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は
じ
め
に

　
日
本
の
琵
琶
は
、
承
和
の
遣
唐
使
の
時
、
藤
原
貞
敏
が
渡
唐
し
て
琵
琶

を
習
い
、
秘
曲
を
伝
授
さ
れ
、
琵
琶
の
名
器
玄
上
（
玄
象
）
等
を
賜
っ
た

こ
と
に
始
ま
る
と
い
う
の
が
、
長
く
日
本
の
琵
琶
の
歴
史
の
見
方
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
貞
敏
以
来
の
師
資
相
承
と
秘
曲
の
相
伝
は
、
貞
保
親
王
や

源
高
明
、
同
博
雅
ら
を
経
て
、
同
信
明
の
の
ち
は
、
同
経
信
以
下
の
桂
流

と
、
賢
円
以
下
の
西
流
に
分
か
れ
た
と
言
わ
れ
て
き
た
。

　
管
見
の
限
り
、
そ
う
し
た
見
方
は
十
二
世
紀
初
頭
か
ら
文
献
に
見
え
始

め
（
詳
し
く
は
後
述
）、
比
較
的
最
近
ま
で
本
当
の
こ
と
の
よ
う
に
言
わ

れ
て
き
た
（
１
）。
し
か
し
、
日
本
の
琵
琶
が
貞
敏
に
始
ま
る
と
い
う
の
は
明
ら

か
な
誤
り
で
、
貞
敏
が
秘
曲
を
伝
授
さ
れ
た
と
か
、
玄
上
を
賜
っ
た
と

か
、
貞
敏
以
来
の
師
資
相
承
が
桂
や
西
の
流
派
の
時
代
ま
で
連
綿
と
絶
え

る
こ
と
な
く
続
い
て
き
た
、
な
ど
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
現
在
で
は
疑

問
視
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
貞
敏
が
遣
唐
使
准
判
官
と

し
て
唐
へ
渡
り
、
琵
琶
を
習
っ
た
こ
と
自
体
は
『
日
本
三
代
実
録
』
の
貞

敏
卒
伝
（
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
十
月
四
日
条
）
や
『
琵
琶
諸
調
子
品
』

の
貞
敏
奥
書
、
貞
敏
に
同
行
し
た
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
等
に

よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
、
そ
れ
は
唐
の
開
成
三
年
（
八
三
八
、
日
本
の
承
和

五
年
）、
い
わ
ゆ
る
最
後
の
遣
唐
使
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
事
実
と
考
え

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
実
態
は
中
唐
の
琵
琶
の
調
絃
法
を
学
ん
だ
の
で

あ
り
、
日
本
に
初
め
て
琵
琶
を
招
来
し
た
わ
け
で
は
な
い
（
琵
琶
は
奈
良

時
代
に
は
す
で
に
渡
来
し
て
お
り
、
正
倉
院
に
楽
器
、
楽
譜
が
伝
わ
っ
て

い
る
）。
ま
し
て
、
秘
曲
を
伝
授
さ
れ
た
こ
と
や
、
玄
上
等
を
賜
っ
た
と

い
う
よ
う
な
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
。
琵
琶
の
秘
曲
が
文
献
に
登
場
し
始

め
る
の
は
十
一
世
紀
末
か
ら
十
二
世
紀
初
頭
で
あ
り
（
２
）、
し
か
も
、
の
ち
に

琵
琶
の
最
奥
の
秘
曲
と
さ
れ
た
「
啄
木
」
は
、
早
川
太
基
氏
に
よ
れ
ば
、

宋
で
一
〇
五
二
年
以
降
流
行
し
た
曲
で
あ
り
、
そ
の
後
日
本
に
伝
来
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
（
３
）。

そ
の
他
の
秘
曲
に
つ
い
て
も
、「
石
上
流

泉
」
は
日
本
で
琴
曲
か
ら
琵
琶
曲
に
移
さ
れ
た
も
の
で
、「
上
原
石
上
流

泉
」
は
そ
の
「
石
上
流
泉
」
の
編
曲
か
と
さ
れ
（
以
上
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・

Ｇ
・
ネ
ル
ソ
ン
氏
（
４
））、「

楊
真
操
」
は
院
政
期
以
降
日
本
で
の
作
曲
か
と
い

う
（
小
林
加
代
子
氏（
５
））。

つ
ま
り
、
貞
敏
が
持
ち
帰
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
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の
ち
に
宋
か
ら
伝
来
し
た
り
、
日
本
で
琴
か
ら
琵
琶
へ
移
さ
れ
た
り
、
編

曲
、
作
曲
さ
れ
た
り
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
琵
琶

の
名
器
玄
上
に
つ
い
て
も
、
西
暦
一
〇
〇
〇
年
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
『
枕

草
子
』
が
文
献
上
の
初
出
で
あ
り
、
貞
敏
時
代
に
は
遡
ら
な
い
。
先
行
研

究（
６
）に

よ
れ
ば
、『
枕
草
子
』
の
の
ち
は
し
ば
ら
く
文
献
に
現
れ
ず
、
十
一

世
紀
後
半
に
な
っ
て
姿
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。
御
遊
で
演
奏
に
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
（
７
）、

三
種
の
神
器
と
と
も
に
代
々
の
天
皇
に
よ
り
継
承
さ

れ
る
累
代
の
御
物
の
一
つ
と
し
て
特
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
８
）。

羅
城
門
の

鬼
が
盗
ん
で
弾
い
た
と
か
、
内
裏
炎
上
の
際
、
ひ
と
り
で
逃
げ
出
し
た
と

か
、
下
手
な
者
が
弾
く
と
腹
を
立
て
て
鳴
ら
な
い
と
か
い
う
、
さ
ま
ざ
ま

な
霊
異
譚
が
文
献
に
登
場
す
る
の
も
十
二
世
紀
初
頭
か
ら
で
あ
る
（
９
）。

つ

ま
り
、
秘
曲
の
登
場
も
、
玄
上
の
本
格
的
登
場
も
、
院
政
期
以
降
な
の

で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
貞
敏
が
秘
曲
を
伝
授
さ
れ
た
と
か
、

玄
上
を
賜
っ
た
な
ど
と
い
う
の
は
、
疑
わ
し
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
）
（1
（

。
貞

敏
以
来
の
師
資
相
承
と
秘
曲
相
伝
の
系
譜
に
し
て
も
、
貞
敏
の
弟
子
と
さ

れ
る
貞
保
親
王
か
ら
し
て
、
貞
敏
没
後
の
誕
生
で
あ
り
、
そ
こ
に
師
弟
関

係
が
成
立
し
な
い
こ
と
は
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。
貞
保
以
後
、
源

脩
―
同
高
明
―
同
博
雅
と
い
う
師
資
相
承
や
秘
曲
の
相
伝
に
つ
い
て
も
、

そ
の
こ
と
を
示
す
同
時
代
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
。
博
雅
に
つ
い
て
は
琵

琶
を
弾
い
た
記
録
も
見
え
な
い
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
（1
（

。

　
筆
者
は
、
前
述
の
よ
う
な
歴
史
観
が
、
院
政
期
（
十
二
世
紀
初
め
）
よ

り
文
献
に
見
え
始
め
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
「
中
世
日
本
の
琵
琶
史
観
」

と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
う
し
た
歴
史
観
が
登
場
し
始
め
た
背
景
に
は
、
ち

ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
琵
琶
の
家
が
形
成
さ
れ
始
め
た
）
（1
（

こ
と
が
関
係
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　
琵
琶
の
家
と
は
、
弟
子
を
と
っ
て
琵
琶
を
教
え
、
秘
事
・
秘
曲
を
伝
授

す
る
、
い
わ
ば
琵
琶
の
家
元
の
よ
う
な
も
の
で
、
先
に
述
べ
た
桂
流
、
西

流
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
そ
の
琵
琶
の
家
を
琵
琶
の
家
た
ら
し
め
て
き
た
と

思
わ
れ
る
の
が
、
貞
敏
以
来
の
師
資
相
承
を
受
け
継
い
で
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、貞
敏
以
来
の
秘
曲
を
相
伝
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
貞
敏
以
来
の
正
統
な
継
承
者
で
あ
る
と
い
う
由
緒
・
来
歴
が
、

琵
琶
の
家
の
権
威
を
保
証
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
て
み
る
と
、
琵
琶
の
家
が
形
成
さ
れ
る
中
で
秘
曲
が
登
場
し
、

秘
曲
伝
授
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
の
秘
曲
の
由
緒
・
来
歴
を

語
る
物
語
（
歴
史
観
）
も
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
秘

曲
も
、
琵
琶
の
歴
史
観
も
、
琵
琶
の
家
の
成
立
過
程
に
お
い
て
発
想
さ
れ
、

琵
琶
の
家
に
備
え
ら
れ
て
き
た
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
は
じ
め
て
琵
琶
の
家
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
源
経
信
・
同
基

綱
親
子
以
来
の
桂
流
で
あ
り
、
経
信
の
生
没
年
は
一
〇
一
六
～
九
七
年
、

基
綱
は
一
〇
四
九
～
一
一
一
六
年
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
時
期
は
十
一
世
紀

後
半
～
十
二
世
紀
初
頭
で
あ
る
。
ま
た
、
琵
琶
の
秘
曲
が
文
献
に
登
場
す

る
の
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、十
一
世
紀
末
か
ら
十
二
世
紀
初
頭
で
あ
り
、

琵
琶
の
歴
史
観
の
文
献
上
の
登
場
が
十
二
世
紀
初
頭
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
ら
三
つ
は
い
ず
れ
も
十
一
世
紀
末
か
ら
十
二
世
紀
初
頭
の
登
場

な
の
で
あ
る
。
こ
の
符
合
は
、
琵
琶
の
家
が
形
成
さ
れ
る
中
で
、
家
の
秘
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史
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伝
・
奥
義
と
し
て
秘
曲
が
作
ら
れ
、
家
と
秘
曲
の
由
緒
を
説
く
歴
史
観
が

語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
筆
者
は
最
近
こ
う
し
た
仮
説
を
発
表
し
た
）
（1
（

が
、
そ
こ
で
は
時
間
や
紙
幅

の
関
係
か
ら
、
概
要
を
示
す
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て

こ
れ
か
ら
資
料
を
示
し
な
が
ら
論
じ
よ
う
と
い
う
の
は
、
上
述
の
よ
う
な

歴
史
観
が
い
つ
か
ら
登
場
し
、
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
き
た
の
か
、
と
く

に
貞
敏
が
渡
唐
し
て
琵
琶
の
秘
曲
を
伝
授
さ
れ
、
玄
上
を
賜
っ
た
と
い
う

話
が
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
貞
敏
が
唐
へ
渡
っ
て
琵
琶
を
学
ん
で
き
た
こ
と

自
体
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
別
稿
に
、先
行
研
究
を
検
証
し
つ
つ
、

一
度
私
見
を
述
べ
た
）
（1
（

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
貞
敏
の
琵
琶
伝
習
は
、『
琵
琶

諸
調
子
品
』
の
貞
敏
奥
書
と
『
三
代
実
録
』
の
貞
敏
卒
伝
に
記
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
貞
敏
が
渡
唐
し
、
揚
州
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
は
、

同
道
し
た
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
た
だ
、
そ
こ
で
秘
曲
を
伝
授
さ
れ
た
と
か
、
玄
上
を
賜
っ
た
と

い
う
よ
う
な
こ
と
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
秘
曲
も
、

玄
上
も
、
ず
っ
と
あ
と
に
な
っ
て
文
献
に
登
場
し
て
来
る
。

　
そ
う
し
て
み
る
と
、
秘
曲
を
伝
授
さ
れ
、
玄
上
を
賜
っ
た
と
い
う
よ
う

な
話
が
、
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
生
じ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ

と
が
、
当
然
問
題
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
鎌
倉
中
期
成
立

の
琵
琶
の
歴
史
物
語
で
あ
る
『
文
机
談
』
は
、
こ
う
し
た
歴
史
観
を
、
諸

文
献
中
も
っ
と
も
詳
細
に
描
い
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
歴
史
観
は
い
つ
ご

ろ
、
ど
こ
か
ら
生
じ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
中
原
香
苗
氏
は
、
天
野
山
金
剛
寺
所
蔵
の
『
琵
琶
秘
抄
』
に
、『
文
机

談
』
と
非
常
に
よ
く
似
た
貞
敏
の
琵
琶
伝
習
譚
が
記
さ
れ
て
お
り
、
し
か

も
そ
れ
が
西
流
師
範
家
の
当
主
藤
原
孝
時
の
口
伝
に
拠
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、『
文
机
談
』
や
『
琵
琶
秘
抄
』
の
琵
琶
伝
習
譚
は
、『
文

机
談
』や『
琵
琶
秘
抄
』執
筆
の
段
階
で
初
め
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

西
流
師
範
家
に
お
い
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
を
も
と
に
書
か
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
察
さ
れ
た
）
（1
（

。
ま
た
、
猪
瀬
千
尋
氏
も
、『
文
机
談
』
の
貞

敏
琵
琶
伝
習
譚
中
に
、
西
流
師
範
家
の
当
主
藤
原
孝
道
（
前
述
の
孝
時
の

父
）
考
案
の
『
音
楽
講
式
』
と
共
通
す
る
部
分
を
指
摘
さ
れ
、『
文
机
談
』

は
孝
道
以
来
の
西
流
師
範
家
に
お
け
る
伝
承
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
ろ

う
と
さ
れ
た
）
（1
（

。
そ
し
て
そ
の
後
、
中
原
氏
も
別
稿
に
お
い
て
、『
文
机
談
』

の
貞
敏
琵
琶
伝
習
譚
中
に
孝
道
の
『
琵
琶
灌
頂
次
第
』
と
の
共
通
点
を
指

摘
さ
れ
、『
文
机
談
』
は
孝
道
以
来
、
西
流
の
伝
承
を
基
盤
に
書
か
れ
た

と
さ
れ
た
）
（1
（

。
猪
瀬
氏
は
中
原
氏
の
論
に
、
中
原
氏
は
猪
瀬
氏
の
論
に
言
及

さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
二
人
の
結
論
は
詮
ず
る
と
こ
ろ
同
じ
で
あ
り
、
つ

ま
り
、『
文
机
談
』
の
貞
敏
琵
琶
伝
習
譚
は
、『
文
机
談
』
執
筆
時
に
お
い

て
初
め
て
発
想
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
孝
道
以
来
、
西
流
の
師
範
家
に

お
い
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
原
氏
が
早
く
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
文

机
談
』
が
、
文
机
房
隆
円
と
い
う
、
西
流
師
範
家
の
当
主
孝
時
の
弟
子
で

右
筆
で
あ
っ
た
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
孝
時
の
流
れ
が

西
流
師
範
家
の
正
統
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
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の
で
あ
っ
て
、
お
の
ず
と
そ
の
内
容
は
西
流
師
範
家
の
意
向
に
沿
っ
た
も

の
と
な
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
）
（1
（

。

　
で
は
、
孝
道
以
前
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
中
原

氏
に
言
及
は
な
い
が
、
猪
瀬
氏
は
こ
う
し
た
歴
史
観
は
、
孝
道
が
秘
曲
伝

授
作
法
を
整
備
し
た
際
（
孝
道
の
『
琵
琶
灌
頂
次
第
』
成
立
の
元
久
二
年

〈
一
二
〇
五
〉）
の
、
孝
道
に
よ
る
「
付
会
」
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
）
11
（

。
し

か
し
、
は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
管
見
の
限
り
で
は
、
そ
れ
以
前
に
も

こ
う
し
た
歴
史
観
を
う
か
が
わ
せ
る
記
事
は
い
く
つ
か
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
も
、
こ
れ
ま
で
は
、
こ
う
し
た
歴
史
観
が
う
か
が
わ
れ
る
記
事

を
調
査
、
蒐
集
し
、
そ
こ
へ
検
討
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
は
行
わ
れ
て
こ

な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
、
こ
こ
か
ら
は
、
孝
道
時
代
ま
で
に
成

っ
た
文
献
に
見
ら
れ
る
琵
琶
の
歴
史
観
の
内
容
を
時
代
順
に
検
討
し
て
、

歴
史
観
の
諸
相
を
う
か
が
う
と
と
も
に
、
孝
道
以
前
か
ら
こ
う
し
た
歴
史

観
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
み
た
い
。

　
　
　
一
、
貞
敏
に
よ
る
琵
琶
伝
習
の
実
態

　
論
を
進
め
る
前
に
、
貞
敏
の
琵
琶
伝
習
の
実
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
を
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
こ
と
は
先
に
も
触
れ
た
と
お

り
、
一
度
拙
稿
に
書
い
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
論
の
進
行
上
、
押
さ
え

て
お
く
必
要
が
あ
る
こ
と
と
、
以
前
そ
の
拙
稿
を
書
い
た
際
、
根
本
千
聡

氏
に
「
藤
原
貞
敏
が
唐
か
ら
も
た
ら
し
た
琵
琶
演
奏
伝
承
と
そ
の
背
景
」

と
い
う
論
考
が
あ
っ
た
）
1（
（

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
行
研
究
と
し
て
言
及
す
る

こ
と
を
怠
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
根
本
氏
に
は
そ
の
こ
と
を
お
詫
び
申
し
上

げ
る
と
と
も
に
、
根
本
氏
が
先
ご
ろ
そ
れ
を
改
訂
さ
れ
、
博
士
論
文
の
一

部
と
し
て
公
表
さ
れ
た
）
11
（

の
で
、
こ
こ
で
は
根
本
氏
の
博
士
論
文
を
、
先
行

研
究
と
し
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
あ
ら
た
め

て
私
見
を
述
べ
、
貞
敏
の
琵
琶
伝
習
の
実
態
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
と
思

う
の
で
あ
る
。

　
貞
敏
の
琵
琶
伝
習
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、『
日
本
三
代
実
録
』

の
貞
敏
卒
伝
と
、『
琵
琶
諸
調
子
品
』
貞
敏
奥
書
と
に
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
貞
敏
卒
伝
か
ら
見
て
お
こ
う
。

（
一
）『
日
本
三
代
実
録
』
貞
敏
卒
伝
に
つ
い
て

　
　（
貞
観
九
年
〈
八
六
七
〉
十
月
）

四
日
己
巳
。
従
五
位
上
行
掃
部
頭
藤
原
朝
臣
貞
敏
卒
。
貞
敏
者
。
刑

部
卿
従
三
位
継
彦
之
第
六
子
也
。
少
耽
愛
音
楽
好
学
鼓
琴
。
尤
善
弾

琵
琶
。
承
和
二
年
為
美
作
掾
兼
遣
唐
使
准
判
官
。
五
年
到
大
唐
達
上

都
。
逢
能
弾
琵
琶
者
劉
二
郎
。
貞
敏
贈
砂
金
二
百
両
。
劉
二
郎
曰
。

礼
貴
往
来
。
請
欲
相
伝
。
即
授
両
三
調
。
二
三
月
間
。
尽
了
妙
曲
。

劉
二
郎
贈
譜
数
十
巻
。
因
問
曰
。
君
師
何
人
。
素
学
妙
曲
乎
。
貞
敏

答
曰
。
是
我
累
代
之
家
風
。
更
无
他
師
。
劉
二
郎
曰
。
於
戯
昔
聞
謝

鎮
西
。
此
何
（
※
「
何
」
字
無
い
本
あ
り
）
人
哉
。
僕
有
一
少
女
。

願
令
薦
枕
席
。
貞
敏
答
曰
。
一
言
斯
重
。
千
金
還
軽
。
既
而
成
婚
礼
。

劉
娘
尤
善
琴
箏
。
貞
敏
習
得
新
声
数
曲
。
明
年
聘
礼
既
畢
。
解
纜
帰

郷
。
臨
別
劉
二
郎
設
祖
筵
。
贈
紫
檀
紫
藤
琵
琶
各
一
面
。
是
歳
。
大

唐
大
中
元
年
。
本
朝
承
和
六
年
也
。
七
年
為
参
河
介
。
八
年
遷
主
殿
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琵
琶
史
観
の
諸
相
―
―
藤
原
孝
道
に
至
る
ま
で
―
―

助
。
少
選
遷
雅
楽
助
。
九
年
春
授
従
五
位
下
。
数
歳
転
頭
。
斉
衡
三

年
兼
備
前
介
。
明
春
加
従
五
位
上
。
天
安
二
年
丁
母
憂
解
官
。
服
闋

拝
掃
部
頭
。
貞
観
六
年
兼
備
中
介
。
卒
時
年
六
十
一
。
貞
敏
无
他
才

芸
。
以
能
弾
琵
琶
。
歴
仕
三
代
。
雖
无
殊
寵
。
声
価
稍
高
焉
）
11
（

。
　

　�

（
傍
線
筆
者
、
※
印
以
下
は
筆
者
注
）

　
傍
線
部
が
貞
敏
の
琵
琶
伝
習
を
記
し
た
部
分
で
、
そ
の
概
要
を
記
せ
ば

次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
貞
敏
は
承
和
五
年
（
八
三
八
）、
遣
唐
使
准
判
官

と
し
て
渡
唐
し
て
「
上
都
」（
長
安
）
に
至
り
、琵
琶
を
能
く
す
る
者
「
劉

二
郎
」
に
逢
い
、「
砂
金
二
百
両
」
を
贈
っ
た
。
劉
二
郎
は
「
礼
は
往
来

を
貴
ぶ
。
請
わ
れ
て
相
伝
せ
ん
と
す
」（
原
漢
文
、
以
下
同
）
と
答
え
て
、

貞
敏
に
「
両
三
調
」
を
授
け
た
。
そ
し
て
二
三
ケ
月
を
か
け
て
「
妙
曲
」

を
習
い
尽
く
し
、
終
わ
り
に
劉
二
郎
か
ら
「
譜
数
十
巻
」
を
贈
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
劉
二
郎
が
「
君
の
師
は
何
人
〔
か
〕。
素
よ
り
妙
曲
を
学
ぶ
か
」

と
尋
ね
る
と
、
貞
敏
は
「
こ
れ
、
我
が
累
代
の
家
風
な
り
。
更
に
他
師
无

し
」
と
答
え
た
。
劉
二
郎
は
、「
昔
謝
鎮
西
を
聞
く
。
此
の
人
か
」
と
言
い
、

一
人
の
娘
が
い
る
と
し
て
結
婚
を
勧
め
た
。貞
敏
は
、「
一
言
は
斯
く
重
く
、

千
金
は
還
り
て
軽
し
」
と
答
え
て
こ
れ
を
承
諾
し
、
婚
礼
は
成
立
し
た
。

劉
二
郎
の
娘
は
、
琴き
ん・
箏
に
巧
み
で
、
貞
敏
は
「
新
声
数
曲
」
を
習
っ
た
。

翌
年
、
結
納
が
済
ん
で
帰
朝
し
よ
う
と
す
る
と
、
劉
二
郎
は
宴
席
を
設
け
、

紫
檀
・
紫
藤
の
琵
琶
各
々
一
面
を
贈
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
唐
の
大
中
元
年

（
※
承
和
六
年
な
ら
ば
開
成
四
年
、
八
三
九
年
の
誤
り
）、
日
本
の
承
和
六

年
の
こ
と
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
貞
敏
は
長
安
へ
行
き
、
劉
二
郎
と
い
う
者
に
就
い
て
琵
琶
を

学
ん
だ
。
ま
ず
習
っ
た
の
は
「
両
三
調
」
で
あ
り
、
つ
い
で
二
三
ケ
月
を

費
や
し
て
「
妙
曲
」
を
習
い
尽
く
し
、「
譜
数
十
巻
」
を
贈
ら
れ
た
。
こ

こ
に
は
具
体
的
な
調
子
名
や
曲
名
が
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
曲
数
も
伝
習
期

間
も
、
贈
ら
れ
た
譜
の
巻
数
さ
え
概
数
で
あ
り
、
先
行
研
究
で
は
検
討
が

及
ん
で
い
な
か
っ
た
部
分
だ
が
、
ど
う
い
う
こ
と
を
学
ん
だ
の
か
は
、
あ

る
程
度
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
「
妙
曲
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の

終
わ
り
に
「
譜
数
十
巻
」
を
贈
ら
れ
た
と
あ
る
こ
と
、
伝
習
に
二
三
ケ
月

を
要
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
楽
曲
（
合
奏
曲
か
独
奏
曲
か
、
あ
る

い
は
両
方
か
は
未
詳
）
の
こ
と
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
数
が
多
く
、
か
つ

伝
習
に
時
間
を
要
す
る
の
は
楽
曲
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
楽
曲

に
先
立
っ
て
授
け
ら
れ
た
と
い
う
「
両
三
調
」
の
「
両
三
」
は
「
二
三
の
」

と
か
、「
い
く
つ
か
の
」
の
意
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
楽
曲
の
伝
習
に
先

立
っ
て
習
っ
て
い
る
こ
と
、「
授
く
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か

ら
、琵
琶
の
調
子（
調
絃
法
）と
解
さ
れ
る
。
琵
琶
は
絃
楽
器
で
あ
る
か
ら
、

演
奏
に
先
立
っ
て
調
絃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
は
複
数
の
調

絃
法
が
あ
る
。
調
絃
法
で
あ
る
か
ら
、
楽
曲
を
学
ぶ
前
に
知
っ
て
お
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、ま
ず
最
初
に
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
調
絃
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
楽
曲
の
よ
う

に
長
い
も
の
で
は
な
い
か
ら
何
度
も
練
習
し
て
習
得
す
る
と
い
う
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
授
く
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
伝
習
期
間
も
短
い
の
で
記
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
貞
敏
は
、
劉
二
郎
に
砂
金
二
百
両
を
贈
っ
て
、
ま
ず
琵
琶
の

調
子
（
調
絃
法
）
を
い
く
つ
か
教
わ
り
、
次
い
で
二
三
ケ
月
を
費
や
し
て
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楽
曲
を
学
び
、
最
後
に
そ
の
証
と
し
て
数
十
巻
に
及
ぶ
譜
を
賜
っ
た
と
理

解
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
劉
二
郎
の
娘
か
ら
習
っ
た
と
い
う
「
新
声

数
曲
」
に
つ
い
て
は
、
娘
が
琴
・
箏
に
巧
み
だ
と
い
う
か
ら
、
琴
か
箏
の

曲
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
こ
の
伝
習
内
容
の
分
析
は
筆
者
の
分
析
で
あ
る
。
こ
の
卒
伝
を

取
り
上
げ
、
貞
敏
の
琵
琶
伝
習
の
実
態
を
検
討
さ
れ
た
の
は
、
ま
ず
佐
藤

辰
雄
氏
）
11
（

で
あ
り
、
次
い
で
前
述
の
根
本
氏
で
あ
る
が
、
佐
藤
氏
は
こ
の
卒

伝
と
次
項
の
『
琵
琶
諸
調
子
品
』
や
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
と
の
比
較

に
筆
を
割
か
れ
て
お
り
、
筆
者
が
上
に
述
べ
た
よ
う
な
伝
習
内
容
の
分
析

（「
両
三
調
」「
妙
曲
」「
新
声
数
曲
」
な
ど
の
解
釈
）
は
行
な
っ
て
お
ら
れ

な
い
。
ま
た
、
根
本
氏
の
場
合
は
、
佐
藤
氏
の
論
を
承
け
て
、
貞
敏
の
渡

唐
の
目
的
や
、
卒
伝
の
よ
う
な
伝
習
譚
を
誰
が
ど
の
よ
う
に
書
い
た
か
な

ど
、
佐
藤
氏
が
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
周
辺
の
問
題
を
検
討
さ
れ
て
佐
藤
論

を
補
強
、
発
展
さ
れ
て
お
り
）
11
（

、
筆
者
の
よ
う
な
伝
習
内
容
の
分
析
に
は
立

ち
入
っ
て
お
ら
れ
な
い
。
こ
の
卒
伝
と
、
次
に
述
べ
る
『
琵
琶
諸
調
子

品
』
の
ど
ち
ら
が
貞
敏
の
伝
習
の
実
態
を
伝
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
な

ら
ば
、
こ
こ
ま
で
の
検
討
は
不
要
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
貞
敏
の
琵

琶
伝
習
が
、
後
世
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
か
を
検
討
す
る
と
な
る
と
、
こ

の
点
は
あ
と
で
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
次
に
『
琵
琶
諸
調
子
品
』
の
方
を
見
て
み
よ
う
。

（
二
）『
琵
琶
諸
調
子
品
』
貞
敏
奥
書
に
つ
い
て

　『
琵
琶
諸
調
子
品
』
と
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
の
伏
見
宮
家
旧
蔵
書
に
二

本
伝
存
す
る
琵
琶
の
調
絃
法
を
記
し
た
譜
で
あ
り
、
一
本
は
「
伏
見
宮
本

『
琵
琶
譜
』」
と
通
称
さ
れ
る
一
巻
（
伏
二
〇
七
一
）
に
、貞
保
親
王
の
『
琵

琶
譜
』
と
と
も
に
合
写
さ
れ
て
い
る
。
書
写
奥
書
は
な
い
が
、「
平
安
中

期
十
一
世
紀
前
後
」
の
写
し
と
い
う
（
同
書
コ
ロ
タ
イ
プ
複
製
本
別
冊
、

伊
地
知
鐡
男
氏
解
説
）
11
（

）。
も
う
一
本
は
、「
院
禅
本
『
琵
琶
譜
』」
と
通
称

さ
れ
る
一
巻
（
伏
一
〇
二
六
）
の
紙
背
に
書
写
さ
れ
て
い
る
（
オ
モ
テ
は

貞
保
親
王
の
『
琵
琶
譜
』）。
紙
背
巻
末
に
は
の
ち
に
琵
琶
西
流
の
当
主
と

さ
れ
た
院
禅
の
治
暦
五
年
（
一
〇
六
九
）
の
書
写
奥
書
が
あ
る
が
、
該
本

は
そ
の
写
し
で
、
南
北
朝
期
の
写
し
と
い
う
。

　
内
容
は
、
以
下
に
挙
げ
る
よ
う
に
、
琵
琶
の
二
十
七
の
調
絃
法
と
そ
の

絃お
あ

合わ
せ

（
調
絃
を
確
か
め
る
た
め
の
短
い
曲
）
で
あ
る
。

１
壱
越
調
、
２
壱
越
上
調
、
３
沙
陀
調
、
４
双
調
、
５
平
調
、
６
大

食
調
、
７
乞
食
調
、
８
少
食
調
、
９
道
調
、
10
黄
鐘
調
、
11
大
黄
鐘

調
、
12
水
調
、
13
万
渉
調
、
14
風
香
調
、
15
返
風
香
調
、
16
仙
女
調
、

17
林
鐘
調
、
18
清
調
、
19
殺
孔
調
、
20
難
調
、
21
仙
鶴
調
、
22
鳳
凰

調
、
23
鴛
鴦
調
、
24
南
品
調
、
25
玉
神
調
、
26
碧
玉
調
、
27
啄
木
調
。

（
※
22
と
27
は
絃
合
な
し
）
11
（

）

　
そ
し
て
巻
末
に
次
の
よ
う
な
貞
敏
の
奥
書
が
あ
る
。

大
唐
開
成
三
年
戊
辰
八
月
七
日
壬
辰
、
日
本
国
使
、
作
牒
状
、
付
勾

当
官
銀
青
光
録
大
夫
検
校
太
子
庶
事
王
友
真
、
奉
揚
州
観
察
府
、
請

琵
琶
博
士
。
同
年
九
月
七
日
壬
戌
、
依
牒
状
、
送
博
士
州
衙
前
第
一

部
廉
承
武
字
廉
十
郎

生
年
八
十
五
。
則
揚
州
開
元
寺
北
水
館
而
、
伝
習
弄
調
子
。

同
月
廿
九
日
、
学
業
既
了
。
於
是
博
士
承
武
送
譜
。
仍
記
耳
。



一
九

琵
琶
史
観
の
諸
相
―
―
藤
原
孝
道
に
至
る
ま
で
―
―

開
成
三
年
九
月
廿
九
日
判
官
藤
原
貞
敏
記）
11
（

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、唐
の
開
成
三
年（
八
三
八
）八
月
七
日
、日
本
国
使（
藤

原
常
嗣
）
は
牒
状
を
作
り
、
勾
当
官
（
遣
唐
使
節
の
監
視
・
監
督
を
行
う

官
）
の
王
友
真
に
託
し
て
、
揚
州
（
現
江
蘇
省
揚
州
市
）
の
観
察
府
に
琵

琶
博
士
の
派
遣
を
依
頼
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
揚
州
観
察
府
は
、
九
月
七

日
に
、
琵
琶
博
士
で
、
揚
州
の
州
衙
（
州
の
役
所
）
前
第
一
部
の
廉
承
武

（
字
廉
十
郎
、
八
十
五
歳
）
を
派
遣
し
、
揚
州
開
元
寺
の
北
の
水
館
（
水

路
に
あ
る
駅
の
付
属
施
設
、
官
設
宿
舎
）
で
、「
弄
調
子
」
を
伝
習
。
九

月
二
十
九
日
に
伝
習
が
終
わ
り
、
廉
承
武
よ
り
譜
を
送
ら
れ
た
の
で
、
貞

敏
は
こ
こ
に
そ
の
旨
を
記
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
11
（

。

　
つ
ま
り
、
こ
の
『
琵
琶
諸
調
子
品
』
は
、
貞
敏
が
琵
琶
を
習
い
終
え
た

際
、
廉
承
武
よ
り
送
ら
れ
た
譜
で
あ
り
、
こ
の
譜
の
内
容
が
、
貞
敏
の
伝

習
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
）
11
（

。
先
の
『
三
代
実
録
』
の
伝
え
る
内
容

と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
、
そ
の
違
い
の
多
く
は
す

で
に
佐
藤
氏
の
前
掲
論
文
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
次
に
そ
の
違
い
を
あ

ら
た
め
て
書
き
出
し
て
み
よ
う
。

　
Ａ
　
伝
習
の
日
時
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
が
貞
敏
卒

伝
と
は
異
な
っ
て
い
る
。『
諸
調
子
品
』
奥
書
で
は
開
成
三
年
（
日
本
で

は
承
和
五
年
、
西
暦
八
三
八
年
）
九
月
七
日
か
ら
同
二
十
九
日
の
二
十
二

日
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
卒
伝
で
は
単
に
承
和
五
年
と
の
み
あ
っ
て

何
月
の
こ
と
か
明
ら
か
で
な
い
し
、
楽
曲
の
伝
習
に
要
し
た
期
間
は
二
三

ケ
月
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
Ｂ
　
伝
習
の
場
所
も
異
な
っ
て
い
る
。
卒
伝
は
「
上
都
」（
長
安
）
と

し
て
い
た
が
、
こ
ち
ら
は
「
揚
州
開
元
寺
の
北
の
水
館
」
で
あ
る
。

　
Ｃ
　
琵
琶
の
師
の
名
も
異
な
っ
て
い
る
。
卒
伝
は
「
劉
二
郎
」、
奥
書

は
「
廉
承
武
」、「
字
廉
十
郎
」
と
す
る
。
な
お
、「
劉
二
郎
」
や
「
廉
十
郎
」

と
い
う
の
は
、
佐
藤
氏
前
掲
論
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
名
や
字
で

は
な
く
輩
行
で
、「
廉
十
郎
」
な
ら
ば
廉
家
の
十
男
の
意
で
あ
ろ
う
。

　
Ｄ
　
伝
習
の
内
容
も
違
う
。
貞
敏
卒
伝
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

二
三
の
琵
琶
の
調
絃
法
と
、
譜
数
十
巻
に
及
ぶ
楽
曲
で
あ
り
、
さ
ら
に
劉

二
郎
の
娘
か
ら
「
新
声
数
曲
」
も
習
い
得
て
い
た
。
し
か
し
、
貞
敏
奥
書

で
は
、「
弄
調
子
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。「
弄
調
子
」
と
は
他
に
用
例

を
見
い
だ
せ
な
い
が
、「
弄
」
は
「
音
楽
の
し
ら
べ
。
小
曲
」
の
意
と
い

い
）
1（
（

、
こ
の
『
諸
調
子
品
』
の
内
容
は
前
に
記
し
た
よ
う
に
、
琵
琶
の
調
子

と
絃
合
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
「
弄
調
子
」
と
呼
ん
だ

も
の
と
思
わ
れ
る
（
な
お
、
こ
の
Ｄ
の
違
い
に
つ
い
て
は
前
述
の
佐
藤
氏

に
も
、
根
本
氏
に
も
言
及
は
な
い
）。

　
Ｅ
　
伝
習
後
、贈
ら
れ
た
も
の
も
違
う
。
貞
敏
卒
伝
で
は
、「
譜
数
十
巻
」

で
あ
り
、
ま
た
「
紫
檀
紫
藤
琵
琶
各
一
面
」
で
あ
っ
た
が
、
貞
敏
奥
書
か

ら
わ
か
る
こ
と
は
、
こ
の
『
諸
調
子
品
』
が
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
。

　
Ｆ
　
ま
た
、
こ
の
ほ
か
に
異
な
る
こ
と
と
し
て
は
、
貞
敏
卒
伝
に
は
劉

二
郎
と
貞
敏
の
さ
ま
ざ
ま
な
や
り
取
り
や
劉
二
郎
の
娘
と
の
婚
姻
、
別
れ

に
臨
ん
で
宴
席
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
両
者
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
い
ず
れ
に

よ
っ
て
も
、
秘
曲
の
伝
授
や
玄
上
の
下
賜
は
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
。



二
〇

（
三
）
伝
習
の
実
態

　
貞
敏
の
琵
琶
伝
習
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
佐
藤
氏
が
論
じ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
貞
敏
に
同
行
し
た
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に

よ
っ
て
、『
琵
琶
諸
調
子
品
』
の
伝
え
る
と
こ
ろ
が
実
態
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
行
記
』に
よ
れ
ば
、貞
敏
は
開
成
三
年（
八
三
八
）

七
月
二
十
四
日
か
ら
翌
四
年
二
月
二
十
日
に
帰
途
に
就
く
ま
で
ず
っ
と
揚

州
に
滞
在
し
て
お
り
、長
安
行
き
一
行
に
は
加
わ
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
、

そ
の
滞
在
場
所
は
開
元
寺
の
北
の
水
館
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
諸
調
子
品
』

に
い
う
伝
習
場
所
で
あ
っ
た
。
ま
た
、『
諸
調
子
品
』
に
見
え
る
「
揚
州

観
察
府
」
は
、
貞
敏
ら
遣
唐
使
一
行
の
監
視
・
監
督
を
行
っ
て
い
た
役
所

で
あ
り
、
そ
の
間
を
取
り
持
っ
た
「
勾
当
官
銀
青
光
録
大
夫
検
校
太
子
庶

事
」
の
「
王
友
真
」
な
る
人
物
は
『
巡
礼
行
記
』
に
も
同
様
の
役
目
を
負

っ
た
人
物
と
し
て
何
度
か
登
場
す
る（
八
月
十
日
条
、十
二
月
二
日
条
等
）。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、『
行
記
』に
は
琵
琶
伝
習
の
こ
と
は
見
え
な
い（
そ

れ
は
円
仁
の
滞
在
場
所
が
開
元
寺
内
の
僧
房
で
あ
り
、
開
元
寺
の
北
に
あ

る
水
館
に
寄
宿
す
る
貞
敏
と
は
い
つ
も
行
動
を
共
に
し
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
）
も
の
の
、『
諸
調
子
品
』
が
実
態
を
伝
え
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。『
三
代
実
録
』
が
、
長
安
で
学
ん
だ
と
し
、
師
の
劉
二

郎
に
そ
の
技
量
を
絶
賛
さ
れ
、
娘
と
婚
姻
、
紫
檀
・
紫
藤
の
琵
琶
を
賜
っ

た
な
ど
と
す
る
の
は
、
同
書
が
国
史
で
あ
る
か
ら
で
、
福
島
和
夫
氏
は
貞

敏
の
琵
琶
伝
習
を
美
化
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
ま

た
、
根
本
氏
は
、
国
史
の
薨
伝
・
卒
伝
の
編
集
に
関
す
る
先
行
研
究
を
も

と
に
、
貞
敏
卒
伝
が
「
意
識
的
に
改
変
さ
れ
た
可
能
性
」
を
指
摘
さ
れ
、

ま
た
貞
敏
の
も
た
ら
し
た
琵
琶
の
調
絃
法
を
受
継
し
、
日
本
の
音
楽
界
に

功
績
の
あ
っ
た
貞
保
親
王
が
『
三
代
実
録
』
編
纂
に
関
わ
り
、
貞
敏
卒
伝

の
執
筆
に
関
わ
っ
た
可
能
性
に
言
及
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。

　
こ
れ
ら
に
私
見
を
加
え
る
な
ら
、『
行
記
』
に
よ
れ
ば
、
貞
敏
が
揚
州

到
着
直
前
に
下
痢
を
起
こ
し
（
承
和
五
年
七
月
二
十
四
日
条
）、
そ
の
後

も
体
調
を
崩
し
て
病
臥
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
（
同
年
十
一
月
二
十
九

日
条
、
十
二
月
二
日
条
、
同
五
日
条
、
同
九
日
条
）
か
ら
、
そ
れ
が
も
と

で
長
安
行
き
一
行
に
は
加
わ
ら
な
か
っ
た
（
同
十
月
四
日
条
）
可
能
性
も

あ
る
と
考
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、『
諸
調
子
品
』
の
い
う
よ
う
に
、

琵
琶
伝
習
が
開
成
三
年
九
月
七
日
か
ら
同
二
十
九
日
ま
で
だ
っ
た
と
し

て
、『
行
記
』
と
は
齟
齬
し
な
い
（
貞
敏
が
病
臥
し
て
い
た
期
間
と
も
重

な
ら
な
い
）。
そ
う
し
て
、『
諸
調
子
品
』
に
よ
れ
ば
、
琵
琶
伝
習
に
差
し

向
け
ら
れ
た
琵
琶
の
師
は
、
揚
州
観
察
府
（「
州
衙
」）
の
「
前
第
一
部
廉

承
武
字
廉
十
郎

生
年
八
十
五
」
と
い
う
、
引
退
し
た
齢
八
十
五
の
老
人
で
あ
り
、
学
ん

だ
内
容
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
は
琵
琶
の
調
絃
法
で
あ
っ
た
。
じ
つ
は

こ
の
時
学
ん
だ
調
絃
法
が
、
の
ち
に
貞
敏
自
身
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
、
そ

れ
が
平
安
中
後
期
に
か
け
て
日
本
の
琵
琶
の
調
絃
法
の
基
礎
に
な
っ
て
ゆ

く
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
後
世
か
ら
す
れ
ば
、
貞
敏
の
功

績
は
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
）
11
（

わ
け
で
あ
る
が
、
帰
朝
し
て
か
ら
し
ば
ら
く

は
、
決
し
て
上
首
尾
と
は
言
え
な
い
琵
琶
伝
習
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
貞
敏
没
後
三
十
四
年
後
に
編
纂
さ
れ
た
『
三
代
実

録
』（
延
喜
元
年
〈
九
〇
一
〉
成
立
）
で
は
、貞
敏
は
都
長
安
で
絶
賛
さ
れ
、

婿
舅
の
間
柄
に
ま
で
な
っ
て
琵
琶
を
伝
習
し
て
き
た
と
美
化
さ
れ
た
の
で



二
一

琵
琶
史
観
の
諸
相
―
―
藤
原
孝
道
に
至
る
ま
で
―
―

は
な
い
か
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
翻
っ
て
い
え
ば
、
卒
伝
の
内
容
が
奥

書
の
伝
え
る
伝
習
と
大
き
く
乖
離
し
て
い
る
の
は
、
卒
伝
の
内
容
こ
そ
が

国
家
と
し
て
は
理
想
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
乖
離
し
て
い

る
分
だ
け
奥
書
の
伝
え
る
伝
習
の
成
果
は
、
当
初
は
不
首
尾
と
見
な
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
二
、
琵
琶
史
観
の
諸
相

　
貞
敏
の
琵
琶
伝
習
の
実
態
は
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
院
政
期
以
降
は
、
こ
の
琵
琶
伝
習
が
日
本
の
琵
琶
の
始
ま
り
で
あ

り
、
同
時
に
日
本
の
琵
琶
の
師
資
相
承
や
秘
曲
相
伝
の
始
ま
り
で
あ
る
な

ど
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
そ
の
こ
と
を
、
時
代
を
追

っ
て
順
に
見
て
ゆ
き
た
い
。

　
右
の
よ
う
な
歴
史
観
は
、
管
見
の
限
り
、
次
の
輔
仁
親
王
の
「
弾
琵
琶
」

が
初
見
で
あ
る
。

弾
琵
琶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
宮

閑
居
親
友
是
何
物
　
閑
居
の
親
友
は
　
是
れ
何
物
ぞ

只
有
琵
琶
曲
自
通
　
只
だ
琵
琶
有
る
の
み
　
曲
自
ら
に
通
ふ
な
り

絃
象
四
時
堪
調
月
　
絃
は
四
時
を
象
り
て
　
月
に
調
ぶ
る
に
堪
へ

塵
遺
十
葉
遠
伝
風
　
塵
は
十
葉
に
遺
り
て
　
遠
く
風
を
伝
へ
た
り

　�

従
大
唐
琵
琶
師
廉
承
武
。
至
於
我
已
及
十
代
。
故
云
。（
大
唐
の
琵
琶
師
廉
承

武
よ
り
、
我
に
至
る
ま
で
す
で
に
十
代
に
及
ぶ
。
故
に
云
ふ
）

秦
箏
更
巧
佳
娘
芸
　
秦
箏
　
更
に
巧
み
な
り
　
佳か
ぢ

娘や
う

の
芸

羌
笛
尤
宜
伶
客
功
　
羌
笛
　
尤
も
宜
し
　
伶
客
の
功

莫
咲
老
来
多
感
興
　
咲
ふ
こ
と
莫
れ
　
老お

い
て
よ
り
来
感
興
の
多
き
こ
と
を

一
歌
三
楽
慕
栄
翁
　
一も
は
らに

三
楽
を
歌
ひ
て
は
　
栄
翁
を
慕
は
ん）
11
（

（
傍
線
・
波
線
筆
者
）

　
こ
れ
は
前
述
の
佐
藤
氏
が
は
じ
め
て
指
摘
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
が
、
当

時
（
一
九
八
六
年
）
は
ま
だ
貞
敏
の
秘
曲
伝
授
が
疑
問
視
さ
れ
る
前
で
あ

っ
た
た
め
か
、
氏
は
こ
れ
を
、
貞
敏
以
来
の
師
資
相
承
と
秘
曲
の
相
伝
が

こ
の
時
代
ま
で
連
綿
と
続
い
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
す
資
料
と
し
て
紹
介

さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
作
者
輔
仁
は
貞
敏
（
八
〇
七
～
六
七
）

没
後
二
百
年
以
上
の
ち
の
人
で
あ
る
。
そ
の
間
、
ま
っ
た
く
伝
授
の
こ
と

を
記
す
文
献
が
な
い
上
に
、
前
節
ま
で
に
記
し
た
と
お
り
、
貞
敏
が
実
際

に
学
ん
だ
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
調
絃
法
で
あ
っ
て
、
秘
曲
を

伝
授
さ
れ
た
事
実
は
見
当
た
ら
ず
、
し
か
も
そ
の
秘
曲
が
い
ず
れ
も
院
政

期
以
降
の
登
場
で
あ
り
、と
く
に
「
啄
木
」
が
宋
代
の
流
行
曲
で
あ
っ
て
、

院
政
期
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
（
前
述
早
川
氏
）
と
す
る
と
、
そ
の
よ

う
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
さ
て
、引
用
傍
線
部
「
塵
は
十
葉
に
遺
り
て
遠
く
風
を
伝
へ
た
り
」（
原

漢
文
）
の
、
自
注
（
破
線
部
）
に
、
廉
承
武
か
ら
「
我
」
ま
で
十
代
で
あ

る
の
で
こ
う
表
現
し
た
と
こ
と
わ
り
が
あ
る
。
琵
琶
の
師
資
相
承
の
発
端

を
廉
承
武
に
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
本
の
琵
琶
の
師
資
相
承
が
、
廉

承
武
か
ら
貞
敏
へ
の
琵
琶
伝
習
に
始
ま
る
と
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
。
廉
承
武
か
ら
輔
仁
ま
で
十
代
と
い
う
の
は
、『
文
机
談
』
が
、
そ
の
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師
資
相
承
の
次
第
を
、
廉
承
武
―
貞
敏
―
貞
保
親
王
―
源
脩
―
同
高
明
―

同
信
明
―
同
資
通
―
同
経
信
―
同
基
綱
―
輔
仁
親
王
と
し
、
こ
の
「
弾
琵

琶
」
で
は
廉
承
武
か
ら
輔
仁
ま
で
の
間
に
ど
の
よ
う
な
人
物
が
入
る
の
か

は
明
ら
か
で
な
い
も
の
の
、
代
数
は
『
文
机
談
』
に
一
致
す
る
か
ら
、『
文

机
談
』
と
同
じ
か
、
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
相
承
の
次
第
が
、
こ
の
と
き
す

で
に
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
輔
仁
は
元
永

二
年
（
一
一
一
九
）
没
）
11
（

だ
か
ら
、こ
の
作
品
は
そ
れ
ま
で
の
成
立
で
あ
る
。

猪
瀬
氏
の
い
う
孝
道
の
秘
曲
伝
授
作
法
の
整
備
（『
琵
琶
灌
頂
次
第
』
の

成
立
）
の
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
11
（

）
を
遡
る
こ
と
八
十
六
年
で
あ
る
。

　
さ
て
、輔
仁
は
、伏
見
宮
本『
文
机
談
』巻
二「
花
園
左
大
臣
殿
御
比
巴
事
」

に
よ
れ
ば
、
の
ち
に
桂
流
二
代
目
と
さ
れ
た
源
基
綱
の
弟
子
と
い
う
。

一
、
基
綱
の
な
が
れ
を
ば
、
後
三
条
院
の
第
三
の
御
子
輔
仁
親
王
伝

へ
□（
さ
）せ

給
ふ
。
ま
た
そ
の
御
子
に
て
花
薗
の
を
と
ゞ
有
仁
つ
た
へ
賜

は
ら
せ
給
ふ
。（
後
略
）
11
（

）

　
こ
こ
は
桂
流
二
代
目
基
綱
の
弟
子
た
ち
を
記
す
く
だ
り
で
、
基
綱
の
流

れ
は
輔
仁
か
ら
そ
の
息
源
有
仁
へ
と
継
承
さ
れ
た
と
い
う
。
輔
仁
の
師
を

記
す
の
は
、こ
の
記
事
や
『
文
机
談
』
よ
り
の
ち
の
成
立
と
見
ら
れ
る
『
琵

琶
血
脈
』
延
文
本
）
11
（

な
ど
で
、
他
に
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
次
に
示
す
『
胡

琴
教
録
』
上
「
師
伝
相
承
」
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
基
綱
の
外
孫
大
原
尾
張

殿
は
、
琵
琶
を
当
初
は
基
綱
か
ら
学
ん
だ
が
、
基
綱
の
没
後
は
、
輔
仁
の

子
有
仁
か
ら
楽
を
学
ん
だ
と
い
う
。
そ
の
理
由
を
『
胡
琴
教
録
』
は
明
ら

か
に
し
て
い
な
い
が
、
右
の
『
文
机
談
』
の
記
事
を
踏
ま
え
る
と
、
有
仁

は
基
綱
の
弟
子
輔
仁
の
子
で
、
か
つ
弟
子
に
あ
た
る
か
ら
だ
ろ
う
と
推
測

で
き
る
。
基
綱
の
没
年
は
永
久
四
年
（
一
一
一
六
）
11
（

）、
輔
仁
は
元
永
二
年

（
一
一
一
九
）（
前
述
）
で
、
二
人
は
相
次
い
で
亡
く
な
っ
た
か
ら
、
そ
れ

で
孫
弟
子
の
有
仁
が
師
に
な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

故
白
河
院
御
時
、
尾
張
守
高
階
為
遠
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
諸
大
夫
た

り
と
い
へ
ど
も
、
威
勢
世
に
満
ち
、
諸
人
こ
れ
を
許
す
。
よ
て
基
綱

帥（
の
）婿
た
り
。こ
ゝ
に
女
子
二
人
を
生
み
て
の
ち
、離
れ
を
は（
ん
）

ぬ
。
し
か
る
に
、
か
の
女
（
大
原
尾
張
殿
）

子
を
、
外
（
源
基
綱
）祖父

最
も
寵
愛
し
て
、
琵
琶
の

秘
曲
を
授
け
し
む
。『
楽
は
あ
な
が
ち
に
秘
事
に
あ
ら
ず
。
誰
の
人

に
も
こ
れ
を
習
う
べ
し
。
予
す
で
に
老
い
に
た
り
。
余
算
い
く
ば
く

な
ら
ず
。
し
か
ら
ば
、
秘
曲
を
も
つ
て
先
と
す
』
と
言
ひ
て
、
三
曲

已
下
の
秘
事
、
底
を
払
ひ
て
教
へ
ら
れ
を
は
ん
ぬ
。
そ
の
ゝ
ち
、
祖

父
の
卿
、
大
宰
の
帥
に
な
り
て
、
筑
紫
へ
下
り
し
時
、
白
河
院
仰
せ

に
云
は
く
、『
年
闌
け
て
遠
あ
り
き
、
心
細
く
思
し
召
す
。
琵
琶
の

秘
曲
、
誰
の
人
に
伝
へ
置
く
ぞ
や
』。
申
し
て
云
は
く
、『
時
俊
・
信

平
ら
、
型
の
ご
と
く
琵
琶
を
弾
く
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
骨
法
最
も
下

品
な
り
。
よ
つ
て
こ
れ
を
優
賞
す
る
こ
と
能
は
ず
。
生
年
十
三
歳
の

外
孫
の
女
に
、底
を
払
ひ
て
授
け
給
ぶ
と
こ
ろ
也
。
い
ま
よ
り
の
ち
、

聞
こ
し
召
す
べ
き
こ
と
あ
ら
ば
、
か
の
孫
女
を
召
す
べ
き
な
り
』
と

云
々
。
そ
の
ゝ
ち
、
筑
紫
に
し
て
、
案
の
ご
と
く
死
に
お
は
り
ぬ
。

白
河
院
御
悲
歎
殊
に
甚
だ
し
。
遺
言
に
任
せ
て
、
女
を
召
す
。
す
な

は
ち
、
内
へ
参
る
柑
子
色
の
袴
、
鈍
色
の
衣
五
つ
（
※
五
衣
カ
）、
こ
れ
を
着
る
。

数
曲
を
弾
く
。
絶
妙
極
ま
り
な
し
。
仰
せ
に
云
は
く
、『
楽
弾
か
ざ

る
、
頗
る
遺
恨
也
。
早
く
こ
れ
を
習
う
べ
し
。
一
流
れ
た
る
に
よ
り
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琵
琶
史
観
の
諸
相
―
―
藤
原
孝
道
に
至
る
ま
で
―
―

て
、
花
園
の
左
府
に
仰
せ
て
、
楽
曲
を
習
は
し
め
て
、
人
と
な
り
て

の
ち
、
六
条
入
道
職
道
、
妻
と
す
。（
後
略
）
1（
（

）

　
こ
れ
に
よ
る
と
、基
綱
は
基
綱
家
の
子
女
に
婿
入
り
し
た
高
階
為
遠
の
、

娘
大
原
尾
張
殿
を
寵
愛
し
、
老
い
先
短
い
の
を
理
由
と
し
て
秘
曲
を
先
に

授
け
た
。そ
の
後
、基
綱
が
亡
く
な
り
、尾
張
殿
が
白
河
院
に
召
さ
れ
た
時
、

琵
琶
を
「
数
曲
」
弾
い
た
が
、「
楽
」
を
弾
か
な
い
の
で
、
院
は
花
園
左

府
有
仁
に
楽
を
教
え
さ
せ
た
と
い
う
（
琵
琶
を
「
数
曲
」
弾
い
た
が
、「
楽
」

を
弾
か
な
い
と
あ
る
の
で
、
弾
い
た
の
は
撥
合
（
掻
合
と
も
）
や
手
、
秘

曲
な
ど
の
独
奏
曲
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
）。
こ
の
白
河
院
の
処
置
は
、

前
掲
の
『
文
机
談
』
が
述
べ
る
よ
う
に
、
有
仁
が
基
綱
の
孫
弟
子
に
あ
た

る
か
ら
だ
と
す
る
と
、
得
心
が
い
く
。

　『
胡
琴
教
録
』
は
、
こ
こ
に
登
場
す
る
大
原
尾
張
殿
と
基
綱
の
息
信
綱

に
桂
流
の
琵
琶
を
学
ん
だ
と
い
う
中
原
有
安
の
、琵
琶
に
関
す
る
言
談
を
、

有
安
の
弟
子
（
子
の
景
安
か
）
が
書
き
留
め
る
と
い
う
体
の
言
談
録
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
話
は
大
原
尾
張
殿
か
、
信
綱
か
ら
直
接
聞
い
た

も
の
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、『
文
机
談
』の
記
事
と
も
齟
齬
し
な
い
か
ら
、

ひ
と
ま
ず
（
反
証
の
な
い
限
り
）
信
を
置
い
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、『
今
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
有
仁
邸
に
は
、
基
綱
の
息
信
綱
が
出
入

り
し
て
い
た
と
解
せ
る
く
だ
り
が
あ
る
。

上
の
御
兄
弟
た
ち
の
君
達
、
若
殿
上
人
ど
も
、
絶
え
ず
参
り
つ
つ
、

遊
び
合
は
れ
た
る
は
さ
る
事
に
て
、
百
大
夫
と
世
に
は
つ
け
て
影
法

師
な
ど
の
朝
夕
な
れ
仕
う
ま
つ
る
が
、
弾
き
物
、
吹
き
物
せ
ぬ
は
少

く
て
、
外
よ
り
参
ら
ね
ど
、
内
の
人
々
に
て
、
御
み
遊
び
絶
ゆ
る
事

な
く
、
伊
賀
大
夫
、
六
条
大
夫
な
ど
い
ふ
優
れ
た
る
人
ど
も
あ
り
、

歌
詠
み
も
詩
作
り
も
、
か
や
う
の
人
ど
も
数
知
ら
ず
）
11
（

、（
後
略
）

（
傍
線
筆
者
）

　
有
仁
邸
で
は
御
遊
が
絶
え
る
こ
と
が
な
く
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、

「
伊
賀
大
夫
」
や
「
六
条
大
夫
」
と
い
っ
た
（
管
絃
に
）
優
れ
た
人
々
が

仕
え
て
い
た
と
い
う
。
従
来
の
注
釈
で
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
二
人
を
伝
未

詳
と
す
る
が
、
信
綱
が
「
伊
賀
大
夫
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
『
胡
琴

教
録
』
上
「
師
伝
相
承
」
に
「
桂
少
輔
信
綱
は
基
綱
す
ゑ
の
子
也
。
子
息

の
中
に
は
員
外
也
。
伊
賀
前
司
孝
清
が
養
ひ
子
に
な
り
て
、
伊
賀
大
夫
と

い
ふ
な
り
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
る
。

　
ち
な
み
に
、
も
う
一
人
の
「
六
条
大
夫
」
は
『
胡
琴
教
録
』
の
前
掲
部

分
に
見
え
る
、
大
原
尾
張
殿
の
妻
「
六
条
入
道
職
道
」
の
可
能
性
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。『
古
事
談
』
巻
六
ノ
十
五
「
笛
ノ
名
手
永
秀
、

政
近
ノ
事
」
に
「
六
条
大
夫
基
」
と
す
る
人
物
が
登
場
し
）
11
（

、『
古
事
談
』

の
先
行
研
究
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
を
あ
て
て
い
る
）
11
（

が
、『
古
事
談
』
当
該

話
の
事
件
年
次
は
鳥
羽
院
の
「
保
延
五
年
」（
一
一
三
九
）
で
、
尾
張
殿

の
妻
「
六
条
入
道
職
道
」
な
ら
ば
時
代
的
に
齟
齬
し
な
い
し
、「
職
」
は

『
拾
芥
抄
』
巻
中
「
姓
尸
録
部
」
の
「
人
名
録
」
に
「
モ
ト
」
の
訓
が
あ

っ
て
）
11
（

、「
基
」
と
「
職
」
は
音
通
で
あ
る
。
な
お
、『
體
源
鈔
』
五
「
帝
王

御
笛
之
事
」
に
、「
六
条
入
道
蓮
道
、
俗
名
基
通
」
と
あ
る
）
11
（

の
は
、
こ
の

六
条
入
道
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
）
11
（

。
有
仁
に
仕
え
た
「
六
条
大
夫
」
が
『
胡

琴
教
録
』
の
い
う
「
六
条
入
道
職
道
」
で
あ
る
と
す
る
と
、
同
じ
く
有
仁

に
仕
え
た
信
綱
（「
伊
賀
大
夫
」）
と
、
そ
の
父
基
綱
の
外
孫
大
原
尾
張
殿



二
四

と
は
、
琵
琶
で
つ
な
が
り
が
見
い
出
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。

　
と
も
あ
れ
、こ
の
「
六
条
入
道
」
の
こ
と
を
除
い
て
も
、上
述
の
よ
う
に
、

輔
仁
の
師
を
記
す
資
料
は
『
文
机
談
』
と
『
琵
琶
血
脈
』
だ
け
で
あ
る
が
、

基
綱
に
琵
琶
を
習
っ
た
大
原
尾
張
殿
が
、
基
綱
の
没
後
、
輔
仁
の
子
有
仁

に
学
ん
で
い
る
こ
と
、
有
仁
の
許
に
基
綱
の
息
信
綱
が
仕
え
て
お
り
管
絃

を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
基
綱
・
信
綱
親
子
と
輔
仁
・
有
仁
親

子
に
は
琵
琶
を
め
ぐ
っ
て
関
係
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
こ

と
か
ら
、
基
綱
と
輔
仁
は
子
弟
関
係
に
あ
っ
た
と
す
る
『
文
机
談
』
の
記

事
は
信
憑
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
で
は
、
輔
仁
に
上
述
の
よ
う
な
、
日
本
の
琵
琶
の
師
資
相
承
は

廉
承
武
か
ら
貞
敏
へ
の
伝
授
に
始
ま
る
と
す
る
歴
史
観
が
あ
っ
た
と
い
う

の
は
、
輔
仁
が
言
い
出
し
た
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
そ
れ
は

輔
仁
が
師
基
綱
か
ら
聞
い
た
見
方
で
あ
っ
た
可
能
性
の
方
が
高
い
と
考
え

る
。
こ
う
し
た
歴
史
観
が
、
琵
琶
の
伝
習
過
程
に
お
い
て
、
師
か
ら
弟
子

へ
口
伝
を
も
っ
て
伝
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
中
原
香
苗
氏
が
、

琵
琶
を
学
ぶ
者
に
と
っ
て
、
本
朝
の
琵
琶
の
起
源
を
語
る
貞
敏
に
よ

る
琵
琶
伝
来
説
話
は
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
師
か
ら
琵
琶
道

を
学
ぶ
際
に
は
、
必
ず
受
け
継
い
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
）
11
（

。

と
指
摘
さ
れ
て
い
て
、
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
「
琵
琶
伝
来
説
話
」（
琵
琶

の
歴
史
観
）
が
な
ぜ
「
非
常
に
重
要
な
も
の
」
な
の
か
に
つ
い
て
は
触
れ

て
お
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
そ
れ
が
琵
琶
道
に
お
い
て
、
そ
の
由
緒
来
歴

を
示
す
も
の
で
あ
り
、
琵
琶
を
教
え
る
者
に
と
っ
て
も
、
琵
琶
を
学
ぶ
者

に
と
っ
て
も
、
自
分
た
ち
の
正
統
性
を
支
え
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ

う
。
中
で
も
、
琵
琶
の
家
の
師
範
（
こ
こ
で
は
基
綱
）
に
と
っ
て
は
、
重

要
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
琵
琶
の
家
を
琵
琶

の
家
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
貞
敏
以
来
の
師
資
相
承
を
受

け
継
い
で
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
し
、
こ
う
し
た
由
緒
来
歴
が
な
か
っ
た
な
ら
、
古
代
か
ら
そ
の
職
能
を

も
っ
て
朝
廷
や
寺
社
に
仕
え
て
き
た
由
緒
を
も
つ
狛
氏
の
よ
う
な
地
下
楽

家
と
は
違
っ
て
、
藤
原
氏
や
源
氏
な
ど
の
家
が
琵
琶
の
家
と
し
て
代
々
琵

琶
の
師
範
を
勤
め
て
い
く
よ
う
な
こ
と
は
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
先
例

が
重
視
さ
れ
、
由
緒
が
重
ん
じ
ら
れ
る
社
会
で
あ
る
。
ま
た
、
琵
琶
の
師

範
と
し
て
名
実
と
も
に
琵
琶
の
上
手
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て

も
、
い
つ
何
時
そ
れ
を
超
え
る
琵
琶
の
上
手
が
他
家
か
ら
現
れ
、
そ
の
地

位
を
脅
か
す
か
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
琵
琶
の
家
と
し
て
代
々

安
定
し
て
そ
の
師
範
と
し
て
の
地
位
を
保
つ
た
め
に
、
家
に
代
々
伝
わ
る

と
称
す
る
秘
儀
・
奥
義
と
し
て
の
秘
事
・
秘
曲
が
作
ら
れ
、
貞
敏
以
来
の

師
資
相
承
を
受
け
継
い
で
い
る
、
貞
敏
以
来
の
秘
事
・
秘
曲
を
相
伝
し
て

い
る
な
ど
と
い
う
由
緒
来
歴
の
物
語
が
語
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
こ
と
は
琵
琶
ひ
と
つ
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
他
の

楽
器
、
あ
る
い
は
左
舞
や
右
舞
、
神
楽
、
催
馬
楽
な
ど
に
至
る
ま
で
、
そ

れ
ぞ
れ
を
家
業
と
す
る
重
代
の
家
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
主

張
す
る
師
資
相
承
の
次
第
や
、
秘
事
・
秘
曲
と
そ
の
相
伝
の
系
譜
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
み
な
自
家
の
存
立
を
確
か
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
家
々
に
備

え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
琵
琶
の

家
や
さ
ま
ざ
ま
な
音
楽
の
家
の
成
立
基
盤
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
れ



二
五

琵
琶
史
観
の
諸
相
―
―
藤
原
孝
道
に
至
る
ま
で
―
―

ば
、
日
本
の
琵
琶
は
貞
敏
に
始
ま
る
云
々
と
い
う
琵
琶
の
歴
史
観
は
、
琵

琶
の
家
の
成
立
に
は
重
要
な
も
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
う
し
た
歴
史
観

を
言
い
出
し
た
の
も
、
基
綱
か
、
あ
る
い
は
そ
の
父
で
、
桂
流
の
初
代
と

さ
れ
た
経
信
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
な
お
、

琵
琶
の
家
に
は
西
流
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
拙
稿
）
11
（

で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
桂

流
よ
り
や
や
遅
れ
て
登
場
し
て
く
る
。
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
歴
史
観
を
言

い
出
し
た
と
す
れ
ば
、
桂
流
の
方
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
）。

　
こ
の
よ
う
に
、
琵
琶
の
歴
史
観
が
桂
流
の
二
代
目
と
さ
れ
た
基
綱
の
、

そ
の
弟
子
と
さ
れ
る
輔
仁
に
う
か
が
え
る
こ
と
や
、
琵
琶
の
家
の
成
立
に

は
琵
琶
の
歴
史
観
が
重
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
合
わ

せ
れ
ば
、
猪
瀬
氏
の
い
う
、
こ
う
し
た
歴
史
観
が
孝
道
か
ら
だ
と
い
う
見

方
は
成
立
し
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
孝
道
は
賢
円
―
院
禅
―
孝
博

―
孝
定
と
続
い
て
き
た
と
さ
れ
る
（『
文
机
談
』
に
よ
る
）
西
流
師
範
家

を
継
い
だ
人
で
あ
る
が
、
桂
流
が
形
成
さ
れ
た
の
は
、
孝
道
の
祖
父
孝
博

の
時
代
に
生
き
た
前
述
の
基
綱
の
時
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
）
11
（

か
ら
、
孝

道
の
時
点
で
は
、
琵
琶
の
家
も
、
秘
曲
も
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
由
緒
・
来

歴
を
語
る
歴
史
観
も
と
っ
く
に
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
（
実
際
に
孝
道
の
時
代
に
至
る
ま
で
に
、
琵
琶
の
家
は
桂
・
西
の
二
流

が
成
立
し
て
い
た
し
、
秘
曲
も
す
で
に
登
場
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
知

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）。
そ
の
意
味
で
、
基
綱
の
弟
子
と
さ
れ
る

輔
仁
に
こ
う
し
た
歴
史
観
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
琵
琶
の
家

と
し
て
最
初
に
成
立
し
た
桂
流
の
形
成
が
基
綱
の
時
代
と
考
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
）
11
（

と
符
合
す
る
の
で
あ
る
。

＊

　
と
こ
ろ
で
、
前
掲
の
輔
仁
の
「
弾
琵
琶
」
で
は
、「
秦
箏
更
巧
佳
娘
芸

（
秦
箏
更
に
巧
み
な
り
　
佳
娘
の
芸
）」
と
あ
る
部
分
も
、
琵
琶
史
観
に
関

係
す
る
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
は
、
箏
に
巧
み
な
の
は
「
佳

娘
」
だ
と
い
う
く
だ
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
卒
伝
に
登
場
し
た
劉
二
郎
の

娘
が
、「
劉
娘
尤
善
琴
箏
」
と
記
さ
れ
て
い
た
（
前
掲
）
の
と
一
致
す
る
。

直
前
に
廉
承
武
か
ら
輔
仁
ま
で
十
代
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
注
記
し
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
句
自
体
が
卒
伝
の
内
容
を
踏
ま
え
た
句
で
あ

る
可
能
性
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
も
、
輔
仁
に
は

日
本
の
琵
琶
は
貞
敏
の
琵
琶
伝
習
に
始
ま
る
、
な
ど
と
す
る
見
方
が
あ
っ

た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
南
北
朝
時
代
以
降
に
成
立
し
た
『
箏
相
承
系
図
』
で
は
、

日
本
に
お
け
る
箏
の
始
ま
り
を
、「
一
説
」
と
し
つ
つ
も
、
貞
敏
が
劉
二

郎
の
娘
か
ら
学
ん
だ
こ
と
に
求
め
て
い
る
）
1（
（

。
こ
う
し
た
箏
の
歴
史
観
が
い

つ
ご
ろ
か
ら
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
話
が
そ

れ
る
が
、
箏
に
つ
い
て
も
そ
の
始
ま
り
は
も
う
こ
の
時
代
に
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
小
括

　
検
討
の
途
中
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
紙
幅
が
尽
き
た
。
こ
の
続
き
は
別
稿

に
記
す
が
、
本
稿
で
は
、
日
本
の
琵
琶
の
師
資
相
承
は
貞
敏
に
始
ま
る
、

な
ど
と
す
る
歴
史
観
が
、
輔
仁
親
王
の
作
品
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
、

お
よ
そ
十
二
世
紀
初
め
ま
で
に
こ
う
し
た
見
方
が
あ
っ
た
こ
と
、
し
た
が



二
六

っ
て
輔
仁
の
師
と
さ
れ
る
基
綱
に
も
そ
れ
が
あ
っ
た
可
能
性
の
高
い
こ
と

を
論
じ
た
。
琵
琶
の
家
と
し
て
最
初
に
登
場
し
た
の
は
経
信
・
基
綱
親
子

に
始
ま
る
桂
流
で
あ
る
が
、
そ
の
基
綱
に
こ
う
し
た
歴
史
観
が
う
か
が
え

る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
歴
史
観
が
、
琵
琶
の
家
の
成
立
に
重
要
な
も
の
で

あ
り
、
琵
琶
の
歴
史
観
が
琵
琶
の
家
の
成
立
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
と
符
合
す
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。

　
琵
琶
の
歴
史
観
を
う
か
が
わ
せ
る
記
事
に
つ
い
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ

る
こ
と
が
で
き
た
の
は
輔
仁
親
王
の
「
弾
琵
琶
」
だ
け
で
あ
る
が
、
孝
道

時
代
に
至
る
ま
で
に
は
ま
だ
な
お
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
れ
は
本
稿
の
続
き）
11
（

で
取
り
上
げ
た
い
。

註（
１
）
比
較
的
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、遠
藤
徹
氏
「
雅
楽
千
年
の
軌
跡
」

（『
別
冊
太
陽
　
雅
楽
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
四
年
八
月
、
一
八
頁
）
に
、

「
事
実
上
最
後
と
な
っ
た
承
和
の
遣
唐
使
と
し
て
渡
唐
し
た
琵
琶
の

名
手
藤
原
貞
敏（
八
〇
七
～
八
六
七
）は
琵
琶
曲
の「
流
泉
」「
啄
木
」

「
楊
真
操
」
を
伝
え
る
と
と
も
に
中
唐
代
の
新
し
い
調
絃
法
を
伝
え
」

と
見
え
る
。
ま
た
、
辞
書
の
類
で
は
、『
平
安
時
代
史
事
典
』（
角

田
文
衛
監
修
、
古
代
学
協
会
・
古
代
学
研
究
所
編
、
角
川
書
店
、

一
九
九
四
年
四
月
）
の
「
琵
琶
」
項
（
荻
美
津
夫
氏
執
筆
、
二
〇

二
三
頁
）
に
「
藤
原
貞
敏
が
遣
唐
使
准
判
官
と
し
て
入
唐
し
、
唐

か
ら
流
泉
・
啄
木
・
楊
真
操
等
の
独
奏
曲
を
伝
え
る
と
、
独
奏
楽

器
と
し
て
も
盛
ん
に
用
い
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
曲
は
秘
曲
と
し
て
相

伝
さ
れ
た
。」
と
し
、
同
「
啄
木
」
項
（
蒲
生
美
津
子
氏
執
筆
、
一

五
五
三
頁
）
で
は
啄
木
を
「
藤
原
貞
敏
が
唐
よ
り
伝
え
た
琵
琶
の

三
秘
曲
の
一
。」
と
説
明
す
る
。

（
２
）
説
話
文
学
会
二
〇
二
一
年
度
大
会
（
二
〇
二
一
年
六
月
二
十
七
日
、

オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）
で
発
表
し
、
そ
の
後
「
中
世
日
本
の
琵
琶
史

観
に
関
す
る
試
論
」（『
説
話
文
学
研
究
』
第
五
七
号
、
説
話
文
学
会
、

二
〇
二
二
年
九
月
）
に
ま
と
め
た
。

（
３
）「
琵
琶
曲
「
啄
木
」
攷
―
―
宋
代
文
人
の
聴
い
た
音
楽
」、『
東
方
学
』

一
三
六
号
、
東
方
学
会
、
二
〇
一
八
年
七
月
。

（
４
）「
二
つ
の
《
流
泉
》、《
石
上
流
泉
》
と
《
上
原
石
上
流
泉
》
―
―
『
源

氏
物
語
』
の
一
場
面
が
《
上
原
石
上
流
泉
》
を
権
威
付
け
る
説
話

の
生
成
に
活
か
さ
れ
た
か
―
―
」、『
説
話
文
学
研
究
』
第
五
十
六
号
、

説
話
文
学
会
、
二
〇
二
一
年
九
月
。

（
５
）「
楊
貴
妃
と
琵
琶
―
―
楽
琵
琶
の
三
曲
の
一
つ
「
楊
真
操
」
と
院

政
期
の
漢
籍
受
容
」、『
ア
ジ
ア
遊
学
一
七
四
　
中
世
寺
社
の
空
間
・

テ
ク
ス
ト
・
技
芸
　「
寺
社
圏
」
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
』
大
橋
直

義
・
藤
巻
和
宏
・
高
橋
悠
介
編
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
七
月
。

（
６
）
玄
上
の
記
事
・
記
録
は
、
森
下
要
治
氏
「〈
玄
上
〉
関
連
説
話
・

記
録
集
成
稿
―
―
十
六
世
紀
以
前
―
―
」（『
文
教
国
文
学
』
第
四

一
号
、
広
島
文
教
女
子
大
学
国
文
学
会
、
一
九
九
九
年
七
月
）、
磯

水
絵
先
生
「
付
章
　
玄
象
の
記
録
」（『
院
政
期
音
楽
説
話
の
研
究
』

和
泉
書
院
、
二
〇
〇
三
年
二
月
）、
猪
瀬
千
尋
氏
『
中
世
王
権
の
音

楽
と
儀
礼
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
八
年
二
月
）「
御
遊
に
お
け
る



二
七

琵
琶
史
観
の
諸
相
―
―
藤
原
孝
道
に
至
る
ま
で
―
―

名
器
一
覧
」（
四
六
～
五
三
頁
）、「
累
代
楽
器
に
関
わ
る
年
表
」（
五

五
～
五
七
頁
）
な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
７
）
玄
上
に
よ
る
演
奏
に
つ
い
て
は
、
注
６
の
磯
先
生
の
著
書
二
二
三

～
三
二
頁
、
豊
永
聡
美
氏
『
中
世
の
天
皇
と
音
楽
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
六
年
十
二
月
）
六
三
～
七
五
頁
、
注
６
の
猪
瀬
氏
の
著
書

一
九
～
五
七
頁
に
考
察
が
あ
る
。

（
８
）
累
代
の
御
物
と
し
て
の
玄
上
に
つ
い
て
は
、
注
７
豊
永
氏
の
著
書
、

二
七
二
～
二
九
五
頁
、
同
猪
瀬
氏
の
著
一
九
～
五
七
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
９
）『
江
談
抄
』
巻
三
第
五
十
六
～
五
十
八
話
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
二

十
四
代
二
十
四
話
な
ど
が
早
い
例
で
、
稲
垣
泰
一
氏
「
鬼
と
名
楽

器
を
め
ぐ
る
伝
承
」（『
峯
村
文
人
先
生
退
官
記
念
論
集
　
和
歌
と

中
世
文
学
』
東
京
教
育
大
学
中
世
文
学
談
話
会
編
・
刊
、
一
九
七

八
年
三
月
）、
中
原
香
苗
氏
「
楽
器
名
物
譚
の
伝
承
」（『
説
話
文
学

研
究
』
第
三
十
四
号
、
説
話
文
学
会
、
一
九
九
九
年
五
月
）、
森
下

要
治
氏
「
物
語
ら
れ
る
〈
玄
上
〉・
序
説
」（『
文
教
国
文
学
』
第
四

十
七
号
、
広
島
文
教
女
子
大
学
、
二
〇
〇
二
年
九
月
）、
注
６
磯
先

生
の
著
、
中
原
氏
「
楽
器
と
王
権
」（『
皇
統
迭
立
と
文
学
形
成
』

大
阪
大
学
古
代
中
世
文
学
研
究
会
編
、
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
九
年

七
月
）
な
ど
が
あ
る
。

（
10
）
注
６
の
磯
先
生
の
著
二
三
五
頁
で
は
「（
※
玄
上
に
つ
い
て
）
貞

敏
請
来
の
琵
琶
と
い
う
伝
承
に
は
、（
中
略
）
の
ち
の
附
会
と
い
う

可
能
性
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
に
よ
り
そ
れ
は
前
代

の
記
録
に
認
め
ら
れ
な
い
。」
と
さ
れ
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
Ｇ
・
ネ

ル
ソ
ン
氏
は
「「
秘
曲
尽
く
し
」
再
現
―
―
『
文
机
談
』
に
見
え
る

秘
曲
を
聴
く
―
―
」（
磯
先
生
編
『
今
日
は
一
日
、方
丈
記
』
新
典
社
、

二
一
〇
三
年
十
月
、
二
一
八
頁
）
で
、
琵
琶
の
秘
曲
に
つ
い
て
「
説

話
の
世
界
で
は
、琵
琶
の
秘
曲
と
い
え
ば
ま
ず
《（
石
上
）
流
泉
》《
啄

木
》
の
二
曲
が
並
ぶ
こ
と
が
多
い
。「
三
曲
」
と
な
る
と
、
前
述
の

よ
う
に
《
楊
真
操
》
が
加
わ
る
。
史
実
は
と
も
か
く
と
し
て
、
い

ず
れ
の
頃
か
ら
か
、こ
れ
ら
琵
琶
の
三
曲
、つ
ま
り
《（
石
上
）
流
泉
》

《
啄
木
》《
楊
真
操
》
は
、
藤
原
貞
敏
（
八
〇
七
～
六
七
年
）
が
唐

に
渡
り
、
琵
琶
博
士
の
廉
承
武
か
ら
伝
え
ら
れ
た
と
信
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。」
と
述
べ
ら
れ
、
貞
敏
の
秘
曲
伝
授
が
史
実
と
し

て
は
疑
わ
し
い
が
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
事
実
と
信
じ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

（
11
）
福
島
和
夫
氏
「
豊
永
聡
美
氏
「
藤
原
貞
敏
―
―
音
楽
に
秀
で
た
官

人
―
―
」
に
つ
い
て
」、『
日
本
音
楽
史
研
究
』
第
六
号
、
上
野
学

園
日
本
音
楽
資
料
室
、
二
〇
〇
六
年
三
月
。

（
12
）
注
６
の
磯
先
生
の
著
書
六
〇
頁
。

（
13
）
森
下
要
治
氏
「
桂
流
の
流
派
形
成
期
に
つ
い
て
―
―
源
基
綱
の
琵

琶
―
―
」（『
国
文
学
攷
』
第
一
四
三
号
、
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
、

一
九
九
四
年
九
月
）
に
よ
れ
ば
、琵
琶
の
家
桂
流
の
「
流
派
形
成
期
」

は
の
ち
に
桂
流
の
二
代
目
と
さ
れ
た
基
綱
が
初
代
と
さ
れ
た
経
信

の
跡
を
継
い
だ
時
期
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）
注
２
の
拙
稿
。

（
15
）「
藤
原
貞
敏
に
よ
る
琵
琶
伝
習
の
実
態
　
付
、『
琵
琶
諸
調
子
品
』



二
八

に
つ
い
て
」、『
花
園
大
学
日
本
文
学
論
究
』
第
一
四
号
、
花
園
大

学
日
本
文
学
会
、
二
〇
二
一
年
十
二
月
。

（
16
）「
金
剛
寺
聖
教
中
の
音
楽
資
料
に
つ
い
て
」、
後
藤
昭
雄
編
『
真
言

密
教
寺
院
に
伝
わ
る
典
籍
の
学
際
的
調
査
・
研
究
―
―
金
剛
寺
本

を
中
心
に
―
―
研
究
成
果
報
告
書
』
二
〇
一
一
年
三
月
。

（
17
）
注
６
の
猪
瀬
氏
著
、
第
二
部
第
五
章
（
一
五
二
～
一
五
五
頁
）。

（
18
）「『
文
机
談
』
藤
原
貞
敏
の
秘
曲
伝
授
説
話
を
め
ぐ
っ
て
―
―
国
史

に
は
二
百
両
、
口
伝
に
は
三
百
両
―
―
」、『
日
本
文
学
』
第
六
十

四
巻
第
十
号
、
日
本
文
学
協
会
、
二
〇
一
五
年
十
月
。

（
19
）「
菊
亭
本
『
文
机
談
』
の
性
格
―
―
伏
見
宮
本
と
の
比
較
を
中
心

に
―
―
」、『
詞
林
』
第
十
一
号
、
大
阪
大
学
古
代
中
世
文
学
研
究
会
、

一
九
九
二
年
四
月
。

（
20
）
注
６
の
猪
瀬
氏
の
著
三
九
四
頁
に
、「
孝
道
が
廉
承
武
や
貞
敏
の

名
前
を
盛
ん
に
喧
伝
し
始
め
る
の
と
同
時
代
に
、
説
話
集
に
も
彼

ら
の
名
前
が
見
え
始
め
る
。『
江
談
抄
』
や
『
今
昔
物
語
集
』
な
ど

そ
れ
以
前
の
説
話
集
や
公
家
日
記
類
に
も
い
っ
さ
い
登
場
す
る
こ

と
の
な
か
っ
た
二
人
が
、
突
如
と
し
て
同
時
代
の
資
料
に
姿
を
見

せ
始
め
る
の
は
、
こ
の
時
期
の
秘
曲
伝
授
を
め
ぐ
る
伝
承
の
形
成

と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
う
し
た
孝
道
の
附
会
は
、

後
代
、
琵
琶
を
営
む
も
の
た
ち
に
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ

う
で
あ
る
。」
と
あ
る
の
に
よ
る
。
氏
は
「
秘
曲
伝
授
を
め
ぐ
る
伝

承
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
お
ら
れ
る
が
、
筆
者
が
呼
ん
で
い
る

琵
琶
史
観
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
21
）『
国
際
日
本
学
』
第
一
八
号
、
法
政
大
学
国
際
日
本
学
研
究
所
、

二
〇
二
一
年
二
月
。

（
22
）「
琵
琶
演
奏
伝
承
の
研
究
―
―
八
世
紀
か
ら
十
世
紀
前
半
に
か
け

て
」（
法
政
大
学
学
位
論
文
、
二
〇
二
二
年
九
月
、
法
政
大
学
学
術

機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
よ
り
）

（
23
）『
新
訂
増
補
国
史
大
系
　
日
本
三
代
実
録
』
黒
板
勝
美
・
国
史
大

系
編
修
会
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
三
四
年
七
月
、
二
二
一
～
二
頁
。

（
24
）「
貞
敏
の
琵
琶
楽
伝
習
を
め
ぐ
っ
て
」、『
日
本
文
学
誌
要
』
第
三

二
号
、
法
政
大
学
国
文
学
会
、
一
九
八
五
年
七
月
。

（
25
）
注
22
の
論
文
、
第
三
章
。

（
26
）「「
伏
見
宮
本
琵
琶
譜
」
解
題
」、『
琵
琶
譜
』
宮
内
庁
書
陵
部
編
・

刊
、
一
九
六
四
年
三
月
。
な
お
、「
平
安
中
期
十
一
世
紀
前
後
」
と

は
ど
の
期
間
を
指
す
の
か
、
筆
者
に
は
わ
か
ら
な
い
。

（
27
）
書
陵
部
所
蔵
資
料
目
録
・
画
像
公
開
シ
ス
テ
ム
の
画
像
よ
り
翻
刻
。

（
28
）
注
27
に
同
じ
。

（
29
）
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、塩
入
良
道
校
注
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
１
』

（
東
洋
文
庫
一
五
七
、平
凡
社
、一
九
七
〇
年
二
月
）
の
訓
読
と
補
注
、

及
び
深
谷
憲
一
訳
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』（
中
公
文
庫
、
中
央
公

論
社
、
一
九
九
〇
年
十
一
月
）
の
現
代
語
訳
を
参
照
に
し
た
。

（
30
）
貞
敏
の
学
ん
だ
も
の
が
こ
れ
以
外
に
も
あ
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て

は
、
注
６
の
磯
先
生
著
一
八
四
頁
、
注
７
の
豊
永
氏
著
二
二
六
頁
、

注
22
の
根
本
氏
五
二
頁
に
言
及
が
あ
る
。
と
く
に
「
賀
殿
」
の
招

来
に
つ
い
て
は
、『
和
名
類
聚
抄
』
巻
四
、
曲
調
類
第
四
十
九
の
壱



二
九

琵
琶
史
観
の
諸
相
―
―
藤
原
孝
道
に
至
る
ま
で
―
―

越
調
曲
「
賀
殿
」
項
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
比
較
的
貞
敏
の

時
代
に
近
い
成
立
の
文
献
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、
根
本
氏
は
、
貞
敏
が
帰
朝
後
、
雅
楽
頭
に
任
じ
ら
れ
、
雅

楽
寮
の
再
編
が
進
め
ら
れ
た
と
し
て
、
貞
敏
派
遣
の
目
的
に
は
「
雅

楽
寮
改
編
を
見
据
え
た
下
準
備
が
あ
っ
た
」、「
し
て
み
れ
ば
、
貞

敏
が
習
得
し
た
調
絃
法
は
副
産
物
的
な
物
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ

ら
わ
れ
る
だ
ろ
う
」（
六
〇
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。

（
31
）『
角
川
大
字
源
』
山
田
俊
雄
ほ
か
編
、
角
川
書
店
、
一
九
九
二
年

二
月
、
同
年
三
月
再
版
、
五
八
七
頁
。

（
32
）
注
11
の
論
考
。

（
33
）
注
22
の
論
考
、
六
三
～
六
六
頁
。

（
34
）
林
謙
三
氏
「
琵
琶
調
絃
の
種
々
相
」（『
雅
楽
―
古
楽
譜
の
解
読
―
』

東
洋
音
楽
学
会
編
、
音
楽
之
友
社
、
一
九
六
九
年
十
二
月
）
二
七

四
頁
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
Ｇ
・
ネ
ル
ソ
ン
氏
「
８
世
紀
か
ら
12
世

紀
に
か
け
て
成
立
し
た
琵
琶
古
楽
譜
の
解
読
に
お
け
る
諸
問
題
」

（
原
英
文
）（『
日
本
音
楽
史
研
究
』
第
八
号
、
上
野
学
園
大
学
日
本

音
楽
史
研
究
所
、
二
〇
一
二
年
九
月
）
一
三
頁
、
注
22
の
根
本
氏

の
論
考
五
九
、
七
四
頁
、
及
び
第
四
章
。

（
35
）『
本
朝
無
題
詩
全
注
釈
　
一
』
本
間
洋
一
注
、
新
典
社
、
一
九
九

二
年
三
月
、
二
二
五
、
六
頁
。
自
注
の
訓
読
は
な
か
っ
た
た
め
、

私
に
付
し
、
括
弧
付
き
で
他
と
区
別
し
た
。

（
36
）『
中
右
記
』
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
十
一
月
二
十
八
日
条
。

（
37
）
同
書
巻
末
の
孝
道
の
奥
書
に
よ
る
。
翻
刻
は
『
図
書
寮
叢
刊
　
伏

見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
一
』（
宮
内
庁
書
陵
部
編
、
明
治
書
院
、
一
九

八
九
年
三
月
）
二
〇
五
頁
。

（
38
）『
文
机
談
全
注
釈
』
岩
佐
美
代
子
著
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
年

十
月
、
三
五
五
頁
。

（
39
）
注
37
の
書
、
二
七
〇
頁
。

（
40
）『
尊
卑
分
脈
』
源
基
綱
項
、
及
び
『
殿
暦
』
永
久
五
年
二
月
二
十

二
日
条
に
よ
る
と
永
久
四
年
十
二
月
三
十
日
。
詳
し
く
は
拙
稿
「
源

基
綱
・
源
信
綱
年
譜
稿
」、『
日
本
音
楽
史
研
究
』
第
六
号
、
上
野

学
園
日
本
音
楽
資
料
室
、
二
〇
〇
六
年
三
月
。

（
41
）
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
〈
伏
一
五
〇
六
〉
の
紙
焼
き
写
真
よ
り
翻
刻
、

句
読
点
・
濁
点
を
付
し
、
会
話
文
に
は
鍵
括
弧
を
付
け
た
。
ま
た
、

傍
注
の
（
　
）
は
私
に
付
し
た
。

（
42
）『
今
鏡
（
下
）
』（
講
談
社
学
術
文
庫
三
二
九
）
竹
鼻
績
著
、講
談
社
、

一
九
八
四
年
六
月
、
三
一
五
頁
。

（
43
）『
新
日
本
古
典
文
学
大
系�

古
事
談
・
続
古
事
談
』（
川
端
善
明
・

荒
木
浩
校
注
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
十
一
月
）
五
二
五
頁
。

（
44
）『
古
事
談�

下
』（
小
林
保
治
校
注
、
現
代
思
潮
社
、
一
九
八
一
年

十
二
月
）
は
「
未
詳
」
と
す
る
が
、『
新
注
古
事
談
』（
浅
見
和
彦
・

伊
東
玉
美
ほ
か
編
、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
〇
年
十
月
）
は
、「
藤
原

基
通
、又
は
大
神
基
賢
か
」
と
し
、『
古
今
著
聞
集
』
二
七
四
話
の
「
六

条
大
夫
基
通
」
を
指
摘
す
る
。
注
43
の
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系�

古
事
談
・
続
古
事
談
』
と
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
『
古
事
談�

下
』（
伊

東
玉
美
校
訂
・
訳
、筑
摩
書
房
、二
〇
二
一
年
五
月
）
は
『
體
源
鈔
』



三
〇

の
当
該
記
事
と
、
前
述
の
『
古
今
著
聞
集
』
二
七
四
話
の
「
六
条

大
夫
基
通
」
を
あ
て
る
。

（
45
）『
新
訂
増
補
故
実
叢
書
　
禁
秘
抄
校
註
・
拾
芥
抄
』
故
実
叢
書
編

集
部
編
、
明
治
図
書
出
版
・
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
二
年
七
月
、

三
六
三
頁
。

（
46
）
日
本
古
典
全
集
『
體
源
鈔
二
』
正
宗
敦
夫
編
、
日
本
古
典
全
集
刊

行
会
、
一
九
三
三
年
六
月
、
五
五
二
頁
。

（
47
）
な
お
、
注
６
の
猪
瀬
氏
著
、
一
四
七
頁
で
は
「
六
条
入
道
蓮
道
」

を
「
源
基
通
」
と
す
る
が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
示
さ
れ
た
『
台
記
』

久
安
四
年
（
一
一
四
八
）
三
月
十
一
日
条
に
は
「
今
日
、
基
通
法

師
来
、
令
吹
笛
如
何
、
御
報
云
、
無
禅
者
、
即
基
通
法
師
吹
笛
、

予
和
笙
」
と
あ
る
も
の
の
、こ
こ
か
ら
は
「
基
通
」
が
「
六
条
入
道
」

な
の
か
、「
源
」
姓
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
な
お
、『
台
記
』
の

引
用
は
『
増
補
史
料
大
成
　
台
記
一
』（
同
大
成
刊
行
会
、臨
川
書
店
、

一
九
六
五
年
九
月
初
版
、
一
九
八
一
年
五
月
第
三
刷
）
二
四
九
頁

上
段
に
よ
る
。

（
48
）
注
16
の
論
、
三
七
頁
上
段
。

（
49
）
注
２
の
拙
稿
。

（
50
）
注
13
の
森
下
氏
の
論
。
な
お
、
森
下
氏
は
論
文
の
タ
イ
ト
ル
に
も

あ
る
よ
う
に
「
桂
流
の
流
派
形
成
期
」
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
て

い
る
が
、
厳
密
に
は
「
流
派
」
で
は
な
く
「
琵
琶
の
家
」
な
ど
と

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
桂
流
が
形
成
さ
れ
た
と
き
、
ま
だ
西
流
は
形

成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
流
派
と
認

識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
複
数
の
家
が
並
び
立
ち
、
競
合
す

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

（
51
）
末
尾
を
南
北
朝
時
代
ま
で
と
す
る
の
が
伏
見
宮
本
、
末
尾
を
室
町

時
代
前
期
ま
で
と
す
る
の
が
日
本
音
楽
史
研
究
所
本
と
い
う
。
前

者
は
『
図
書
寮
叢
刊
　
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
二
』
宮
内
庁
書
陵

部
編
、
明
治
書
院
、
一
九
九
五
年
三
月
、
二
六
〇
～
一
頁
。
後
者

と
解
題
は
、
福
島
和
夫
「
箏
相
承
系
図
　
応
永
十
一
年
仮
名
暦
紙

背
　
翻
刻
・
解
題
」、
福
島
和
夫
・
上
野
学
園
大
学
日
本
音
楽
史
研

究
所
編
『
歴
史
学
と
し
て
の
日
本
音
楽
史
研
究
』
和
泉
書
院
、
二

〇
二
二
年
七
月
、
本
文
は
六
七
五
～
六
頁
、
解
題
は
六
九
七
～
九
頁
。

（
52
）『
花
園
大
学
日
本
文
学
論
究
』
第
十
六
号
（
花
園
大
学
日
本
文
学
会
、

二
〇
二
四
年
三
月
刊
行
予
定
）
に
掲
載
。
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