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薦岸琵このllの採寸

０
１
１

材

胴

・
腹
板
は
桑
を
以
て
最
良
と
す
る
。
次
に
ケ
ヤ
キ
、

桜
、
モ
ミヽ
ジ
、
梅
な
ど
を
良
材
と
す
る
と
あ
る
が
、
現
在

は
桑
の
材
で
新
し
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
得
ら
れ
な
い
。
既

製
の
琵
琶
は
桑
が
最
も
多
く
、
ケ
ヤ
キ
、
桜
等
も
多
く
見

ら
れ
る
。
先
年
、
竜
洋
会
の
田
中
義
啓
氏
は
、
胴
を
紅
木

（ネ
ム
の
木
）
・
腹
板
を
チ
ー
ク
材
、
紅
木
の
み

の
も

の
、

桑
材
の
み
の
も
の
等
発
琶
六
面
を
製
作
し
た
が
、
旧
来
の

琵
琶
と
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
も
の
を
作
成
し
会
貝
に
愛
用
さ

れ
て
い
る
。
桑
と
同
様
の
硬
さ
を
も

つ
も
の
、
あ
る
い
は

異
る
も
の
も
、
そ
の
材
質
を
研
究
す
れ
ば
、
他
に
も
用
い

ら
れ
る
素
材
は
幅
ひ
ろ
く
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

胴
の
材
は
、
長
さ
二
尺
八
寸
四
分

（約
八
十
六
セ
ン
チ
メ

ー
ト
と
、
厚

さ

二
寸

（約
二翁

ン
チ
メ
ー
ト
と
、
幅

一
尺

三
寸

（約
殴
せ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
と
し
、
海
老
脳
は
厚
さ
二
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琵

琶

の

由

来

原

龍

洋

祭
具
あ
る
い
は
楽
器
と
し
て
の
琵
琶

の
起
源
に
っ
い
て
は
、
古
代
エ
ン
プ
ト
に
始
ｔ
り
印
度
か
ら
中
央
ア
ジ
ア

・
中
国
を
経
て
吾
が
国
に
伝
わ
っ
た
と
い
う
説
、

あ
る
い
は
印
度
に
始
ま
っ
て
、　
一
は
ア
ラ
ビ
ア
●
ベ
ル
シ
ヤ
を
経
て
エ
ジ
プ
ト
に
伝

わ
り
、　
一
は
中
央
ア
ジ
ア
を
経
て
中
国

・
日
本

へ
と
伝
わ
っ
た
と
す
る
説
な

ど
種
々
に
説
か
れ
て
い
て
、
結
局

の
と
こ
ろ
詳
ら
か
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
琵
雹
は
本
来
外
来
の
も
の
で
あ

っ
て
、
海
外
か
ら
吾
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
初
め
て
琵
琶
が
吾
が
国
に
伝
わ
っ
た
の
は
、
今
か
ら
約
千
四
百
年
前
飲
明
天
皇
の
御
代
、
仏
教
の
伝
来
と
前
後
し
て
の

時
期
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
朝
に
中
国
か
ら
来
朝
し
た
あ
る
盲
僧
が
、
当
時
日
向
の
鵜
戸
の
附
近
で
岩
窟
住
ま
い
を
し
て
い
た
盲
僧
遊
教
霊
師
に
、
地
神
陀
織
泥

経
と
土
荒
神

の
法
と
と
も
に
、
祭
具
琵
琶

の
妙
音
曲
を
伝
授
し
た
の
に
始
■
る
と
さ
れ
る
の
が

一
般
で
あ
り
、
そ

の
他

に
も
諸
説
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

ほ
な
こ
の

時
代
を
も

っ
て
本
朝
琵
琶

の
淵
源
と
し
て
間
違
い
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
琵
琶
と
盲
僧
と
の
結
び
つ
き
は
、
そ
の
淵
源

か
ら
し
て
か
く
の
如
く
緊
密
な
も
の
で
あ

つ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
妙
曲

の
伝
授
を
う
け
た
遊
教
霊
師
は
、
日
夜
五
穀
成
就

・
国
土
安
穏
を
祈
り
な
が
ら
琵
雹
を
弾
じ
つ
づ
け

て
い
た
が
、
こ
れ
を
伝
え
聞
い
た
近
国
他
国
の

盲
人
達
は
、
進
ん
で
霊
師
の
も
と
に
馳
せ
参
し
て
弟
子
と
な
り
、
朝
夕
の
勤
行
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
霊
師
の
没
後
、
こ
の
勤
行
は
九
州
一
円
に
拡
■
り
ヽ

薩
摩
に
お
い
て
も
、
当
時
の
阿
多
郡
川
辺
郷
長
島
寺
や
、
鴫
吠
郡
向
ノ
庄

（現
在
の
志
布
志
町
）
大
行
寺
を
中
心
に
、
盲
僧
の
間
に
盛
ん
に
弾
ぜ
ら
れ
て
い
た
と

い
う
。

一
方
中
央
に
あ

っ
て
は
、
今
な
お
奈
良

の
正
倉
院
に
国
宝
と
し
て
蔵
さ
れ
る
琵
琶

（
五
絃
）

が
物
語
る
よ
う
に
、
宮
廷
に
入

っ
て
愛
好
さ
れ
、
■
棗

の
中
ヤ
ー
‐，

”
　
と
り
入
れ
ら
れ
た
楽
琵
琶
が
あ
り
、
平
安
初
期

の
藤
源
貞
歓
以
来
、
宮
廷
責
綽

の
間
に
も
て
は
や
さ
れ
、
工
朝
文
学
作
品
に
も
重
要
な
楽
器
の
　
■
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