹃
国
学
院
雑
誌
﹄

第
一
〇
八
巻
第
四
号

二
〇
〇
七
年
四
月
︶
に
よ
る
︒

⑲

小
林
美
和
﹃
平
家
物
語
の
成
立
﹄︵
和
泉
書
院

二
〇
〇
〇
年
︶
に
よ
る
︒

⑳

山
下
宏
明
著
﹃
平
家
物
語
の
生
成
﹄︵
明
治
書
院

一
九
八
四
年
︶
に
よ
る
︒

㉑

注
⑧
論
文
に
同
じ
︒

㉒

注
⑳
書
に
同
じ
︒

㉓

志
立
正
知
著
﹃﹃
平
家
物
語
﹄
語
り
本
の
方
法
と
位
相
﹄︵
汲
古
書
院

二
〇
〇
四

年
︶
は
︑
語
り
本
が
記
事
内
容
・
構
成
・
表
現
な
ど
の
面
で
よ
り
広
範
な
内
容
を
包

摂
す
る
読
み
本
的
本
文
を
参
照
し
つ
つ
︑
摂
取
を
繰
り
返
し
て
き
た
と
述
べ
る
︒
ま

た
︑
川
合
康
著
﹃
平
家
物
語
を
読
む
﹄︵
吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
九
年
︶
は
︑
語
り

本
系
諸
本
は
延
慶
本
︵
読
み
本
系
︶
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
か
ら
主
要
部
分
を
抜
粋
し

た
側
面
が
強
い
と
述
べ
る
︒
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