
琵
琶
占
い 

 

岡 

田 

充 

博 
    

一 
 

  

琵
琶
は
起
源
を
古
代
イ
ラ
ン
（
ペ
ル
シ
ア
）
あ
る
い
は
イ
ン

ド
に
持
ち
［
１
］
、
異
国
の
情
趣
を
奏
で
る
楽
器
と
し
て
六
朝

唐
代
の
辺
塞
詩
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
「
葡
萄
の
美
酒 

夜

光
の
杯
、
飲
ま
ん
と
欲
す
れ
ば 

琵
琶 

馬
上
に

催
う
な
が

す
（
葡
萄

美
酒
夜
光
杯
、
欲
飲
琵
琶
馬
上
催
）
」
と
詠
わ
れ
る
王
翰
の
「
涼

州
詞
」
は
、
そ
の
代
表
と
言
え
よ
う
。
唐
代
に
至
っ
て
大
い

に
流
行
し
た
［
２
］

こ
の
楽
器
は
、
宮
廷
音
楽
の
中
で
も
重

要
な
役
割
を
担
い
、
楊
貴
妃
も
梨
園
で
琵
琶
を
演
奏
し
た
と

伝
え
ら
れ
る
［
３
］
。「
潯
陽
江
頭 

夜 

客
を
送
れ
ば
、
楓
葉 

荻

花 

秋
に
索
索
た
り
…
… 

忽
ち
聞
く 

水
上 

琵
琶
の
声
、
主

人
は
帰
る
を
忘
れ 

客
は
発
せ
ず
（
潯
陽
江
頭
夜
送
客
、
楓
葉
荻

花
秋
索
索
。
…
… 

忽
聞
水
上
琵
琶
聲
、
主
人
忘
歸
客
不
發
）
」
に

始
ま
る
白
居
易
の
「
琵
琶
行
」
は
、
嘗
て
宮
中
教
坊
で
こ
れ

を
奏
で
た
、
一
人
の
妓
女
の
哀
れ
な
運
命
を
詠
っ
た
作
品
と

し
て
名
高
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
唐
代
の
詩
歌
と
深
く
関
わ
る
琵
琶
で
あ
る

が
、
意
外
な
こ
と
に
占
い
の
際
に
も
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
中
唐
の
鬼
才
李
賀
の
詩
「
悩
公
」（
『
昌
谷
集
』
巻
二
、
『
全

唐
詩
』
巻
三
九
一
）

に
次
の
よ
う
な
一
聨
が
あ
る
。 

 

跳
脱
看
年
命 

跳
脱
に
年
命
を
看 

琵
琶
道
吉
凶 

琵
琶
に
吉
凶
を
い道
ふ 

  
「
跳
脱
」
は
、
「
条
脱
」
と
も
記
し
、
腕
輪
の
こ
と
。
こ
の

腕
輪
そ
の
も
の
を
使
っ
て
占
う
と
す
る
説
と
、
こ
れ
を
礼
物

と
し
て
贈
っ
て
占
っ
て
も
ら
う
と
す
る
説
と
に
分
か
れ
る
。
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続
く
「
琵
琶
」
の
句
に
つ
い
て
は
、
こ
の
楽
器
を
奏
で
て
吉

凶
を
占
う
と
い
う
解
釈
で
諸
注
は
一
致
し
て
い
る
。
対
句
表

現
の
意
味
の
流
れ
か
ら
考
え
る
と
、「
跳
脱
」
の
句
も
腕
輪
に

よ
る
占
い
と
見
る
の
が
自
然
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
［
４
］
が
、

そ
れ
は
さ
て
措
い
て
、
こ
こ
か
ら
琵
琶
が
占
い
の
際
の
道
具

で
も
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る 

 

李
賀
に
は
ま
た
「
神
弦
」
と
題
す
る
作
が
あ
り
（
『
昌
谷
集
』

巻
四
、
『
全
唐
詩
』
巻
三
九
三
）
、
鬼
神
を
招
く
巫
女
の
様
子
が

詠
わ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
酒
を
注
ぎ
香
を
焚
き
、
紙
銭
を
焼

い
て
準
備
を
整
え
た
後
、
次
の
よ
う
に
振
る
舞
う
。 

 

相
思
木
帖
金
舞
鸞 

相
思
の
木
に
は
帖つ

く 

金
の
舞
鸞 

攢
蛾
一
啑
重
一
彈 

蛾
を
攢あ

つ

め
て
一
啑
し
重
ね
て
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

弾 

  

「
相
思
木
」
は
、
熱
帯
産
の
樹
木
の
名
。
巨
木
で
材
質
が

堅
く
、
琵
琶
の
材
料
と
も
な
る
。
こ
の
樹
で
作
っ
た
琵
琶
の

胴
に
、
金
の
鸞
の
模
様
が
飾
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。「
攢

蛾
」
は
、
美
し
い
蛾
の
よ
う
な
眉
を
顰
め
る
。「
啑
」
の
原
義

は
、
つ
い
ば
む
、
す
す
る
。
こ
の
場
合
、
祝
詞
な
ど
の
一
節

を
唱
え
る
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
意
味
の
通
り
も
よ

い
。
た
だ
漢
訳
仏
典
な
ど
で
は
、「
啑
」
は
し
ば
し
ば
「
嚔
（
く

し
ゃ
み
）
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
私
見
で
は
敢
え
て

こ
ち
ら
を
取
り
た
い
気
が
す
る
（
そ
の
理
由
は
、
注

11
を
参
照
）
。 

 

こ
こ
に
詠
わ
れ
て
い
る
の
は
、
吉
凶
占
い
で
は
な
く
神
迎

え
の
祭
祀
で
あ
る
が
、
や
は
り
琵
琶
が
奏
で
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
占
い
や
祭
祀
で
用
い
ら
れ
る
琵
琶
に

つ
い
て
は
、
他
に
ど
の
よ
う
な
資
料
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
ず
は
唐
代
の
文
献
か
ら
当
た
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。 

  
 

二 

  

冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
琵
琶
と
唐
詩
の
結
び
付
き
は
深

く
、
こ
の
楽
器
の
名
が
見
え
る
作
品
は
百
を
越
え
る
。
た
だ
、

琵
琶
占
い
と
関
わ
る
内
容
の
も
の
は
少
な
く
、
管
見
で
は
前

掲
の
李
賀
の
詩
を
除
け
ば
僅
か
三
首
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、

同
じ
中
唐
の
王
建
の
二
首
は
貴
重
な
資
料
と
言
え
よ
う
。
彼

の
「
賽
神
曲
」（
『
王
司
馬
集
』
巻
二
、『
全
唐
詩
』
巻
二
九
八
、『
王

建
詩
集
校
注
』
巻
一
）
と
「
華
嶽
廟
」（
『
全
唐
詩
』
巻
三
〇
一
、『
王

建
詩
集
校
注
』
巻
九
）
［
５
］

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
描

写
が
見
え
る
。 

 

男
抱
琵
琶
女
作
舞 

男
は
琵
琶
を
抱
き 

女
は
舞
を
作
し 

主
人
再
拜
听
神
語 

主
人
は
再
拝
し
て
神
の
語
を
听き

く 

 
 

 
 

 

（
「
賽
神
曲
」
） 

 

－102－



女
巫
遮
客
買
神
盤 

女
巫 

客
を
遮
り
て
神
盤
を
買
は
し

め 
爭
取
琵
琶
廟
裏
彈 

争
ひ
て
琵
琶
を
取
り
て
廟
裏
に
弾

く 

 
 

 
 

 

（
「
華
嶽
廟
二
首
」
其
一
） 

  

「
賽
神
曲
」
の
「
賽
神
」
は
、
農
事
が
終
わ
っ
た
後
、
収

穫
を
感
謝
し
て
神
を
祭
る
こ
と
。
そ
う
し
た
祭
事
の
場
で
、

男
性
が
琵
琶
を
奏
で
女
性
が
舞
い
、
祭
主
が
神
託
を
拝
聴
す

る
情
景
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
村
を
挙
げ
て
の
感
謝
の

祭
り
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
琵
琶
を
弾
き
舞
踏
す
る
男
女

は
巫
覡
の
み
と
は
限
ら
ず
、
農
民
達
の
場
合
も
考
え
ら
れ
よ
う
。 

 

「
華
嶽
廟
」
は
、
華
山
の
麓
に
立
つ
古
廟
。
華
山
は
陝
西

省
華
陰
県
の
南
に
あ
る
名
山
で
、
五
岳
の
一
つ
（
西
岳
）
。
険

峻
を
以
て
知
ら
れ
る
こ
の
山
は
、
道
士
た
ち
の
修
行
あ
る
い

は
隠
棲
の
場
で
あ
り
、
故
事
伝
説
も
多
い
。「
神
盤
」
は
、
神

を
祭
る
際
に
供
物
を
載
せ
る
大
皿
で
あ
ろ
う
［
６
］
。
こ
の
廟

に
仕
え
る
巫
女
達
が
、
旅
人
を
引
き
留
め
て
こ
れ
を
買
わ
せ
、

琵
琶
を
廟
中
で
弾
き
神
託
を
伺
う
の
で
あ
る
。「
賽
神
曲
」
で

は
男
性
が
琵
琶
を
弾
い
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
に
巫
女
が
弾

く
の
が
一
般
的
で
あ
る
。 

 

こ
の
ほ
か
、
中
唐
の
王
叡
「
祠
漁
山
神
女
歌
」
（
『
全
唐
詩
』

巻
五
〇
五
）

に
も
「
棖
棖
た
る
山
響 

琵
琶
に
答
へ
、
酒
は
青

莎
を
う
る
ほ

湿

し 

肉
は
鴉
を

飼
や
し
な

ふ
（
棖
棖
山
響
答
琵
琶
、
酒
溼
青
莎

肉
飼
鴉
）
」
と
あ
る
。
二
句
は
、「
琵
琶
の
音
に
答
え
る
か
の
よ

う
に
山
（
山
神
）
が
共
鳴
し
、
供
物
の
酒
が
ハ
マ
ス
ゲ
に
零
れ
、

肉
が
カ
ラ
ス
が
啄
ま
れ
る
」
の
意
味
で
、
占
い
あ
る
い
は
神

降
ろ
し
の
行
為
を
直
接
描
写
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
し
か

し
、
漁
山
（
河
北
省
薊
県
の
西
北
）

の
神
女
の
祭
祀
で
も
、
琵

琶
の
演
奏
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
詩
句
に
よ
っ
て
、
廟
神
の
祭
祀
あ
る
い
は
神
降

ろ
し
の
際
に
、
琵
琶
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

た
だ
、
こ
う
し
た
詩
歌
の
資
料
の
み
で
は
、
や
は
り
占
い
と

い
う
点
で
具
体
性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
で
調
査

の
対
象
を
筆
記
小
説
類
に
向
け
て
み
る
と
、
興
味
深
い
資
料

に
行
き
当
た
る
。
例
え
ば
初
唐
の
張
鷟
『
朝
野
僉
載
』
巻
三

に
は
、
次
の
二
つ
の
記
事
が
見
え
る
［
７
］
。 

 

 

私
（
浮
休
子
張
鷟
）

が
徳
州
平
昌
（
山
東
省
）

の
県
令
で

あ
っ
た
時
、
大
旱
魃
が
あ
っ
た
。
郡
の
太
守
は
命
令
を
下

し
て
巫
女
や
僧
侶
に
祈
禱
を
さ
せ
た
が
、
二
十
余
日
に
わ

た
っ
て
効
験
が
な
か
っ
た
。
私
が
そ
こ
で
土
龍
（
雨
乞
い

用
の
土
製
の
龍
）

を
推
し
倒
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
夜
に
十

分
な
降
雨
が
あ
っ
た
。 

 
江
淮
の
南
の
地
は
鬼
神
を
好
み
、
邪
俗
が
多
く
、
病
気

に
な
る
と
そ
れ
を
祭
っ
て
、
医
者
も
い
な
い
。
私
は
嘗
て
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江
南
の
洪
州
（
江
西
省
）
に
数
日
留
ま
っ
た
こ
と
が
あ
り
、

こ
の
地
の
何
婆
が
琵
琶
卜
を
善
く
す
る
こ
と
を
聞
き
、
同

行
の
郭
司
法
と
共
に
確
か
め
る
こ
と
に
し
た
。 

 

そ
の
何
婆
は
、
門
前
を
士
女
が
埋
め
尽
く
し
、
贈
り
物

は
道
路
に
ま
で
満
ち
溢
れ
、
喜
色
満
面
、
意
気
軒
昂
な
様

子
で
あ
っ
た
。
郭
は
再
拜
し
て
銭
を
与
え
、
自
分
の
品
秩

（
官
位
の
等
級
と
俸
給
）
に
つ
い
て
尋
ね
た
。
何
婆
は
そ
こ

で
琵
琶
の
弦
と
柱
を
調
え
、
声
を
唱
和
さ
せ
て
言
っ
た
、

「
こ
の
御
方
は
身
分
高
く
、
今
年
は
一
品
を
得
、
明
年
に

は
二
品
を
得
、
翌
年
に
は
三
品
を
得
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年

に
は
四
品
を
得
ら
れ
ま
し
ょ
う
」
と
。
郭
は
言
っ
た
、「
阿

婆
よ
、
間
違
っ
て
い
る
。
品
数
の
少
な
い
方
が
官
位
は
髙

く
、
品
数
の
多
い
方
が
官
位
は
低
い
の
だ
」
と
。
す
る
と

何
婆
は
、「
今
年
一
品
を
減
じ
、
明
年
に
は
二
品
を
減
じ
、

翌
年
に
は
三
品
を
減
じ
、
そ
の
ま
た
翌
年
に
は
四
品
を
減

じ
、
さ
ら
に
五
六
年
す
る
と
総
て
品
を
無
く
さ
れ
よ
う
」

と
言
っ
た
。
郭
は
大
罵
し
て
座
を
立
っ
た
。 

  

長
安
崇
仁
坊
の
阿
来
婆
は
琵
琶
を
弾
い
て
占
い
、
朱
や

紫
の
衣
服
の
貴
人
た
ち
が
門
を
埋
め
る
賑
わ
い
で
あ
っ

た
。
私
（
浮
休
子
張
鷟
）

が
以
前
そ
の
様
子
を
見
に
出
か

け
た
と
こ
ろ
、
一
人
の
紫
袍
玉
帯
の
大
変
立
派
な
将
軍
が
、

一
疋
の
紬
綾
（
一
に
綢
綾
に
作
る
。
紬
と
綢
は
通
用
し
、
絹
織

物
を
い
う
。
）
を
降
ろ
し
て
、
一
局
の
占
い
を
請
う
て
い
た
。

来
婆
は 

琵
琶
の
弦
柱
を
鳴
ら
し
、
香
を
焚
き
、
眼
を
閉

じ
て
、
「
東
の
か
た
東
方
朔
に
告
げ
、
西
の
か
た
西
方
朔

に
告
げ
、
南
の
か
た
南
方
朔
に
告
げ
、
北
の
か
た
北
方
朔

に
告
げ
、
上
の
か
た
上
方
朔
に
告
げ
、
下
の
か
た
下
方
朔

に
告
げ
ん
」
と
唱
っ
た
。
将
軍
は 

頂
礼
（
頭
を
地
面
に
つ

け
、
尊
者
の
足
を
拝
す
る
礼
）

が
終
わ
る
と
、
請
い
願
う
占

い
事
は
甚
だ
多
く
、
仔
細
に
看
て
疑
惑
を
解
決
し
て
く
れ

る
よ
う
強
く
望
ん
だ
。
す
る
と
彼
女
は
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
ら

を
随
意
に
処
理
し
て
い
っ
た
。 

  

何
婆
と
阿
來
婆
二
人
の
巫
女
が
行
っ
た
琵
琶
に
よ
る
占
い

は
「
琵
琶
卜
」
と
呼
ば
れ
、
廟
中
か
ら
離
れ
て
巷
間
に
お
い

て
行
わ
れ
て
い
る
。
門
前
列
を
な
す
賑
わ
い
か
ら
し
て
、
こ

の
占
い
が
如
何
に
盛
行
し
て
い
た
か
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
何

婆
は
江
南
の
洪
州
、
阿
來
婆
は
都
の
長
安
と
、
居
住
活
動
の

地
が
南
北
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
琵
琶

卜
は
唐
代
初
期
に
お
い
て
す
で
に
、
か
な
り
広
汎
な
地
域
に

わ
た
っ
て
流
行
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
『
朝
野
僉
載
』

の
こ
の
話
は
、『
太
平
広
記
』
巻
二
八
三
・
巫
に
「
何
婆
」「
來

婆
」
と
題
し
て
収
録
さ
れ
［
８
］
、
若
干
の
字
句
の
異
同
が
見

ら
れ
る
。 

 

『
太
平
広
記
』
に
つ
い
て
触
れ
た
と
こ
ろ
で
、
同
書
か
ら
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参
考
と
な
る
資
料
を
幾
つ
か
追
加
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

同
じ
巻
二
八
三
・
巫
部
に
は
、
「
白
行
簡
」
が
あ
る
（
出
典
は

唐
・
裴
約
言
『
霊
異
記
（
霊
異
志
）
』
）
。
こ
れ
は
行
簡
が
見
た
夢

の
中
で
の
出
来
事
で
は
あ
る
が
、
巫
女
が
琵
琶
卜
を
行
う
次

の
よ
う
な
話
で
あ
る
［
９
］
。 

 

 

唐
の
郎
中
の
白
行
簡
は
、
大
和
の
初
年
（
八
二
七
）

に

大
酔
が
も
と
で
、
二
人
の
使
者
に
連
れ
ら
れ
て
春
明
門
を

出
る
夢
を
見
た
。
或
る
新
し
い
塚
の
あ
た
り
に
差
し
か
か

っ
た
と
こ
ろ
で
、
空
が
白
み
か
け
、
引
き
返
す
こ
と
に
な

っ
た
。
城
門
ま
で
戻
っ
て
来
る
と
、
餅
屋
の
店
が
あ
っ
た
。

行
簡
は
ひ
ど
く
腹
が
空
い
た
の
で
、
二
人
の
使
者
に
そ
れ

を
告
げ
て
い
る
時
、
不
意
に
店
の
女
が
赤
ん
坊
を
抱
い
て

現
れ
た
。
す
る
と
使
者
は
小
さ
な
土
塊
を
行
簡
に
与
え
、

赤
ん
坊
に
当
て
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
行
簡
が
そ
の
言
葉
通

り
に
土
塊
を
投
げ
つ
け
る
と
、
赤
ん
坊
は
驚
い
て
泣
き
気

絶
し
て
し
ま
っ
た
。
店
の
女
は
「
子
供
が
悪
気
に
当
た
っ

て
し
ま
っ
た
」
と
言
い
、
人
を
遣
っ
て
一
人
の
巫
女
を
呼

ん
で
来
さ
せ
た
。
巫
女
は
香
を
焚
き
、
琵
琶
を
弾
い
て
神

霊
を
招
い
て
言
っ
た
、
「
他
で
も
な
い
、
つ
ま
ら
ぬ
魍
魎

の
悪
さ
に
過
ぎ
ぬ
。
総
勢
三
人
、
う
ち
一
人
は
生
き
た
魂

で
、
酒
食
を
求
め
て
お
る
だ
け
で
、
祟
り
は
せ
ぬ
。
急
ぎ

餅
を
作
り
、
酒
を
取
り
寄
せ
よ
」
と
。
す
ぐ
に
酒
食
が
並

ぶ
と
、
巫
女
は
拜
謁
し
、
使
者
二
人
は
行
簡
と
と
も
に
坐

に
就
き
、
腹
一
杯
食
べ
て
立
ち
上
が
っ
た
。
す
る
と
赤
ん

坊
は
元
通
り
に
回
復
し
た
。
行
簡
は
目
覚
め
て
大
層
厭
な

気
分
だ
っ
た
が
、
の
ち
十
日
余
り
し
て
亡
く
な
っ
た
。 

  

こ
こ
で
は
、
鬼
の
た
め
に
気
絶
し
た
幼
児
を
蘇
生
さ
せ
る

の
に
巫
女
が
呼
ば
れ
、
琵
琶
を
弾
く
。
そ
の
音
色
に
よ
っ
て

神
を
招
請
し
、
神
の
憑
依
の
後
に
巫
女
は
、
気
絶
の
原
因
と

蘇
生
の
方
法
に
つ
い
て
神
託
を
宣
べ
る
の
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
、
『
太
平
広
記
』

巻
三
四
一
・
鬼
二
六
「
韋
浦
」（
出
典
は
唐
・
薛
漁
思
『
河
東
記
』
）

に
も
見
ら
れ
る
。
全
文
を
引
く
に
は
長
過
ぎ
る
の
で
、
左
に

は
該
当
箇
所
の
み
を
訳
出
す
る
。
話
は
韋
浦
と
い
う
人
物
が

吏
部
の
選
考
に
赴
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
途
中
の
旅
店
で

彼
は
帰
元
昶
と
名
乗
る
男
に
出
会
い
、
下
僕
と
し
て
雇
う
。

従
順
で
し
か
も
機
転
の
利
く
元
昶
を
韋
浦
は
す
っ
か
り
気
に

入
る
が
、
実
は
こ
の
男
は
人
間
で
は
な
く
幽
鬼
で
あ
っ
た
。

都
を
目
指
し
て
潼
関
（
陝
西
省
潼
関
県
の
東
北
に
あ
っ
た
関
所
）

ま
で
や
っ
て
来
た
と
こ
ろ
で
、
元
昶
は
或
る
事
件
を
引
き
起

こ
す
［

10
］
。 

 

 
潼
關
に
泊
ま
る
と
、
宿
の
主
人
の
子
供
が
戸
口
で
遊
ん

で
い
た
。
す
る
と
帰
元
昶
が
手
で
そ
の
背
を
突
き
、
子
供
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が
驚
き
苦
し
ん
で
気
を
失
う
の
が
見
え
た
。
し
ば
ら
く
し

て
も
意
識
が
戻
ら
ず
、
宿
の
主
人
は
「
こ
の
症
状
は
、
悪

気
に
当
た
っ
た
も
の
だ
」
と
言
い
、
二
娘
を
大
急
ぎ
で
呼

ん
だ
と
こ
ろ
、
随
分
経
っ
て
や
っ
と
姿
を
見
せ
た
。
二
娘

は
巫
女
で
あ
っ
た
。
や
っ
て
来
る
と
琵
琶
を
奏
で
て
神
を

迎
え
、
大
き
く
口
を
開
け
ク
シ
ャ
ミ
を
す
る
［

11
］
こ
と

長
く
し
て
言
っ
た
、「
三
郎
が
参
っ
た
。
主
人
に
伝
え
る
。

こ
れ
は
客
鬼
が
祟
り
を
な
し
て
お
る
の
じ
ゃ
。
わ
し
が
そ

や
つ
の
こ
と
を
取
り
調
べ
よ
う
」
と
。
そ
し
て
そ
の
容
貌

と
服
装
を
告
げ
た
が
、
ま
さ
し
く
帰
に
そ
っ
く
り
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
こ
う
言
っ
た
、
「
も
し
蘭
の
湯
を
浴
び
せ
れ

ば
、
こ
の
疾
患
は
除
か
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
。
そ
の
言
葉

通
り
に
す
る
と
、
子
供
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
平
癒
し
た
。
浦

は
帰
の
し
た
こ
と
を
見
て
彼
が
憎
く
な
り
、
巫
女
が
語
る

に
及
ん
で
帰
を
呼
び
つ
け
た
が
、
彼
は
現
れ
な
か
っ
た
。 

  

鬼
が
幼
児
を
気
絶
さ
せ
て
し
ま
い
、
巫
女
が
治
療
に
呼
ば

れ
て
琵
琶
に
よ
っ
て
神
降
ろ
し
を
す
る
と
い
う
展
開
は
、
先

の
「
白
行
簡
」
の
話
と
重
な
り
合
う
。
気
を
失
っ
た
幼
児
の

症
状
を
指
す
「
中
惡
」
も
、
悪
気
に
当
た
っ
て
急
病
に
か
か

る
こ
と
、
あ
る
い
は
錯
乱
譫
言
・
昏
倒
失
神
な
ど
の
症
状
を

引
き
起
こ
す
病
気
「
中
邪
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
、
同
一
の

表
現
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
「
琵
琶
卜
」
は
、

神
廟
に
お
け
る
祭
祀
、
あ
る
い
は
吉
凶
の
予
言
の
み
に
留
ま

ら
ず
、
唐
代
に
お
い
て
は
民
間
医
療
の
呪
術
と
し
て
も
広
く

行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
巻
三
八
四
・
再
生
一
〇
に
「
王
勲
」
が
あ
る
。
こ

の
話
は
、
華
岳
廟
の
女
神
の
像
に
誘
い
か
け
、
罰
が
当
た
っ

て
即
死
し
た
男
が
、
神
巫
の
祈
祷
で
生
き
返
る
話
（
出
典
は

唐
・
戴
孚
『
広
異
記
』
）

で
あ
る
が
、
蘇
生
し
た
彼
の
科
白
は
、

次
の
よ
う
に
始
ま
る
。「
私
は
あ
ち
ら
の
世
界
で
何
の
苦
し
み

も
な
か
っ
た
の
に
、
ど
う
し
て
巫
女
に
琵
琶
を
弾
か
せ
て
私

を
呼
ぶ
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
か
（
我
自
在
彼
無
苦
、
何
令
神

巫
彈
琵
琶
呼
我
爲
）
」
。
つ
ま
り
、
こ
の
神
巫
も
琵
琶
を
奏
で
て

祈
祷
を
行
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
場
所
が
華
岳
廟
で
あ
る

と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。
先
に
挙
げ
た
王
建
「
華
嶽
廟
」
と
同

じ
神
廟
で
、
し
か
も
『
河
東
記
』「
韋
浦
」
の
舞
台
潼
関
と
も

近
い
。
『
広
異
記
』
の
成
書
は
貞
元
五
年
（
七
八
九
）

前
後
と

『
河
東
記
』
よ
り
半
世
紀
ほ
ど
早
い
が
、「
韋
浦
」
の
二
娘
は
、

こ
の
神
巫
と
同
系
の
巫
女
集
団
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
ま
た
、
神
巫
が
呼
び
出
す
の
が
、
肉
体
か
ら
遊
離
し
た

王
勲
の
魂
で
あ
る
点
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。
琵
琶
卜
は
、

降
臨
し
た
神
霊
に
処
方
を
伺
う
と
い
う
二
段
階
の
手
続
き
を

踏
む
こ
と
な
く
、
直
接
死
者
（
あ
る
い
は
仮
死
者
）

の
招
魂
を

行
う
場
合
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
他
に
、
巫
が
用
い
る
楽
器
を
「
胡
琴
」
と
す
る
話
も
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二
例
あ
る
。『
漢
語
大
詞
典
』
に
よ
れ
ば
（
第
六
冊
、
一
二
一
五

頁
）
、
「
胡
琴
」
は
古
く
は
北
方
・
西
北
方
の
異
民
族
か
ら
伝

来
し
た
弦
楽
器
の
総
称
で
、
琵
琶
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
、
唐

代
に
お
い
て
は
琵
琶
を
指
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
二
つ

の
資
料
の
一
つ
は
、
や
は
り
巻
二
八
三
・
巫
部
に
所
収
の
「
許

至
雍
」（
出
典
は
唐
・
裴
約
言
『
霊
異
記
』
）
で
、
男
巫
趙
十
四
が

許
至
雍
の
亡
妻
の
魂
を
招
く
場
面
が
、
次
の
よ
う
に
描
写
さ

れ
る
。 

 

 

…
そ
こ
で
良
日
を
選
ん
で
、
室
内
を
掃
き
清
め
香
を
焚

き
、
西
の
壁
の
も
と
に
寝
台
と
肘
掛
け
を
置
い
た
。
軒
の

外
に
は
祭
壇
場
を
設
け
、
酒
と
干
し
肉
を
供
え
、
声
を
長

く
引
い
て
呼
び
か
け
拝
舞
し
、
胡
琴
を
弾
い
た
。
日
暮
れ

に
な
る
と
、
許
至
雍
を
母
屋
の
東
隅
に
座
ら
せ
、
趙
生
は

軒
下
に
簾
を
垂
ら
し
て
横
に
な
っ
た
。
沈
黙
の
う
ち
に
真

夜
中
に
な
り
、
不
意
に
庭
に
人
の
歩
む
音
が
し
た
。
趙
生

が
そ
こ
で
「
許
秀
才
の
奥
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
問

い
か
け
る
と
、
悲
し
げ
な
溜
息
が
数
度
し
て
、
「
そ
う
で

す
」
と
の
答
え
が
あ
っ
た
。
［

12
］ 

  

こ
れ
は
招
魂
の
儀
式
で
あ
っ
て
占
い
で
は
な
く
、
夫
人
の

霊
が
現
れ
る
の
も
時
間
を
経
た
真
夜
中
で
あ
る
が
、
室
内
を

清
め
香
を
焚
き
供
物
を
供
え
る
な
ど
、
準
備
の
具
体
的
な
叙

述
が
参
考
に
な
ろ
う
［

13
］
。 

 

も
う
一
つ
は
、
巻
三
〇
七
・
神
部
一
七
の
「
裴
度
」
（
出
典

は
唐
・
盧
肇
『
逸
史
』
）
で
、
裴
度
が
家
人
の
病
気
の
際
に
女
巫

を
呼
ぶ
と
、
彼
女
は
「
胡
琴
を
弾
き
、
顛
倒
す
る
こ
と
や
や

久
し
く
し
て
、
や
お
ら
立
ち
上
が
り
（
彈
胡
琴
、
顚
倒
良
久
。

蹶
然
而
起
）
」
、
北
斗
廉
貞
星
神
か
ら
の
伝
語
と
し
て
裴
度
が
こ

の
神
を
祭
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
詰
る
。
巫
の
ク
シ
ャ
ミ
は
な

い
が
、
倒
れ
て
人
事
不
省
に
な
っ
た
後
、
神
霊
が
憑
依
す
る

の
で
あ
ろ
う
。 

  
 

三 

  

以
上
、
琵
琶
卜
に
つ
い
て
、
残
さ
れ
た
唐
代
の
資
料
を
も

と
に
考
察
し
て
み
た
。
僅
か
な
断
片
を
拾
い
集
め
る
作
業
で

は
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
盛
行
の
様
子
と
、
そ
れ

を
行
う
巫
女
の
振
舞
の
一
端
は
、
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

続
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
占
い
の
起
源
と
唐
代
以

降
の
消
長
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
関
す
る
管
見
の

資
料
は
さ
ら
に
零
細
な
も
の
と
な
り
、
手
詰
ま
り
の
状
態
を

抜
け
出
せ
な
い
。
左
に
列
挙
し
て
結
び
に
代
え
、
識
者
の
方
々

か
ら
の
新
た
な
情
報
を
期
待
す
る
こ
と
に
し
た
い
。 

 

先
ず
、
唐
代
以
前
の
琵
琶
卜
に
つ
い
て
。
神
を
迎
え
る
祭
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祀
の
際
、
中
国
で
は
古
代
か
ら
歌
舞
や
音
楽
が
伴
う
の
が
常

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
琵
琶
卜
を
想
起
さ
せ
る
記

事
は
な
く
、
最
も
早
い
資
料
は
、
結
局
、
六
朝
の
志
怪
小
説

に
ま
で
降
る
こ
と
に
な
る
『
太
平
広
記
』
に
よ
れ
ば
、
巻
三

二
二
・
鬼
七
の
「
蠻
兵
」
に
、
占
い
の
際
に
琵
琶
を
奏
で
る

事
例
が
見
え
る
。
出
典
は
『
霊
鬼
志
』
と
あ
り
、
東
晋
の
荀

氏
の
撰
で
、
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
［

14
］
。 

 

 

南
平
国
（
晋
の
南
平
郡
を
指
す
か
？
現
在
の
湖
北
省
内
の
地
）

の
蛮
族
の
兵
士
が
、
義
熙
（
東
晋
・
安
帝
の
年
号
、
四
〇
五

～
四
一
八
）
の
初
め
に
、
衆
を
従
え
て
姑
熟
（
安
徽
省
）
に

や
っ
て
来
た
。
す
る
と
幽
鬼
が
こ
の
男
に
取
り
憑
い
て
、

声
は
呦
呦
と
細
く
長
く
、
あ
る
時
は
屋
根
の
の
き
檐

あ
た
り

に
、
あ
る
時
は
庭
樹
の
上
に
止
ま
っ
た
。
吉
凶
を
占
う
様

子
で
、
そ
の
た
び
ご
と
に
先
ず
琵
琶
を
求
め
、
そ
の
演
奏

に
従
っ
て
告
げ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
郄
倚
が
府
の

属
官
で
、
官
を
移
る
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
尋
ね
た
と
こ

ろ
、
「
久
し
か
ら
ず
し
て
節
（
天
子
の
使
者
で
あ
る
こ
と
を

示
す
旗
）
を
持
っ
て
赴
任
さ
れ
る
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
。

す
る
と
間
も
な
く
彼
は
南
蛮
校
尉
と
な
っ
た
。
私
は
こ
の

国
の
郎
中
で
あ
っ
て
、
親
し
く
こ
の
土
地
を
治
め
て
い
た
。

荊
州
の
民
間
の
言
い
伝
え
で
は
、
「
こ
れ
は
年
を
経
た
鼠

の
仕
業
で
、
『
鬼
侯
』
と
名
を
呼
ん
で
い
る
」
と
い
う
。 

 

巫
女
で
は
な
く
、
蛮
兵
に
鬼
が
憑
依
す
る
の
で
あ
る
が
、

琵
琶
を
奏
で
て
吉
凶
を
占
う
方
法
は
唐
代
の
巫
女
達
と
同
じ

で
、
こ
れ
が
「
琵
琶
卜
」
と
何
ら
か
の
繋
が
り
を
持
つ
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
話
以
外
に
は
資
料
が
全

く
見
当
た
ら
ず
、
起
源
へ
の
遡
行
は
こ
こ
ま
で
に
止
ま
る
。

ま
た
こ
の
話
の
舞
台
で
あ
る
姑
熟
（
安
徽
省
当
塗
県
）
は
、『
朝

野
僉
載
』
の
何
婆
が
住
む
洪
州
（
江
西
省
南
昌
県
）

と
共
に
長

江
以
南
の
地
で
結
び
つ
け
易
い
も
の
の
、
阿
来
婆
や
華
岳
廟

の
巫
女
が
活
躍
し
た
北
の
長
安
周
辺
と
は
、
ど
う
繋
が
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
琵
琶
が
外
来
の
楽
器
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
南
方
か
ら
の
伝
播
と
は
別
の
、
西
域
経
由
の
可
能
性
も

想
定
さ
れ
る
べ
き
で
、
西
の
異
国
に
お
け
る
こ
う
し
た
占
い

の
存
否
が
大
い
に
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の

方
面
の
知
識
が
皆
無
で
、
や
は
り
疑
問
と
し
て
残
す
し
か
な

い
［

15
］
。 

 

次
に
、
宋
代
以
降
の
琵
琶
卜
に
つ
い
て
。
こ
れ
に
関
し
て

は
、
「
琵
琶
」
「
胡
琴
」
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
手
が
か
り
が
極

め
て
乏
し
く
、
元
明
に
至
っ
て
、
や
っ
と
三
件
の
資
料
が
見

つ
か
る
。
一
つ
は
元
末
明
初
の
楊
維
楨
の
「
西
湖
竹
枝
歌
（
一

に
「
小
臨
海
曲
」
に
作
る
）

」
（
『
鉄
崖
古
楽
府
』
巻
一
〇
）

で
、
恋

煩
い
の
女
性
を
次
の
よ
う
に
詠
う
。 

 

病
春
日
日
可
如
何 

病
春 

日
日 

如
何
に
す
べ
き 
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起
向
西
窓
理
琵
琶 

起
ち
て
西
窓
に
向
か
ひ
て
琵
琶
を

理を
さ

む 
見
説
枯
槽
能
卜
命 

見み

る
説な

ら

く 

枯
槽
は
能
く
命
を
卜
ふ

と 

柳
州
衖
口
問
來
婆 

柳
州
の
巷
口
に
来
婆
を
問
は
ん 

  

「
枯
槽
」
の
「
槽
」
は
、
琵
琶
の
胴
上
で
弦
を
固
定
す
る

突
起
部
分
。
基
づ
く
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
未
詳
。

結
句
は
、
『
朝
野
僉
載
』
の
来
婆
の
話
を
踏
ま
え
て
い
る
。 

 

次
は
明
の
高
啓
「
憶
遠
曲
」（
『
高
太
史
大
全
集
』
巻
二
）
で
、

旅
に
出
て
帰
ら
ぬ
夫
を
待
つ
妻
の
胸
中
を
詠
い
、
そ
の
中
に

左
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。 

 

櫻
桃
熟
時
郎
不
歸 

桜
桃 

熟
す
時
に
も
郎
は
帰
ら
ず 

客
中
誰
爲
縫
春
衣 

客
中 

誰
か
為
に
春
衣
を
縫
は
ん 

陌
頭
空
問
琵
琶
卜 

陌
頭 

空
し
く
琵
琶
卜
に
問
ふ
も 

欲
歸
不
歸
在
郎
足 

帰
ら
ん
と
欲
す
る
か
帰
ら
ざ
る
か

は 

郎
の
足
に
在
り 

  

今
一
つ
は
、
こ
れ
も
明
代
、
张
璨
に
「
惱
公
詩
題
遊
春
士

女
圖
」
の
五
言
排
律
が
あ
る
（
明
・
曹
学
佺
編
『
石
倉
歴
代
詩
選
』

巻
三
七
七
所
収
）
。
李
賀
の
「
惱
公
」
詩
に
擬
え
た
作
で
、
「
遊

春
士
女
図
」
に
題
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
愛
す
る
男
を
思
う

美
女
の
描
写
の
な
か
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
見
え
る
。 

 

絶
艷
方
如
此 

絶
艶 

方ま
さ

に
此か

く

の
如
け
れ
ば 

 

幽
懷
定
若
何 

幽
懐 

定
め
て
若
何

い

か

ん 

琵
琶
勞
問
卜 

琵
琶 

問
卜
を
労
し 

烏
兎
恐
蹉
跎 

烏
兎 

蹉
跎
た
る
を
恐
る 

  

「
烏
兎
」
は
、
太
陽
に
い
る
三
本
足
の
カ
ラ
ス
と
月
に
住

む
ウ
サ
ギ
、
転
じ
て
歳
月
。
「
蹉
跎
」
は
、
時
期
を
失
す
る
。 

 

以
上
、
宋
以
降
の
資
料
［

16
］

を
改
め
て
確
認
し
て
み
る

と
、
い
ず
れ
も
愛
す
る
男
を
案
じ
て
占
い
に
縋
る
女
性
の
こ

と
を
、
唐
代
の
「
琵
琶
卜
」
を
典
故
と
し
て
詠
っ
た
も
の
で
、

こ
の
占
い
が
元
明
の
時
代
に
実
際
に
行
わ
れ
た
こ
と
の
証
左

と
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
。
調
査
は
な
お
充
分
と
は
言
え
な

い
が
、
宋
代
に
関
連
資
料
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
を
考
え
合

わ
せ
る
と
、
唐
代
に
盛
行
し
た
「
琵
琶
卜
」
は
、
以
後
急
速

に
衰
退
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
［

17
］
。 

 

楽
器
と
し
て
の
琵
琶
が
後
世
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
に
も

拘
わ
ら
ず
、
広
く
民
間
に
も
行
わ
れ
た
琵
琶
占
い
が
、
何
故

そ
の
よ
う
に
忽
ち
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は

実
は
そ
う
で
な
か
っ
た
の
か
、
こ
の
問
題
も
解
け
な
い
大
き

な
謎
で
あ
る
。 
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注 

 

１ 

琵
琶
に
は
幾
つ
も
の
種
類
が
あ
る
が
、
典
型
的
な
四
弦
琵
琶
は
、

古
代
イ
ラ
ン
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
の
天
山
南
路
を
経
て
、
紀
元
前
二

世

紀

（

前

漢

）

に

中

国

に

伝

わ

っ

た

。

イ

ラ

ン

の

バ

ル

バ

ト

（barbat )

が

琵
琶

ビ

バ

の
語
源
と
も
い
わ
れ
る
。
五
絃
琵
琶
は
、
古

代
イ
ン
ド
の
代
表
的
な
楽
器
で
、
天
山
南
路
を
経
て
六
世
紀
（
南

北
朝
時
代
）
に
中
国
に
伝
わ
っ
た
。
（
『
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
大
百
科

事
典
』
一
九
八
八
年
改
訂
版
、
お
よ
び
『
中
国
大
百
科
全
書 

音

楽 

舞
踏
』
一
九
八
九
年
の
「
琵
琶
」
の
項
に
よ
る
。
） 

２ 

清
・
銭
泳
『
履
園
叢
話
』
巻
一
二
・
芸
能
「
琵
琶
」
に
、
次
の

よ
う
に
言
う
（
中
華
書
局
・
清
代
史
料
筆
記
叢
刊
本
、
一
九
七
九
年
）
。

「
琵
琶
は
本
と
胡
楽
に
し
て
、
馬
上
に
鼓
す
る
所
な
り
。
大
約 

晋
・

宋
・
斉
・
隋
の
間
に
起
り
、
有
唐
に
至
り
て
極
め
て
盛
ん
に
し
て
、
賀
懐

智
・
康
崑
崙
・
王
芬
・
曹
保
及
び
其
の
子
の
善
才
の
若
き
は
、
皆 

伝
襲

有
り
。
…
（
琵
琶
本
胡
樂
、
馬
上
所
鼓
。
大
約
起
于
晉
宋
齊
隋
之
間
、

至
有
唐
而
極
盛
、
若
賀
懷
智
康
崑
崙
王
芬
曹
保
及
其
子
善
才
、
皆

有
傳
襲
。
…
）
」
。 

３ 

『
太
平
広
記
』
巻
二
〇
五
・
楽
三
・
琵
琶
「
楊
妃
」（
出
典
は
唐
・

胡
璩
『
譚
賓
録
』
）
に
、
開
元
年
間
に
宦
官
白
秀
貞
が
蜀
か
ら
持
ち

帰
っ
た
琵
琶
を
、
楊
貴
妃
が
愛
用
し
て
梨
園
で
演
奏
し
た
こ
と
を

記
す
。
諸
王
貴
主
や
虢
国
夫
人
た
ち
が
、
競
っ
て
貴
妃
の
琵
琶
の

弟
子
と
な
り
、
曲
を
学
ん
だ
と
い
う
。 

 

同
じ
記
事
は
、
『
太
平
御
覧
』
巻
五
八
三
・
楽
部
二
一
・
琵
琶
、

『
白
孔
六
帖
』
巻
六
二
・
琵
琶
一
の
項
に
も
見
え
る
が
、
出
典
を

『
明
皇
雜
錄
』
と
し
、
天
宝
中
の
出
来
事
と
な
っ
て
い
る
。 

４ 

清
・
王
琦
『
李
長
吉
歌
詩
彙
解
』
も
、
後
者
の
説
を
支
持
し
て

い
る
。
な
お
、
こ
の
句
に
関
す
る
王
琦
の
注
に
は
、
本
稿
の
後
文
に

お
い
て
取
り
上
げ
る
『
朝
野
僉
載
』『
異
苑
』
の
記
事
が
、
例
証
と
し

て
引
か
れ
て
い
る
。 

５ 

「
華
嶽
廟
」
詩
は
、『
王
司
馬
集
』
全
八
巻
（
四
庫
全
書
本
）
に

は
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
王
宗
堂
『
王
建
詩
集
校
注
』（
中
州
古
籍

出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
に
拠
っ
た
。
な
お
王
宗
堂
氏
の
校
注
は

関
連
資
料
の
引
用
も
多
く
、
拙
稿
執
筆
に
当
た
っ
て
参
考
に
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
。 

６ 

先
に
引
い
た
李
賀
「
神
弦
」
の
続
く
一
聯
に
は
、「
星
を
呼
び
鬼

を
召
し
て 

杯
盤
を
歆う

け
し
む
、
山
魅 

食
す
る
時 

人
は
森
寒
た
り

（
呼
星
召
鬼
歆
杯
盤
、
山
魅
食
時
人
森
寒
）
」
と
あ
る
。
こ
の
「
杯

盤
（
供
物
の
酒
食
を
容
れ
る
酒
器
と
大
皿
）
」
の
「
盤
」
を
、
「
神

盤
」
と
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

７ 

中
華
書
局
・
唐
宋
史
料
筆
記
叢
刊
本
（
一
九
七
九
年
）
に
よ
れ

ば
、
原
文
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
通
り
。 

 

浮
休
子
張
鷟
爲
德
州
平
昌
令
、
大
旱
。
郡
符
下
令
以
師
婆
、

師
僧
祈
之
、
二
十
餘
日
無
效
。
浮
休
子
乃
推
土
龍
倒
、
其
夜
雨

足
。
江
淮
南
好
鬼
、
多
邪
俗
、
病
卽
祀
之
、
無
醫
人
。
浮
休
子
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曽
於
江
南
洪
州
停
數
日
、
遂
聞
土
人
何
婆
善
琵
琶
卜
、
與
同
行

郭
司
法
質
焉
。
其
何
婆
士
女
填
門
、
餉
遺
滿
道
、
顏
色
充
悦
、

心
氣
殊
髙
。
郭
再
拜
下
錢
、
問
其
品
秩
。
何
婆
乃
調
弦
柱
、
和

聲
氣
曰
、
箇
丈
夫
富
貴
。
今
年
得
一
品
、
明
年
得
二
品
、
後
年

得
三
品
、
更
後
年
得
四
品
。
郭
曰
、
阿
婆
錯
。
品
少
者
官
髙
、

品
多
者
官
小
。
何
婆
曰
、
今
年
減
一
品
、
明
年
減
二
品
、
後
年

減
三
品
、
更
後
年
減
四
品
、
更
得
五
六
年
總
没
品
。
郭
大
罵
而

起
。 

 

崇
仁
坊
阿
來
婆
彈
琵
琶
卜
、
朱
紫
填
門
。
浮
休
子
張
鷟
曽
往

觀
之
、
見
一
將
軍
、
紫
袍
玉
帶
甚
偉
、
下
一
疋
紬
綾
、
請
一
局

卜
。
來
婆
鳴
弦
柱
、
燒
香
、
合
眼
而
唱
、
東
告
東
方
朔
、
西
告

西
方
朔
、
南
告
南
方
朔
、
北
告
北
方
朔
、
上
告
上
方
朔
、
下
告

下
方
朔
。
將
軍
頂
禮
既
、
告
請
甚
多
、
必
望
細
看
、
以
决
疑
惑
。

遂
卽
隨
意
支
配
。 

８ 

阿
来
婆
に
つ
い
て
は
、『
太
平
広
記
』
の
同
じ
巻
二
八
三
に
、「
阿

來
」
と
題
し
て
別
の
記
事
が
載
る
。
出
典
は
や
は
り
『
朝
野
僉
載
』

巻
三
で
、
彼
女
は
厭
魅
の
術
で
韋
后
に
用
い
ら
れ
た
が
、
平
王
に
よ
っ

て
誅
殺
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
唐
宋
史
料
筆
記
叢
刊
本
『
朝
野
僉
載
』

が
、
巻
末
「
補
輯
」
に
明
・
陶
宗
儀
『
説
郛
』
巻
二
か
ら
と
し
て
引
く

武
三
思
の
記
事
に
も
、
来
婆
の
名
が
見
え
る
が
、
い
ず
れ
も
琵
琶

卜
へ
の
言
及
は
な
い
。
何
婆
に
関
し
て
は
、
他
に
資
料
が
見
当
た

ら
な
い
。 

９ 

中
華
書
局
校
点
本
（
一
九
八
一
年
）
に
よ
れ
ば
、
原
文
は
次
の

通
り
。 

 

唐
郎
中
白
行
簡
、
太
和
初
、
因
大
醉
、
夢
二
人
引
出
春
明
門
。

至
一
新
塚
間
、
天
將
曉
而
回
。
至
城
門
、
店
有
鬻
餅
䬪
飥
者
。

行
簡
餒
甚
、
方
告
二
使
者
次
、
忽
見
店
婦
抱
嬰
兒
。
使
者
便
持

一
小
土
塊
與
行
簡
、
令
擊
小
兒
。
行
簡
如
其
言
擲
之
、
小
兒
便

驚
啼
悶
絶
。
店
婦
曰
、
孩
兒
中
惡
、
令
人
召
得
一
女
巫
至
。
焚

香
、
彈
琵
琶
召
請
曰
、
無
他
故
、
小
魍
魎
爲
患
耳
。
都
三
人
、

一
是
生
魂
、
求
酒
食
耳
、
不
爲
祟
。
可
速
作
䬪
飥
、
取
酒
。
逡

廵
陳
設
、
巫
者
拜
謁
、
二
人
與
行
簡
就
坐
、
食
飽
而
起
。
小
兒

復
如
故
。
行
簡
既
寤
、
甚
惡
之
。
後
逾
旬
而
卒
。 

10 

以
下
の
邦
訳
箇
所
の
原
文
は
、
次
の
通
り
。 

 

次
於
潼
關
、
主
人
有
稚
兒
戲
於
門
下
。
乃
見
歸
以
手
挃
其
背
、

稚
兒
卽
驚
悶
絶
、
食
頃
不
寤
。
主
人
曰
、
是
狀
爲
中
惡
。
疾
呼

二
娘
、
久
方
至
。
二
娘
巫
者
也
。
至
則
以
琵
琶
迎
神
、
欠
嚏
良

久
、
曰
、
三
郎
至
矣
。
傳
語
主
人
、
此
客
鬼
爲
祟
。
吾
且
録
之

矣
。
言
其
狀
與
服
色
、
眞
歸
也
。
又
曰
、
若
以
蘭
湯
浴
之
、
此

患
除
矣
。
如
言
而
稚
兒
立
愈
。
浦
見
歸
所
爲
、
已
惡
之
。
及
巫

者
有
説
、
呼
則
不
至
矣
。 

11 

こ
の
箇
所
の
原
文
は
、
「
以
琵
琶
迎
神
、
欠
嚏
良
久
曰
」
と
な
っ

て
い
る
。「
欠
嚏
」
の
語
は
珍
し
く
、
他
に
用
例
が
見
当
た
ら
な
い

と
こ
ろ
か
ら
、
李
剣
国
『
唐
五
代
伝
奇
集
』
は
「
欠
伸
（
あ
く
び
）
」

と
改
め
る
べ
き
か
と
す
る
。
し
か
し
、『
太
平
広
記
』
諸
本
は
い
ず

れ
も
「
欠
嚏
」
に
作
っ
て
お
り
、
こ
の
原
文
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
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ろ
う
。「
欠
」
は
ア
ク
ビ
、
あ
る
い
は
ア
ク
ビ
の
よ
う
に
口
を
大
き

く
開
け
る
こ
と
、
「
嚏
（
嚔
）
」
は
ク
シ
ャ
ミ
を
言
う
。
神
降
ろ
し

の
際
の
ク
シ
ャ
ミ
は
、
温
庭
筠
「
燒
歌
」
に
も
詠
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
詩

は
焼
畑
農
業
の
賽
神
を
詠
っ
て
い
て
、「
仰
面
し
て

呻う

た

ひ
復
た
嚔
し
、

鴉
娘
は
豊
歳
を

呪い

の

る
（
仰
面
呻
一

作

呼

復
嚏
、
鴉
娘
一

作

雅

孃

咒
豐
嵗
）
」
の

句
が
見
え
る
（
『
温
飛
卿
詩
集
箋
注
』
巻
三
、
『
全
唐
詩
』
巻
五
七

七
）
。
「
鴉
娘
」
は
巫
女
の
こ
と
、
黒
衣
を
纏
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
『
太
平
広
記
』
巻
三
一
三
・
神
二
三
の
「
葛
氏
婦
」（
出

典
は
後
周
・
王
仁
裕
『
玉
堂
閑
話
』
）
が
参
考
に
な
る
。
五
代
、
葛

従
周
の
息
子
の
嫁
の
も
と
に
、
彼
女
を
見
初
め
た
天
斉
王
祠
の
三

郎
神
君
が
通
っ
て
く
る
話
で
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
三
郎
君
が
訪

れ
る
際
の
記
述
で
あ
る
。
原
文
に
は
「
每
神
將
至
、
婦
則
先
伸
欠

呵
嚏
謂
侍
者
曰
、
彼
已
至
矣
」
と
あ
り
、
読
み
下
せ
ば
「
神
の
将

に
至
ら
ん
と
す
る
毎
に
、
婦
は
則
ち
先
づ
伸
欠
呵
嚔
し
て
侍
者
に

謂
ひ
て
曰
く
、
彼
は
已
に
至
れ
り
、
と
」
と
な
る
。
つ
ま
り
、
神

が
訪
れ
る
（
言
い
換
え
れ
ば
憑
依
す
る
）
際
に
は
何
時
も
、
こ
の

女
性
は
先
ず
「
伸
欠
（
あ
く
び
）
」
と
「
呵
嚏
（
く
し
ゃ
み
）
」
を

し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
巫
女
の
「
欠
嚏
」
は

決
し
て
偶
発
的
な
も
の
で
は
な
く
、
神
の
到
来
と
憑
依
を
知
ら
せ

る
重
要
な
シ
グ
ナ
ル
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
 

と
こ
ろ
で
山
内
昶
『
も
の
の
け
Ⅰ
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇

〇
四
年
）
に
よ
れ
ば
、
口
は
古
代
よ
り
魂
の
出
入
り
口
と
考
え
ら

れ
て
い
た
（
六
九
頁
）
。
と
す
れ
ば
、
口
を
大
き
く
開
い
て
の
吸
気

は
、
神
霊
を
体
内
に
呼
び
入
れ
る
行
為
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ

る
。
ま
た
、
ク
シ
ャ
ミ
が
出
る
と
人
が
噂
し
て
い
る
と
考
え
る
の

は
、『
詩
経
』
に
ま
で
遡
る
上
古
か
ら
の
俗
信
で
あ
る
。
こ
れ
を
他

者
が
自
身
に
向
け
て
放
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
感
受
と
取
れ
ば
、
神

霊
と
の
交
感
に
お
け
る
巫
女
の
「
欠
嚏
」
の
意
味
も
、
お
お
よ
そ

納
得
が
ゆ
こ
う
。
な
お
、
拙
稿
「
ク
シ
ャ
ミ
の
俗
信
」（
横
浜
国
立

大
学
『
古
典
教
育
デ
ザ
イ
ン
』
４
（
二
〇
一
九
年
三
月
刊
行
予
定
）

に
お
い
て
、
中
国
を
中
心
に
こ
の
俗
信
を
取
り
あ
げ
て
み
た
。
併

せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。 

12 

該
当
箇
所
の
原
文
は
、
次
の
通
り
。 

 

…
遂
擇
良
日
、
於
其
内
、
洒
掃
焚
香
、
施
牀
几
於
西
壁
下
。
於

簷
外
結
壇
場
、
致
酒
脯
、
呼
嘯
舞
拜
、
彈
胡
琴
。
至
夕
、
令
許

君
處
於
堂
内
東
隅
、
趙
生
乃
于
簷
下
垂
簾
臥
。
不
語
、
至
三
更
、

忽
聞
庭
際
有
人
行
聲
。
趙
生
乃
問
曰
、
莫
是
許
秀
才
夫
人
否
。

聞
吁
嗟
數
四
、
應
云
、
是
。 

13 

こ
の
資
料
に
関
し
て
は
、
太
平
広
記
研
究
会
「
『
太
平
広
記
』
訳

注
（
七
）
―
巻
二
百
八
十
三
「
巫
」
付
「
厭
呪
」
―
」
（
広
島
中
国

文
学
会
『
中
国
学
研
究
論
集
』
第
一
六
号
、
二
〇
〇
六
年
）
の
「
ま

と
め
」
に
指
摘
が
あ
る
（
九
九
～
一
〇
〇
頁
「
３ 

巫
術
の
方
法
」
）
。 

14 

原
文
は
次
の
通
り
。 

 

南
平
國
蠻
兵
、
義
熙
初
、
隨
衆
來
姑
熟
。
便
有
鬼
附
之
、
聲

呦
呦
細
長
、
或
在
簷
宇
之
際
、
或
在
庭
樹
上
。
若
占
吉
凶
、
輒

先
索
琵
琶
、
隨
彈
而
言
。
於
時
郄
倚
爲
府
長
史
、
問
當
遷
官
、
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云
、
不
久
持
節
也
。
尋
爲
南
蠻
校
尉
。
予
爲
國
郎
中
。
親
領
此

土
。
荊
州
俗
語
云
、
是
老
鼠
所
作
、
名
曰
鬼
侯
。 

 

こ
の
蛮
兵
の
話
は
南
朝
宋
の
劉
敬
叔
『
異
苑
』
巻
六
に
も
収
め

ら
れ
、
若
干
の
字
句
の
異
同
が
見
ら
れ
る
。
な
お
、
歳
を
経
た
鼠

が
予
知
能
力
を
持
つ
こ
と
は
、
晋
・
葛
洪
『
抱
朴
子
』
内
篇
巻
一
・

対
俗
第
三
に
、『
玉
䇿
記
』
な
る
書
を
引
い
て
「
鼠
は
寿
三
百
歳
な

り
。
百
歳
に
満
つ
れ
ば
則
ち
色
白
く
、
善
く
人
に
憑
き
て
卜
ふ
。

名
づ
け
て
仲
と
曰
ひ
、
能
く
一
年
中
の
吉
凶
及
び
千
里
の
外
の
事

を
知
る
（
鼠
壽
三
百
歲
。
滿
百
歲
則
色
白
、
善
憑
人
而
卜
。
名
曰

仲
、
能
知
一
年
中
吉
凶
及
千
里
外
事
）
」
と
い
う
。
老
鼠
の
仕
業
と

考
え
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
古
い
俗
信
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

15 

高
国
藩
『
中
国
巫
術
通
史
』
（
鳳
凰
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
）

は
、
第
十
八
章
第
二
節
「
武
則
天
、
唐
中
宗
信
巫
術
」
に
お
い
て

琵
琶
卜
を
取
り
上
げ
、
敦
煌
莫
高
窟
の
「
反
弾
琵
琶
図
」
と
結
び

つ
け
て
い
る
（
四
八
六
～
九
頁
）
。
西
域
と
の
繋
が
り
と
い
う
点

で
は
興
味
深
い
が
、
検
討
の
余
地
を
残
そ
う
。 

16 
 

原
文
は
い
ず
れ
も
四
庫
全
書
本
に
拠
っ
た
。 

17 

高
国
藩
氏
に
は
、
『
中
国
民
俗
探
微 

―
敦
煌
巫
術
与
巫
術
流

変
』
（
河
海
大
学
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
の
著
作
も
あ
り
、
そ

の
第
四
章
第
二
節
「
巫
師
的
楽
器
」
に
は
、
唐
代
の
琵
琶
卜
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
宋
代
以
降
に
関
す
る
記
述
に
お

い
て
は
言
及
が
な
い
（
六
二
～
四
頁
）
。
ま
た
劉
黎
明
『
宋
代
民

間
巫
術
研
究
』
（
四
川
出
版
集
団
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
四
年
）
の

「
第
二
章 

宋
代
民
間
巫
師
」
に
は
、
「
第
三
節 

宋
代
民
間
巫

師
通
神
的
方
式
與
法
器
」
の
項
が
あ
る
（
四
九
～
六
三
頁
）
が
、
こ
こ

に
も
琵
琶
卜
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
同
書
が
引
く
元
・
呉
莱
「
北

方
巫
者
降
神
歌
」
に
、
「
酒
肉 

滂
沱
た
り
て
几
席
を
静
め
、
箏
琶 

朋あ

は
せ

掯
と
ど
こ
ほ

り
て
霜
風
に
凄さ
む

し
（
（
酒
肉
滂
沱
靜
几
席
、
箏
琶
朋
掯
凄

霜
風
）
」
の
句
が
見
え
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。 

 

追
記 

 

小
論
執
筆
に
際
し
、
澤
崎
久
和
氏
（
福
井
大
学
）
よ
り
貴
重
な
教

示
を
い
た
だ
い
た
。
李
賀
「
神
弦
」
と
胡
琴
に
関
す
る
二
話
、
お
よ

び
唐
・
段
公
路
「
禱
孟
公
祝
詞
」
（
『
唐
文
拾
遺
』
巻
三
二
）
の
資

料
的
価
値
、
い
ず
れ
も
氏
の
御
指
摘
に
よ
っ
て
気
づ
い
た
。
（
段
公

路
の
文
は
小
論
に
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
神
降
ろ
し
の
際
の
弦

楽
器
の
演
奏
と
「
啑
」
の
描
写
が
見
え
る
。
）
ま
た
高
国
藩
『
中
国

巫
術
通
史
』
に
つ
い
て
は
、
資
料
コ
ピ
ー
を
御
送
付
い
た
だ
い
た
。

以
上
、
記
し
て
学
恩
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。 
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