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（
四
）
フ
ル
ー
ト
、
ケ
ー
ナ
、
尺
八
、
そ
し
て
虚
無
僧 
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フ
ル
ー
ト
、
ケ
ー
ナ
、
尺
八
。
あ
ま
り
関
連
は
な
さ
そ
う
な
笛
た
ち
だ
が
、
ど
れ
も
原

理
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
基
本
的
な
演
奏
法
、
発
音
の
仕
方
は
み
な
同
じ

で
あ
る
。
し
か
し
、
材
質
も
、
指
孔
の
数
も
そ
の
配
置
も
、
し
た
が
っ
て
調
律
も
、
そ
の
使

わ
れ
る
地
域
・民
族
、
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
、
演
奏
者
の
社
会
的
立
場
な
ど
、
な
に
も
か
も
ま
っ

た
く
違
う
。
結
果
と
し
て
、
音
色
も
随
分
と
違
っ
て
聞
こ
え
る
。
純
粋
に
音
だ
け
分
析
す

れ
ば
そ
う
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
扱
い
方
、
扱
わ
れ
方
で
印
象
は
ま
る
で
異
な

る
か
ら
不
思
議
だ
。 

 

フ
ル
ー
ト
、
ケ
ー
ナ
、
尺
八
。
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
人
生
の
軌
跡
の
よ
う
な
も
の
で
も
あ
る
。
考
え
方
、
感
じ
方
、
価

値
観
、
大
袈
裟
に
言
え
ば
人
生
観
ま
で
も
、
こ
の
三
つ
の
笛
に
対
応
し
て
い
る
。 

私
が
初
め
て
フ
ル
ー
ト
を
手
に
し
た
の
は
中
学
校
の
吹
奏
楽
部
だ
っ
た
。
以
来
半
世
紀
以
上
、
フ
ル
ー
ト
は
い
つ
も

手
元
に
あ
る
。
ケ
ー
ナ
は
二
十
代
の
終
わ
り
こ
ろ
に
始
め
、
一
時
は
か
な
り
本
格
的
に
吹
い
て
い
た
。
そ
し
て
現
在
は

主
に
尺
八
を
吹
い
て
い
る
。
三
つ
の
笛
に
、
各
々
二
十
年
く
ら
い
費
や
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
。 

フ
ル
ー
ト
。
私
の
音
楽
体
験
の
最
初
に
は
バ
ッ
ハ
が
あ
っ
た
。
荘
厳
で
精
緻
で
美
し
い
音
楽
。
そ
ん
な
も
の
に
憧
れ
た
。

そ
の
精
神
の
根
源
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
も
、
西
洋
合
理
主
義
、
科
学
技
術
に
も
憧
れ
た
。
そ
し
て
理
路
整
然
と
し
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た
音
楽
理
論
も
学
ん
だ
。
フ
ル
ー
ト
は
そ
ん
な
中
に
あ
っ
た
。 

そ
ん
な
価
値
観
を
粉
砕
し
た
の
は
、
ア
ン
デ
ス
・ボ
リ
ビ
ア
の
田
舎
の
民
俗
音
楽
（
ア
ウ
ト
ク
ト
ナ
）で
あ
っ
た
。
太
鼓

と
笛
だ
け
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
理
論
な
ど
ま
っ
た
く
通
用
し
な
い
。
音
階
す
ら
デ
タ
ラ
メ
（と
、
当
時
の
私
に
は
聞
こ

え
た
）。
少
な
く
と
も
笛
同
士
の
調
律
す
ら
し
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
そ
こ
か
ら
感
じ
る
強
さ
。
そ
れ
は
ア
ン
デ
ス
の
虐

げ
ら
れ
た
歴
史
か
ら
来
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
に
か
く
、
近
代
西
洋
の
洗
練
さ
れ
た
合
理
主
義
と
は
相
容
れ
な
い

も
の
だ
。
ア
ン
デ
ス
（
南
米
）
は
、
そ
の
西
洋
に
五
百
年
近
く
も
前
に
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
大
義
の
も
と
に
征
服
さ
れ
、

表
層
的
に
は
西
洋
文
明
の
蔓
延
る
世
界
で
も
あ
る
の
だ
が
。 

ア
ン
デ
ス
の
音
楽
と
言
え
ば
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
レ
。
つ
ま
り
ケ
ー
ナ
な
ど
の
ア
ン
デ
ス
伝
統
の
笛
と
太
鼓
、
そ
れ
に
西
洋

起
源
の
ギ
タ
ー
類
、
そ
し
て
ス
ペ
イ
ン
語
の
歌
詞
の
歌
の
合
奏
だ
が
、
そ
れ
は
破
壊
さ
れ
た
イ
ン
カ
の
古
い
神
殿
の
基

礎
の
上
に
建
て
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
会
の
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
れ
で
も
そ
こ
に
は
ア
ン
デ
ス
の
原
住
民
た
ち
の
心
は
息

づ
い
て
い
た
。
陽
気
な
悲
哀
と
で
も
言
え
よ
う
か
。
不
思
議
な
こ
と
に
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
レ
は
日
本
人
に
は
よ
く
馴
染
む
。

街
頭
演
奏
す
れ
ば
投
げ
銭
が
よ
く
入
っ
た
し
、
ス
テ
ー
ジ
で
の
聴
衆
の
反
応
に
は
病
み
つ
き
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
お

か
げ
で
随
分
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
勝
っ
た
こ
と
を
し
て
い
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
今
の
虚
無
僧
尺
八
と
は
真
逆
な
音
楽

だ
っ
た
。 

現
在
尺
八
を
、
し
か
も
虚
無
僧
尺
八
を
吹
い
て
い
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
の
偶
然
で
あ
る
。
仕
事
の
都
合
で
尺
八
を

「
ち
ょ
っ
と
」
か
じ
る
必
要
が
生
じ
た
。
た
ま
た
ま
紹
介
さ
れ
た
師
匠
（
善
養
寺
惠
介
師
）
か
ら
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
の

が「
虚
無
僧
」
の
尺
八
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
の
想
定
外
で
、
こ
の
時
ま
で
、
そ
も
そ
も
虚
無
僧
尺
八
の
何
た
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る
か
の
認
識
す
ら
な
か
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
、
坐
禅
会
に
も
通
い
始
め
て
い
た
。
心
に
迷
い
・
悩
み
が
深
く
な
っ

た
か
ら
だ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
偶
然
か
ら
、「
ち
ょ
っ
と
」の
つ
も
り
が
深
入
り
し
て
、
二
十
年
が
過
ぎ
た
。
尺
八
と
禅
が
、

共
鳴
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。 

虚
無
僧
の
尺
八
は
、
フ
ル
ー
ト
や
ケ
ー
ナ
の
よ
う
な
、「
音
楽
」
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
い
わ
ば
、
坐
禅
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
。
読
経
で
も
あ
る
。
修
行
で
あ
り
、
そ
の
先
に
あ
る
の
は「
音
楽
」
よ
り
心
身
の「
安
楽
」
で
あ
る
。
大

袈
裟
に
言
え
ば
、
生
き
て
い
く
た
め
の
、
あ
る
い
は
死
ん
で
い
く
た
め
の
、
心
の
拠
所
で
あ
る
。
尺
八
の
吹
奏
に
よ
る
禅

だ
か
ら
、
こ
れ
を「
吹
禅
」
と
い
い
、
だ
か
ら
尺
八
は
楽
器
で
は
な
く「
法
器
」
と
呼
ば
れ
る
。 

や
が
て
、
虚
無
僧
行
脚
も
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
天
蓋
と
い
う
深
編
笠
を
被
っ
て
、
尺
八
を
吹
い
て
乞
食
行
を
す

る
の
で
あ
る
。
始
め
る
前
は
、
ケ
ー
ナ
の
街
頭
演
奏
く
ら
い
の
気
持
ち
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
心
得
違
い
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
確
か
に「
行
」で
あ
っ
た
。
断
じ
て
コ
ス
プ
レ
で
は
な
い
。 

 

フ
ル
ー
ト
、
ケ
ー
ナ
、
尺
八
。
奇
し
く
も
、
ま
っ
た
く
異
な
る
複
数
の
笛
を
吹
い
て
き
た
の
は
、
笛
吹
き
と
し
て
、
と

て
も
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
っ
た
。
一
つ
の
こ
と
を
極
め
る
に
は
、
そ
れ
に
専
念
し
、
深
化
さ
せ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
時
に
は
そ
れ
を
相
対
化
し
て
見
る
の
も
大
切
だ
し
、
役
に
立
つ
。 

ケ
ー
ナ
と
尺
八
は
、
原
理
は
全
く
同
じ
で
作
り
も
よ
く
似
て
い
る
が
、
そ
の
特
性
は
両
極
端
と
も
言
え
る
。
ケ
ー

ナ
か
ら
尺
八
に
乗
り
換
え
た
当
初
は
、
発
音
す
ら
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
長
い
間
、
ケ
ー
ナ
は
封
印
し
て
い
た
。

そ
の
後
、
ど
う
し
て
も
ケ
ー
ナ
を
吹
く
必
要
が
生
じ
、
い
ざ
吹
い
て
み
た
ら
、
ケ
ー
ナ
が
思
う
よ
う
に
鳴
ら
せ
な
い
。
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や
っ
と
ケ
ー
ナ
が
吹
け
れ
ば
尺
八
が
鳴
ら
な
く
な
る
。
試
行
錯
誤
の
末
、
持
ち
替
え
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
得

ら
れ
て
い
た
の
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
を
吹
い
て
い
て
は
け
っ
し
て
得
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
一
段
上
の
智
慧
で

あ
っ
た
。 

こ
れ
は
、
尺
八
だ
け
に
限
っ
て
み
て
も
同
じ
だ
。
自
然
の
素
材
で
作
る
尺
八
は
一
本
一
本
が
微
妙
に
、
時
に
は
全

く
、
違
う
。
だ
か
ら
、
良
く
鳴
る
お
気
に
入
り
の
一
本
か
ら
他
に
持
ち
替
え
た
途
端
、
ま
る
で
鳴
ら
な
く
な
る
こ
と

は
よ
く
あ
る
。
だ
か
ら
、
時
間
と
心
に
余
裕
の
あ
る
時
、
手
持
ち
の
尺
八
を
全
部
並
べ
て
順
番
に
吹
い
て
み
る
。
こ
う

し
て
各
々
を
相
対
化
す
る
こ
と
で
、
今
ま
で
鳴
ら
な
か
っ
た
多
く
の
尺
八
が
各
々
の
個
性
を
持
っ
て
鳴
り
始
め
、
お

気
に
入
り
の
一
本
も
さ
ら
に
融
通
が
利
く
よ
う
に
な
る
。 

曲
、
曲
種
、
あ
る
い
は
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
も
同
じ
だ
。
こ
こ
二
十
年
ほ
ど
ひ
た
す
ら
吹
い
て
き
た
の
は
虚
無
僧
の
尺

八
（
古
典
本
曲
）
で
あ
っ
た
。
数
年
前
に
琴
古
流
本
曲
、
つ
い
最
近
は
都
山
流
本
曲
に
挑
戦
し
て
み
た
。
ち
ょ
っ
と
聞

く
と
同
じ
よ
う
に
聞
こ
え
る
技
巧
が
、
実
は
ま
る
で
反
対
の
こ
と
を
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
陰
と
陽
の
よ
う
な
も
の

だ
。
身
体
が
思
う
よ
う
に
反
応
せ
ず
、
最
初
は
ま
さ
に
混
乱
し
た
。
し
か
し
、
な
ん
と
か
ど
ち
ら
に
も
対
応
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
ら
、
陰
を
深
め
る
こ
と
で
陽
が
際
立
つ
と
で
も
言
う
よ
う
に
、
世
界
が
開
け
た
よ
う
な
気
が
す
る
。 

 

フ
ル
ー
ト
、
ケ
ー
ナ
、
尺
八
。
楽
器
も
音
楽
も
、
ず
い
ぶ
ん
な
遍
歴
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
れ
は
、
西
洋
合
理
主
義
・

キ
リ
ス
ト
教
的
な
る
も
の
か
ら
東
洋
的
・日
本
的
な
る
も
の
・
仏
教
的
な
る
も
の
へ
の
回
帰
で
も
あ
っ
た 

―
 

途
中
、

南
米
ア
ン
デ
ス
を
経
由
し
、
東
南
ア
ジ
ア
・
琉
球
・沖
縄
、
自
然
崇
拝
・
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
も
立
ち
寄
っ
た
。 
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キ
リ
ス
ト
教
・
西
洋
文
明
に
は
快
楽
追
及
の
臭
い
を
感
じ
る
が
、
仏
教
は
禁
欲
的
だ
。
仏
教
の
最
終
目
標
の
解
脱

と
は
、
己
の
欲
か
ら
の
解
放
だ
か
ら
で
あ
る
。
虚
無
僧
も
、
欲
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
そ
の
修
行
の
目
標
で
は
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
が
笛
吹
き
と
し
て
は
な
か
な
か
で
き
な
い
。
も
っ
と
大
き
い
音
を
、
も
っ
と
響
く
音
を
、
も
っ
と
低
い
音
・

も
っ
と
高
い
音
を
、
も
っ
と
速
く
華
麗
な
指
遣
い
を
、
も
っ
と
も
っ
と‥

‥

、
も
っ
と
客
を
、
も
っ
と
拍
手
を
、
も
っ
と

ギ
ャ
ラ
を‥

‥
、
欲
望
は
絶
え
な
い
。
挙
句
の
果
て
に
、
フ
ル
ー
ト
の
頭
部
管
を
尺
八
型
に
代
え
て
縦
吹
き
し
て「
ベ

ー
ム
式
多
孔
尺
八
で
あ
る
」な
ど
と
言
い
出
す
始
末
。
し
か
し
仏
教
は
、
欲
に
囚
わ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
必
ず
し
も

欲
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
だ
。
欲
は
欲
と
し
て
自
然
に
任
せ
て
放
っ
て
お
く
と
し
て
、
そ
ん
な
技
巧
や
功
名

よ
り
大
切
な
こ
と
が
あ
る
。
心
で
あ
る
。
菩
提
心
と
言
っ
て
も
よ
い
。 

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
尺
八
で
演
奏
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ア
ン
デ
ス
音
楽
に
も
尺
八
で
参
加
し
て
い
る
。
そ
ん
な
時
に
、

強
く
肝
に
銘
じ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
尺
八
は
あ
く
ま
で
も
尺
八
で
あ
り
、「
フ
ル
ー
ト
の
も
の
ま
ね
」
や
「
ケ
ー
ナ
の

も
の
ま
ね
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
ど
ん
な
音
楽
、
ど
ん
な
曲
に
せ
よ
、
そ
れ
を
よ
く
解
釈
し
咀
嚼
し
、

尺
八
で
演
奏
す
る
以
上
は
尺
八
と
し
て
再
構
成
し
、
尺
八
だ
か
ら
こ
そ
の
演
奏
で
な
け
れ
ば
価
値
は
な
い
。
そ
こ
で

一
番
大
切
な
こ
と
は
、
そ
の
演
奏
、
そ
の
音
楽
に
、
ど
ん
な
念
い
を
込
め
る
の
か
、
ど
ん
な
祈
り
を
込
め
る
の
か
、
と
い

う
こ
と
だ
。 

そ
こ
に
込
め
る
念
い
、
そ
こ
に
込
め
る
祈
り
、
そ
れ
は
自
分
勝
手
な
都
合
や
計
ら
い
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
曲
そ

の
も
の
の
中
か
ら
も
湧
き
上
が
っ
て
く
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
百
回
ほ
ど
も
楽
譜
に
か
じ
り
つ
い

て
練
習
す
れ
ば
そ
の
気
配
く
ら
い
は
朧
げ
に
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
次
の
百
回
は
、
自
分
な
り
に
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
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を
加
え
な
が
ら
曲
と
対
話
す
る
。
次
の
百
回
、
そ
ろ
そ
ろ
楽
譜
は
要
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
何
百

回
、
い
つ
の
ま
に
か
無
心
で
吹
い
て
い
る
だ
ろ
う
。
無
心
と
は
心
を
無
く
す
こ
と
で
は
な
い
。
プ
ロ
ペ
ラ
が
高
速
回
転
す

る
と
ま
る
で
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る
の
と
同
じ
で
、
実
は
心
が
一
心
不
乱
に
フ
ル
回
転
し
て
い
る
こ
と

な
の
だ
。
演
奏
す
る
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
。
そ
れ
は
、
虚
無
僧
の
尺
八
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
琴
古

流
や
都
山
流
の
本
曲
で
も
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
で
も
ア
ン
デ
ス
音
楽
で
も
、
ど
ん
な
音
楽
で
も
、
本
当
は
み
な
そ
う
い
う
こ

と
な
の
だ
。
こ
れ
は
、
五
線
譜
に
か
じ
り
つ
い
て
フ
ル
ー
ト
を「
間
違
わ
ず
に
」
吹
く
こ
と
、
レ
コ
ー
ド
を
耳
コ
ピ
し
て
ケ

ー
ナ
を「
本
物
ら
し
く
」吹
く
こ
と
、
を
目
標
に
し
て
い
た
時
代
に
は
、
と
ん
と
思
い
付
き
も
し
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。 

尺
八
は
、
や
は
り「
法
器
」と
呼
ぶ
の
が
、
最
も
相
応
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
法
器
尺
八
、
虚
無
僧
の
尺
八
は
、
私

に
、
真
の
音
楽
を
教
え
て
く
れ
た
。 

（つ
ぼ
い 

お
う
り
ょ
う
） 
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