
一
誰
に
で
も
簡
単
に

吹
け
る
竹
笛

津
幡
町
の
市
街
地
か
ら
車
で
十

五
分
程
の
倶
利
伽
羅
峠
に
近
い
竹

林
が
広
が
る
山
間
に
今
回
ご
紹
介

す
る
「
夢
創
く
り
か
ら
竹
笛
工
房
」

が
あ
る
。
代
表
の
池
内
良
輔
さ
ん

と
知
人
の
北
川
さ
ん
ら
い
づ
れ
も

六
十
歳
を
越
え
る
四
名
で
運
営
し
、

誰
で
も
簡
単
に
吹
く
こ
と
が
で
き

る
竹
笛
を
製
作
す
る
。

従
来
の
横
笛
や
尺
八
と
い
っ
た

竹
笛
は
、
初
心
者
に
は
吹
く
の
が

難
し
く
、
音
色
を
出
せ
る
よ
う
に

な
る
に
は
二
、
三
ヶ
月
、
場
合
に

よ
っ
て
は
三
年
程
練
習
が
必
要
で

あ
る
が
、
当
工
房
で
製
作
す
る
竹

笛
は
、
子
供
で
も
、
初
心
者
で
も

-10-
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り
、
長
野
県
の
生
産
者
を
訪
ね
て

指
導
を
受
け
て
、
竹
炭
づ
く
り
の

道
に
入
っ
た
。
そ
の
後
、
ド
ラ
ム

缶
を
利
用
し
た
ド
ラ
ム
窯
、
生
産

能
力
を
格
段
に
向
上
さ
せ
た
鉄
窯

を
独
自
に
開
発
、
さ
ら
に
焼
成
工

程
に
ひ
と
手
間
か
け
て
高
品
質
の

竹
炭
づ
く
り
を
進
め
、「
竹
炭
を
津

幡
町
の
特
産
品
に
」
と
、
地
域
お

こ
し
の
観
点
か
ら
平
成
八
年
に
は
、

倶
利
伽
羅
竹
炭
生
産
組
合
を
結
成

し
本
格
的
な
生
産
に
取
り
組
ん
だ
。

三
竹
笛
の
音
色
に
魅
せ
ら
れ
て

し
か
し
、
竹
炭
が
全
国
的
な
ブ

ー
ム
に
な
る
中
、
中
国
な
ど
か
ら

の
安
価
品
の
流
入
に
よ
り
、
一
時

の
勢
い
は
な
く
な
り
、
生
産
量
も

大
き
く
落
ち
込
む
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
う
し
た
中
、
竹
炭
の
原
材
料

と
し
て
い
た“

竹‘

自
身
に
興
味
が

湧
く
よ
う
に
な
り
、
暫
く
は
竹
ト

ン
ボ
や
竹
人
形
な
ど
の
竹
細
工
づ

く
り
に
励
ん
で
い
た
が
、
旅
行
で

訪
れ
た
南
米
の
ボ
リ
ビ
ア
で
出
会

っ
た
ケ
ー
ナ
と
い
う
竹
製
の
笛
の

音
色
に
感
動
す
る
一
方
、
自
然
素

材
で
あ
る
竹
笛
な
ら
ば
子
供
た
ち

の
情
操
教
育
に
も
一
役
買
え
る
の

で
は
な
い
か
と
、
帰
国
後
、
製
作
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こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
石
川
の
「
チ

ャ
レ
ン
ジ
企
業
」
を
応
援
し
て
い
ま

す
。
取
材
を
希
望
さ
れ
る
方
は
最
寄

り
の
商
工
会
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

簡
単
に
吹
く
こ
と
が
で
き
る
工
夫

が
施
さ
れ
て
い
る
。

二
竹
と
の
出
会
い

元
々
池
内
さ
ん
は
、
金
沢
市
内

で
水
産
加
工
会
社
を
経
営
し
て
い

た
が
、
本
田
技
研
工
業
の
創
始
者

故
本
田
宗
一
郎
氏
の
著
書
の
「
会

社
は
若
い
人
に
譲
っ
て
い
く
べ
き

だ
」
と
の
言
葉
に
感
銘
を
受
け
、

今
か
ら
十
七
年
前
の
五
十
六
歳
の

時
に
会
社
を
長
男
に
譲
る
こ
と
を

宣
言
。
自
身
は
第
二
の
人
生
を
謳

歌
し
よ
う
と
、
そ
れ
ま
で
憧
れ
て

い
た
田
舎
暮
ら
し
を
実
践
す
る
た

め
、
津
幡
町
の
山
間
に
あ
る
旧
家

を
購
入
し
夫
婦
で
移
住
し
た
の
が
、

契
機
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
目
の
当
た
り
に
し
た
の

が
、
手
入
れ
さ
れ
ず
に
荒
れ
て
い

た
竹
林
で
、
何
と
か
有
効
利
用
で

き
な
い
か
と
思
案
し
て
い
た
と
こ

ろ
、
長
野
県
で
ド
ラ
ム
缶
を
使
っ

て
竹
炭
を
生
産
し
て
い
る
こ
と
を

知
っ
た
。
当
時
、
竹
炭
は
、
脱
臭

効
果
や
水
質
改
善
等
の
効
用
で
注

目
を
集
め
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
も
あ

技
術
を
習
得
し
、
ま
た
南
米
や
中

国
、
東
南
ア
ジ
ア
の
様
々
な
笛
を

研
究
す
る
な
ど
し
て
、
竹
笛
づ
く

り
を
深
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

四
竹
笛
づ
く
り
へ
の
挑
戦

と
こ
ろ
が
、
竹
笛
を
量
産
化
し
て

い
く
に
は
い
く
つ
か
の
壁
が
立
ち
は

だ
か
る
こ
と
と
な
る
。

ま
ず
初
め
の
壁
が
、
竹
笛
に
適
し

た
竹
材
の
入
手
で
あ
っ
た
。
竹
笛
に

は
、
節
と
節
の
間
隔
が
四
十
b
以
上

必
要
で
あ
る
が
、
地
元
の
竹
林
に
は

な
か
な
か
適
し
た
竹
材
が
見
当
た
ら

な
か
っ
た
。
方
々
を
当
た
る
う
ち
、

能
登
の
間
垣
用
の
竹
材
が
適
し
て
い

る
こ
と
を
知
り
、
昔
の
商
売
仲
間
の

助
け
を
借
り
て
入
手
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
る
。

次
の
壁
が
、
通
常
は
三
、
四
年
の

自
然
乾
燥
が
必
要
と
さ
れ
る
竹
材
の

乾
燥
期
間
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ

を
解
決
し
た
の
が
、
遠
赤
外
線
を
使

っ
て
四
、
五
日
間
で
乾
燥
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
特
殊
な
装
置
の
開
発
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
竹
笛
製
作

の
前
工
程
が
劇
的
に
短
縮
化
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

そ
し
て
、
冒
頭
で
も
紹
介
し
た
、

誰
に
で
も
吹
け
る
竹
笛
に
す
る
た

め
、
歌
口
部
分
に
特
殊
な
部
品
を
加

え
た
り
、
指
孔
の
位
置
や
寸
法
・
形

状
の
調
整
な
ど
の
改
良
に
よ
り
商
品

化
を
実
現
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

五
湧
き
出
す
ア
イ
デ
ア

と
次
の
展
開

現
在
、
当
工
房
で
製
作
す
る
の
は
、

竹
笛
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。

珪
藻
土
で
整
形
し
、
竹
炭
で
燻
し

た
ペ
ッ
ト
用
骨
壷
や
、
竹
炭
の
粉
末

を
台
紙
に
付
着
さ
せ
た
真
っ
黒
な
観

賞
用
色
紙
の
開
発
で
あ
る
。
そ
の
他

に
も
、
竹
炭
釜
を
利
用
し
て
、
パ
イ

ナ
ッ
プ
ル
や
バ
ナ
ナ
と
い
っ
た
果
物

な
ど
を
炭
焼
き
に
し
た
鑑
賞
炭
も
あ

る
。「“

夢‘

が
大
好
き
」と
い
う
池
内
さ

ん
は
、
近
い
将
来
、
工
房
の
裏
側
に

あ
る
空
き
地
と
竹
林
を
利
用
し
て
竹

に
関
す
る
学
習
が
で
き
る
「
竹
の
博

物
館
」
の
建
設
を
実
現
し
た
い
な
ど

と
、
七
十
二
歳
と
い
う
年
齢
に
負
け

ず
、
そ
の
夢
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
。

（
お
問
い
合
わ
せ
）

夢
創
く
り
か
ら
竹
炭
工
房
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竹笛を製作、販売する工房

当工房で製作する竹笛


