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宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
が
進
め
て
お
ら
れ
る
正
倉
院
宝
物
模
造
品
作
製
事
業
の
一
環

と
し
て
、
平
成
二
十
年
度
定
例
御
開
封
期
間
中
の
十
一
月
十
一
日
か
ら
同
十
三
日
に
か

け
て
、
螺
鈿
紫
檀
五
絃
琵
琶
（
北
倉
二
九
）（
挿
図
１
）
の
楽
器
本
体
に
つ
い
て
の
事

前
調
査
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
調
査
は
螺
鈿
紫
檀
五
絃
琵
琶
の
楽
器
と
し
て
の
構
造
の
解

析
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
筆
者
は
模
造
品
の
五
絃
琵
琶
本
体
の
作
製
候
補
者
で
あ
ら

れ
る
琵
琶
師
の
松
浦
経
義
氏
の
補
助
と
し
て
委
嘱
を
拝
命
し
、
螺
鈿
紫
檀
五
絃
琵
琶
の

ほ
か
、
参
考
品
と
し
て
、
四
絃
琵
琶
五
面
（
北
倉
二
七
・
南
倉
一
〇
一
第
一
号
～
第
四

号
）・
阮
咸
二
面
（
北
倉
三
〇
・
南
倉
一
二
五
第
一
号
）・
銀
平
脱
合
子
附
属
の
絃
類
の

一
部
（
北
倉
一
五
四
）・
金
銀
絵
紫
檀
撥
（
南
倉
一
〇
二
）・
天
平
琵
琶
譜
（
中
倉
二
〇

『
続
々
修
正
倉
院
古
文
書
』
第
三
十
七
帙
第
二
巻
）
な
ど
を
拝
見
す
る
機
会
を
賜
っ
た

（
挿
図
２
）。

正
倉
院
に
伝
わ
る
楽
器
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
三
年
か
ら
同
二
十
七
年
に
か
け
て

特
別
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
詳
細
な
報
告
を
多
数
の
図
版
と
と
も
に
収
め
た
『
正
倉
院

の
楽
器
』（
正
倉
院
事
務
所
編
・
日
本
経
済
新
聞
社
刊
、
昭
和
四
十
二
年
）
が
公
刊
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
琵
琶
類
に
つ
い
て
は
、
外
見
上
の
実
測
結
果
や
観
察
記
録
が
主

で
、
内
部
構
造
に
つ
い
て
の
記
載
が
殆
ど
な
く
、
精
密
な
模
造
品
を
作
製
す
る
た
め
に

は
情
報
が
不
充
分
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
松
浦
氏
は
平
成
十
九
年
に
筆
者
の

見
解
を
盛
り
込
ん
だ
花
櫚
の
五
絃
琵
琶
を
完
成
さ
れ
た
（
挿
図
３
）
が
、
そ
の
製
作
過

程
に
お
い
て
は
、
同
書
の
ほ
か
に
東
京
国
立
博
物
館
蔵
『
壬
申
検
査
社
寺
宝
物
図
集
』

第
十
二
所
収
の
拓
本
（
螺
鈿
紫
檀
五
絃
琵
琶
の
各
部
材
が
剥
離
し
た
状
態
で
あ
っ
た
明

治
五
年
に
写
し
採
ら
れ
た
も
の
で
、
外
表
の
部
品
の
剥
離
箇
所
の
み
な
ら
ず
、
内
部
の

部
品
の
拓
影
ま
で
も
が
含
ま
れ
て
い
る
）
を
も
参
照
し
、
そ
れ
で
も
な
お
解
明
し
か
ね

て
推
測
で
済
ま
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
箇
所
が
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

今
回
の
調
査
の
目
的
で
あ
る
螺
鈿
紫
檀
五
絃
琵
琶
の
楽
器
と
し
て
の
構
造
の
解
析
を

達
成
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
試
行
錯
誤
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、
過
去
の
記
録
や
調

査
報
告
か
ら
だ
け
で
は
得
ら
れ
な
い
情
報
を
引
き
出
す
必
要
が
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の

よ
う
な
認
識
の
も
と
に
螺
鈿
紫
檀
五
絃
琵
琶
を
拝
見
し
た
松
浦
氏
及
び
筆
者
の
、「
作

り
手
」「
弾
き
手
」
と
し
て
の
夫
々
の
所
見
・
所
感
を
、
今
後
の
調
査
研
究
や
模
造
品

作
製
の
上
で
の
資
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
、
纏
め
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

正
倉
院
宝
物
「
螺
鈿
紫
檀
五
絃
琵
琶
」
模
造
品
作
製
事
前
調
査
（
楽
器
本
体
） 

調
査
所
見

横 　

山 　

円 　

音
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挿図１　 北倉29 螺鈿紫檀五絃琵琶　右：表、左：裏

挿図３　 花櫚五絃琵琶

挿図２　 調査風景　中央：松浦氏、左：筆者
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第
一
章　

調
査
の
前
提
条
件

螺
鈿
紫
檀
五
絃
琵
琶
（
以
下
「
本
品
」
と
呼
ぶ
）
は
、
そ
の
眩
い
ば
か
り
の
螺
鈿
装

飾
が
特
に
喧
伝
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
楽
器
」
と
し
て
よ
り
は
「
美
術
工
芸
品
」
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
強
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
な
る
と
、
こ
の
段
階

で
既
に
「
楽
器
と
美
術
工
芸
品
と
の
違
い
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
筆
者
な
り
に
「
音
楽
を
奏
で
る
た
め

の
器
物
が
『
楽
器
』
で
あ
る
」
と
簡
潔
に
定
義
し
、
そ
の
よ
う
な
「
楽
器
」
に
必
要
不

可
欠
な
条
件
と
し
て
、
次
の
三
つ
を
挙
げ
た
い
。

第
一
、
演
奏
す
る
に
適
し
た
構
造
・
機
能
・
強
度
を
伴
っ
て
い
る
こ
と

第
二
、
音
楽
理
論
に
適
し
た
音
程
を
奏
で
得
る
こ
と

第
三
、
単
な
る
「
音
」
で
は
な
く
「
音
楽
に
相
応
し
い
響
き
」
を
伴
う
こ
と

絃
を
張
っ
た
ら
何
か
が
外
れ
て
し
ま
う
、
或
い
は
、
し
っ
か
り
し
て
は
い
る
け
れ
ど

も
重
す
ぎ
て
抱
え
て
い
る
だ
け
で
腕
や
足
が
痺
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で

は
、
こ
れ
は
実
用
向
き
の
楽
器
と
は
言
え
な
い
。
演
奏
者
の
技
量
で
操
り
き
れ
な
い
ほ

ど
の
音
程
の
差
異
が
生
じ
る
よ
う
な
も
の
で
は
、
音
楽
は
奏
で
ら
れ
な
い
。
音
が
鳴
る

と
は
い
っ
て
も
、
あ
ま
り
に
も
微
か
な
音
で
し
か
鳴
ら
な
い
、
或
い
は
、
耳
障
り
な
ほ

ど
に
け
た
た
ま
し
い
音
で
鳴
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
、
こ
れ
も
ま
た
楽
器
と
は

言
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
条
件
を
満
た
し
て
い
る
「
楽
器
」
で
、
そ
れ
自
体
の
姿
形
や
施
さ
れ
た
装

飾
が
見
事
で
あ
る
と
い
う
も
の
は
、「
奏
で
て
い
る
と
き
は
楽
器
、
置
い
て
あ
る
と
き

は
美
術
工
芸
品
」
と
い
う
よ
う
な
短
絡
的
な
区
別
は
で
き
な
く
な
り
、「
楽
器
で
あ
り

か
つ
美
術
工
芸
品
で
あ
る
」
或
い
は
「
美
術
工
芸
品
で
あ
り
か
つ
楽
器
で
あ
る
」
と
い

う
域
に
達
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
い
か
に
姿
形
が
美
し
く
と
も
、
い
か

に
豪
華
な
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
こ
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
も
の
は
、「
美

術
工
芸
品
で
は
あ
っ
て
も
楽
器
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。

今
回
の
調
査
は
、
前
述
の
通
り
、
本
品
の
楽
器
と
し
て
の
構
造
の
解
析
を
目
的
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
従
来
か
ら
の
情
報
に
今
回
の
調
査
に
よ
る

新
知
見
を
加
え
、
前
記
の
三
条
件
に
照
ら
し
て
本
品
が
「
楽
器
」
で
あ
る
か
否
か
を
検

討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
二
章　

細
部
の
検
討

本
章
で
は
、
本
品
が
前
章
に
掲
げ
た
三
条
件
を
満
た
し
て
い
る
か
否
か
を
、
細
部
に

つ
い
て
検
討
し
な
が
ら
考
察
す
る
。

第
一
節　

腹 

板

『
正
倉
院
の
楽
器
』
に
は
一
枚
板
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な

く
、
一
枚
板
と
見
紛
う
ほ
ど
に
精
巧
に
接
ぎ
合
わ
せ
ら
れ
た
、
澤さ
わ
栗ぐ
り
の
三
枚
接
ぎ
で
あ

る
。
明
治
五
年
の
壬
申
調
査
の
拓
本
に
は
接
ぎ
目
が
写
っ
て
お
り
（
挿
図
４
）、
本
品

の
そ
の
箇
所
を
観
察
す
る
と
、
木
目
が
完
全
に
は
連
続
し
て
い
な
い
。
こ
の
接
ぎ
目
の

位
置
が
左
右
対
称
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
現
在
の
雅
楽
の
琵
琶
に
お
い
て
は
左
右

対
称
に
な
る
よ
う
に
作
る
の
が
慣
例
で
あ
る
の
と
異
な
っ
て
い
る
が
、
螺
鈿
紫
檀
琵
琶
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挿図４　 北倉29 螺鈿紫檀五絃琵琶　拓本（『壬申検査社寺宝物図集』第十二、東京国立博物館蔵）
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（
北
倉
二
七
）
の
よ
う
に
宝
庫
内
の
四
絃
琵
琶
の
中
に
も
左
右
対
称
で
は
な
い
も
の
が

見
ら
れ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
唐
代
に
お
い
て
は
、
接
ぎ
目
の
位
置
が
左
右
対
称
に

な
る
こ
と
よ
り
も
木
目
が
揃
う
こ
と
の
方
を
重
視
し
、
隣
り
合
う
板
の
木
目
が
揃
い
さ

え
す
れ
ば
形
状
や
寸
法
に
拘
ら
ず
に
接
ぎ
合
わ
せ
、
腹
板
に
必
要
な
大
き
さ
の
板
に
し

て
か
ら
切
り
抜
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
現
状
で
は
、
接
ぎ
目
に
は
剥
離

し
た
の
を
接
着
修
補
し
た
痕
が
橙
褐
色
の
筋
と
し
て
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
木
口
に
貼
り

巡
ら
さ
れ
て
い
る
帯
状
の
瑇
瑁
の
内
側
に
も
同
様
の
橙
褐
色
の
筋
が
巡
っ
て
い
る
（
挿

図
５
）。

材
質
に
つ
い
て
は
、
琵
琶
の
腹
板
の
材
は
古
来
「
澤
栗
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
昭
和

四
十
七
年
か
ら
同
五
十
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
正
倉
院
木
工
の
特
別
調
査
の
成
果
を
纏

め
た
『
正
倉
院
の
木
工
』（
正
倉
院
事
務
所
編
・
日
本
経
済
新
聞
社
刊
、
昭
和
五
十
三

年
）
に
よ
れ
ば
、
植
物
学
上
は
澤
栗
と
い
う
名
の
樹
木
は
存
在
せ
ず
、
該
当
す
る
樹
種

と
し
て
は
谷ヤ

地チ

梻ダ
モ

の
老
木
が
最
有
力
候
補
で
、
い
わ
ゆ
る
「
栗
」
と
は
異
な
る
と
い
う
。

し
か
し
、
松
浦
氏
は
、
梻タ
モ
や
塩シ
オ
地ヂ

を
使
う
こ
と
も
あ
る
が
基
本
的
に
は
栗
で
作
る
と

仰
っ
て
、
試
作
品
も
栗
を
使
っ
て
作
ら
れ
た
。
ま
た
、
東
京
新
木
場
の
株
式
会
社
鴨
川

商
店
会
長
の
鴨
川
實
豊
氏
や
木
挽
き
の
林
組
代
表
の
林
以
一
氏
に
本
品
の
写
真
を
見
て

頂
い
た
と
こ
ろ
、
林
氏
は
栗
、
鴨
川
氏
は
春ハ
ル
楡ニ
レ
の
可
能
性
も
あ
る
と
の
御
意
見
で
あ
っ

た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
澤
栗
」
と
い
う
名
は
類
似
す
る
複
数
の
樹
種
の
材

の
総
称
で
あ
っ
て
、
特
定
の
一
つ
の
樹
種
に
絞
り
込
め
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
べ

き
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
ほ
か
に
は
、
筆
者
に
は
よ
く
判
ら
な
か
っ
た
が
、
松
浦
氏
は
「
表
面
に
軽
く
拭

漆
が
施
さ
れ
て
い
る
」
と
の
見
解
を
示
さ
れ
た
。
奈
良
時
代
に
も
同
様
の
手
法
が
あ
っ

て
「
花
漆
」
な
ど
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
或
い
は
そ
う
な
の

か
も
し
れ
な
い
。

第
二
節　

覆 

手

覆
手
と
は
、
腹
板
の
額
の
上
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
、
覆
い
伏
せ
た
手
の
よ
う
な
形
状

の
部
品
で
あ
る
。
通
絃
孔
と
呼
ぶ
小
孔
が
開
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
小
孔
に
絃
を
懸
け

て
固
定
す
る
。

本
品
の
覆
手
は
明
治
に
新
補
さ
れ
た
も
の
で
、
基
部
の
背
面
に
「
明
治
三
十
一
年
四

月
補
之
」
と
い
う
金
書
銘
が
あ
る
。
現
状
で
は
、
落
帯
側
か
ら
見
る
と
基
部
と
腹
板
と

の
接
着
面
に
隙
間
が
生
じ
て
お
り
、
側
面
か
ら
見
る
と
傾
い
て
捍
撥
側
の
端
が
低
く

な
っ
て
い
る
（
挿
図
６
）。

現
状
に
つ
い
て
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
問
題
は
、
明
治
の
新
補
で
あ
る
こ
の
覆

手
が
献
納
当
初
の
状
態
を
再
現
し
得
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
。

ま
ず
、
形
状
に
つ
い
て
。

失
わ
れ
て
い
た
覆
手
を
復
元
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
四
絃
琵
琶
の
覆
手
を
参
考
に
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
発
想
自
体
に
は
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
本

品
の
覆
手
の
輪
郭
は
、
四
絃
琵
琶
の
そ
れ
に
比
べ
て
、
絃
を
懸
け
る
側
の
縁
の
幅
が
広

く
、
両
端
が
鋭
い
。
こ
の
よ
う
な
輪
郭
に
し
た
根
拠
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。　

現
状
で
は
、
本
品
の
腹
板
の
覆
手
の
真
下
に
あ
た
る
箇
所
に
覆
手
の
投
影
形
の
瑇
瑁

の
板
が
貼
ら
れ
て
お
り
（
挿
図
７
）、
こ
れ
を
覆
手
の
輪
郭
復
元
の
根
拠
と
す
る
説
が

あ
る
（
林
謙
三
著
『
正
倉
院
楽
器
の
研
究
』
第
二
章
正
倉
院
資
料
遺
品
・
文

書
・
図
像
に
よ
る
楽
器

の
全
貌
Ⅲ
絃
鳴
楽
器
11
五
絃
琵
琶
（
五
絃
）、
風
間
書
房
、
昭
和
三
十
九
年
）。
し
か
し
、
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筆
者
は
こ
の
説
に
疑
念
を
抱
い
て
き
た
。
と
い
う
の
は
、
壬
申
調
査
の
拓
本
に
は
こ
の

瑇
瑁
の
板
は
写
っ
て
お
ら
ず
、
仮
に
剥
離
し
て
い
た
と
し
て
も
、
覆
手
の
基
部
の
剥
離

痕
は
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
の
に
、
そ
の
痕
跡
も
注
記
も
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
（
挿

図
４
）。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
説
が
正
し
い
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
写
真

が
見
つ
か
っ
た
。
筆
者
が
平
成
二
十
年
一
月
に
入
手
し
た
「
以
下
壱
組
二
十
二
葉　

正

倉
院
宝
庫
御
物
冩
眞　

奈
良
博
覧
會
社
晋
上
」
と
い
う
附
箋
を
伴
う
明
治
初
期
の
古
写

真
の
中
に
、「
玳
瑁
螺
鈿
唐
琵
琶
」
と
題
す
る
、
ま
だ
覆
手
が
欠
失
し
た
ま
ま
の
状
態

の
本
品
を
撮
影
し
た
も
の
が
一
枚
あ
り
、
そ
れ
に
は
現
状
の
覆
手
の
輪
郭
と
一
致
す
る

と
思
し
き
形
の
「
何
か
」
が
見
え
る
の
で
あ
る
（
挿
図
８
）。
写
真
が
小
さ
い
上
に
あ

ま
り
鮮
明
で
は
な
い
た
め
、
そ
の
「
何
か
」
が
い
っ
た
い
何
な
の
か
、
或
い
は
瑇
瑁
の

剥
離
痕
な
の
か
、
或
い
は
罫
引
の
筋
な
の
か
、
よ
く
判
ら
な
い
の
が
惜
し
ま
れ
る
が
、

も
し
、
こ
の
写
真
に
見
え
る
「
何
か
」
の
形
状
を
も
と
に
瑇
瑁
の
板
を
新
補
し
た
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
覆
手
の
輪
郭
の
形
状
は
現
状
で
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問

題
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
新
資
料
の
発
見
を
俟
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

挿図５　 北倉29 螺鈿紫檀五絃琵琶　腹板の接ぎ目・周縁
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八
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厚
さ
に
つ
い
て
は
、
現
状
が
献
納
当
初
と
同
じ
で
あ
る
か
否
か
は
、
今
と
な
っ
て
は

検
証
す
る
術
は
な
い
。
た
だ
、
参
考
品
と
し
て
拝
見
し
た
山
水
古
人
画
捍
撥
の
木
画
紫

檀
琵
琶
（
南
倉
一
〇
一
第
三
号
）
の
覆
手
は
、
現
行
の
雅
楽
の
琵
琶
の
も
の
と
比
べ
る

と
、
驚
く
ほ
ど
薄
く
て
華
奢
で
あ
っ
た
。
本
品
の
覆
手
は
そ
れ
よ
り
も
厚
め
で
あ
る
が
、

も
っ
と
薄
い
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
な
い
と
は
言
え
な
い
。

次
に
、
材
質
に
つ
い
て
。

現
在
の
も
の
は
櫟
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
松
浦
氏
も
筆
者
も
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は
調
査
前
か
ら
疑
念
を
抱
い
て
き
た
。
と
い
う
の
は
、
鎌
倉
時
代
の
琵
琶
の
名
手
で

製
作
を
も
手
掛
け
た
藤
原
孝
道
が
著
し
た
『
琵
琶
名
物
等
作
様
』（
一
名
『
八
音
抄
』）

に
は
、「
覆
手
は
か
た
き
木
の
よ
き
な
り
、
い
た
く
厚
か
る
ま
し
」
と
あ
り
、
櫟
の
よ

う
な
軟
ら
か
い
上
に
衝
撃
に
弱
く
て
割
れ
易
い
材
は
、
覆
手
に
は
適
さ
な
い
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
拝
見
す
る
と
確
か
に
櫟
ら
し
く
見
え
、
参
考
品

と
し
て
拝
見
し
た
四
絃
琵
琶
の
中
に
も
櫟
ら
し
く
見
え
る
覆
手
が
あ
る
。
前
述
の
山
水

古
人
画
捍
撥
の
木
画
紫
檀
琵
琶
の
覆
手
は
櫟
と
さ
れ
て
い
る
が
、
非
常
に
薄
い
も
の
で

あ
り
な
が
ら
、
割
れ
た
痕
跡
は
見
当
ら
な
か
っ
た
（
ほ
か
の
四
絃
琵
琶
の
覆
手
の
中
に

は
割
れ
た
の
を
接
い
で
あ
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
絃
の
張
力
に
耐
え
か

ね
て
割
れ
た
の
か
事
故
で
割
れ
た
の
か
は
、
判
然
と
し
な
い
）。
明
治
の
修
補
に
際
し

て
は
宝
庫
内
の
四
絃
琵
琶
の
覆
手
に
倣
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
実
物

を
拝
見
し
て
も
な
お
、
松
浦
氏
も
筆
者
も
、
本
品
の
現
在
の
覆
手
に
し
て
も
四
絃
琵
琶

の
当
初
か
ら
の
覆
手
に
し
て
も
、「
本
当
に
櫟
な
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
疑
念
を
払

拭
し
き
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
鴨
川
實
豊
氏
や
林
以
一
氏
は
、
本
品
の
覆
手
の
写
真
を
見
て
、
共
に
櫟

で
は
な
く
玄ケ
ン

圃ポ

梨ナ
シ

で
あ
る
と
の
見
解
を
示
さ
れ
た
。
松
浦
氏
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
栴セ
ン

檀ダ
ン

の

別
名
で
、
欅
や
桑
の
代
用
材
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
そ
う
な
の
で
、
櫟
よ
り
も
硬
く
て

丈
夫
な
は
ず
で
あ
り
、
覆
手
の
材
と
し
て
相
応
し
い
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
基
部
の
接
着
方
法
に
つ
い
て
。

現
状
に
つ
い
て
は
、
Ｘ
線
透
過
写
真
に
よ
っ
て
太
枘
が
二
本
填
め
込
ま
れ
て
い
る
こ

と
が
判
る
（
挿
図
９
）
が
、
壬
申
調
査
の
拓
本
や
前
述
の
明
治
初
期
の
古
写
真
に
は
、

覆
手
の
剥
離
箇
所
に
太
枘
を
挿
し
込
む
た
め
の
孔
は
写
っ
て
い
な
い
（
挿
図
４
・
８
）。

こ
の
こ
と
か
ら
、
献
納
当
初
に
は
覆
手
は
腹
板
の
上
に
単
に
芋
付
け
さ
れ
て
い
た
だ
け

で
あ
っ
て
、
太
枘
は
明
治
の
修
補
の
折
に
装
着
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
推
測
を
傍
証
す
る
の
が
、
参
考
品
と
し
て
拝
見
し
た
螺
鈿
紫
檀
琵
琶
（
北
倉

二
七
、
挿
図
10
）
で
あ
る
。
宝
庫
に
伝
わ
る
五
面
の
四
絃
琵
琶
の
う
ち
唯
一
『
国
家
珍

宝
帳
』（
北
倉
一
五
八
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
の
琵
琶
は
、
そ
の
由
緒
の
正
し
さ
と

は
裏
腹
に
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
部
材
が
多
い
た
め
、
修
補
未
了
の
ま
ま
の
状
態
で
あ

る
。
腹
板
は
献
納
当
初
の
旧
材
が
一
部
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
明
治
の
修
補
に
際
し
て

は
未
発
見
の
部
分
が
新
材
で
補
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
大
正
九
年
に
旧
材
と
も
と
は
一
枚

挿図10　 北倉27 螺鈿紫檀琵琶
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〇
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板
で
あ
っ
た
と
判
じ
得
る
片
割
れ
の
板
が
発
見
さ
れ
た
が
、
こ
の
板
に
つ
い
て
は
、
当

時
の
帝
室
博
物
館
総
長
森
林
太
郎
（
鷗
外
）
の
方
針
に
よ
っ
て
残
材
の
ま
ま
の
状
態
で

保
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
現
在
も
別
途
保
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ

と
は
、
こ
の
琵
琶
の
覆
手
の
接
着
面
が
新
旧
両
方
の
板
に
跨
っ
て
い
る
こ
と
、
言
い
換

え
れ
ば
、
も
と
は
一
枚
板
で
あ
っ
た
旧
材
二
枚
の
上
に
位
置
す
る
こ
と
で
あ
る
。
今
回

の
調
査
の
折
に
、
こ
の
琵
琶
の
覆
手
は
太
枘
に
よ
っ
て
腹
板
に
挿
し
込
ま
れ
て
い
る
だ

け
で
固
着
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
判
り
、
外
し
て
み
て
頂
い
た
と
こ
ろ
、
覆
手
の
基
部

の
方
に
太
枘
が
二
本
填
め
込
ま
れ
て
お
り
、
腹
板
に
は
旧
材
・
新
材
夫
々
に
そ
の
太
枘

を
挿
し
込
む
孔
が
開
け
ら
れ
て
い
た
（
挿
図
11
）。
と
こ
ろ
が
、
大
正
九
年
発
見
の
片

割
れ
の
板
に
は
、
太
枘
が
挿
し
込
ま
れ
る
は
ず
の
位
置
に
孔
が
開
い
て
い
な
い
の
で
あ

る
（
挿
図
12
）。
こ
れ
は
、
太
枘
は
明
治
の
修
補
の
際
に
装
着
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て

献
納
当
初
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
証
で
あ
り
、
本
品
に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
覆
手
は
、
絃
の
張
力
に
よ
っ
て
乗
絃
の
方
向
に
引
か
れ
る
だ
け
で

な
く
、
弾
奏
す
る
際
の
振
動
も
伝
わ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
強
固
に
固
着
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
腹
板
の
上
に
単
に
芋
付
け
さ
れ
て

い
た
だ
け
と
な
る
と
、
果
し
て
そ
れ
で
実
用
に
耐
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
本
品
そ
の
も
の
で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
間
接
的
な
検
証
方

法
で
は
あ
る
が
、
松
浦
氏
の
試
作
品
に
様
々
な
太
さ
の
絃
を
張
っ
て
試
し
て
み
た
。
そ

の
結
果
、
現
行
の
雅
楽
の
琵
琶
と
は
違
っ
て
か
な
り
細
い
絃
が
適
合
し
、
張
力
が
さ
ほ

ど
強
く
な
く
と
も
よ
く
響
く
こ
と
が
判
っ
た
（
第
十
三
節
参
照
）。
よ
っ
て
、
膠
に
よ

る
単
な
る
芋
付
け
で
も
充
分
実
用
に
耐
え
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
は
あ
る
が
、
松
浦

氏
の
試
作
品
に
は
太
枘
が
装
着
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
な
の
で
、
こ
こ
で
は
断
定
す
る

こ
と
は
差
し
控
え
て
お
き
た
い
。

以
上
の
通
り
、
覆
手
に
つ
い
て
は
未
解
明
の
こ
と
が
多
く
、
今
後
も
慎
重
な
検
討
が

必
要
で
あ
る
。

第
三
節　

満 

月

満
月
と
は
、
腹
板
に
開
け
ら
れ
て
い
る
音
孔
の
一
つ
で
、
覆
手
の
下
に
隠
れ
て
い
る

の
で
「
隠
月
」
と
も
呼
ぶ
。
形
状
は
そ
の
名
の
通
り
ほ
ぼ
正
円
で
、
こ
れ
は
本
品
に
限

ら
ず
宝
庫
内
の
四
絃
琵
琶
五
面
に
も
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
孔
の
縁
の
木
口
に

つ
い
て
は
、
四
絃
琵
琶
の
場
合
に
は
、
腹
板
の
面
に
対
し
て
垂
直
で
あ
る
も
の
と
、
裏

面
に
向
か
っ
て
拡
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
が
あ
る
。
本
品
に
つ
い
て
は
現
状
は
垂
直
に

挿図11　 北倉27 螺鈿紫檀琵琶　覆手
取放姿
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一
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な
っ
て
い
る
が
、
壬
申
調
査
の
拓
本
を
見
る
と
相
当
荒
れ
た
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
判

り
、
し
か
も
、
四
絃
琵
琶
の
例
と
は
逆
に
、
腹
板
表
面
の
方
の
縁
が
大
き
く
、
内
部
に

向
か
っ
て
窄
ま
っ
て
い
る
（
挿
図
４
）。
こ
の
状
態
を
、
当
初
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
と

見
る
べ
き
か
、
も
と
は
現
状
と
同
じ
く
垂
直
で
あ
っ
た
の
に
表
面
側
の
縁
が
傷
ん
で
拡

が
っ
た
も
の
と
見
る
べ
き
か
、
拓
本
か
ら
は
い
ず
れ
と
も
判
定
し
難
い
。
な
お
、
明
治

初
期
の
古
写
真
（
挿
図
８
）
は
、
満
月
の
前
に
金
銀
絵
紫
檀
撥
（
南
倉
一
〇
二
）
が
立

て
掛
け
ら
れ
て
い
て
孔
が
殆
ど
見
え
な
い
の
で
、
参
考
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

ち
な
み
に
、
現
行
の
雅
楽
の
琵
琶
は
、
満
月
に
撥
の
本
を
挿
し
挟
め
る
よ
う
に
な
っ

て
お
り
、
形
状
が
正
円
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
撥
を
満
月
に
挿
し
挟
む
こ
と
は
平
安

時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
の
初
め
に
か
け
て
の
頃
に
成
立
し
た
『
胡
琴
教
録
』
の
裏
書

に
既
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
正
倉
院
に
伝
わ
る
琵
琶
で
は
構
造
上
不
可
能
な
の
で
、
平

安
時
代
に
案
出
さ
れ
た
我
が
国
独
自
の
工
夫
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
四
節　

捍 

撥

捍
撥
と
は
、
演
奏
時
に
撥
が
腹
板
に
直
に
当
た
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
貼
ら
れ
て
い
る

撥
受
け
の
こ
と
で
、
現
行
の
雅
楽
の
琵
琶
で
は
「
撥
面
」
と
呼
ぶ
。
本
品
の
捍
撥
は
瑇

瑁
に
螺
鈿
を
嵌
め
た
も
の
で
、
瑇
瑁
は
大
半
が
当
初
の
も
の
、
螺
鈿
は
、
駱
駝
に
乗
っ

て
四
絃
琵
琶
を
弾
ず
る
人
物
の
部
分
は
当
初
の
も
の
、
椰
子
の
部
分
は
大
半
が
明
治
の

新
補
で
あ
る
。

調
査
に
際
し
て
は
、『
正
倉
院
の
楽
器
』
の
ほ
か
『
古
代
樂
器
の
復
元
』（
国
立
劇
場

編
・
音
楽
之
友
社
刊
、
平
成
六
年
）
な
ど
に
も
指
摘
が
見
ら
れ
る
掻
き
傷
に
注
意
し
て

観
察
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
確
か
に
献
納
当
初
か
ら
の
瑇
瑁
の
表
面
に
複
数
の
掻
き
傷
が

あ
る
の
が
認
め
ら
れ
、
駱
駝
に
乗
っ
て
琵
琶
を
弾
い
て
い
る
人
物
の
左
手
の
上
の
辺
り

に
は
、
絃
の
下
に
あ
た
る
と
こ
ろ
で
途
切
れ
て
連
続
し
て
い
な
い
、
撥
で
弾
い
た
痕
と

考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
も
の
も
あ
っ
た
（
挿
図
13
）。
し
か
し
、
参
考
品
と
し
て
拝
見

し
た
騎
猟
画
捍
撥
の
木
画
紫
檀
琵
琶
（
南
倉
一
〇
一
第
二
号
）
の
捍
撥
に
認
め
ら
れ
る

よ
う
な
、
明
ら
か
に
撥
に
よ
る
弾
奏
痕
で
あ
る
と
判
定
し
得
る
、
緩
や
か
な
弧
を
描
く

軌
跡
（
挿
図
14
）
は
、
本
品
に
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。

挿図14　 南倉101 木画紫檀琵琶
第２号　捍撥の弾奏痕

挿図13　 北倉29 螺鈿紫檀五絃琵琶　捍撥の傷



（
一
二
）

（161）

捍
撥
に
見
え
る
こ
う
し
た
掻
き
傷
を
、
正
倉
院
の
琵
琶
類
が
奈
良
時
代
に
演
奏
さ
れ

て
い
た
証
拠
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
れ
ば
、
明
治
の
修
補
完
了
後
に
弾
い
た
時
に
付
い

た
も
の
で
あ
っ
て
奈
良
時
代
の
も
の
で
は
な
い
と
す
る
説
も
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
は

こ
う
し
た
論
議
に
は
意
義
を
認
め
な
い
。
と
い
う
の
は
、
ど
の
掻
き
傷
が
い
つ
の
時
代

に
付
い
た
も
の
と
特
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

正
倉
院
の
琵
琶
類
が
弾
奏
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
機
会
は
、
奈
良
時
代
と
明
治
と
に

限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
、『
雑
物
出
入
帳
』（
北
倉
一
七
二
）
に
よ
れ
ば
、
平

安
時
代
の
弘
仁
十
四
年
（
八
二
三
）
二
月
十
九
日
か
ら
四
月
十
四
日
ま
で
、
本
品
と
紫

檀
琵
琶
と
が
宮
中
に
召
さ
れ
て
い
る
（
紫
檀
琵
琶
は
そ
の
ま
ま
宮
中
に
留
め
置
か
れ
、

還
納
に
際
し
て
は
代
替
品
が
納
め
ら
れ
た
）。
ま
た
、
東
大
寺
龍
松
院
伝
来
の
延
文
五

年
（
正
平
十
五
＝
一
三
六
〇
）
二
月
十
三
日
付
「
東
大
寺
衆
徒
僉
議
事
書
」（
橋
本
義

彦
著
・
平
成
九
年
吉
川
弘
文
館
刊
『
正
倉
院
の
歴
史
』
所
収
の
「
正
倉
院
宝
物
に
関
す

る
一
資
料
」
が
紹
介
）
に
よ
れ
ば
、
琵
琶
を
出
蔵
す
る
よ
う
に
と
の
後
光
厳
天
皇
の
仰

せ
に
対
し
て
東
大
寺
の
衆
徒
が
反
対
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
琵
琶
類
の
中
に
は
南
北
朝

時
代
に
な
っ
て
も
な
お
原
状
を
保
っ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
事
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、
捍
撥
に
見
え
る
掻
き
傷
に
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
時
代
の
弾
奏
痕
が
混
在
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
上
、
掻
き
傷
全
て
が
撥

に
よ
る
弾
奏
痕
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
持
ち
運

ぶ
た
め
に
手
を
掛
け
よ
う
と
し
た
と
き
に
誤
っ
て
爪
で
掻
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う

な
こ
と
で
も
、
撥
に
よ
る
弾
奏
痕
に
似
た
傷
が
付
く
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
通
り
、
本
品
や
他
の
琵
琶
類
の
捍
撥
に
見
え
る
掻
き
傷
は
、
千
二
百
五
十
余

年
の
間
に
何
度
か
弾
奏
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
あ
る
。
し

か
し
、
置
物
の
琵
琶
で
あ
っ
て
も
撥
で
掻
け
ば
「
弾
奏
痕
」
は
付
く
訳
で
あ
る
し
、
楽

器
の
琵
琶
で
あ
っ
て
も
必
ず
し
も
弾
奏
痕
ば
か
り
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
捍

撥
に
見
え
る
掻
き
傷
は
、
本
品
が
楽
器
で
あ
る
と
判
定
す
る
た
め
の
重
要
な
証
拠
に
は

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
品
の
捍
撥
が
瑇
瑁
で
あ
る
こ
と
は
、
宝
庫
内
の
四
絃
琵
琶
や
阮
咸
の

そ
れ
が
薄
い
皮
で
あ
る
の
と
は
異
な
る
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
時
代
が
下
る
も
の
の
、

朝
鮮
に
お
い
て
成
宗
二
十
四
年
（
一
四
九
三
）
に
編
纂
さ
れ
た
『
楽
学
軌
範
』
に
は
、

唐
代
の
五
絃
琵
琶
の
流
れ
を
汲
む
と
思
わ
れ
る
「
郷
琵
琶
」
に
つ
い
て
、
捍
撥
に
あ
た

る
部
分
に
「
玳
瑁
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
図
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
（
挿
図
15
）、
五
絃

琵
琶
の
捍
撥
は
或
い
は
瑇
瑁
で
作
る
の
が
標
準
的
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
五
節　

虹
と
柱
（
は
し
ら
）

現
行
の
雅
楽
の
琵
琶
の
内
部
に
は
、
撥
面
の
中
心
線
の
辺
り
に
「
虹
」
と
呼
ぶ
梁
が

渡
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
虹
の
中
央
と
槽
の
内
刳
り
の
底
面
と
の
間
に
は
「
柱
（
は
し

ら
）」
と
呼
ぶ
棒
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
両
者
は
、
共
鳴
胴
の
内
部
中
央
を
貫
い
て
腹

挿図15　 『楽学軌範』郷琵琶の図
（蓬左文庫蔵）
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一
三
）
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板
と
槽
と
を
繋
ぎ
、
絃
の
振
動
を
槽
に
直
に
伝
え
る
役
割
を
果
し
て
お
り
、『
楽
家
録
』

（
安
倍
季
尚
編
輯
、
元
禄
三
＝
一
六
九
〇
年
）
巻
之
九
琵
琶
第
四
琵
琶
之
図
腹
板
製
法

に
は
「
以
此
柱
不
縮
則
無
聲
」
と
あ
っ
て
、
楽
器
と
し
て
の
琵
琶
の
生
命
線
で
あ
る
と

言
い
得
る
ほ
ど
に
重
要
な
部
材
で
あ
る
。
壬
申
調
査
の
拓
本
（
挿
図
４
）
や
Ｘ
線
透
過

写
真
（
挿
図
９
）
か
ら
本
品
に
も
虹
と
柱
と
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、

こ
れ
は
本
品
が
当
初
か
ら
楽
器
と
し
て
製
作
さ
れ
た
こ
と
の
証
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
単
な
る
美
術
工
芸
品
と
し
て
の
置
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
複
雑

な
構
造
に
す
る
必
要
性
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
今
回
の
調
査
で
は
、
内
部
構
造
に
つ
い
て
は
拓
本
や
Ｘ
線
透
過
写
真
に
よ
る

検
証
を
行
っ
た
だ
け
な
の
で
、
虹
や
柱
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
た
も
の
の
、

そ
の
材
質
が
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
判
っ
て
い
な
い
。
今
後
検
証
す
べ
き
課
題
と
し

て
明
記
し
て
お
き
た
い
。

第
六
節　

表
面
の
反
り

琵
琶
に
し
て
も
箏
に
し
て
も
、
絃
楽
器
の
絃
を
張
る
側
の
面
は
、
緩
や
か
な
曲
線
を

描
い
て
反
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
琵
琶
の
場
合
は
、
反
り
が
な
け
れ
ば
柱
が
順
次
高

く
な
っ
て
し
ま
い
、
非
常
に
弾
き
難
く
な
る
。
本
品
も
横
（
磯
側
）
か
ら
見
る
と
弓
な

り
に
反
っ
て
お
り
（
挿
図
16
）、
特
に
捍
撥
か
ら
額
に
か
け
て
は
反
り
が
急
に
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
覆
手
の
端
が
上
が
っ
て
音
の
勢
い
が
増
す
か

ら
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
反
面
、
覆
手
が
落
帯
側
か
ら
剥
離
し
易
く
な
る
（
現
状
で
は
正

に
そ
う
な
っ
て
い
る
）。

な
お
、
落
帯
側
か
ら
見
た
と
き
に
も
、
腹
板
に
は
緩
や
か
な
肉
置
（
膨
ら
み
）
が
あ
る
。

挿図16　 北倉29 螺鈿紫檀五絃琵琶　側面

挿図17　 同前　磯の割れの修補痕
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一
四
）
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第
七
節　

槽

「
螺
鈿
紫
檀
五
絃
琵
琶
」
と
い
う
本
品
の
名
称
は
、『
国
家
珍
宝
帳
』（
北
倉
一
五
八
）

に
も
見
え
る
献
納
当
初
か
ら
の
も
の
で
、
こ
れ
を
詳
解
す
る
と
、「
螺
鈿
で
装
飾
さ
れ

て
い
て
、
槽
が
紫
檀
で
作
ら
れ
て
い
る
、
五
絃
の
琵
琶
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
帳

に
は
本
品
の
ほ
か
「
螺
鈿
紫
檀
琵
琶
」「
紫
檀
琵
琶
」「
螺
鈿
紫
檀
阮
咸
」
が
見
え
、
琵

琶
類
の
楽
器
の
個
々
の
名
称
は
「（
施
さ
れ
て
い
る
場
合
）
装
飾
技
法
の
名
称
・
槽
の

材
の
名
称
・
楽
器
の
種
類
の
名
称
」
と
い
う
順
で
記
載
す
る
の
が
当
時
の
慣
例
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

我
が
国
に
伝
来
し
た
琵
琶
類
の
う
ち
五
絃
琵
琶
や
阮
咸
は
平
安
時
代
に
廃
れ
、
そ
れ

以
降
は
四
絃
琵
琶
だ
け
が
継
承
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
四
絃
琵
琶
に
つ
い
て
は
、
古
来
、

ど
の
部
分
を
何
の
材
で
作
る
か
が
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
い
る
。
列
挙
し
て
み
る
と
、

腹
板　
　
　
　
　
　
　

澤
栗

槽　
　
　
　
　
　
　
　

唐
木
（
紫
檀
・
紫
籐
・
花
櫚
な
ど
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

或
い
は
桑
・
欅
・
楓
な
ど
の
硬
木

鹿
頸
・
乗
絃　
　
　
　

唐
木
（
紫
檀
が
多
い
）

絃
門
及
び
海
老
尾　
　

黄
楊
或
い
は
白
檀

覆
手
・
転
手　
　
　
　

唐
木
（
紫
檀
・
黒
檀
な
ど
）

乗
竹　
　
　
　
　
　
　

竹

柱　
　
　
　
　
　
　
　

檜

撥　
　
　
　
　
　
　
　

黄
楊

と
な
る
。
す
る
と
、
琵
琶
一
面
を
作
る
た
め
に
必
要
な
材
は
、
標
準
的
に
は
、
澤
栗
・

紫
檀
・
黒
檀
・
黄
楊
（
或
い
は
白
檀
）・
竹
・
檜
の
六
種
に
槽
の
材
を
加
え
た
計
七
種

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
れ
を
「
七
色
の
木
」
と
呼
ん
で
い
る
（
前
後
す
る
こ
と

も
あ
る
が
、
音
取
の
演
奏
に
際
し
て
八
音
弾
く
場
合
で
も
「
七
撥
」
と
呼
ぶ
の
と
同
工

で
あ
る
）。
こ
う
し
た
様
々
な
材
を
用
い
て
作
ら
れ
て
い
る
の
は
遡
っ
て
正
倉
院
の
四

絃
琵
琶
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
槽
の
材
の
名
が
特
に
個
々
の
琵
琶
の

名
称
に
冠
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
い
か
に
重
視
さ
れ
て
い
た
か
を
物
語
っ
て

い
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
槽
は
琵
琶
の
各
部
分
の
中
で
も
最
も
大
き
く
、
二
枚
以
上

を
接
い
で
あ
る
も
の
は
「
剥
甲
」、
一
枚
板
の
も
の
は
「
直
甲
」
と
い
い
、
直
甲
を
作

る
と
な
る
と
、
お
お
よ
そ
丈
三
尺
・
幅
一
尺
五
寸
・
厚
さ
二
寸
ほ
ど
の
幅
広
の
板
が
必

要
で
、
大
き
な
材
を
と
る
こ
と
が
困
難
な
樹
種
の
も
の
は
そ
れ
だ
け
贅
を
尽
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
中
で
も
紫
檀
は
殊
に
珍
重
さ
れ
た
材
で
、
正
倉
院
に
は
紫

檀
の
四
絃
琵
琶
が
四
面
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
直
甲
の
も
の
は
二
面
の
み
で
あ
る
。

五
絃
琵
琶
の
槽
は
、
四
絃
琵
琶
の
そ
れ
に
比
べ
、
幅
は
三
分
の
二
し
か
な
い
が
、
厚

さ
は
倍
以
上
あ
る
。
こ
れ
は
、
幅
が
狭
い
分
、
分
厚
く
し
て
刳
り
を
深
く
し
な
い
と
、

共
鳴
胴
の
体
積
が
四
絃
琵
琶
並
み
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
品
の
槽
は
紫
檀
製
で
、

し
か
も
直
甲
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
材
と
し
て
は
、
お
お
よ
そ
丈
二
尺
五
寸
・
幅
一
尺
二

寸
・
厚
さ
三
寸
五
分
ほ
ど
の
、
も
は
や
角
材
と
い
う
べ
き
も
の
が
必
要
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
木
材
で
楽
器
を
作
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
材
木
は
よ
く
乾
燥
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
唐
木
は
乾
燥
に
要
す
る
時
間
が
他
の
樹
種
と
は
桁
違
い
で
、
松

浦
氏
は
、
材
木
店
が
乾
燥
材
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
購
入
し
て
か
ら
、
花
櫚

で
五
年
乃
至
十
年
、
紫
檀
な
ら
ば
三
十
年
は
寝
か
せ
て
か
ら
使
う
と
仰
る
。
そ
れ
も
、

四
絃
琵
琶
の
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
五
絃
琵
琶
の
場
合
は
槽
の
材
は
前
述
の
通
り
の
分

厚
い
角
材
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
で
は
な
か
な
か
乾
燥
が
進
ま
な
い
の
で
、
初
め
の
う
ち



（
一
五
）
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は
荒
刳
り
し
て
は
寝
か
せ
る
と
い
う
作
業
を
繰
り
返
す
。
壬
申
調
査
の
拓
本
の
注
記
に

よ
れ
ば
本
品
の
槽
の
底
の
厚
さ
は
四
分
半
で
、
角
材
を
そ
こ
ま
で
刳
る
に
は
相
当
の
時

間
が
必
要
と
な
る
か
ら
、
結
果
的
に
は
製
作
に
要
す
る
期
間
も
ま
た
乾
燥
の
た
め
の
時

間
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
本
品
の
槽
に
は
、
第
五
絃
側
の

磯
の
中
央
や
や
頸
寄
り
の
と
こ
ろ
に
腹
板
と
の
境
目
か
ら
甲
面
に
ま
で
達
す
る
割
れ
を

修
補
し
た
痕
が
見
ら
れ
る
（
挿
図
17
）
の
を
は
じ
め
、
割
れ
た
り
罅
が
生
じ
た
り
し
た

の
を
直
し
た
痕
跡
が
数
箇
所
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
槽
の
構
造
か
ら
す
れ
ば
、
よ
く
乾
燥

し
た
材
で
作
ら
れ
た
と
し
て
も
、
長
い
年
月
を
経
る
間
に
歪
ん
で
罅
が
入
っ
た
り
割
れ

が
生
じ
た
り
す
る
の
は
已
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
か
ら
、
余
談
で
は
あ
る
が
、
こ
の
割
れ
の
原
因
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
槽
の
歪
み

は
、
本
品
の
謎
の
加
飾
に
も
関
与
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
謎
の
加
飾

と
は
、
腹
板
周
縁
の
木
口
に
貼
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
、
螺
鈿
の
花
菱
を
鏤
め
た
帯
状
の

瑇
瑁
の
こ
と
で
あ
る
。
阮
咸
に
つ
い
て
は
、
螺
鈿
紫
檀
阮
咸
（
北
倉
三
〇
、
挿
図
18
）・

桑
木
阮
咸
（
南
倉
一
二
五
第
一
号
、
挿
図
19
）
の
二
面
と
も
に
腹
板
の
周
縁
に
瑇
瑁
が

貼
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
段
欠
き
状
の
欠
き
込
み
に
沿
っ
て
嵌
め
込
ま
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
本
品
の
腹
板
に
は
そ
の
よ
う
な
欠
き
込
み
は
な
く
、
木
口
に
つ
い

て
も
、
壬
申
調
査
の
拓
本
に
は
、
螺
鈿
の
花
菱
が
抜
け
落
ち
た
痕
以
外
は
、
木
目
が
鮮

や
か
に
写
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
挿
図
４
）。
ま
た
、
四
絃
琵
琶
に
は
こ
の
よ
う
な

装
飾
は
見
ら
れ
な
い
。
と
な
る
と
、
腹
板
周
縁
の
帯
状
の
瑇
瑁
が
献
納
当
初
か
ら
あ
っ

た
も
の
か
ど
う
か
は
不
分
明
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
或
い
は
、
明
治
の
修
補

の
折
に
、
腹
板
を
槽
に
乗
せ
た
と
こ
ろ
若
干
小
さ
か
っ
た
の
で
、
阮
咸
を
参
考
に
し
て

瑇
瑁
を
帯
状
に
巡
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
八
節　

頸
及
び
絃
蔵

頸
は
、
腹
板
・
槽
の
末
か
ら
先
の
、
鹿
の
頸
の
よ
う
に
細
長
く
作
ら
れ
て
い
る
部
分

の
こ
と
で
（
現
行
の
雅
楽
の
琵
琶
で
は
譬
え
の
ま
ま
に
「
鹿
頸
」
と
呼
ぶ
が
、『
胡
琴
教

録
』
下
琵
琶
名
所
に
は
単
に
「
頸
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）、
表
面
に
は
柱
が
並
ん
で
い
る
。

演
奏
す
る
時
に
は
頸
を
左
手
で
把
り
、
必
要
に
応
じ
て
柱
を
指
で
按
ず
る
の
で
あ
る
。

本
品
の
頸
は
紫
檀
製
で
、
本
に
作
り
出
し
た
臍
を
槽
の
末
に
彫
っ
た
溝
に
挿
し
込
ん
で

挿図19　 南倉125 桑木阮咸 第１号 挿図18　 北倉30 螺鈿紫檀阮咸



（
一
六
）

（157）

接
続
す
る
構
造
に
な
っ
て
お
り
（
挿
図
９
）、
ま
た
、
槽
よ
り
も
少
し
長
く
作
ら
れ
て

い
る
腹
板
を
受
け
る
た
め
に
本
の
表
側
に
切
り
欠
い
た
部
分
が
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
構

造
は
四
絃
琵
琶
や
阮
咸
と
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
頸
か
ら
絃
蔵
を
経
て
海
老
尾
の

柄
の
部
分
ま
で
が
一
木
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
類
例
は
、
頸
と
絃
蔵
と

が
一
木
と
な
っ
て
い
る
桑
木
阮
咸
（
南
倉
一
二
五
第
一
号
）
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

次
に
、
絃
蔵
で
あ
る
が
、
元
来
は
四
絃
琵
琶
の
名
所
で
あ
る
こ
の
呼
称
を
本
品
や
阮

咸
の
名
所
と
し
て
用
い
る
に
あ
た
り
、
拡
大
解
釈
し
た
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。
四

絃
琵
琶
は
海
老
尾
の
根
本
か
ら
作
り
出
さ
れ
た
左
右
二
枚
の
板
に
開
け
ら
れ
て
い
る
孔

に
転
手
を
挿
し
込
む
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
二
枚
の
板
は
門
の
棖
の
よ
う
に
見
え

る
こ
と
か
ら
「
絃
門
」
と
呼
び
、
そ
の
絃
門
に
挟
ま
れ
て
い
る
空
洞
の
こ
と
を
、
そ
こ

に
露
出
す
る
転
手
の
根
本
に
絃
を
巻
き
付
け
て
格
納
す
る
こ
と
か
ら
、「
絃
蔵
」
と
呼

ん
で
い
る
。
し
か
し
、
本
品
や
阮
咸
の
そ
の
部
分
の
構
造
は
や
や
異
な
っ
て
お
り
、
背

面
側
の
頸
寄
り
半
分
ほ
ど
に
掘
り
残
し
が
あ
っ
て
吹
き
抜
け
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
表
側

か
ら
は
門
の
棖
の
よ
う
に
見
え
て
も
背
面
側
か
ら
は
そ
う
は
見
え
な
い
の
で
、「
絃
門
」

と
い
う
呼
称
を
あ
て
る
こ
と
に
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
（
挿
図
20
）。
そ
こ
で
、
本

品
や
阮
咸
に
つ
い
て
は
、
空
洞
だ
け
で
な
く
、
そ
の
空
洞
を
内
包
す
る
箱
状
の
部
分
を

も
含
め
て
、「
絃
蔵
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
次
第
で
あ
る
。

さ
て
、
本
品
の
絃
蔵
が
こ
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
意
匠
上
の
美
意
識

に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
絃
蔵
そ
の
も
の
の
強
度
や
、
各
転
手
に
絃
を
結
び
付
け
る
作
業

の
便
を
も
勘
案
し
て
、
硬
い
紫
檀
を
掘
削
す
る
手
間
を
少
し
で
も
省
こ
う
と
し
た
た
め

な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
頸
か
ら
遠
い
末
の
方
は
、
空
洞
の
幅
が
狭

い
と
こ
ろ
へ
低
音
用
の
太
い
絃
を
納
め
る
た
め
、
転
手
の
根
本
に
巻
き
付
け
る
回
数
を

少
な
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
表
側
か
ら
転
手
の
孔
に
通
し
た
絃
を
背
面
側
か

ら
引
き
出
し
て
す
ぐ
の
と
こ
ろ
で
真
結
び
に
で
き
る
よ
う
に
、
吹
き
抜
け
に
す
る
。
逆

に
、
頸
に
近
い
本
の
方
は
、
空
洞
の
幅
が
広
く
、
高
音
用
の
細
い
絃
を
予
備
と
し
て
転

手
の
根
に
何
回
も
巻
き
付
け
て
納
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
絃
の
端
を
孔
に
通
し
て
か
ら

転
手
を
捩
っ
て
引
き
出
し
て
結
べ
ば
よ
く
、
吹
き
抜
け
に
な
っ
て
い
な
く
て
も
構
わ
な

い
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
本
品
の
絃
蔵
内
部
の
掘
り
残
し
の
底
面
に
は
鼠
歯
錐
に
よ

る
掘
削
の
痕
が
見
ら
れ
（
挿
図
21
）、
多
少
は
研
磨
し
て
均
し
た
こ
と
も
判
る
の
で
は

あ
る
が
、
装
飾
的
な
彫
刻
が
施
さ
れ
る
な
ど
頗
る
丁
寧
な
作
り
に
な
っ
て
い
る
外
面
と

比
べ
る
と
、
い
か
に
も
仕
事
が
粗
い
。
掘
削
す
る
手
間
を
必
要
最
小
限
に
抑
え
た
こ
と

を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

第
九
節　

乗 

絃

乗
絃
と
は
、
絃
蔵
表
面
の
頸
寄
り
の
端
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
、
絃
を
持
ち
上
げ
て
支

え
る
部
品
で
あ
る
。

本
品
の
乗
絃
接
着
面
は
、
接
着
箇
所
に
絃
蔵
の
空
洞
の
幅
よ
り
若
干
狭
い
浅
い
掘
り

込
み
を
設
け
、
乗
絃
の
底
面
に
作
り
出
し
た
突
起
を
そ
こ
に
嵌
め
込
む
、
と
い
う
構
造

に
な
っ
て
い
る
（
挿
図
22
）。
接
着
箇
所
の
掘
り
込
み
は
壬
申
調
査
の
拓
本
に
も
写
っ

て
お
り
（
挿
図
４
）、
縦
方
向
の
長
さ
は
乗
絃
の
厚
さ
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
乗
絃
底

面
の
突
起
は
そ
の
厚
さ
い
っ
ぱ
い
に
作
り
出
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

乗
絃
を
こ
の
よ
う
な
嵌
込
式
に
す
る
理
由
は
、
絃
の
張
力
に
よ
っ
て
乗
絃
が
弾
き
飛

ば
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
絃
の
張
力
は
乗
絃
を
接
着
面
に
押

さ
え
付
け
る
だ
け
で
な
く
覆
手
の
方
へ
押
し
出
す
よ
う
に
も
働
く
の
で
、
接
着
面
の
面



（
一
七
）
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積
が
覆
手
の
六
分
の
一
程
度
し
か
な
い
乗
絃
は
、
単
に
芋
付
け
し
た
だ
け
で
は
、
膠
の

接
着
力
が
弱
か
っ
た
り
、
或
い
は
当
初
は
強
く
と
も
経
年
劣
化
し
て
弱
く
な
っ
た
り
す

る
と
、
耐
え
き
れ
な
く
な
っ
て
外
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
、

実
際
に
そ
の
よ
う
な
事
態
が
何
度
も
起
こ
り
、
そ
の
体
験
に
基
い
て
工
夫
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
嵌
込
式
で
あ
れ
ば
乗
絃
は
絃
の
張
力
だ
け
で
も
充
分
に
固
定
さ
れ
る
の
で
、
仮

に
膠
が
経
年
劣
化
し
て
接
着
力
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
演
奏
に
は
差
し

障
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
参
考
品
と
し
て
拝
見
し
た
阮
咸
二
面
や
、
摯
鳥
画
捍
撥
の
紫
檀
琵
琶

挿図22　 同前　乗絃　底面の突起を絃蔵に嵌
め込む

挿図21　 同前　絃蔵底面　鼠
歯錐による掘削痕

挿図20　 北倉29 螺鈿紫檀五絃琵琶　絃蔵
表・裏

挿図23　 北倉30 螺鈿紫檀阮咸　拓本（『壬申検査社寺宝物図集』第十二、
東京国立博物館蔵）



（
一
八
）
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（
南
倉
一
〇
一
第
四
号
）
を
除
く
四
絃
琵
琶
四
面
に
つ
い
て
も
、
乗
絃
の
接
着
箇
所
に

乗
絃
の
底
面
と
同
形
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
浅
い
掘
り
込
み
の
存
在
が
認
め
ら
れ
た
（
摯

鳥
画
捍
撥
の
紫
檀
琵
琶
は
、
乗
絃
の
背
面
に
あ
る
乗
竹
の
幅
が
乗
絃
よ
り
も
広
い
の
で
、

目
視
し
た
だ
け
で
は
判
定
し
難
い
）。
こ
の
う
ち
、
螺
鈿
紫
檀
阮
咸
（
北
倉
三
〇
）
に

つ
い
て
は
、
壬
申
調
査
の
拓
本
に
写
っ
て
い
る
乗
絃
接
着
箇
所
の
掘
り
込
み
が
平
面
で

あ
る
と
見
ら
れ
る
（
挿
図
23
）
か
ら
、
乗
絃
の
底
面
も
ま
た
平
面
で
あ
る
と
推
測
さ
れ

る
。
そ
の
ほ
か
は
、
螺
鈿
紫
檀
琵
琶
（
北
倉
二
七
）
は
乗
竹
が
な
い
の
で
乗
絃
の
背
面

底
辺
が
直
線
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
四
絃
琵
琶
や
桑
木
阮
咸

（
南
倉
一
二
五
第
一
号
）
に
つ
い
て
は
乗
絃
接
着
箇
所
の
拓
本
の
存
在
は
確
認
さ
れ
て

い
な
い
と
の
こ
と
な
の
で
、
現
時
点
で
は
、
乗
絃
の
底
面
が
平
面
で
あ
る
と
ま
で
断
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
底
面
に
突
起
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
嵌
込

式
で
あ
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
構
造
上
の
意
義
に
は
何
ら
相
違
は
な
い
。

筆
者
は
こ
の
乗
絃
接
着
面
の
構
造
を
重
視
し
て
お
り
、
第
五
節
で
述
べ
た
虹
と
柱
と

が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
並
ん
で
、
本
品
が
当
初
か
ら
楽
器
と
し
て
製
作
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
判
定
す
る
た
め
の
重
要
な
証
拠
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。

第
十
節　

転 

手

転
手
と
は
、
絃
蔵
に
差
し
込
ま
れ
て
い
る
絃
巻
き
で
あ
る
。
絃
蔵
の
空
洞
に
露
出
す

る
部
分
に
小
孔
が
開
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
小
孔
に
絃
の
端
を
通
し
て
結
び
、
余
分
の

絃
は
小
孔
の
周
辺
に
巻
き
付
け
て
お
く
。
そ
し
て
、
演
奏
に
際
し
て
は
、
こ
の
転
手
を

捩
っ
て
絃
の
張
力
を
調
整
し
て
音
程
を
決
め
、
根
本
を
絃
蔵
の
孔
に
押
し
詰
め
て
固
定

す
る
の
で
あ
る
。

本
品
の
転
手
は
五
本
全
て
が
明
治
に
新
補
さ
れ
た
も
の
で
（
夫
々
の
根
本
に
「
明
治

三
十
一
年
四
月
補
之
」
と
い
う
銘
が
刻
ま
れ
て
い
る
）、
献
納
当
初
の
転
手
と
同
じ
姿

形
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
よ
く
全
体
の
雰
囲
気
に
溶
け
込
ん
で
お
り
、

何
ら
違
和
感
を
覚
え
さ
せ
な
い
ほ
ど
の
絶
妙
な
作
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、

機
能
の
面
に
お
い
て
は
問
題
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

前
述
の
通
り
、
捩
っ
て
は
押
し
詰
め
る
と
い
う
構
造
で
あ
る
た
め
、
転
手
の
根
本
や

絃
蔵
の
孔
は
、
演
奏
の
度
に
押
し
固
め
ら
れ
な
が
ら
摩
耗
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、

少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
、
転
手
の
根
本
は
細
く
な
り
、
絃
蔵
の
孔
は
拡
が
る
の
で
、
転

手
は
製
作
さ
れ
た
当
初
よ
り
も
徐
々
に
深
く
挿
し
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ

の
こ
と
を
踏
ま
え
て
本
品
の
転
手
を
観
察
し
て
み
る
と
、
ま
ず
、
絃
を
通
す
小
孔
が
根

本
の
方
に
寄
り
過
ぎ
て
い
て
絃
蔵
に
挿
し
込
む
と
内
壁
の
す
ぐ
傍
に
位
置
す
る
こ
と
に

な
る
も
の
が
あ
り
（
挿
図
24
）、
こ
れ
で
は
さ
ほ
ど
の
時
を
経
な
い
う
ち
に
小
孔
が
絃

蔵
の
内
壁
に
達
し
て
し
ま
っ
て
、
押
し
詰
め
て
固
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
予

測
さ
れ
る
。
次
に
、
手
で
握
る
部
分
の
八
角
の
稜
線
が
絃
蔵
の
孔
に
達
し
て
し
ま
っ
て

い
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
で
は
、
転
手
の
稜
線
が
絃
蔵
の
孔
に
喰
い
込
ん
で
削
れ
て
い

く
こ
と
に
な
る
（
既
に
そ
う
な
っ
て
い
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
）。
明
治
の
修
補
以

降
に
本
品
が
頻
繁
に
演
奏
さ
れ
た
は
ず
は
な
い
の
で
、
転
手
は
こ
う
し
た
問
題
を
新
補

さ
れ
た
当
初
か
ら
抱
え
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
参
考
品
と
し
て
拝
見
し
た
螺
鈿
紫
檀
阮
咸
（
北
倉
三
〇
）
に
は
献
納

当
初
か
ら
の
転
手
が
二
本
残
っ
て
お
り
、
こ
ち
ら
に
は
本
品
の
転
手
の
よ
う
な
問
題
は

見
ら
れ
ず
、
明
ら
か
に
楽
器
と
し
て
の
機
能
を
重
視
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
判

定
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
挿
図
25
・
26
）（
明
治
に
新
補
さ
れ
た
二
本
は
、
本
品
の
転
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手
と
同
様
の
問
題
の
あ
る
作
り
で
あ
っ
た
）。
模
造
品
作
製
に
あ
た
っ
て
は
、
転
手
の

根
本
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
螺
鈿
紫
檀
阮
咸
の
献
納
当
初
か
ら
の
転
手
に
倣
う
べ

き
で
あ
る
。

な
お
、
転
手
の
配
列
に
つ
い
て
は
、表
側
か
ら
見
て
海
老
尾
の
方
か
ら
左
・
左
・
右
・

左
・
右
の
順
に
並
ん
で
お
り
、
完
全
な
交
互
配
列
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
演

奏
中
に
音
程
に
狂
い
が
生
じ
た
場
合
に
左
手
で
矯
正
す
る
便
を
考
慮
し
た
た
め
で
あ
る

と
推
測
さ
れ
、
絃
が
こ
の
順
に
第
一
絃
か
ら
第
五
絃
へ
と
配
さ
れ
て
い
る
現
状
は
正
し

い
と
考
え
ら
れ
る
。
唐
代
の
絵
画
や
考
古
資
料
な
ど
か
ら
五
絃
琵
琶
は
横
長
に
抱
え
て

弾
い
た
も
の
と
見
ら
れ
、
そ
の
状
態
で
構
え
た
場
合
、
左
・
右
・
左
・
右
・
左
で
は
第

五
絃
（
最
も
音
が
狂
い
や
す
い
）
を
締
め
た
い
と
き
に
、
右
・
左
・
右
・
左
・
右
で
は

第
一
絃
を
締
め
た
い
と
き
（
最
も
手
を
伸
ば
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
に
、
咄
嗟
に
は

転
手
を
握
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
均
衡
を
破
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
現

状
の
配
列
は
、
実
用
上
の
便
に
は
適
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
十
一
節　

海
老
尾

「
海
老
尾
」
と
い
う
呼
称
は
、
元
来
は
四
絃
琵
琶
の
名
所
の
一
つ
で
、
そ
の
末
端
に

あ
る
い
か
に
も
海
老
の
尾
の
よ
う
な
形
状
を
し
て
い
る
部
分
に
対
す
る
も
の
な
の
で
あ

る
が
、
明
治
よ
り
こ
の
方
、
本
品
の
絃
蔵
の
先
に
あ
る
如
意
状
の
部
分
の
こ
と
も
、
こ

れ
に
準
じ
て
こ
の
名
で
呼
ん
で
い
る
（
海
老
が
尾
を
丸
め
て
い
る
姿
に
似
て
見
え
な
く

も
な
い
）。
も
っ
と
も
、『
楽
府
雑
録
』（
段
安
節
著
、
唐
末
期
）
で
は
四
絃
琵
琶
の
こ

の
部
分
を
「
匙
頭
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、「
海
老
尾
」
と
い
う
呼
称
は
唐
伝
の

も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
、
我
が
国
独
自
の
も
の
と
し
て
も
奈
良
時
代
に
ま
で
遡
る

挿図25　 北倉30 螺鈿紫檀阮咸　絃蔵と
転手

挿図26　 同前　転手（下2本が旧物）

挿図24　 北倉29 螺鈿紫檀五絃琵琶　絃
蔵と転手
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か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
本
品
の
海
老
尾
に
つ
い
て
、
如
意
状
の
先
端
部

分
の
内
側
に
舌
状
の
突
起
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
（
挿
図
27
）
こ
と
か
ら
、
説
明
の
便

を
考
慮
し
て
、
以
後
「
子
持
ち
如
意
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

本
品
の
子
持
ち
如
意
は
、
柄
に
相
当
す
る
部
分
は
頸
や
絃
蔵
と
一
木
で
、
子
持
ち
の

先
端
部
分
は
明
治
三
十
年
前
後
の
修
補
に
際
し
て
接
着
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
接
着
面

は
先
端
部
分
の
「
子
」
の
付
け
根
の
際
の
辺
り
に
あ
り
、
腹
板
を
上
に
し
て
仰
向
け
に

置
い
た
と
き
の
水
平
面
と
ほ
ぼ
平
行
で
あ
る
。
こ
れ
は
壬
申
調
査
の
拓
本
（
挿
図
４
）

だ
け
で
な
く
本
品
の
修
補
痕
か
ら
も
明
瞭
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
挿
図
27
）。

こ
の
子
持
ち
如
意
に
関
す
る
問
題
は
、
第
一
に
は
、
柄
と
子
持
ち
の
先
端
部
分
と
が

一
木
で
あ
っ
た
も
の
が
折
れ
て
い
た
の
を
接
着
修
補
し
た
の
か
、
或
い
は
別
材
を
接
ぎ

合
わ
せ
て
作
ら
れ
て
い
た
も
の
が
剥
離
し
て
い
た
の
を
接
着
修
補
し
た
の
か
、
第
二
に

は
、
子
持
ち
の
先
端
部
分
は
献
納
当
初
の
も
の
な
の
か
、
或
い
は
明
治
に
新
補
さ
れ
た

も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
品
を
観
察
し
て
み
る
と
、
柄
の
部
分
と
先
端

部
分
と
で
は
紫
檀
の
色
が
異
な
っ
て
お
り
、
先
端
部
分
の
方
が
濃
く
て
黒
に
近
い
。
ま

た
、
一
木
で
あ
っ
た
な
ら
ば
接
着
面
の
位
置
で
折
れ
る
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
し
か
も
、

正
倉
院
事
務
所
の
諸
氏
の
御
指
摘
の
通
り
、
拓
本
に
写
っ
て
い
る
柄
側
の
断
面
は
、
折

れ
た
に
し
て
は
整
い
す
ぎ
て
い
る
（
挿
図
４
）。
こ
う
し
た
状
況
証
拠
か
ら
は
、
一
木

で
あ
っ
た
も
の
が
折
れ
て
い
た
の
を
接
着
修
補
し
た
と
い
う
可
能
性
は
低
い
と
推
測
さ

れ
る
。
先
端
部
分
の
「
子
」
の
先
端
が
接
着
面
と
ほ
ぼ
面
一
で
柄
寄
り
に
突
出
し
て
い

な
い
（
挿
図
27
）
こ
と
も
、
一
木
で
は
な
く
別
材
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
な

る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
当
初
か
ら
別
材
で
あ
っ
た
と
考
え
る
場
合
、
気
掛
り

な
の
は
強
度
の
こ
と
で
あ
る
。
拓
本
に
は
、
断
面
に
臍
や
太
枘
の
痕
跡
は
写
っ
て
い
な

い
。
と
い
う
こ
と
は
、
先
端
部
分
は
単
に
芋
付
け
さ
れ
て
い
た
だ
け
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
て
、
こ
れ
で
は
甚
だ
心
許
な
い
。
し
か
し
、
新
田
紀
雲
氏
（
木
芸
家
、
日
本
工
芸

会
正
会
員
）
が
仰
る
に
は
、
紫
檀
は
膠
が
よ
く
効
く
材
で
、
芋
付
け
で
も
充
分
強
度
が

保
て
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
一
木
に
す
る
こ
と
と
比
べ
て
、
別
材
に
す
る
こ
と

に
ど
の
よ
う
な
利
点
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
作
り
易
さ
と
修
補

の
便
、
こ
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
松
浦
氏
は
試
作
品
を
頸

か
ら
子
持
ち
の
先
端
部
分
ま
で
一
木
で
製
作
さ
れ
た
が
、
別
材
で
あ
れ
ば
「
子
」
の
部

分
を
削
り
出
す
の
は
随
分
楽
に
な
る
と
仰
っ
た
。
そ
れ
を
伺
っ
た
筆
者
は
、
そ
れ
な
ら

ば
先
端
部
分
全
体
を
別
材
に
せ
ず
と
も
「
子
」
だ
け
を
別
材
で
作
っ
て
嵌
め
込
め
ば
よ

挿図27　 北倉29 螺鈿紫檀五絃琵琶　海老尾側面
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い
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
作
り
易
さ
だ
け
の
問
題
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
破
損
し
易
い
形
状
で
あ
る
こ
と
を
当
初
か
ら
考
慮
し
て
、
先
端
部
分
全

体
を
別
材
に
し
て
膠
で
接
着
す
る
方
法
に
し
て
お
け
ば
、
万
一
破
損
し
た
と
し
て
も
、

破
断
面
の
損
傷
の
程
度
は
一
木
の
も
の
が
折
れ
た
場
合
よ
り
も
軽
く
て
済
み
、
そ
れ
だ

け
修
補
も
し
易
く
な
る
の
で
あ
る
。
先
の
先
ま
で
見
越
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
に
は
、
実
に
感
嘆
さ
せ
ら
れ
る
。

次
に
、
第
二
の
問
題
で
あ
る
子
持
ち
の
先
端
部
分
の
新
旧
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

前
述
の
通
り
、
こ
の
先
端
部
分
は
柄
と
は
別
材
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
「
別
材
」
と
い
う
も
の
に
は
二
通
り
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
頸
か

ら
子
持
ち
の
先
端
部
分
ま
で
が
一
木
で
と
れ
る
だ
け
の
長
さ
・
太
さ
の
材
料
で
あ
る
の

に
、
先
端
部
分
を
接
ぎ
合
わ
せ
る
構
造
に
す
る
た
め
に
、
一
木
を
わ
ざ
わ
ざ
切
断
し
た

と
い
う
も
の
。
も
う
一
つ
は
、
子
持
ち
の
先
端
部
分
を
柄
と
は
異
な
る
紫
檀
材
を
用
い

て
作
っ
た
と
い
う
も
の
。
つ
ま
り
、
前
者
は
原
材
料
は
一
木
で
あ
る
が
、
後
者
は
そ
う

で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
品
の
現
状
は
、
柄
と
先
端
部
分
と
で
色
が
異
な

る
訳
で
あ
る
か
ら
、
後
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
本
の
棒
で
あ
っ

て
も
両
端
で
色
が
異
な
る
と
い
う
現
象
は
さ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
切
断
面

を
挟
ん
だ
両
側
の
材
で
あ
れ
ば
、
赤
身
と
白
太
と
の
境
界
の
辺
り
で
切
断
し
た
の
で
も

な
い
限
り
、
色
に
は
連
続
性
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
先
端
部
分
が
献
納
当
初
の
も
の
で
あ
る
か
新
補
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と

い
う
新
旧
の
問
題
と
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
材
の
色
の
相
違
の
み
に
よ
っ
て
判
断
す
る

訳
に
は
い
か
な
い
。
普
通
に
考
え
れ
ば
隣
接
す
る
部
分
の
色
の
相
違
が
目
立
た
な
く
な

る
よ
う
に
作
り
そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
色
が
相
違
す
る
か
ら
献
納
当
初
の
も
の
で
は

な
い
と
は
断
言
で
き
な
い
し
、
逆
に
、
色
が
同
じ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
ゆ
え
に

新
補
で
は
な
い
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

材
の
色
に
よ
る
判
断
が
適
わ
な
い
な
ら
ば
、
で
は
、
修
補
の
記
録
か
ら
こ
の
問
題
を

解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
品
は
明
治
十
年
代
と
同
三
十
年
前
後
と
の
計
二
回
修
補
さ
れ
て
お
り
、
明
治

三
十
二
年
八
月
十
七
日
に
宝
庫
に
還
納
さ
れ
た
。
還
納
時
の
記
録
は
二
つ
あ
り
、
一
つ

は
本
品
に
添
え
ら
れ
て
い
る
附
箋
、
も
う
一
つ
は
『
東
京
国
立

博
物
館
蔵
正
倉
院
御
物
修
繕
還
納
目

録
─
開
題
と
翻
刻
─
』（
東
野
治
之
編
・
奈
良
大
学
文
学
部
文
化
財
学
科
刊
、
平
成

十
四
年
）
所
収
の
『
東
京
国
立
博
物
館
館
史
資
料
一
〇
五
五
』（
以
下
『
還
納
目
録
』

と
呼
ぶ
）
で
あ
る
。
前
者
に
は
、

逸
袋　

轉
手
覆
手
海
老
尾
頭
及
柱
三
枚支
欠
失
螺
鈿
瑇
瑁
過
半
剝
落

　
　
　

今
推
考
完
補
之　

明
治
三
十
二
年
八
月
十
七
日
還
納
正
倉
院

と
あ
り
、
後
者
に
は
、
明
治
三
十
二
年
八
月
十
七
日
第
四
回
還
納
品
の
中
に
、

一　

紫
檀
螺
鈿
五
絃
琵
琶　
献
物
帳
御
物
亀
甲
鈿
捍
撥　

壹
面

　
　
　
　

明
治
二
十
八
年
十
一
月
回
送
品

　
　
　

右
轉
手
覆
手
海
老
尾
ノ
頭
及
柱
三
枚
闕
失
、
螺
鈿
瑇
瑁
過
半
剝
落
今
考
索

　
　
　

シ
テ
之
ヲ
完
補
ス

と
あ
っ
て
、
両
者
の
内
容
は
一
致
し
て
い
る
。
夫
々
の
末
尾
に
見
え
る
「
今
推
考
完
補

之
」「
今
考
索
シ
テ
之
ヲ
完
補
ス
」
と
い
う
文
言
を
素
直
に
解
釈
す
れ
ば
、「
海
老
尾

（
ノ
）
頭
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
子
持
ち
の
先
端
部
分
は
、「
形
状
を
推
測
・
考
案
し
、

新
し
く
作
っ
て
補
っ
た
」
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
旧
物
を
接
着
修
補
し
た
も
の
と
す
る
説
も
あ
る
の
で
あ
る
。『
正
倉
院
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宝
物
に
学
ぶ
』（
奈
良
国
立
博
物
館
編
・
思
文
閣
出
版
刊
、
平
成
二
十
年
）
所
収
の
木

村
法
光
氏
に
よ
る
「
正
倉
院
宝
物
を
守
っ
て
き
た
人
々
」
に
は
、

　

明
治
一
一
年
三
月
に
は
、
法
隆
寺
か
ら
皇
室
に
献
納
さ
れ
た
法
隆
寺
献
納
宝
物

を
一
時
正
倉
院
宝
庫
に
預
か
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
が
、
同
一
五
年
に
い
ざ

東
京
の
新
設
な
っ
た
博
物
館
へ
輸
送
と
い
う
と
き
、
十
数
合
あ
っ
た
唐
櫃
の
内
の

一
合
（
本
来
正
倉
院
の
も
の
と
法
隆
寺
の
も
の
）
を
取
り
違
え
て
運
ば
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
気
づ
く
の
は
、
そ
れ
か
ら
一
〇
数
年
経
っ
て
か

ら
の
こ
と
で
、
先
に
記
し
た
御
物
整
理
掛
の
、
お
そ
ら
く
螺
鈿
紫
檀
五
絃
琵
琶

（
北
倉
二
九
）
の
修
理
担
当
者
が
、
東
京
で
展
示
さ
れ
て
い
る
海
老
尾
（
宝
物
の

螺
鈿
紫
檀
五
絃
琵
琶
か
ら
脱
落
し
た
部
分
）
を
発
見
し
、
東
京
帝
室
博
物
館
へ
返

還
の
こ
と
を
願
い
出
て
、
そ
の
他
正
倉
院
宝
物
で
あ
る
と
判
明
し
た
関
係
品
を
一

括
返
し
て
貰
っ
た
書
類
（
明
治
三
〇
年
七
月
）
が
残
さ
れ
て
い
る
。

と
あ
る
。
こ
の
通
り
で
あ
れ
ば
、
脱
落
し
て
い
た
先
端
部
分
が
発
見
さ
れ
て
そ
れ
を
接

着
修
補
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
奥
村
秀
雄
氏
に
よ
る
「
東
京
国
立
博

物 

館 

保 

管
上
代
裂
に
つ
い
て
（
下
）
─
と
く
に
法

隆
寺
宝
物
の
献
納
と
そ
の
後
に
関
す
る
資
料
─
」（
東
京
国
立
博
物
館
美
術
誌
『
Ｍ
Ｕ

Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
三
九
〇
号
所
収
、
昭
和
五
十
八
年
）
に
引
用
さ
れ
て
い
る
、
東
京
国
立
博

物
館
蔵
『
御
物
及
本
省
各
部
ヨ
リ
出
品
ニ
関
ス
ル
書
類
』
の
中
に
「
第
三
六
号
正
倉
院

整
理
掛
ヘ
螺
鈿
玳
瑁
破
片
引
渡
之
件
」
と
し
て
綴
ら
れ
て
い
る
正
倉
院
御
物
整
理
掛
と

帝
国
博
物
館
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
文
書
を
見
る
に
、
当
時
の
呼
称
で
あ
る
と
こ
ろ
の

「
海
老
尾
（
ノ
）
頭
」
と
い
う
語
句
が
現
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
返
還
さ
れ
た
品
々
の

中
に
明
ら
か
に
そ
れ
と
判
定
し
得
る
特
徴
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
も
見
当
ら
な
い
の

で
あ
る
。

ま
ず
、
明
治
三
十
年
六
月
三
十
日
付
の
、
御
物
整
理
掛
か
ら
帝
国
博
物
館
に
宛
て
た

螺
鈿
玳
瑁
片
等
引
渡
照
会
の
文
書
は
、

從
來
御
館
ニ
陳
列
相
成
居
候
螺
鈿
瑇
瑁

之
内
正
倉
院
御
物
破
片
剥
落
之
分
往
々

有
之
候
様
相
考
候
處
現
今
螺
鈿
紫
檀
五
絃
御
琵
琶
其
他
阮
咸

之
御
物
修
補
ニ
着

手
致
居
候
ニ
就
テ
ハ
前
件
ノ
御
物
之
破
片
剥
落
ト
認
ム
ヘ
キ
分
此
際
當
掛
ヘ
御
引

渡
相
成
候
様
致
度
御
承
知
之
上
ハ
主
任
之
者
差
出
諸
事
御
打
合
可
為
致
候
間
何
分

之
儀
至
急
御
荅
有
之
度
此
段
及
御
照
會
候
也

　

明
治
三
十
年
六
月
三
十
日

 

正
倉
院
御
物
整
理
掛
長　
　

 

子
爵
杉
孫
七
郎　

　
　

帝
國
博
物
館
總
長
男
爵
九
鬼
隆
一
殿

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
照
会
を
受
け
た
帝
国
博
物
館
が
、
協
議
の
末
引
渡
に
応
ず
る
こ
と
に
決

し
た
旨
を
御
物
整
理
掛
に
照
会
し
た
文
書
の
案
（
明
治
三
十
年
七
月
十
二
日
技
手
小
杉

榲
邨
起
案
）
は
、

正
倉
院
整
理
掛
ヘ
古
筝
残
破
及
ヒ
螺
鈿
玳
瑁

ノ
破
片
物
御
引
渡
之
義
ニ
付
左

案
ヲ
以
テ
御
照
会
可
相
成
歟
此
段
相
伺
候
也

　

案

頃
日
御
照
會
相
成
候
古
筝
残
破
右
ニ
附
属
ス
ル
螺
鈿
玳
瑁

ノ
破
損
物
之
義
御
協

議
之
末
左
ノ
抹
書
之
通
御
引
渡
可
致
候
条
御
都
合
次
第
主
任
之
人
御
指
向
相
成
度

此
段
申
進
候
也
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明
治
三
十
年
七
月　
　
　
　
　
　
　

總　

長

　
　

正
倉
院
御
物
整
理
掛
長
子
爵
杉
孫
七
郎
殿

　
　
　
　

記

一　

古
箏
破
残　
破 

残 

拾 

弐 

個

脚　
　

   

参 

個　
　

壱
箱

一　

螺
鈿
玳
瑁
破
片　
螺 

鈿 

拾 

七 

個

玳
瑁
八
拾
壱
片　
　

参
箱

　
　

右　

と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
引
渡
が
な
さ
れ
た
後
、
御
物
整
理
掛
か
ら
は
、

　
　
　

記

古
筝
残
缼　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
壱
個

　
　

右
ニ
属
ス
ル
螺
鈿
紫
檀
ノ
破
片　
　

拾
九
個

塵
芥
撰
出
噐
物
破
片　
　
　
　
　
　
　
　

九　

箱

塵
芥
撰
出
藥
種

ノ
残
破　
　
　
　
　
　

壱　

箱

　
　

合
計
参
拾
個
拾
箱

右
過
般
来
御
照
會
ノ
旨
ニ
依
リ
御
引
渡
相
成
正
ニ
請
取
候
也

　

明
治
三
十
年
七
月
廿
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
倉
院
御
物
整
理
掛

　
　

帝
國
博
物
館

　
　
　
　

歴
史
部
御
中

と
い
う
請
取
の
文
書
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
海
老
尾
（
ノ
）
頭
」
ど
こ
ろ

か
「
琵
琶
」
と
い
う
語
句
す
ら
見
え
な
い
の
に
突
然
「
古
箏
」
が
登
場
し
、
ま
た
、
数

量
に
つ
い
て
の
表
記
が
帝
国
博
物
館
側
と
御
物
整
理
掛
側
と
で
全
く
異
な
る
の
に
は
、

躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
返
還
引
渡
と
い
う
事
態
を
招

い
た
そ
も
そ
も
の
事
の
発
端
で
あ
る
「
取
り
違
え
」
の
実
態
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
奥
村
氏
に
よ
れ
ば
、
東
京
国
立
博
物
館
蔵
『
内
務
省
博
物
局

列
品
録
』
の
中
に
綴
ら
れ
て
い
る
「
法
隆
寺
献
納
物
ノ
塵
芥
櫃
〔
明
治
十
五
年
十
月
六

日
調
〕」
に
記
録
さ
れ
て
い
る
品
々
が
、
法
隆
寺
献
納
宝
物
と
し
て
間
違
っ
て
東
京
へ

運
ば
れ
て
し
ま
っ
た
正
倉
院
宝
物
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
品
々
と
は
、

筝
残
破　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
包

豆
幷
シ
ヤ
ボ
ン　
　
　
　
　
　

壱
包

螺
鈿
玳
瑁
張
破
損
物　
　
　
　

壱
包

瓔
ラ
ク
金
具
玉
類
薬
種
類　
　

壱
包

玻
璃
玉
類　
　
　
　
　
　
　
　

壱
包

竹
帙
残
破　
　
　
　
　
　
　
　

壱
括

天
平
布　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
括

塵
芥
物　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
包

面
残
破　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
包

塵
芥
裂
類　
　
　
　
　
　
　
　

壱
箱

で
あ
る
。
前
掲
の
往
復
文
書
に
お
い
て
、「
古
箏
」
の
語
句
が
見
ら
れ
る
の
は
こ
の
調

書
に
「
箏
残
破
」
と
あ
る
こ
と
に
起
因
し
、
破
片
の
数
量
が
相
違
す
る
の
は
、
こ
の
調

書
で
は
「
壱
包
」
な
ど
の
実
に
大
雑
把
な
表
記
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
帝
国
博

物
館
側
で
は
改
め
て
数
え
て
確
認
し
た
上
で
引
き
渡
し
、
御
物
整
理
掛
側
も
受
け
取
っ

た
後
に
数
え
て
確
認
し
た
が
、
夫
々
の
分
類
や
数
え
方
の
基
準
が
異
な
っ
て
い
た
の
で

そ
の
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
説
明
は
つ
く
。
し
か
し
、
本
題
に
立
ち
返
る
と
、

こ
の
調
書
に
見
え
る
品
々
の
中
に
「
海
老
尾
（
ノ
）
頭
」
が
含
ま
れ
て
い
た
か
否
か
は
、

相
変
ら
ず
判
然
と
し
な
い
。
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以
上
の
通
り
、
明
治
三
十
年
七
月
の
御
物
の
破
片
の
返
還
は
、
確
か
に
本
品
や
阮
咸

の
修
補
が
契
機
と
な
っ
て
実
現
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
返
還
さ
れ
た
品
々
の
中
に
本
品

か
ら
脱
落
し
た
破
片
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
中

に
「
海
老
尾
（
ノ
）
頭
」
が
含
ま
れ
て
い
た
と
断
定
し
得
る
明
証
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。

や
は
り
、
本
品
の
子
持
ち
の
先
端
部
分
は
、
附
箋
や
『
還
納
目
録
』
に
記
さ
れ
て
い
る

通
り
、
明
治
に
新
補
さ
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
両
者
に
併
記
さ
れ
て
い
る

転
手
や
覆
手
が
夫
々
に
施
さ
れ
て
い
る
銘
に
よ
っ
て
確
か
に
明
治
の
新
補
で
あ
る
と
判

明
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
傍
証
す
る
と
思
わ
れ
る
（
子
持
ち
の
先
端
部
分
に
銘
が

見
当
ら
な
い
の
は
、
体
裁
上
施
し
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
隠
れ
て
し
ま
う
の
を

承
知
の
上
で
接
着
面
に
施
し
て
あ
る
可
能
性
も
な
い
と
は
言
え
な
い
）。

と
こ
ろ
で
、
子
持
ち
の
先
端
部
分
が
明
治
の
新
補
で
あ
る
と
し
て
、
で
は
、
そ
の
形

状
は
原
形
か
ら
懸
け
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
筆
者
は
、

案
外
そ
う
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
中
国
の
『
朝
元
仙
仗

図
』
に
、
本
品
の
子
持
ち
如
意
に
相
当
す
る
箇
所
が
蕨
状
に
な
っ
て
い
る
五
絃
琵
琶
が

描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
挿
図
28
、
故
王
己
千
（
季
遷
）
氏
旧
蔵
本
）。
こ
の
『
朝

元
仙
仗
図
』
は
北
宋
の
武
宗
元
が
描
い
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
唐
代
の
楽
器
の

形
状
を
考
証
す
る
参
考
資
料
と
す
る
に
は
時
代
が
新
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
図
は
、
唐

の
玄
宗
の
頃
に
活
躍
し
た
呉
道
玄
が
描
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
『
八
十
七
神
仙
巻
』

と
構
図
が
酷
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
武
宗
元
が
そ
れ
を
模
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
推

測
さ
れ
、
と
な
れ
ば
、
唐
代
の
資
料
に
準
じ
て
扱
っ
て
も
問
題
は
あ
る
ま
い
（
両
者
共

に
現
存
す
る
の
は
後
世
の
模
写
の
み
で
あ
る
が
、『
朝
元
仙
仗
図
』
の
方
が
楽
器
の
描

写
が
精
確
で
あ
る
）。
明
治
の
修
補
の
折
に
こ
の
図
が
参
考
に
さ
れ
た
か
否
か
は
判
ら

な
い
が
、
現
在
の
本
品
の
子
持
ち
如
意
の
先
端
部
分
の
形
状
が
荒
唐
無
稽
な
も
の
と
い

う
訳
で
は
な
い
と
す
る
例
証
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
林
謙
三
氏
が
「
五
絃
の
柱
制
に
つ
い
て
」（『
正
倉
院
楽
器
の
研
究
』
第
四
章

主
と
し
て
音
律
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
三
、
風
間
書
房
、
昭
和
三
十
九
年
）
に
て
述

べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
絵
図
の
中
に
は
、
本
品
の
末
端
部
分
が
雲
形
に

描
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
（
挿
図
29
）。
林
氏
は
『
新
唐
書
』
南
蛮
伝
驃
国
条
に

「
雲
頭
琵
琶
」
な
る
も
の
が
見
え
る
こ
と
を
も
と
に
こ
れ
に
肯
定
的
な
見
解
を
示
し
て

お
ら
れ
る
が
、
筆
者
は
、
挿
図
29
の
絵
図
が
収
め
ら
れ
て
い
る
『
東
大
寺
宝
物
之
写
』

挿図28　 『朝元仙仗図』の五絃琵琶（上
海書画出版社、2003年より転載）

挿図29　 『東大寺宝物之写』
の五絃琵琶（狩野
玉栄写）
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の
書
写
奥
書
に
「
右
此
一
巻
者
或
人
以
一
冊
写
之
、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
仲
夏
権

少
外
記
長
門
守
〔
花
押
〕」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
絵
図
の
原
画
は
元
禄
六
年

（
一
六
九
三
）
の
宝
庫
修
理
の
た
め
の
御
開
封
の
頃
に
描
か
れ
た
も
の
で
、
本
品
に
つ

い
て
は
、
そ
の
当
時
に
お
い
て
も
既
に
子
持
ち
の
先
端
部
分
は
欠
失
し
て
い
た
が
、
明

清
楽
の
琵
琶
を
参
考
に
し
て
描
き
足
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
す
る
。
模
造
品

作
製
に
際
し
て
は
、
参
考
に
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
十
二
節　

柱
（
ぢ
ゅ
）

本
節
で
い
う
「
柱
」
と
は
、
左
手
の
指
で
絃
を
按
じ
て
音
程
を
操
る
た
め
の
、
頸
や

腹
板
の
表
面
に
付
け
ら
れ
て
い
る
堤
防
の
土
手
の
よ
う
な
形
状
の
部
品
の
こ
と
で
あ
り
、

第
五
節
で
扱
っ
た
「
柱
（
は
し
ら
）」
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。

柱
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
そ
の
材
質
に
関
す
る
疑
問
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

雅
楽
の
四
絃
琵
琶
に
お
い
て
は
、
平
安
時
代
以
来
、
柱
は
檜
で
作
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
檜
は
我
が
国
の
特
産
種
で
、
中
国
に
は
類
似
し
た
樹
種
は
あ
っ
て
も
、

同
じ
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
我
が
国
に
伝
え
ら
れ
て
以
降
は
檜
で
よ
い

と
し
て
、
唐
で
は
何
の
材
で
柱
を
作
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
檜
」
と
い
う
字
は

国
字
で
は
な
く
純
然
た
る
漢
字
な
の
で
あ
る
か
ら
、
中
国
に
も
こ
の
字
で
表
記
さ
れ
る

樹
種
が
あ
る
は
ず
で
、
調
べ
た
結
果
、
そ
れ
は
我
が
国
で
は
「
伊
吹
」
或
い
は
「
柏

槙
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
材
の
性
質
は
我
が
国
の
檜
と
似
て
お
り
、
我
が
国

で
は
檜
の
方
が
身
近
で
入
手
し
易
い
が
ゆ
え
に
、
檜
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
正
倉
院
の
琵
琶
類
の
柱
に
つ
い
て
は
詳
し
い
材
質
調
査
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、

或
い
は
檜
以
外
の
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
留
意
す
べ
き
事
項
と
し
て
挙
げ

て
お
く
次
第
で
あ
る
（『
正
倉
院
の
楽
器
』
に
は
東
宝
庫
に
竹
製
の
柱
が
あ
る
と
記
さ

れ
て
い
る
が
、
実
見
確
認
は
し
て
い
な
い
）。

次
に
、
五
絃
琵
琶
の
柱
制
に
つ
い
て
述
べ
る
。

本
章
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
論
述
は
、
第
一
章
に
掲
げ
た
三
つ
の
条
件
の
う
ち
、
ま

だ
第
一
の
「
演
奏
す
る
に
適
し
た
構
造
・
機
能
・
強
度
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
」
に
つ
い

て
し
か
検
討
し
て
い
な
い
が
、
本
節
に
お
け
る
以
降
の
検
証
課
題
は
、
第
二
の
「
音
楽

理
論
に
適
し
た
音
程
を
奏
で
得
る
こ
と
」
と
い
う
条
件
に
関
す
る
も
の
と
な
る
。
こ
れ

は
最
終
的
に
は
本
品
を
実
際
に
弾
い
て
み
な
け
れ
ば
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

あ
る
が
、
現
在
そ
れ
が
許
さ
れ
よ
う
は
ず
は
な
く
、
間
接
的
な
方
法
に
な
る
け
れ
ど
も
、

芝
祐
泰
氏
に
よ
る
本
品
演
奏
の
録
音
や
、
松
浦
氏
が
製
作
さ
れ
た
試
作
品
の
響
き
を
参

考
に
し
な
が
ら
、
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
（
芝
祐
泰
氏
は
宮
内
庁
式
部
職
楽
部
の

楽
師
（
昭
和
二
十
五
年
任
楽
長
）
で
、
昭
和
二
十
三
年
か
ら
同
二
十
七
年
に
か
け
て
行

わ
れ
た
正
倉
院
宝
物
楽
器
特
別
調
査
に
参
加
し
、
本
品
に
限
ら
ず
尺
八
や
横
笛
な
ど
数

種
類
を
演
奏
し
て
記
録
録
音
を
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
演
奏
と
い
っ
て
も
、
大

半
は
単
音
の
羅
列
で
あ
っ
て
、
本
品
に
つ
い
て
は
第
五
絃
の
開
放
絃
を
お
よ
そ
の
双
調

に
合
わ
せ
て
散
声
・
柱
声
計
六
声
を
二
回
ず
つ
弾
か
れ
た
だ
け
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
）。

五
絃
琵
琶
の
柱
制
は
音
楽
学
者
の
間
で
は
重
要
な
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
事
細
か
に

論
じ
る
と
こ
れ
だ
け
で
大
層
な
紙
数
を
費
や
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
詳

し
い
こ
と
は
そ
の
方
面
の
研
究
者
の
方
々
の
論
文
を
参
照
し
て
頂
く
こ
と
に
し
て
（
昭

和
六
十
一
年
東
洋
音
楽
学
会
発
行
『
東
洋
音
楽
研
究
』
第
五
十
号
所
収
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ

ン
・
Ｇ
・
ネ
ル
ソ
ン
氏
に
よ
る
「
五
絃
譜
新
考
─
主
に
五
絃
琵
琶
の
柱
制
及
び
調
絃
に

つ
い
て
─
」
に
、
過
去
の
諸
説
の
大
半
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
）、
本
稿
で
は
、
古
い
文
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献
の
記
事
、
本
品
の
現
状
、
拓
本
に
よ
る
明
治
初
期
の
状
態
な
ど
を
紹
介
し
、
更
に
録

音
に
よ
る
音
の
連
絡
関
係
を
記
し
て
、
筆
者
の
意
見
は
若
干
を
提
示
す
る
に
と
ど
め
た

い
。五

絃
琵
琶
に
つ
い
て
の
唐
代
の
記
録
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
柱
制
に
関
す
る
記
録
と

し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
楽
苑
』
の
記
事
で
あ
る
。『
楽
苑
』
は
晩
唐
の
頃
に
成

立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
音
楽
に
つ
い
て
の
典
籍
で
（
撰
者
不
明
、
一
説
に
陳
游
）、

当
初
は
全
五
巻
二
十
篇
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
現
在
で
は
北
宋
代
の
『
楽
府
詩

集
』（
郭
茂
倩
編
）
な
ど
に
引
用
さ
れ
た
一
部
の
逸
文
し
か
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の

『
楽
府
詩
集
』
巻
第
九
十
六
新
楽
府
辞
第
七
所
収
の
「
五
弦
弾
」
の
解
題
に
、
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

『
樂
苑
』
曰
、
五
弦
、
未
詳
所
起
。
形
如
琵
琶
。
五
弦
、
四
隔
、
孤
柱
一
、
合
散

聲
五
、
隔
聲
二
十
、
柱
聲
一
、
總
二
十
六
聲
、
隨
調
應
律
。

こ
の
記
事
の
内
容
と
本
品
の
柱
の
現
状
と
を
比
較
す
る
と
、
相
違
す
る
こ
と
が
二
つ

あ
る
。
第
一
は
、
本
品
が
「
五
柱
」
と
言
い
習
わ
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
「
四
隔
、
孤

柱
一
」
と
あ
る
こ
と
、
第
二
は
、
現
状
の
五
絃
五
柱
で
は
散
声
・
柱
声
総
計
三
十
声
を

奏
で
得
る
の
に
「
散
聲
五
、
隔
聲
二
十
、
柱
聲
一
、
總
二
十
六
聲
」
と
な
っ
て
い
る
こ

と
、
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
提
示
す
る
。

ま
ず
、
第
一
の
相
違
に
つ
い
て
。

『
楽
府
詩
集
』
と
同
じ
く
北
宋
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
太
平
御
覧
』
の
巻
第
五
百
八
十

四
楽
部
二
十
二
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　
　

五
絃

（
中
略
）

『
音
律
圖
』
曰
、
五
弦
、
不
知
誰
所
造
也
。
今
世
有
之
、
比
琵
琶
稍
小
。
蓋
北
國

所
出
也
。

又
曰
、
二
絃
、
未
詳
所
起
。
形
如
琵
琶
。
二
絃
、
四
隔
、
孤
柱
一
、
合
散
聲
二
、

隔
聲
八
、
柱
聲
一
、
惣
一マ

十マ

聲
、
隨
調
應
律
。

又
曰
、
秦
漢
、
未
詳
所
起
。
與
琵
琶
同
、
以
不
開
目
爲
異
。
四
絃
、
四
隔
、
合
散

聲
四
、
隔
聲
十
六
、
惣
二
十
聲
、
隨
調
應
律
。

　
　
　
　
　

六
絃

又
曰
、
六
絃
、
史
盛
作
、
天
寶
中
進
。
形
如
琵
琶
而
身
長
。
六
絃
、
四
隔
、
孤
柱

一
、
合
散
聲
六
、
隔
聲
二
十
四
、
柱
聲
一
、
惣
三
十
一
聲
、
隔マ
マ

調
應
律
。

　
　
　
　
　

七
絃

又
曰
、
七
絃
、
鄭
喜
子
作
、
開
元
中
進
。
形
同
阮
咸
而
大
、
近
身
旁
有
少
缺
、
取

其
近
身
便
也
。〔
七
〕
絃
、
十
三
隔
、
孤
柱
一
、
合
散
聲
七
、
隔
聲
九
十
一
、
柱

聲
一
、
惣
九
十
九
聲
、
隨
調
應
律
。

こ
の
書
式
は
『
楽
苑
』
と
酷
似
し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
「
隔
」
と
「
孤
柱
」
と
の
区

別
が
見
ら
れ
る
が
、
特
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
五
絃
琵
琶
以
外
の
複
数
の
種
類
の
楽

器
に
お
い
て
も
そ
の
区
別
が
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、「
孤
柱
」
が
発
す
る
音
に
つ
い
て

は
「
柱
聲
一
」
し
か
例
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
事
実
か
ら
「
隔
」
と
「
孤
柱
」
と
が
ど
の
よ
う
に
相
違
す
る
の
か
を
考
察
し
た

結
果
、
筆
者
は
、「『
隔
』
は
築
地
塀
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
を
得
る
に

至
っ
た
。
築
地
塀
は
外
見
上
は
一
枚
の
土
塀
で
あ
る
が
、
内
部
に
は
木
の
柱
や
板
壁
が

あ
る
。
琵
琶
の
「
隔
」
も
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
、
絃
が
押
さ
え
付
け
ら
れ
る
と

こ
ろ
に
「
柱
」
が
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
倒
れ
て
し
ま
う
か
ら
、
柱
同
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士
の
間
を
壁
で
繋
ぎ
、
更
に
盛
り
土
し
て
補
強
し
た
結
果
、
頸
を
区
画
す
る
塀
の
よ
う

な
状
態
に
な
っ
た
の
で
、「
隔
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
通
常
の
「
隔
」

は
絃
の
条
数
と
同
じ
本
数
の
「
柱
」
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
一
本
し
か
内
包

し
て
い
な
い
も
の
が
一
つ
だ
け
あ
り
、
そ
れ
を
特
に
「
孤
柱
」
と
呼
ん
だ
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。
但
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
概
念
上
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
実
際
に
築
地
塀

を
作
る
よ
う
な
工
程
で
作
る
訳
で
は
な
く
棒
か
ら
削
り
出
し
て
作
る
の
で
あ
る
か
ら
、

外
見
上
は
「
隔
」
も
「
孤
柱
」
も
同
様
の
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
我
が

国
で
は
「
隔
」
と
い
う
呼
称
が
定
着
せ
ず
に
全
て
を
「
柱
」
と
呼
ん
で
き
た
の
は
、
こ

の
方
が
「
左
手
の
指
が
押
さ
え
込
む
絃
を
受
け
て
支
え
る
棒
」
と
い
う
実
用
上
の
機
能

を
よ
く
表
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
第
二
の
相
違
に
つ
い
て
。

本
品
の
柱
の
現
状
は
、
乗
絃
か
ら
ほ
ぼ
等
間
隔
に
頸
の
上
に
四
枚
・
腹
板
の
上
に
一

枚
の
計
五
枚
が
貼
付
さ
れ
て
お
り
、
乗
絃
に
近
い
方
か
ら
順
に
第
一
柱
・
第
二
柱
と
数

え
る
。
夫
々
の
長
さ
は
貼
付
さ
れ
て
い
る
位
置
の
頸
や
腹
板
の
幅
い
っ
ぱ
い
で
、
両
端

は
そ
の
位
置
の
形
状
に
合
わ
せ
て
作
ら
れ
て
い
る
（
挿
図
30
）。
な
お
、
附
箋
や
『
還

納
目
録
』
に
「
柱
三
枚
欠
失
」
と
あ
る
が
、
第
二
柱
が
他
の
も
の
よ
り
古
い
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
ほ
か
は
、
ど
れ
が
旧
物
で
ど
れ
が
新
補
で
あ
る
の
か
、
判
定
し
難
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、『
楽
苑
』
の
記
事
を
も
と
に
、
次
の
三
つ
の
異
説
が
提
示
さ
れ
て

い
る
。一

、 

第
二
柱
か
ら
第
五
柱
ま
で
は
現
状
の
ま
ま
で
よ
い
が
、
第
一
柱
は
不
要
で
あ

る
か
ら
除
き
、
第
五
柱
の
覆
手
寄
り
に
第
五
絃
専
用
の
短
い
「
孤
柱
」
を
追

加
す
る
。

二
、 

第
一
柱
か
ら
第
四
柱
ま
で
は
現
状
の
ま
ま
で
よ
い
が
、
第
五
柱
は
第
五
絃
専

用
の
「
孤
柱
」
で
短
い
も
の
で
あ
っ
た
。

三
、 

第
二
柱
か
ら
第
五
柱
ま
で
は
現
状
の
ま
ま
で
よ
い
が
、
第
一
柱
は
第
四
絃
専

用
の
「
孤
柱
」
で
短
い
も
の
で
あ
っ
た
。

で
は
、
順
次
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
第
一
の
説
に
つ
い
て
。
本
品
の
柱
の
現
状
か
ら
第
一
柱
を
除
い
た
だ
け
の
段

階
で
は
、
四
絃
琵
琶
の
柱
の
配
置
と
同
様
に
な
る
。
し
か
し
、
本
品
の
頸
の
螺
鈿
の
間

配
り
は
、
螺
鈿
蘇
芳
染
楓
琵
琶
（
南
倉
一
〇
一
第
一
号
）
の
そ
れ
や
山
水
古
人
画
捍
撥

の
木
画
紫
檀
琵
琶
（
南
倉
一
〇
一
第
三
号
）
の
木
画
の
間
配
り
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ

て
お
り
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
通
り
、
第
一
柱
の
存
在
を
傍
証
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

挿図30　 北倉29 螺鈿紫檀五絃琵琶　柱の現状
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ま
た
、
第
五
絃
専
用
の
孤
柱
に
つ
い
て
は
、
そ
の
剥
離
痕
が
壬
申
調
査
の
拓
本
に
写
っ

て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
本
品
の
腹
板
を
実
見
し
て
も
見
当
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の

説
は
認
め
ら
れ
な
い
。

次
に
、
第
二
の
説
に
つ
い
て
。
キ
ジ
ル
千
仏
洞
の
唐
代
の
壁
画
の
中
に
、
こ
の
説
の

通
り
の
、
第
五
柱
が
短
く
描
か
れ
て
い
る
五
絃
琵
琶
の
絵
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
（
挿
図
31
）。
し
か
し
、
こ
の
絵
は
精
密
な
絵
と
は
言
い
難
く
、
信
憑
性
が

高
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
河
南
省
安
陽
市
の
張
盛
墓
（
隋
の
開
皇
十
五
＝

五
九
五
年
埋
葬
）
か
ら
出
土
し
た
灰
陶
彩
絵
伎
楽
俑
の
五
絃
琵
琶
（
挿
図
32
）
の
よ
う

に
本
品
の
現
状
と
同
様
の
柱
制
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
例
が
あ
る
だ
け
で

な
く
、
そ
も
そ
も
壬
申
調
査
の
拓
本
に
見
え
る
本
品
の
第
五
柱
の
剥
離
痕
は
腹
板
の
幅

い
っ
ぱ
い
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
（
挿
図
４
）、
こ
の
説
は
少
な
く
と
も
本
品

に
関
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
。

最
後
に
、
第
三
の
説
に
つ
い
て
。
こ
の
説
は
、
先
に
紹
介
し
た
「
五
絃
譜
新
考
」
に

お
い
て
ネ
ル
ソ
ン
氏
が
提
示
さ
れ
た
結
論
で
、
陽
明
文
庫
に
伝
わ
る
『
五
絃
譜
』
に
見

え
る
譜
字
と
四
絃
琵
琶
の
譜
字
と
を
勘
案
す
る
と
五
絃
琵
琶
の
譜
字
は
二
十
七
種
あ
る

こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
う
ち
「
口
」
と
「
中
」
と
は
同
じ
押
さ
え
所
を
意
味
す
る
の
で

結
局
は
全
部
で
二
十
六
声
で
あ
り
、
第
一
柱
は
第
四
絃
を
按
ず
る
た
め
の
「
孤
柱
」
で

短
い
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
一
部
修
正
を
加
え

た
上
で
、
こ
の
説
に
賛
同
す
る
。
修
正
を
加
え
る
べ
き
点
は
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
「
口
」

と
「
中
」
と
が
同
じ
押
さ
え
所
を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
第
一

柱
が
第
四
絃
専
用
の
短
い
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。

ま
ず
、「
口
」
と
「
中
」
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
譜
字
で
あ
る
以
上
奏
法
が
同
じ
で
あ
る

は
ず
は
な
い
か
ら
、
そ
の
区
別
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。
筆
者
は
、
第
五
絃
第
三
柱

の
み
を
押
さ
え
て
弾
く
の
が
「
口
」、「
口
」
と
第
四
絃
第
三
柱
の
「
ー
」
と
を
一
緒
に

押
さ
え
て
同
時
に
弾
く
の
が
「
中
」
で
あ
っ
て
、「
中
」
は
「
口
」
と
「
ー
」
と
を
組

み
合
わ
せ
た
減
字
譜
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
次
に
、
第
一
柱
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た

よ
う
に
、「
隔
」
と
「
孤
柱
」
と
の
相
違
は
あ
く
ま
で
概
念
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
形

状
ま
で
も
が
相
違
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
訳
で
は
な
い
と
推
測
さ
れ
、
ま
た
、
実

用
上
何
ら
差
し
障
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
現
状
の
ま
ま
で
よ
い
と
考
え
る
。

以
上
の
考
察
を
要
約
す
る
と
、
現
在
の
本
品
の
柱
の
配
置
は
献
納
当
初
と
同
じ
で

あ
っ
て
正
し
く
復
元
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
柱
の
配

置
と
音
程
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
四
絃
琵
琶
の
乗
絃
と
第
一
柱
と
の
間
に
更
に
柱
を

加
え
た
よ
う
な
配
置
で
あ
る
こ
と
か
ら
全
て
半
音
間
隔
に
な
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
、

挿図31　 キジル千仏洞の壁画（『中国音楽文物大系』新
疆巻、大象出版社、1999年より転載）

挿図32　 張盛墓出土灰陶彩絵舞楽俑の五絃奏者（余甲方
著『挿図本中国音楽史』上海人民出版社、2003
年より転載）
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芝
祐
泰
氏
の
録
音
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
。
柱
が
正
確
に
音
を
分
割

す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
品
は
、
第
一
章
に
掲
げ
た
三
つ
の
条
件

の
う
ち
「
音
楽
理
論
に
適
し
た
音
程
を
奏
で
得
る
こ
と
」
と
い
う
第
二
の
条
件
を
満
た

し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

第
十
三
節　

絃
及
び
調
絃

本
品
の
模
造
品
作
製
事
業
に
お
い
て
は
、
本
体
が
完
成
し
た
の
ち
、
実
際
に
絃
を

張
っ
て
弾
奏
す
る
こ
と
も
目
標
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
五
絃
琵
琶
の
絃
や

調
絃
に
つ
い
て
も
考
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
第
一
章
に
掲
げ
た
三
つ
の
条

件
の
う
ち
「
単
な
る
『
音
』
で
は
な
く
『
音
楽
に
相
応
し
い
響
き
』
を
伴
う
こ
と
」
と

い
う
第
三
の
条
件
に
関
る
検
証
課
題
で
あ
る
。

ま
ず
、
正
倉
院
宝
物
の
絃
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

本
品
に
現
在
懸
け
ら
れ
て
い
る
絃
は
恐
ら
く
は
明
治
の
も
の
で
あ
っ
て
、
奈
良
時
代

当
時
と
同
様
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
、『
屏
風
花
氈
等
帳
』（
北
倉
一
五
九
）
所

載
の
「
銀
平
脱
梳
箱
壹
合
盛
」（
北
倉
一
五
四
「
銀
平
脱
合
子
」）
に
納
め
ら
れ
て
い
た

「
五
絃
琵
琶
絃
五
条
中
絃
五
条
小
絃
五
条
」
の
う
ち
の
「
中
絃
五
条
小
絃
五
条
」
に
該

当
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
、
表
裏
に
「
中
絃
五
」「
小
絃
五
」
と
記
さ
れ
た
木
牌
を

伴
う
絃
が
現
存
し
て
い
る
（
北
倉
一
五
四
第
三
号
、
挿
図
33
）
が
、
調
査
の
折
に
数
え

て
み
て
頂
い
た
と
こ
ろ
、
束
ね
ら
れ
て
い
る
数
が
十
条
よ
り
も
多
い
こ
と
が
判
っ
た
。

経
年
劣
化
し
て
切
れ
て
い
た
も
の
を
束
ね
直
し
た
な
ど
の
理
由
に
よ
っ
て
条
数
が
増
え

る
こ
と
も
な
い
と
は
限
ら
な
い
が
、
後
日
の
詳
細
な
調
査
を
俟
つ
こ
と
と
し
て
、
現
時

点
で
は
こ
れ
が
中
小
絃
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
。

こ
の
よ
う
に
、
本
品
の
現
在
の
絃
や
宝
庫
内
に
伝
わ
る
伝
中
小
絃
が
あ
ま
り
参
考
に

な
ら
な
い
と
な
る
と
、
間
接
的
な
検
証
方
法
に
な
る
け
れ
ど
も
、
松
浦
氏
の
試
作
品
に

様
々
な
絃
を
試
し
に
張
っ
て
み
て
、
そ
の
適
否
を
試
作
品
自
身
に
示
し
て
も
ら
う
以
外

に
は
術
が
な
い
。
よ
っ
て
、
以
下
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
五
絃
琵
琶
の
音
域
や
調
絃
に

つ
い
て
考
察
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
様
々
な
絃
を
張
っ
て
試
奏
す
る
た
め
に
は
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
ま
ず
絃
を
懸
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
覆
手
へ
の
絃
の

懸
け
方
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

現
在
の
本
品
の
覆
手
へ
の
絃
の
懸
け
方
は
、
雅
楽
の
四
絃
琵
琶
を
参
考
に
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
、
第
一
絃
か
ら
第
三
絃
ま
で
は
太
緒
の
懸
け
方
、
第
四
絃
・
第
五
絃
は
細

緒
の
懸
け
方
に
な
っ
て
い
る
。
細
緒
は
一
回
巻
い
て
通
絃
孔
に
落
し
込
ん
だ
だ
け
で
留

ま
る
が
、
太
緒
は
通
絃
孔
に
落
し
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
絃
端
を
何
回
も
巻
き

挿図33　 北倉154 中小絃 第３号
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付
け
て
留
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
模
造
品
に
絃
を
懸
け
る
に
際
し
て
は
、
以
下
の

理
由
に
よ
っ
て
、
現
状
を
そ
の
ま
ま
模
倣
す
べ
き
か
否
か
、
検
討
を
要
す
る
。

ま
ず
、
太
緒
の
懸
け
方
に
つ
い
て
は
、
往
古
と
現
在
と
で
は
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。

本
品
の
現
状
の
よ
う
に
覆
手
の
上
で
絃
端
を
螺
旋
階
段
状
に
巻
き
付
け
る
方
式
（
挿
図

34
）
は
、
文
献
上
で
は
元
禄
の
『
楽
家
録
』
か
ら
後
の
新
し
い
方
式
で
あ
っ
て
、
平
安

時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
は
、『
胡
琴
教
録
』
下
懸
緒
や
『
木
師
抄
』
に
記

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
覆
手
の
上
で
二
本
が
相
互
に
捩
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
方
式

（
挿
図
35
、
筆
者
再
興
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
に
宝
庫
内
の
四
絃
琵
琶
の
絃
を
張

り
替
え
た
際
に
取
り
外
さ
れ
た
旧
絃
（
挿
図
36
）
に
つ
い
て
『
正
倉
院
の
楽
器
』
に
は

「
覆
手
に
と
り
つ
け
た
結
び
目
も
そ
の
ま
ま
殘
っ
て
い
る
が
、
絃
そ
の
も
の
は
あ
ま
り

古
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
」
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
捩
り
目
が
旧
方
式
で
あ
る
こ
と
か
ら

推
せ
ば
こ
の
旧
絃
は
少
な
く
と
も
元
禄
よ
り
は
古
い
時
代
の
も
の
で
あ
っ
て
、
或
い
は

鎌
倉
時
代
更
に
は
平
安
時
代
末
期
に
ま
で
遡
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
旧
方
式
は
文
献
の
上
で
は
平
安
時
代
後
期
か
ら
し
か
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
奈
良
時
代
に
ま
で
遡
る
か
否
か
は
現
在
の
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
か

ら
、
献
納
当
初
の
本
品
に
こ
の
方
式
に
よ
っ
て
絃
が
懸
け
ら
れ
て
い
た
と
断
言
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
、
宝
庫
内
に
伝
来
し
た
琵
琶
の
旧
絃
の
懸
け
方
と
、
明
治

の
新
絃
の
懸
け
方
と
、
ど
ち
ら
に
倣
う
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
筆
者

と
し
て
は
前
者
を
採
り
た
い
が
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
、
細
緒
の
懸
け
方
に
つ
い
て
は
、
現
状
で
は
余
り
を
巻
い
て
輪
に
し
て
ぶ
ら
下

げ
て
あ
り
、
宝
庫
内
の
四
絃
琵
琶
四
面
に
つ
い
て
も
同
様
の
処
置
が
な
さ
れ
て
い
る
。

類
例
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
現
蔵
の
紀
州
徳
川
家
旧
蔵
楽
器
の
琵
琶
、
ま
た
、
彦
根

城
博
物
館
現
蔵
の
井
伊
家
旧
蔵
楽
器
の
琵
琶
の
中
に
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
ぶ
ら
下

が
っ
て
い
る
輪
は
実
際
に
演
奏
す
る
と
き
に
は
邪
魔
に
な
り
、
実
用
の
楽
器
と
し
て
は

不
適
切
な
処
置
で
あ
る
。
細
緒
は
切
れ
易
い
こ
と
か
ら
二
条
分
の
長
さ
で
頒
布
さ
れ
る

例
と
な
っ
て
お
り
、
演
奏
の
現
場
で
は
、
中
央
に
付
け
ら
れ
て
い
る
赤
い
印
の
と
こ
ろ

を
鋏
で
切
り
、
片
方
を
琵
琶
に
懸
け
、
も
う
片
方
は
予
備
と
し
て
巻
い
て
別
途
保
管
す

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
切
ら
ず
に
ぶ
ら
下
げ
て
お
け
ば
紛
失
す
る
恐
れ
が
な
い
と
い
う

こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
筆
者
の
管
見
の
限
り
で
は
こ
の
よ
う
な
処
置
方
法
の
故
実
を

載
せ
る
楽
書
は
な
く
、
模
造
品
に
は
こ
の
懸
け
方
は
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。

さ
て
、
絃
を
懸
け
了
え
て
音
を
鳴
ら
す
準
備
が
整
っ
た
と
こ
ろ
で
、
次
に
、
五
絃
琵

琶
の
音
域
や
調
絃
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
く
。

松
浦
氏
の
試
作
品
に
様
々
な
絃
を
張
っ
て
試
奏
し
た
結
果
と
し
て
は
、
現
行
の
雅
楽

挿図35　 太緒の懸け方
（旧儀）

挿図34　 北倉29 螺鈿紫檀五絃琵琶
太緒の懸け方（現状）

挿図36　 北倉154 琴箏等残絃
（四絃琵琶から外された旧絃）



（
三
一
）

（142）

の
琵
琶
の
絃
よ
り
も
か
な
り
細
い
筑
前
五
絃
琵
琶
の
絃
が
ほ
ぼ
適
合
し
、
開
放
絃
の
音

高
に
つ
い
て
は
、
第
五
絃
は
現
行
の
雅
楽
の
琵
琶
よ
り
も
五
度
高
い
平
調
（
ｅ
）
ま
で

は
上
げ
得
る
が
、
程
よ
く
響
く
の
は
神
仙
（
ｃ
）
か
ら
壱
越
（
ｄ
）
に
か
け
て
の
辺
り

で
あ
り
、
第
一
絃
に
つ
い
て
は
筑
前
五
絃
琵
琶
の
そ
れ
よ
り
纔
か
に
太
い
も
の
を
張
っ

た
と
こ
ろ
、
程
よ
く
響
く
の
は
黄
鐘
（
Ａ
）
前
後
で
、
平
調
（
Ｅ
）
よ
り
下
は
響
き
も

余
韻
も
殆
ど
な
い
状
態
と
な
っ
た
。
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
に
音
楽
学
者
に
よ
っ
て
発
表

さ
れ
て
い
る
五
絃
琵
琶
の
調
絃
案
（
前
節
に
も
挙
げ
た
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
Ｇ
・
ネ
ル
ソ

ン
氏
に
よ
る
「
五
絃
譜
新
考
─
主
に
五
絃
琵
琶
の
柱
制
及
び
調
絃
に
つ
い
て
─
」
を
参

照
さ
れ
た
い
）
で
は
音
が
低
す
ぎ
て
微
音
で
し
か
鳴
ら
ず
、
到
底
音
楽
を
奏
で
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
考
え
て
み
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
、
音
楽
学

者
の
調
絃
案
は
現
行
の
雅
楽
の
琵
琶
の
調
絃
と
音
域
が
同
じ
な
の
で
あ
る
が
、
絃
長
が

四
絃
琵
琶
の
四
分
の
三
し
か
な
い
上
に
、
内
部
の
虹
と
柱
と
が
細
く
て
華
奢
な
五
絃
琵

琶
に
は
、
そ
の
よ
う
な
調
絃
が
適
う
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
現
在
と
奈
良
時
代
当
時
と
で
は
同
じ
音
程
に
対
す
る
音

名
が
異
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

我
が
国
で
は
古
来
唐
の
黄
鐘
が
我
が
国
の
壱
越
（
Ｄ
）
に
あ
た
る
と
伝
え
ら
れ
て
お

り
、
音
楽
学
者
は
こ
れ
に
拠
っ
て
『
五
絃
譜
』
の
壱
越
調
の
調
絃
を
第
一
絃
か
ら
順
に

「
壱
越
（
Ｄ
）・
黄
鐘
（
Ａ
）・
壱
越
（
ｄ
）・
平
調
（
ｅ
）・
黄
鐘
（
ａ
）」
或
い
は

「
壱
越
（
Ｄ
）・
黄
鐘
（
Ａ
）・
壱
越
（
ｄ
）・
下
無
（
#f
）・
黄
鐘
（
ａ
）」
と
解
釈
し

て
い
る
。
し
か
し
、
前
述
の
通
り
、
こ
れ
で
は
音
が
低
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

楽
理
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
し
て
み
た
。
壱
越
調
は
「
黄
鐘
均
之
商
調
」
で
あ
る
か
ら
、

宮
音
は
太
簇
で
、
こ
れ
は
我
が
国
の
平
調
（
Ｅ
）
に
あ
た
る
。
す
る
と
、
壱
越
調
の
調

絃
は
「
平
調
（
Ｅ
）・
盤
渉
（
Ｈ
）・
平
調
（
ｅ
）・
下
無
（
#f
）・
盤
渉
（
ｈ
）」
或
い

は
「
平
調
（
Ｅ
）・
盤
渉
（
Ｈ
）・
平
調
（
ｅ
）・
鳧
鐘
（
#g
）・
盤
渉
（
ｈ
）」
と
い
う

こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
通
り
、
松
浦
氏
の
試
作
品
で
は
、
第
一

絃
は
平
調
で
は
響
き
も
余
韻
も
殆
ど
な
い
。
そ
こ
で
、
次
に
、
唐
の
音
律
に
は
黄
鐘
を

#C
に
あ
て
る
雅
楽
古
律
と
#D
に
あ
て
る
俗
律
と
が
あ
る
と
い
う
林
謙
三
氏
の
説
（『
隋

唐
燕
楽
調
研
究
』
第
六
章
燕
楽
調
之
律
、
上
海
商
務
印
書
館
、
中
華
民
国
二
十
五
＝
一

九
三
六
年
）
に
拠
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
太
簇
は
、
雅
楽
古
律
な
ら
ば
#D
、
俗
律
な
ら

ば
Ｆ
と
な
る
。
雅
楽
古
律
は
断
金
で
平
調
（
Ｅ
）
よ
り
も
更
に
低
い
か
ら
却
下
さ
れ
る

が
、
俗
律
は
勝
絶
な
の
で
許
容
範
囲
内
で
あ
る
。
こ
の
俗
律
を
採
れ
ば
、
五
絃
琵
琶
の

壱
越
調
の
調
絃
は
「
勝
絶
（
Ｆ
）・
神
仙
（
Ｃ
）・
勝
絶
（
ｆ
）・
双
調
（
ｇ
）・
神
仙

（
ｃ
）」
或
い
は
「
勝
絶
（
Ｆ
）・
神
仙
（
Ｃ
）・
勝
絶
（
ｆ
）・
黄
鐘
（
ａ
）・
神
仙

（
ｃ
）」
と
な
り
、
程
よ
く
響
く
音
域
に
収
ま
る
の
で
あ
る
。
我
が
国
に
伝
え
ら
れ
た

唐
の
音
楽
が
、「
雅
楽
」
で
は
な
く
、「
燕
楽
」
と
呼
ば
れ
る
宮
廷
に
お
け
る
娯
楽
の
芸

術
音
楽
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
音
律
も
俗
律
で
あ
っ
て
当

然
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
推
測
を
傍
証
す
る
の
が
、
基
音
が
#D
に
近
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
牙
尺
八

（
南
倉
一
一
〇
第
三
号
）
を
、
芝
祐
泰
氏
が
「
黄
鐘
之
笛
」
と
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
（『
正
倉
院
の
楽
器
』
所
収
「
演
奏
上
よ
り
見
た
正
倉
院
樂
器
─
笛
類
に
つ
い
て
─
」）。

ま
た
、
こ
の
牙
尺
八
と
番
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
牙
横
笛
（
南
倉
一
一
一
第
三

号
）
に
つ
い
て
も
、
芝
氏
が
「
黄
鐘
」
と
し
て
お
ら
れ
る
「
六
」
の
指
遣
い
の
音
は
、

Ｄ
と
#D
と
の
間
で
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
お
り
、
歌
口
の
奥
の
詰
物
が
失
わ
れ
て
い
る
こ

と
を
勘
案
す
れ
ば
、
#D
に
近
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
牙
尺
八
に
も
牙
横
笛
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に
も
黄
鐘
＝
#D
と
い
う
俗
律
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
五
絃
琵
琶
の
壱
越
調

の
調
絃
を
俗
律
で
考
察
し
て
提
示
し
た
筆
者
の
案
は
妥
当
な
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

以
上
、
松
浦
氏
の
試
作
品
を
頼
り
に
五
絃
琵
琶
の
「
響
き
」
に
つ
い
て
考
察
し
、
論

述
は
調
絃
案
の
考
証
に
ま
で
及
ん
だ
。
し
か
し
、
そ
の
結
論
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
究

極
的
に
は
本
品
を
弾
い
て
み
な
け
れ
ば
判
断
の
仕
様
が
な
い
。
そ
の
隔
靴
掻
痒
の
感
を

少
し
で
も
緩
和
す
べ
く
、
蛇
足
な
が
ら
、
芝
祐
泰
氏
に
よ
る
本
品
の
録
音
と
松
浦
氏
の

試
作
品
の
響
き
と
を
聴
き
比
べ
た
所
感
を
記
し
て
、
本
章
を
締
め
括
る
こ
と
と
す
る
。

筆
者
が
聞
い
た
録
音
は
、
当
初
の
録
音
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
近
年
復
刻
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
原
盤
は
昭
和
二
十
七
年
十
月
三
十
日
に
岸
辺
成
雄
氏
に
よ
っ
て
収
録
さ
れ

た
も
の
で
、
前
節
に
お
い
て
も
述
べ
た
通
り
、
本
品
に
つ
い
て
は
、
開
放
絃
を
お
よ
そ

の
双
調
に
合
わ
せ
た
第
五
絃
の
散
声
・
柱
声
計
六
声
を
二
回
ず
つ
弾
か
れ
た
だ
け
の
も

の
で
あ
る
。
デ
ジ
タ
ル
処
理
さ
れ
て
い
る
の
で
生
演
奏
の
音
と
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
も
の
の
、
硬
く
鋭
い
は
っ
き
り
と
し
た
音
で
、
余
韻
が
約
二
秒
残
る
の

が
聞
き
取
れ
た
。
こ
の
録
音
と
同
じ
条
件
で
聴
き
比
べ
る
べ
く
、
松
浦
氏
の
試
作
品
に

つ
い
て
も
、
第
五
絃
を
双
調
に
合
わ
せ
て
弾
い
て
み
た
。
す
る
と
、
硬
さ
や
鋭
さ
は
や

や
及
ば
な
い
も
の
の
、
同
程
度
に
余
韻
が
残
っ
た
の
で
あ
る
。
音
質
は
個
々
の
楽
器
の

性
に
由
る
の
で
相
違
し
て
当
然
で
あ
る
か
ら
措
く
と
し
て
、
似
寄
り
の
太
さ
の
絃
を

張
っ
て
同
じ
音
程
を
弾
奏
し
た
と
き
の
余
韻
の
長
さ
が
ほ
ぼ
同
じ
に
な
っ
た
の
は
、
両

者
の
楽
器
と
し
て
の
構
造
が
近
似
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
と
な
れ
ば
、

松
浦
氏
の
試
作
品
を
参
考
に
し
て
案
出
し
た
五
絃
琵
琶
の
音
域
や
調
絃
は
、
本
品
に
も

適
合
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
章　

総
合
所
見

本
品
が
天
平
の
古
に
実
用
の
楽
器
と
し
て
演
奏
さ
れ
て
い
た
と
想
像
す
る
浪
漫
に
浸

り
た
く
な
る
の
は
、
筆
者
も
同
じ
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
厳
密
に
真
実
を
求
め
る
な
ら

ば
、
浪
漫
に
は
、
浸
り
こ
そ
す
れ
、
溺
れ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
章
第
四
節
に
て
述
べ
た
よ
う
に
、
本
品
に
残
る
弾
奏
痕
ら
し
き
も
の
は
、
そ
れ
が

い
つ
の
時
代
に
ど
の
よ
う
な
状
況
で
付
い
た
も
の
で
あ
る
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
論
じ
て
本
品
が
奈
良
時
代
に
楽
器
と
し
て
演
奏
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
演
奏
す
る
に
相
応
し

い
構
造
に
な
っ
て
い
る
か
否
か
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
品
が
当
初
よ
り
楽
器

と
し
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
証
明
す
る
こ
と
は
、
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
方
針
の
も
と
に
前
章
に
て
順
次
検
討
し
て
き
た
結
果
を
総
合
し
て
、「
本
品
に

は
楽
器
と
し
て
必
要
不
可
欠
な
構
造
が
完
備
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
当
初
よ

り
楽
器
と
し
て
製
作
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
螺
鈿
や
瑇
瑁
は
豪
華
な
加
飾
で
あ
る

に
す
ぎ
な
い
」
と
判
定
し
、
附
と
し
て
「
明
治
の
修
補
の
折
に
は
楽
器
と
し
て
の
機

能
・
構
造
に
明
る
く
な
い
匠
が
関
与
し
た
と
見
ら
れ
、
現
状
で
は
実
用
上
支
障
が
生
ず

る
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
る
」
と
い
う
意
見
を
添
え
る
。

　
　
　
追
記　

 

本
稿
は
、
正
倉
院
事
務
所
か
ら
の
御
依
頼
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
秋
に
献
呈
し

た
私
的
な
調
査
所
見
を
改
訂
補
筆
し
、
新
た
に
図
版
を
挿
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

 

（
よ
こ
や
ま　

み
つ
ね　

雅
楽
研
究
家
）


