
講

演

正
倉
院
宝
物
の
魅
力

保
存
と
伝
統

米

田

雄

介

講
師
紹
介

所

功
（
道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
主
幹
）

失
礼
い
た
し
ま
す
、
私
こ
の
四
月
か
ら
、
こ
の
道

徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
に
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
所
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

今
日
お
話
を
賜
り
ま
す
米
田
先
生
は
、
歴
史
学

界
に
お
け
る
大
先
輩
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ち
ょ
っ

と
私
的
な
関
わ
り
も
含
め
て
先
生
の
ご
紹
介
を
申

し
上
げ
ま
す
。

米
田
先
生
は
、
大
阪
大
学
の
大
学
院
を
出
ら
れ

ま
し
た
後
、
宮
内
庁
の
書
陵
部
に
長
ら
く
お
勤
め

で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
書
陵
部
は
宮
内
庁
の
中
に
あ

る
研
究
所
兼
図
書
館
の
よ
う
な
部
署
で
ご
ざ
い
ま

す
。
そ
こ
で
『
皇
室
制
度
史
料
』
の
編
纂
と
か
、

ま
た
昭
和
天
皇
の
崩
御
後
に
、『
昭
和
天
皇
実
録
』

編
纂
事
業
の
土
台
づ
く
り
な
ど
を
な
さ
い
ま
し

た
。
こ
う
い
う
お
仕
事
の
も
っ
て
い
る
意
味
や
価

値
は
、
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
大
き
い
と
感
じ
て
お
り

ま
す
。

こ
こ
数
年
来
、
皇
室
問
題
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ

な
議
論
を
す
る
際
、
ま
ず
理
解
す
べ
き
は
し
っ
か

り
し
た
史
料
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
に
も

一
番
役
立
つ
史
料
集
の
編
纂
は
、
戦
前
か
ら
ご
ざ

い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
引
き
続
い
て
昭
和

四
十
年
代
か
ら
大
い
に
推
進
し
て
こ
ら
れ
た
中
心

的
な
指
導
者
が
米
田
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
後
、
正
倉
院
の
事
務
所
長
を
長
ら
く
務
め

ら
れ
ま
し
た
。
正
倉
院
の
事
務
所
は
、
千
二
百
数

十
年
前
か
ら
東
大
寺
の
正
倉
院
に
伝
わ
っ
た
宝
物

を
大
切
に
保
管
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
丹
念

に
研
究
す
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
所
長
と
し
て
、
ご
自
身
で
研
究
を
深
め
ら

れ
、
ま
た
関
係
者
を
指
導
し
て
多
く
の
企
画
を
進

め
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
私
ど
も
は
毎
年
秋
、
正
倉

院
展
を
拝
見
で
き
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
在

り
方
に
つ
き
ま
し
て
も
、
米
田
所
長
の
時
期
に
多

く
の
工
夫
・
改
善
が
加
え
ら
れ
、
大
変
に
分
か
り

や
す
く
、
し
か
も
本
質
の
伝
わ
る
展
示
を
行
わ
れ

る
と
共
に
、
専
門
書
や
一
般
書
な
ど
の
出
版
な
ど

に
も
努
力
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。



少
し
横
に
そ
れ
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
宮
内

庁
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
非
常
に
充
実
し
て
お
り
ま

す
。
今
日
こ
れ
か
ら
お
話
し
い
た
だ
き
ま
す
正
倉

院
の
宝
物
に
つ
き
ま
し
て
も
、
詳
し
い
内
容
が
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の

を
立
ち
上
げ
る
際
に
も
、
米
田
先
生
が
大
変
に
貢

献
さ
れ
た
と
漏
れ
承
っ
て
お
り
ま
す
。

あ
る
い
は
お
話
の
中
に
出
る
か
と
思
い
ま
す
け

ど
も
、
先
生
が
正
倉
院
の
事
務
所
長
と
し
て
行
わ

れ
た
功
績
を
一
つ
申
し
添
え
ま
す
。
実
は
皇
居

で
、
お
蚕
を
飼
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
た
だ
、
絹
糸

を
作
り
出
す
蚕
は
、
明
治
以
降
、
外
来
種
が
多
く

な
り
、
だ
ん
だ
ん
純
国
産
種
が
減
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
う
い
う
中
で
、
小
石
丸
と
い
う
純
国
産
の

お
蚕
が
皇
居
に
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
今
の
皇
后

陛
下
が
大
事
に
し
て
こ
ら
れ
た
か
ら
で
す
。

一
方
、
米
田
先
生
は
正
倉
院
の
事
務
所
長
と
し

て
、
千
二
百
五
十
年
以
上
前
に
聖
武
天
皇
の
使
っ

て
お
ら
れ
た
ご
遺
品
を
、
そ
の
ま
ま
忠
実
に
復
元

す
る
計
画
を
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
往
時

の
よ
う
な
絹
の
取
れ
る
お
蚕
が
な
い
か
探
し
て
お

ら
れ
た
と
こ
ろ
、
何
と
御
所
に
あ
る
と
い
う
こ
と

が
わ
か
り
、
米
田
先
生
が
皇
后
陛
下
に
お
願
い
さ

れ
、
お
許
し
を
賜
っ
た
。
そ
こ
で
、
絶
滅
に
近
い

小
石
丸
を
数
年
か
け
て
増
産
さ
れ
、
見
事
に
天
平

の
御
物
を
復
元
す
る
こ
と
に
成
功
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
そ
の
後
も
、
そ
う
い
う
こ
と
が
可
能

な
ら
ば
、
も
っ
と
他
の
文
化
財
を
修
複
す
る
際
に

も
活
用
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の

お
仕
事
が
今
も
続
い
て
お
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
過
去
の
遺
物
を
単
に
保
存
・
研

究
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
伝
統
を
現
代
か
ら

未
来
に
活
か
し
伝
え
る
、
そ
う
い
う
こ
と
に
も
貢

献
し
て
お
ら
れ
る
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。

な
お
、
私
自
身
は
先
生
の
『
郡
司
の
研
究
』
と

い
う
学
位
論
文
や
摂
関
政
治
史
の
研
究
書
な
ど
か

ら
、
多
く
の
お
教
え
を
い
た
だ
い
て
ま
い
り
ま
し

た
。
し
か
も
、
数
年
前
か
ら
皇
室
の
歴
史
・
文

化
・
制
度
を
正
確
に
理
解
で
き
る
『
皇
室
事
典
』

を
編
纂
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
米
田
先
生

に
も
加
わ
っ
て
頂
き
、
そ
の
ご
指
導
を
仰
ぎ
な
が

ら
、
平
成
二
十
一
年
に
『
皇
室
事
典
』
を
角
川
学

芸
出
版
か
ら
刊
行
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
ご

ざ
い
ま
す
。

先
生
に
は
、
他
に
も
た
く
さ
ん
ご
著
書
が
あ

り
、
そ
の
い
く
つ
か
を
今
日
、
持
参
し
て
お
り
ま

す
。
後
ろ
に
置
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
休
憩
の
時

に
で
も
ご
覧
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
日
は
、
ご
多
忙
な
米
田
先
生
が
、
わ
ざ
わ
ざ

奈
良
か
ら
起
こ
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら

正
倉
院
宝
物
の
魅
力
に
つ
い
て
お
話
を
頂
き
ま

す
。
こ
れ
は
土
中
か
ら
発
掘
さ
れ
た
遺
物
で
は
な

く
、
千
二
百
数
十
年
前
か
ら
正
倉
院
に
伝
世
し
て

き
た
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
世
界
で
も
類
を
み
な

い
宝
物
に
つ
い
て
、
今
日
先
生
か
ら
直
接
お
話
を

承
れ
ま
す
こ
と
を
、
大
変
あ
り
が
た
く
思
っ
て
お

り
ま
す
。
で
は
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

司
会

所
先
生
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
で
は
、
米
田
先
生
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

講

演

米
田
雄
介

た
だ
今
、
ご
紹
介
頂
き
ま
し
た
米
田

で
御
座
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
所
で
の
ご
紹
介

は
概
ね
過
大
な
も
の
で
す
の
で
、
ど
う
か
大
幅
に

割
り
引
い
て
ご
理
解
下
さ
る
と
幸
い
で
す
。

私
は
、
ご
紹
介
下
さ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
宮
内

庁
書
陵
部
で
勤
務
し
て
い
ま
し
た
が
、
奈
良
・
正

倉
院
事
務
所
に
赴
任
す
る
こ
と
に
成
り
ま
し
た
。

現
在
は
退
職
し
て
い
ま
す
が
、
い
ま
も
何
か
と
お
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世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
事
務
所
は
昔
は
東
大
寺
の
管
轄
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
た
が
、
明
治
八
年
以
降
は
、

宮
内
省
の
管
理
す
る
と
こ
ろ
に
な
り
、
今
日
に
至

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
東
大
寺
の
管
理

下
に
置
か
れ
て
い
た
期
間
が
長
く
、
し
か
も
そ
も

そ
も
正
倉
院
と
い
う
と
こ
ろ
が
東
大
寺
の
倉
庫
と

し
て
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
今
も
正
倉
院

は
東
大
寺
の
管
轄
下
に
あ
る
と
思
う
方
が
居
ら
れ

ま
す
。

正
倉
院
事
務
所
の
先
輩
の
方
の
話
に
よ
り
ま
す

と
、「
東
大
寺
正
倉
院
御
中
」
と
か
「
正
倉
院
院

主
」
な
ど
と
記
す
手
紙
が
舞
い
込
む
こ
と
が
あ
っ

た
と
の
こ
と
で
す
。
も
し
そ
う
な
ら
、
私
な
ど
も

出
家
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
相
変
わ
ら
ず

生
臭
い
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
。

今
で
も
正
倉
院
が
東
大
寺
の
一
部
署
と
し
て
見

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
東
大
寺
宛
て
の

電
話
や
手
紙
が
正
倉
院
事
務
所
に
掛
か
り
ま
す

し
、
逆
に
正
倉
院
事
務
所
に
関
係
す
る
書
簡
や
電

話
が
東
大
寺
に
掛
か
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。

お
互
い
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
の
で
、
特
に

支
障
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
研
究
者
の
中
で

も
、
い
ま
な
お
東
大
寺
正
倉
院
と
記
す
人
も
い
ま

す
。
明
治
以
前
の
こ
と
な
ら
そ
れ
で
宜
し
い
が
、

近
年
の
こ
と
を
そ
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
と
、
研
究

者
の
資
質
の
問
題
で
は
な
い
か
と
す
ら
思
い
ま

す
。先

に
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
正
倉
院
が
東
大

寺
の
管
理
下
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
今
も
そ
の
よ

う
な
誤
解
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か

ら
、
東
大
寺
正
倉
院
と
い
う
手
紙
を
よ
こ
す
人
を

単
な
る
無
知
と
は
い
わ
ず
、
む
し
ろ
長
い
歴
史
の

重
み
と
捉
え
る
べ
き
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
。

正
倉
院
と
か
、
正
倉
と
い
う
言
葉
は
、
奈
良
時

代
に
は
中
央
・
地
方
の
政
府
は
も
と
よ
り
大
寺
な

ど
で
も
、
重
要
な
品
物
を
収
納
す
る
倉
を
正
倉
と

呼
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
そ
の
正
倉
の
あ

る
一
画
を
正
倉
院
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
し
か
し

時
代
が
降
る
に
つ
れ
て
、
各
地
の
正
倉
・
正
倉
院

が
次
第
に
消
滅
し
、
東
大
寺
の
正
倉
・
正
倉
院
の

み
が
今
日
に
伝
わ
り
、
こ
れ
ら
が
固
有
名
詞
の
よ

う
に
な
っ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
の
経
過
を
考
え
る
と
、
正
倉

院
事
務
所
長
が
「
東
大
寺
院
主
」
な
ど
と
呼
ば
れ

る
の
は
光
栄
な
こ
と
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
ご
案
内
の
通
り
、
正
倉
院
の
こ
と
を

世
界
の
宝
庫
と
か
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
終
着
駅
と

呼
ば
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
次
に
そ
の

こ
と
を
具
体
的
に
見
て
参
り
ま
す
。

第
一
章

正
倉
院
宝
物
の
成
立

一
、
東
大
寺
献
物
帳
｜
｜
聖
武
天
皇
・
光
明
皇
后

に
縁
の
宝
物
｜
｜

天
平
十
五
年
（
七
四
三
）
十
月
に
、
聖
武
天
皇

は
盧
舎
那
佛
の
造
営
を
発
願
、
そ
の
後
、
若
干
の

紆
余
曲
折
は
あ
り
ま
し
た
が
、
天
平
勝
宝
四
年

（
七
五
二
）
四
月
九
日
に
、
現
在
の
場
所
に
建
立

さ
れ
た
大
仏
の
開
眼
供
養
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
当

時
、
す
で
に
皇
位
を
御
子
の
阿
倍
内
親
王
（
孝
謙

天
皇
）
に
譲
ら
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
正
し
く
は

聖
武
太
上
天
皇
で
す
が
、
以
下
、
身
位
を
明
確
に

し
な
い
と
誤
解
を
招
く
と
思
わ
れ
る
と
き
以
外

は
、
聖
武
天
皇
と
申
し
上
げ
る
こ
と
と
し
ま
す
。

さ
て
聖
武
天
皇
は
皇
位
を
皇
女
に
譲
ら
れ
た

後
、
太
上
天
皇
と
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
譲
位
か
ら

四
年
、
聖
武
天
皇
は
盧

那
佛
の
完
成
に
御
心
を

注
い
で
お
ら
れ
た
よ
う
で
、
天
平
勝
寳
四
年
四
月

九
日
に
念
願
の
大
仏
の
開
眼
の
儀
に
参
列
さ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
四
年
後
の
天

正倉院宝物の魅力



平
勝
宝
八
歳
五
月
三
日
に
聖
武
天
皇
は
六
十
年
の

生
涯
を
閉
じ
ら
れ
ま
し
た
。

同
年
六
月
二
十
一
日
、
聖
武
天
皇
の
七
七
忌
に

当
た
り
、
光
明
皇
后
は
天
皇
遺
愛
の
品
々
等
、
六

五
〇
点
ば
か
り
を
東
大
寺
大
仏
に
献
上
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
時
、
献
上
の
趣
旨
と
献
上
品
を
書
き
上

げ
た
文
書
を
『
東
大
寺
献
物
帳
』
と
云
い
ま
す

が
、
そ
の
文
書
の
冒
頭
に

太
上
天
皇
の
奉
爲
（
お
お
ん
た
め
）
に
、
国

家
の
珍
宝
等
を
捨
し
て
東
大
寺
に
入
る
る
願

文

皇
太
后
御
製

と
記
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
本
文
書
を
①

『
国
家
珍
宝
帳
』
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
な
お
念
の

た
め
に
申
し
ま
す
と
、
こ
の
通
称
は
近
年
の
命
名

で
は
な
く
、
奈
良
時
代
末
か
ら
平
安
時
代
に
は
す

で
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い

る
も
の
は
ま
さ
に
多
種
多
様
で
す
。

御
袈
裟
に
始
ま
り
、
天
武
天
皇
の
皇
統
に
連
な

る
人
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
赤
漆
文

木
厨
子
、
そ

の
厨
子
に
収
め
ら
れ
て
い
た
聖
武
天
皇
の
宸
翰
の

「
雑
集
」
や
光
明
皇
后
の
御
書
「
楽
毅
論
」「
杜
家

立
成
」、
あ
る
い
は
す
で
に
無
く
な
っ
て
い
ま
す

が
元
正
天
皇
の
宸
翰
「
孝
経
」
や
中
国
の
書
聖
と

い
わ
れ
て
い
る
王
羲
之
の
書
も
収
め
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
さ
ら
に
聖
武
天
皇
の
お
手
元
で
使
わ
れ
た

と
思
わ
れ
る
刀
子
や
御
帯
、
い
ろ
い
ろ
の
材
質
の

笏
や
尺
、
犀
角

な
ど
も
厨
子
に
収
め
ら
れ
て
い

ま
し
た
。

な
お
現
在
で
は
、
厨
子
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い

た
も
の
で
、
現
存
す
る
も
の
は
、
厨
子
か
ら
取
り

出
さ
れ
、
別
の
棚
の
箱
に
収
め
て
保
管
し
て
い
ま

す
。同

じ
日
に
、
光
明
皇
后
は
六
〇
種
の
薬
物
を
東

大
寺
の
大
仏
に
献
上
さ
れ
て
い
ま
す
。
六
〇
種
の

薬
を
書
き
上
げ
た
文
書
も
『
東
大
寺
献
物
帳
』
と

云
い
ま
す
が
、
通
称
で
②
『
種
々
薬
帳
』
と
申
し

て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
三
度
に
わ
た
っ
て
、
光
明
皇
后
は
天

皇
遺
愛
の
品
な
ど
を
東
大
寺
大
仏
に
献
上
し
て
い

ま
す
。

三
回
目
の
献
上
は
、
天
平
勝
宝
八
歳
七
月
二
十

六
日
で
、
欧
陽
詢
と
王
羲
之
の
書
が
書
か
れ
て
い

る
屛
風
や
花
氈
、
銀
薫
炉
な
ど
が
献
上
さ
れ
て
い

ま
す
。
さ
き
の
献
上
か
ら
漏
れ
た
も
の
が
な
お
宮

中
に
あ
り
ま
し
た
の
で
、
皇
后
は
都
下
の
十
八
ヶ

寺
に
も
天
皇
遺
愛
の
品
を
献
上
さ
れ
た
も
の
で

す
。
現
在
、
東
京
国
立
博
物
館
の
法
隆
寺
館
に
収

め
ら
れ
て
い
る
法
隆
寺
献
物
帳
に
よ
っ
て
、
十
八

ヶ
寺
に
献
上
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
出
来
ま
す
。
東

大
寺
に
献
上
さ
れ
た
文
書
は
『
東
大
寺
献
物
帳
』

と
い
い
ま
す
が
、
通
称
で
は
③
『
屛
風
花
氈
等

帳
』
と
い
い
ま
す
。

『
東
大
寺
献
物
帳
』
の
四
回
目
の
も
の
は
、
中

国
の
書
聖
王
羲
之
と
そ
の
子
の
王
献
之
が
一
紙
の

表
裏
に
書
し
た
も
の
を
献
上
し
た
も
の
で
、
天
平

宝
字
二
年
六
月
一
日
の
こ
と
で
し
た
。
通
称
で

は
、
④
『
大
小
王
真
跡
帳
』
と
云
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
願
文
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。

右
書
法
は
、
是
れ

世
（
代
々
）
の
伝
珍
、

先
帝
の
玩
好
の
も
の
が
篋
笥
に
残
っ
て
い
る

と
い
う
一
文
を
見
て
い
ま
す
と
、
実
は
皇
后
御
自

身
が
、
昔
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
て
、
涙
が
こ
ぼ

れ
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

『
東
大
寺
献
物
帳
』
の
五
回
目
の
も
の
は
、
藤

原
不
比
等
の
書
を
屛
風
に
仕
立
て
た
も
の
を
献
上

し
て
い
ま
す
。
通
称
、
⑤
『
藤
原
公
真
跡
屛
風

帳
』
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
文
書
の
中
に
、
献

上
し
た
屛
風
に
つ
い
て
、
光
明
皇
后
は

右
、
件
の
屛
風
は
、
是
れ
は
先
考
の
正
一
位

太
政
大
臣
藤
原
公
の
真
跡
で
す
。
妾
の
珍
材

は
此
れ
に
過
ぎ
る
も
の
は
な
い

と
述
べ
て
い
ま
す
。『
東
大
寺
献
物
帳
』
の
す
べ

モラロジー研究 No.71,2013



⑤『藤原公真跡屏風帳』

④『大小王真跡帳』

③『屏風花氈等帳』

②『種々薬帳』

①『国家珍宝帳』
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て
が
聖
武
天
皇
の
遺
愛
の
品
だ
け
で
は
な
く
、
光

明
皇
后
に
縁
の
も
の
も
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

は
っ
き
り
し
ま
す
。

以
上
、
五
通
の
『
東
大
寺
献
物
帳
』
に
東
大
寺

大
仏
に
献
上
さ
れ
た
品
目
を
書
き
上
げ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
が
東
大
寺
の
正
倉
に
納
め
ら
れ
た
の
で

す
。こ

れ
ま
で
触
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の
献
物

帳
に
は
、『
天
皇
御
璽
』
が
捺
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
印
は
内
印
と
い
っ
て
、
天
皇
が
発
せ
ら
れ
た

文
書
に
捺
さ
れ
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り
こ
の
印

は
、
誰
で
も
が
捺
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
光

明
皇
后
が
発
給
し
て
い
る
文
書
に
捺
印
し
て
い
る

の
で
す
。

光
明
皇
后
は
聖
武
天
皇
が
譲
位
し
た
後
、
そ
れ

ま
で
皇
后
の
世
話
を
し
て
い
た
皇
后
宮
職
と
い
う

役
所
を
発
展
的
に
解
消
し
て
紫
微
中
台
と
し
、
紫

微
中
台
が
内
印
の
管
理
を
し
、
ま
た
天
皇
の
こ
と

を
行
う
権
限
を
持
つ
こ
と
に
し
ま
し
た
。
し
た
が

っ
て
光
明
皇
后
が
『
東
大
寺
献
物
帳
』
を
作
成
し

た
と
き
、
皇
后
の
権
限
に
お
い
て
『
天
皇
御
璽
』

を
文
書
全
体
に
び
っ
し
り
と
捺
さ
れ
ま
し
た
。

最
初
の
①
『
国
家
珍
宝
帳
』
に
は
四
八
九
顆
の

印
が
捺
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
②
『
種
々
薬
帳
』
は

四
五
顆
、
③
『
屛
風
花
氈
等
帳
』
に
は
一
八
顆
、

④
『
大
小
王
真
跡
帳
』
に
は
一
七
顆
、
⑤
『
藤
原

公
真
跡
屛
風
帳
』
に
も
一
五
顆
の
印
が
捺
さ
れ
て

い
ま
す
。

つ
ま
り
こ
れ
ら
の
献
物
は
、
ま
さ
に
光
明
皇
后

（
当
時
は
皇
太
后
）
か
ら
の
献
上
で
あ
る
こ
と
が

確
認
出
来
ま
す
。
こ
れ
ら
の
文
書
の
末
尾
に
、
光

明
皇
太
后
の
紫
微
中
台
の
官
人
た
ち
が
署
名
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
伺
え
ま
す
。

二
、
東
大
寺
に
お
け
る
儀
式
関
係
用
品

正
倉
院
宝
物
の
中
に
は
、
東
大
寺
大
仏
の
開
眼

会
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
儀
式
関

係
用
品
も
宝
庫
に
収
め
て
い
ま
す
。
次
に
そ
れ
ら

の
儀
式
に
関
連
し
て
献
上
さ
れ
た
宝
物
を
整
理
し

ま
す
。

⑥
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
四
月
九
日
の
東

大
寺
大
仏
開
眼
会
に
関
連
の
宝
物
が
収
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
礼
服
櫃
木
牌
」（
北
倉

一
五
七
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
仏
の
開
眼
会

に
際
し
て
、
聖
武
天
皇
と
光
明
皇
后
が
着
用
せ
ら

れ
た
礼
服
を
収
め
て
い
た
櫃
に
付
け
ら
れ
て
い
た

木
牌
で
す
。

そ
の
木
牌
に

（
表
）「
納
礼
服
二
具

一
〔
太
〕

具
大
上
天
皇
╱
一
具

〔
太
〕

皇
大
后

第
三

」

（
裏
）「
天
平
勝
宝
四
年
四
月
九
日

第
三

」

と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
儀
式
に
使
わ
れ
た
も
の

と
、
そ
れ
が
何
時
行
わ
れ
た
の
か
を
木
牌
に
記
し

て
保
存
し
て
い
ま
す
。

宝
庫
に
は
右
と
同
様
の
年
月
日
を
記
し
た
も

の
、
つ
ま
り
開
眼
に
用
い
ら
れ
た
鏤
、
儀
式
の
場

を
飾
っ
た
幡
、
伎
楽
面
な
ど
か
な
り
の
宝
物
に
、

開
眼
会
当
日
の
日
付
け
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑦
天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
）
三
月
二
十
九
日

に
行
わ
れ
た
仁
王
会
に
関
係
す
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。
た
と
え
ば
、「
全
浅
香
」（
北
倉

四
一
）
に

付
属
の
牙
牌
に
は
、
金
字
で

（
表
）「
仁
王
会
献
廬
舎
那
仏
浅
香
壱
村
」

（
裏
）「
天
平
勝
宝
五
年
歳
次
癸
巳
三
月
二
十

九
日
」

と
記
し
て
い
ま
す
。

同
じ
年
月
日
を
記
し
た
も
の
が
ほ
か
に
も
あ
っ

て
、
そ
れ
ら
は
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
五
年
三

月
二
十
九
日
条
に
、
仁
王
会
を
行
わ
れ
た
が
、
飄

風
が
吹
き
、
一
部
は
延
期
し
て
行
う
こ
と
に
し
た

モラロジー研究 No.71,2013



と
記
し
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
日
に
用
い
ら
れ
た

仁
王
会
用
品
を
東
大
寺
に
納
め
て
い
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

⑧
天
平
勝
宝
六
年
（
七
五
四
）
五
月
三
日
に
行

わ
れ
大
弁
財
天
女
壇
法
と
い
う
法
要
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
宝
庫
に
残
る
｛
幡
垂
脚
残
闕
｝（
中
倉

二
〇
二

第
八
九
号
櫃
）
も
そ
の
一
つ
で
す
が
、

そ
の
脚
の
部
分
に

「
大
弁
財
天
女
堂
幡

長
九
尺
／
広
九
寸

東

大
寺

天
平
勝
宝
六
年
五
月
三
日
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ま
東
大
寺
に
伝
わ
る
弁

財
天
立
像
こ
そ
、
こ
の
儀
式
の
本
尊
で
す
。

⑨
天
平
勝
宝
七
歳
（
七
五
五
）
七
月
十
九
日
に

聖
武
天
皇
の
母
藤
原
宮
子
の
一
周
忌
の
用
品
が
収

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
日
の
儀
式
に
用
い
ら
れ

た
花
籠
（
南
倉

四
二
）
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、

籠
の
裏
に

「
中
宮
齋
会
花

天
平
勝
宝
七
歳
七
月
十
九
日

東

大

寺

」

と
記
す
も
の
が
あ
り
ま
す
。
天
平
勝
宝
七
年
七
月

十
九
日
は
中
宮
藤
原
宮
子
の
一
周
忌
に
当
た
り
ま

す
か
ら
、
そ
の
日
の
法
要
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で

す
。

天
平
勝
宝
八
歳
（
七
五
六
）
五
月
二
日
に
聖

武
天
皇
が
崩
御
さ
れ
ま
す
と
、
宮
中
で
は
急
ぎ
、

仏
事
に
用
い
る
た
め
の
様
々
な
も
の
を
準
備
し
て

い
ま
す
が
、
そ
の
日
、
そ
れ
ら
の
仏
事
用
品
な
ど

を
収
め
る
櫃
を
運
ぶ
た
め
に
帯
を
掛
け
た
も
の
が

残
っ
て
い
ま
す
（
南
倉

一
四
七
）。
そ
の
帯
の

形
か
ら
、
町
形
帯
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
。

「
東
大
寺

町
形
帯

天
平
勝
宝
八
歳
五
月
二

日
」

天
平
勝
宝
八
歳
（
七
五
六
）
五
月
十
九
日
に

聖
武
天
皇
の
葬
送
が
行
わ
れ
ま
し
た
。『
続
日
本

紀
』
に
は
、
葬
送
に
当
た
っ
て
、「
有
師
子
座
香

炉
、
天
子
座
金
輪

、
大
小
宝

、
香

、
花

、
蓋

」
が
整
え
ら
れ
た
よ
う
で
、
正
倉
院
に

は
、
そ
の
記
事
に
該
当
す
る
も
の
が
伝
わ
っ
て
い

ま
す
。
た
と
え
ば
「
緑

紐
」（
中
倉

二
〇
二

第
七
二
号
櫃
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

ま
す
。「

師
子
座
小

天
平
勝
宝
八
歳
五
月
十
九
日
納
東
大

寺
」

天
平
勝
宝
九
歳
（
七
五
七
）
五
月
二
日
は
聖

武
天
皇
の
一
周
忌
に
当
た
り
ま
す
が
、
そ
の
日
に

用
い
ら
れ
た
花
籠
（
南
倉

四
二
）
の
底
に
は
次

の
よ
う
な
墨
書
が
あ
り
ま
す
。

「

東
大
寺

天
平
勝
宝
九
歳
五
月
二
日
」

ま
た
道
場
幡
と
呼
ば
れ
る
幡
（
中
倉

二
〇
二

第
七
二
号
櫃
）
が
あ
り
ま
す
。

「
平
城
宮
御
宇

後
太
上
天
皇
御
周
忌
御
齋

道
場
幡

天
平
勝
宝
九
歳
歳
次
丁
酉
夏
五
月
二
日

己
酉

左
／
番

東
大
寺
」

と
記
す
幡
が
数
百
枚
あ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
ま

す
。三

、
宮
中
に
お
け
る
年
中
行
事
関
係
品

こ
れ
ま
で
宮
中
に
お
け
る
年
中
行
事
品
と
し
て

整
理
さ
れ
て
き
た
も
の
を
、
つ
ぎ
に
一
括
し
て
挙

げ
て
お
き
ま
す
。

（
ア
）
正
月
初
子
日
手
辛
鋤

（
イ
）
正
月
初
子
日
目
利
箒

（
ウ
）
正
月
初
卯
日
卯
杖

（
エ
）
七
月
十
五
日
盂
蘭
盆
会

（
オ
）
正
月
七
日
人
勝

（
カ
）
二
月
二
日
尺
の
献
上

（
キ
）
五
月
五
日

百
索
縷
軸

（
ク
）
七
月
七
日
七
夕
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年
中
行
事
関
係
品
と
し
て
整
理
し
ま
し
た
が
、

こ
の
う
ち
、
奈
良
・
平
安
時
代
に
引
き
続
き
行
わ

れ
て
い
ま
す
儀
式
は
（
ウ
・
エ
・
キ
・
ク
）
の
四

例
、
残
る
（
ア
・
イ
・
オ
・
カ
）
の
四
例
は
一
度

は
宮
中
で
行
わ
れ
た
事
が
確
認
出
来
ま
す
が
、
継

続
し
て
行
わ
れ
て
い
る
行
事
か
ど
う
か
問
題
が
あ

り
ま
す
。
簡
単
に
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
（
ア
）
で
す
が
、
中
国
の
年
中
行
事
関
係

書
『
荆
楚
歳
時
記
』
と
い
う
本
に
よ
り
ま
す
と
、

毎
年
年
始
の
子
の
日
に
、
楚
国
の
王
は
農
耕
儀
礼

と
し
て
自
ら
手
辛
鋤
を
も
っ
て
、
そ
の
年
の
豊
作

を
祈
念
す
る
行
事
を
行
う
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

後
の
中
国
の
歴
史
書
や
儀
式
関
係
の
記
事
を
見
ま

す
と
、
そ
の
儀
式
が
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
儀
式
の
様
式
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

同
じ
く
（
イ
）
の
正
月
初
子
の
日
に
目
利
箒
を

用
い
る
儀
式
は
、
や
は
り
前
出
の
書
物
に
よ
り
ま

す
と
、
王
妃
が
養
蚕
の
成
果
を
得
ら
れ
る
よ
う

に
、
自
ら
蚕
を
祀
り
、
養
蚕
室
を
掃
き
清
め
る
儀

式
を
行
う
こ
と
で
す
が
、
農
耕
儀
礼
と
同
じ
く
、

中
国
で
は
そ
の
後
の
歴
史
の
中
で
も
皇
后
が
そ
の

儀
式
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
云
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
日
本
で
も
皇
后
が
そ
の
儀
式
を
行

っ
て
い
る
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
（
ア
）
の

農
耕
儀
礼
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
宝
庫
に
あ

る
「
子
日
手
辛
鋤
二
口
」（
南
倉

七
九
）
に
は
、

「
東
大
寺

子
日
献
／
天
平
宝
字
二
年
正
月
」

と
銘
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
天
平
宝
字

二
年
正
月
子
の
日
に
、
日
本
で
も
宮
中
で
農
耕
儀

礼
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
し
か
し
こ
の
儀
式
の
こ
と
は
、
こ
の
年
の
前

後
に
は
見
え
ま
せ
ん
。

イ
）
同
日
に
、
養
蚕
奨
励
の
儀
式
も
日
本
で

行
わ
れ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
宝
庫
に
「
子
日
目
利

箒
弐
枚
」（
南
倉

七
五
）
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
に
関
連
す
る
宝
物

に
、
た
と
え
ば
「
緑
紗
几
覆
壱
条
」（
南
倉

七

七
）
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は

「
子
日
目
利
箒
机
覆

天
平
宝
字
二
年
正
月
」

と
記
し
て
い
ま
す
。
や
は
り
こ
の
儀
式
も
こ
の
年

に
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
ま
す
。

そ
の
こ
と
は
、『
万
葉
集
』
に
も
天
平
宝
字
二

年
正
月
七
日
、
大
伴
家
持
が
宮
中
に
お
い
て
行
わ

れ
た
養
蚕
奨
励
の
儀
式
を
詠
ん
だ
歌
が
伝
わ
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
証
明
で
き
ま
す
。

し
か
し
目
利
箒
の
こ
と
は
、
こ
の
年
だ
け
で
、

前
後
の
時
代
に
養
蚕
奨
励
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
と

い
う
例
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
こ
の
儀
式
は
皇

后
が
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
当
時
、
天

皇
は
女
帝
で
す
の
で
、
皇
后
は
居
り
ま
せ
ん
。
し

た
が
っ
て
誰
が
こ
の
行
事
を
主
催
し
て
い
た
の
か

が
問
題
に
な
り
ま
す
。

ま
だ
未
確
定
の
部
分
は
多
い
の
で
す
が
、
農
耕

儀
礼
も
含
め
て
、
時
の
権
力
者
で
中
国
の
文
化
な

ど
に
傾
倒
し
て
い
た
藤
原
仲
麻
呂
が
導
入
し
た
儀

式
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
し
た
が
っ
て
仲
麻
呂
が
権
力
を
掌
握
す
る

ま
で
、
こ
の
儀
式
が
宮
中
で
行
わ
れ
た
形
跡
は
な

く
、
ま
も
な
く
仲
麻
呂
が
失
脚
し
ま
し
た
後
、
こ

の
よ
う
な
儀
式
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
こ

と
は
も
う
少
し
考
え
な
い
と
い
け
な
い
と
思
わ
れ

ま
す
が
、
少
な
く
と
も
天
平
宝
字
二
年
正
月
初
子

の
日
、
つ
ま
り
三
日
に
こ
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
こ

と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

ウ
）
は
正
月
最
初
の
卯
の
日
に
、
悪
霊
等
を

払
う
儀
式
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、
宝
庫
に
は
、

「
卯
日
御
杖
机

天
平
宝
字
二
年
正
月
」

と
記
す
『
卯
日
御
杖
机
』（
中
倉

二
〇
二
）
が

伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
卯
杖
の
こ
と
は
、

『
日
本
書
紀
』
に
も
見
え
て
い
ま
す
し
、
平
安
時

代
に
お
い
て
も
、『
延
喜
式
』
と
い
う
法
令
の
施
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行
細
則
と
云
わ
れ
る
規
定
や
、『
枕
草
子
』
に
も

引
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
引
き
続
き
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

エ
）
七
月
十
五
日
盂
蘭
盆
会
は
今
日
で
も
行

わ
れ
て
い
る
仏
教
儀
式
の
一
つ
で
す
。
特
に
説
明

を
要
し
ま
せ
ん
。

オ
）
正
月
七
日
人
勝
の
節
は
特
殊
な
も
の
で

す
。
正
月
の
元
日
か
ら
八
日
ま
で
を
鶏
・
狗
・

羊
・
猪
・
牛
・
馬
・
人
・
穀
に
割
り
振
っ
て
い
る

そ
う
で
す
。
七
日
が
人
間
の
た
め
の
日
で
、
無
病

息
災
を
祈
念
す
る
日
だ
そ
う
で
す
。『
荆
楚
歳
時

記
』
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
の
日
、
人
々
は
色
絹
や

金
箔
を
人
形
や
動
物
の
形
に
裁
断
し
た
も
の
を
屛

風
な
ど
に
貼
っ
て
、
あ
る
い
は
頭
髪
に
頂
い
て
髪

飾
り
と
し
た
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
を
人
勝
と
呼
ん

で
い
ま
す
が
、
正
倉
院
宝
物
に
「
人
勝
残
欠
雑

張
」（
北
倉

一
五
六
）
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
平
安
時
代
の
宝
物
の
点
検
記
録
に
、
天

平
寳
字
元
年
閏
八
月
二
十
四
日
の
献
物
と
見
え
て

い
ま
す
か
ら
、（
ア
・
イ
）
よ
り
も
少
し
前
に
宝

庫
に
献
上
さ
れ
た
も
の
で
す
。
し
か
し
以
後
の
記

録
に
、
人
勝
の
事
が
見
え
な
い
の
は
、
こ
の
時
期

に
の
み
宮
中
で
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

カ
）
二
月
二
日
、
こ
の
日
、
天
皇
に
物
差
し

の
献
上
が
行
わ
れ
た
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
私
は
そ
の
解
釈
は
成
り
立
た
な
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

ま
ず
正
倉
院
に
伝
わ
る
物
差
し
で
す
が
、
象
牙

や
斑
犀
な
ど
を
使
っ
て
作
っ
た
も
の
が
あ
り
ま

す
。
た
と
え
ば
『
紅
牙
撥
鏤
尺
』（
北
倉

一

三
）、『
緑
牙
撥
鏤
尺
』（
北
倉

一
四
）
な
ど
で

す
。
象
牙
を
染
料
に
染
め
て
、
そ
れ
に
鋭
利
な
金

属
製
の
先
端
が
尖
っ
た
も
の
で
、
動
物
・
植
物
な

ど
の
模
様
を
刻
彫
し
て
い
る
も
の
で
す
。
大
変
に

美
麗
で
す
。
し
か
し
注
目
し
た
い
の
は
、
宝
庫
の

物
差
し
を
調
査
す
る
と
、
原
則
一
尺
と
は
い
う
も

の
の
、
必
ず
し
も
一
尺
、
つ
ま
り
当
時
の
一
尺
は

二
九
・
七
セ
ン
チ
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
キ
チ

ン
と
し
た
一
尺
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
確
か
に
規
定

通
り
一
尺
、
二
九
・
七
セ
ン
チ
の
も
の
も
あ
り
ま

す
が
、
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
す
。
し
た

が
っ
て
こ
れ
ら
は
実
用
品
で
は
な
く
、
儀
式
用
品

と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
国
で
は
唐
代
に
中
尚
署

と
い
う
役
所
か
ら
二
月
二
日
に
皇
帝
に
物
差
し
が

献
上
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
日
本
の
法
律
で
は
、

そ
の
よ
う
な
規
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
の
律
令
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
の
日
は
京
内

に
お
い
て
は
、
大
蔵
省
に
お
い
て
、
地
方
に
あ
っ

て
は
国
司
の
も
と
で
、
度
量
衡
の
点
検
を
行
う
と

規
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
日
は
、
春
分
に
当
た
り

ま
す
の
で
、
昼
夜
の
長
さ
が
同
じ
で
あ
る
と
云
う

こ
と
か
ら
、
度
量
衡
の
点
検
が
行
わ
れ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
昼
夜
の
長
さ
が
一
定
と
云
う
こ
と

は
、
秋
分
の
日
も
同
じ
で
す
が
、
中
国
の
規
定
に

よ
り
ま
す
と
、
秋
分
の
日
に
度
量
衡
の
点
検
が
行

わ
れ
て
い
た
の
で
す
。
日
本
で
は
春
分
に
点
検
を

行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
秋
分
の
点
検
は
規
定
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
日
本
で
は
天
皇
に
物
差

し
を
献
上
す
る
と
い
う
儀
式
は
な
か
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

キ
）
五
月
五
日
に
関
係
あ
る
も
の
に
「
百
索

鏤
軸
一
枚
」（
北
倉

一
九
）
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
す
。

古
く
中
国
で
は
、
延
命
鏤
と
か
長
命
鏤
、
あ
る

い
は
色
糸
を
も
っ
て
百
索
を
作
り
、
腕
に
か
け
た

り
す
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
で
魔
除
け

に
な
る
ら
し
い
の
で
す
。
百
索
と
は
沢
山
の
糸
を

巻
き
付
け
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
ら
、
実
際

に
は
、
色
糸
を
百
回
と
は
行
か
な
い
ま
で
も
、
何

度
も
色
糸
を
重
ね
て
巻
き
付
け
て
い
ま
す
。
別
の

名
前
か
ら
も
伺
え
る
よ
う
に
、
健
康
・
長
寿
を
願

正倉院宝物の魅力



う
も
の
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
平
安
時

代
以
降
も
五
月
五
日
の
節
と
し
て
、
ひ
ろ
く
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

ク
）
七
月
七
日
に
関
係
す
る
行
事
と
し
て
、

古
来
、
乞
巧
奠
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
中

国
の
『
荆
楚
歳
時
記
』
に
よ
り
ま
す
と
、
七
日
の

夕
べ
、
女
性
は
色
糸
を
七
孔
針
に
通
し
、
あ
る
い

は
金
・
銀
・
鍮
石
を
以
て
針
を
作
り
、
こ
れ
ら
を

織
姫
に
供
え
て
技
術
の
向
上
を
祈
願
す
る
も
の
だ

と
云
い
ま
す
。
実
際
に
正
倉
院
に
は
、
銀
・
銅
・

鉄
の
針
が
合
わ
せ
て
七
針
（
南
倉

八
四
）
伝
わ

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
針
の
長
さ
を
見
る

と
、
三
三
〜
三
四
セ
ン
チ
も
有
り
、
と
て
も
実
用

品
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
儀

は
、
そ
の
後
も
長
く
宮
廷
の
内
外
で
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

以
上
、
見
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、（
ア
）
〜

（
ク
）
の
年
中
行
事
関
係
の
用
品
は
宮
中
か
ら
献

上
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
し
か
し
（
ア
・

イ
・
オ
・
カ
）
は
必
ず
し
も
恒
常
的
に
献
上
さ
れ

た
の
で
は
な
く
、
天
平
宝
字
元
年
か
ら
二
年
間
の

極
く
限
ら
れ
た
時
期
に
行
わ
れ
た
も
の
、（
ウ
・

エ
・
キ
・
ク
）
は
そ
れ
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た

行
事
で
、
そ
の
後
も
広
く
宮
廷
の
内
外
で
行
わ
れ

て
い
た
も
の
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
が
宝
庫

に
献
上
さ
れ
た
の
で
す
。

四
、
天
皇
・
皇
后
の
側
近
奉
仕
者
の
献
上
品

正
倉
院
宝
物
の
中
に
は
、
聖
武
天
皇
・
光
明
皇

后
御
自
身
に
縁
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
側
近
奉

仕
者
か
ら
の
献
上
品
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
す
。

宝
物
の
中
に
は
、
木
札
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

ら
は
献
上
さ
れ
た
宝
物
に
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
か

ら
判
明
し
ま
す
。

た
と
え
ば
『
献
物
牌
』
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い

る
も
の
が
何
点
か
あ
り
ま
す
。

①
「
藤
原
朝
臣
袁
比
」「
良
売
献
舎
那
仏
」

②
「
橘
夫
人
」

③
「
藤
原
朝
臣
百
能
」

④
「
尼
信
勝
」

⑤
「
尼
善
光
」（
以
上
、
中
倉

六
六
）

ま
た
別
の
箇
所
に
も
、

⑥
「
従
三
位

藤
原
朝
／
臣
吉
日
」

⑦
「
橘
少
夫
人
」（
以
上
、
中
倉

一
〇
八
）

さ
ら
に

⑧
「
藤
原
朝
臣
久
米
」「
刀
自
売
献
舎
那
仏
」

（
中
倉

一
二
一
）

⑨
「
橘
夫
人
奉
物
」（
犀
角
把
白
銀
葛
形
鞘

珠
玉
莊
刀
子
に
付
着
の
木
牌
、
中
倉

一
三

二
）

な
ど
の
木
牌
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
ほ
か
に
も
側
近

者
た
ち
か
ら
献
上
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ

こ
で
は
献
上
の
年
月
日
が
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
大
仏
開
眼
会
の
時
か
聖
武
天
皇
の
七
七
忌
に

献
上
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

五
、
東
大
寺
の
子
院
に
伝
わ
っ
て
い
た
什
器
類

正
倉
院
の
南
倉
に
収
蔵
の
宝
物
を
見
て
い
ま
す

と
、
宝
物
の
底
裏
板
な
ど
に
、
東
大
寺
の
子
院
の

名
や
塔
名
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば

「
東
小
塔
」（「
蘇
芳
地
金
銀
繪
箱
」
の
裏

中
倉

一
五
二
）

「
東
塔
」（「
黄
楊
木
金
銀
繪
箱
」
の
裏

中

倉

一
五
四
）

「
千
手
堂
」（「
粉
地
彩
絵
几
」
の
背

中
倉

一
七
七
）

「
戒
壇
堂
」（「
刻
彫
梧
桐
金
銀
繪
花
形
合
子
」

南
倉

三
六
）

「

索
堂
」（「
檜
和
琴
残
闕
」
の
裏
板

南

倉

一
八
七
）

の
よ
う
な
例
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
東
大
寺
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で
は
よ
く
知
ら
れ
た
建
物
で
す
が
、
す
で
に
存
在

し
な
い
建
物
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
戒
壇
堂
と
は

鑑
真
さ
ん
に
縁
の
あ
る
施
設
で
す
し
、

索
堂
は

三
月
堂
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
物
の
す
べ
て
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん

が
、
東
大
寺
の
子
院
に
あ
り
ま
し
た
什
器
類
が
延

喜
二
十
年
に
、
東
大
寺
の

索
院
の
双
倉
に
集
め

ら
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
三
十
年
後
に
、
さ
ら
に

同
倉
が
雨
漏
り
し
始
め
た
こ
と
か
ら
、
現
在
南
倉

と
云
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
移
し
替
え
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
い
く
つ
か
の
堂
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る

の
は
、
そ
の
よ
う
な
移
動
に
由
来
す
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

六
、
造
東
大
寺
関
係
の
宝
物

東
大
寺
の
造
営
を
担
当
し
た
役
所
が
造
東
大
寺

司
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
様
々
な
製
品
が

作
ら
れ
た
り
、
製
品
を
作
る
た
め
の
監
督
官
庁
と

し
て
役
割
を
担
う
一
つ
の
役
所
が
造
東
大
寺
司
で

す
が
、
そ
の
監
督
下
に
あ
っ
て
作
ら
れ
よ
う
と
し

た
材
料
や
未
完
成
の
も
の
な
ど
が
宝
庫
に
収
め
ら

れ
て
い
ま
す
の
は
、
造
東
大
寺
司
の
存
在
が
あ
っ

て
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
沢
山
の
ガ
ラ
ス
製
品
や

原
料
な
ど
は
、
も
と
も
と
造
東
大
寺
司
の
管
理
下

に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

曲
玉
一
〇
連
二
九
一
箇
（
中
倉

一
七
九
）

露
玉
一
五
〇
〇
箇
（
中
倉

一
八
〇
）

雑
色
瑠
璃
一
二
連
二
四
〇
八
枚
（
中
倉

一

八
二
）

こ
の
ほ
か
大
量
の
ガ
ラ
ス
製
品
が
整
理
さ
れ
て

い
る
。

七
、
写
経
所
関
係
の
文
書
記
録

正
倉
院
文
書
と
い
え
ば
、
戸
籍
・
計
帳
、
あ
る

い
は
正
税
帳
や
郡
稲
帳
な
ど
、
古
代
の
家
族
や
地

方
財
政
の
在
り
方
を
考
え
さ
せ
る
文
書
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
完
全
な
形
で
残
っ
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
よ
り
も
家

族
の
実
態
に
し
ろ
地
方
財
政
に
し
ろ
、
こ
れ
ら
の

文
書
は
断
片
的
に
し
か
伝
わ
っ
て
居
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
断
片
的
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
文
書
に
よ

っ
て
、
古
代
国
家
の
在
り
方
が
か
な
り
具
体
的
に

な
っ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の

よ
う
な
断
片
的
と
い
っ
た
文
書
が
残
っ
て
い
た
の

は
、
あ
る
意
味
で
偶
然
的
と
い
え
ま
す
が
、
こ
れ

ら
戸
籍
・
計
帳
・
正
税
帳
な
ど
の
文
書
は
、
実
は

反
故
と
し
て
処
分
さ
れ
た
も
の
で
す
。
し
か
し
処

分
さ
れ
た
の
は
裁
断
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
に
は
皇
后
宮
職
の
写
経

所
な
ど
に
払
い
下
げ
ら
れ
、
写
経
所
で
は
も
と
の

文
書
の
裏
の
未
使
用
の
箇
所
を
利
用
し
て
、
お
経

の
貸
し
借
り
、
お
経
の
巻
数
、
経
巻
の
書
写
方

法
、
担
当
者
、
食
糧
の
支
給
、
筆
・
紙
・
墨
な
ど

の
必
需
品
の
請
求
等
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
こ
と
を
記
録
し
た
文
書
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
江
戸
時
代
末
に
、
穂
井
田
忠
友
と
い

う
方
が
、
そ
れ
ら
写
経
所
で
使
わ
れ
て
い
た
文
書

の
裏
の
記
載
に
注
目
さ
れ
ま
し
た
。
裏
の
記
載
と

い
い
ま
し
た
が
、
実
際
は
本
来
の
物
で
す
か
ら
、

こ
ち
ら
が
表
で
す
。
そ
の
表
の
文
書
が
反
故
と
な

っ
て
、
写
経
所
な
ど
で
裏
の
白
紙
部
分
が
利
用
さ

れ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
表
の
文
書
を
も
と
の
形
に
復
元
す
る

こ
と
が
江
戸
時
代
末
の
穂
井
田
忠
友
に
よ
っ
て
、

一
部
で
は
あ
る
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
復
元
が

古
代
社
会
の
研
究
を
大
き
く
進
め
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
反
故
と
し
て
払

い
下
げ
を
受
け
た
写
経
所
に
お
い
て
も
、
ど
の
よ

う
な
経
典
が
、
い
つ
、
何
処
で
写
さ
れ
た
の
か
、

そ
の
意
味
は
何
か
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
り
、
そ

れ
は
単
に
写
経
の
方
法
だ
け
で
は
な
く
、
写
経
を
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命
じ
た
人
、
組
織
、
組
織
の
運
営
方
法
な
ど
が
明

ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

八
、
東
大
寺
に
伝
来
の
経
典

東
大
寺
に
伝
わ
る
経
巻
は
、
二
種
類
に
分
け
ら

れ
ま
す
。

ま
ず
そ
の
一
は
、
江
戸
時
代
ま
で
宝
庫
に
伝
わ

っ
て
い
る
も
の
で
す
。
実
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
あ

り
ま
せ
ん
。
実
際
に
使
わ
れ
る
経
巻
を
倉
庫
に
納

め
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
あ
り
得
な
い
と
思
わ
れ

ま
す
が
、「
梵
網
経
一
巻
」（
中
倉

三
四
）
が
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。「
檜
金
銀
繪
経
筒
一
合
」
に
収

め
ら
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
経
筒
と
と
も
に
保
管

さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

そ
の
二
は
、
聖
語
蔵
の
経
巻
で
す
。
こ
の
経
巻

は
全
体
で
四
九
五
〇
巻
ば
か
り
あ
り
ま
す
が
、
こ

の
経
巻
が
正
倉
院
に
収
め
ら
れ
た
の
は
明
治
時
代

に
入
っ
て
か
ら
で
す
。
東
大
寺
の
尊
勝
院
に
伝
わ

っ
て
い
た
経
巻
を
、
そ
れ
を
収
め
て
い
た
倉
と
と

も
に
明
治
二
十
七
年
に
宮
内
省
に
献
上
に
な
り
ま

し
た
。
宮
内
省
は
尊
勝
院
に
あ
っ
た
倉
を
正
倉
院

に
移
築
し
ま
し
た
。
現
在
も
正
倉
院
の
一
郭
に
そ

の
倉
は
存
在
し
ま
す
。
た
だ
現
在
、
そ
の
倉
の
中

に
収
め
ら
れ
て
い
た
経
巻
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

造
り
の
東
宝
庫
に
収
納
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
経
典
は
、
光
明
皇
后
が
御
自
身
の
父
母
の
冥
福

を
祈
っ
て
書
写
さ
せ
た
一
切
経
の
か
な
り
の
部
分

が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
天
平
十
二
年
五
月
一
日
経

と
呼
ば
れ
る
経
巻
が
そ
れ
で
す
が
、
そ
の
後
も
、

孝
謙
天
皇
（
称
徳
天
皇
）
が
写
さ
せ
た
経
巻
、
神

護
景
雲
経
と
呼
ば
れ
る
経
巻
も
伝
わ
っ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
中
国
の
隋
や
唐
の
時
代
の
経
巻
も
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。

九
、
正
倉
院
の
北
・
中
・
南
の
倉

正
倉
院
の
一
郭
に
奈
良
時
代
に
建
て
ら
れ
た
倉

庫
は
、
今
、
た
だ
一
棟
の
み
し
か
残
っ
て
い
ま
せ

ん
。
そ
の
よ
う
に
申
し
ま
す
と
、
も
と
は
い
く
つ

あ
っ
た
の
か
と
問
わ
れ
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
確

か
な
と
こ
ろ
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
十
棟
近

く
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
何

度
か
の
火
災
に
遭
っ
て
、
今
に
残
る
の
は
た
だ
一

棟
だ
け
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
倉
は
「
奇
蹟
の

倉
」
と
勝
手
に
呼
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
倉
は
、
南
北
に
長
く
、
そ
の
内
部
は
三
室

に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
倉
全
体
を
見
ま
す
と
、
南

北
三
三
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
一
四
メ
ー
ト
ル
、
奥
行

き
九
・
四
メ
ー
ト
ル
、
床
下
の
高
さ
二
・
七
メ
ー

ト
ル
と
な
り
ま
す
。
ま
た
三
室
は
ほ
ぼ
こ
の
倉
に

宝
物
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
前
に
申
し
ま
し

た
光
明
皇
后
が
東
大
寺
に
献
上
し
た
も
の
が
す
べ

て
北
倉
に
収
め
ら
れ
ま
し
た
。
南
の
倉
に
は
、
東

大
寺
で
の
儀
式
関
係
品
や
東
大
寺
の
子
院
に
伝
わ

っ
て
い
た
も
の
が
収
め
ら
れ
、
中
倉
に
は
、
南
倉

に
入
り
き
れ
な
い
物
や
造
東
大
寺
司
関
係
の
物
が

収
め
ら
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
こ
の
三
室
は
、
北
倉
と
南
倉
は
校
木

を
組
み
合
わ
し
た
校
倉
造
り
、
中
倉
は
板
倉
で

す
。
と
こ
ろ
で
か
つ
て
正
倉
院
の
校
倉
造
り
は
、

宝
物
の
保
存
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
総
檜
造
り
の
校
倉

は
、
湿
度
の
調
節
機
能
を
持
っ
て
い
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
に
改
め
て
述
べ
ま

す
。江

戸
時
代
に
藤
貞
幹
と
い
う
学
者
が
提
唱
し
た

説
に
よ
り
ま
す
と
、
校
倉
は
、
雨
が
降
り
ま
す
と

校
木
が
湿
気
を
吸
収
し
て
膨
張
し
、
晴
れ
に
な
る

と
吸
収
し
て
い
た
湿
気
を
吐
き
出
し
て
元
の
姿
に

縮
小
す
る
と
い
う
役
割
を
持
っ
て
い
た
と
い
わ

れ
、
こ
の
説
は
明
治
時
代
の
建
築
史
家
に
も
賛
同

す
る
人
が
現
れ
、
定
説
と
な
っ
て
教
科
書
に
も
広
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く
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
木
が
湿
気
を
吸
収
し
、
ま
た
乾
燥
す
る

と
と
も
に
そ
の
湿
気
を
吐
き
出
し
て
い
く
こ
と
は

当
然
で
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
木
が
膨
張
し
て
外

部
の
湿
気
の
侵
入
を
阻
止
し
、
木
が
縮
小
す
る
こ

と
で
室
内
に
籠
も
っ
て
い
る
湿
気
を
排
出
す
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
確
か
に
論
理
的
に
い
え
ば
、

あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
実
際
に

樹
木
が
水
分
を
含
み
、
ま
た
外
部
に
排
出
す
る
こ

と
は
有
り
う
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
宝
物
を

保
存
す
る
意
味
で
の
木
の
膨
張
・
縮
小
は
あ
り
得

ま
せ
ん
。
木
が
膨
張
・
縮
小
す
る
こ
と
が
あ
る
と

す
る
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
校
倉
自
体
に
損
傷

を
与
え
か
ね
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

昭
和
二
十
四
年
か
ら
数
年
間
、
宝
庫
の
環
境
調

査
と
い
い
ま
す
か
、
宝
庫
の
中
に
温
湿
度
計
を
置

い
て
、
庫
内
の
空
気
の
変
化
を
見
て
み
ま
し
た
。

そ
う
し
ま
し
た
ら
、
庫
内
の
湿
度
は
、
外
部
の
湿

度
よ
り
も
数
時
間
遅
れ
て
い
る
も
の
の
、
結
果
と

し
て
は
外
気
と
同
じ
よ
う
な
状
況
に
な
る
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
検
査
に
合
わ
せ
て
、
奈
良
時

代
以
来
の
宝
物
収
納
の
容
器
で
あ
る
唐
櫃
の
中
の

温
湿
度
の
調
査
を
致
し
ま
し
た
。
奈
良
時
代
の
宝

物
容
器
は
、
杉
材
が
ほ
と
ん
ど
で
、
容
器
も
ま
た

被
せ
蓋
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
密
封
性
は
か
な

り
高
い
と
は
想
像
し
て
い
ま
し
た
が
、
予
想
通

り
、
唐
櫃
内
の
湿
度
は
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
一

年
間
を
通
じ
て
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
こ
と

が
確
認
出
来
ま
し
た
。
何
か
の
都
合
で
、
蓋
を
開

け
ま
す
と
、
忽
ち
外
気
と
同
じ
に
な
り
、
蓋
を
閉

め
て
暫
く
す
る
と
、
ま
た
も
と
の
湿
度
に
戻
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
調
査
で
分
か
り
ま
し
た
の
は
、
宝
物
の
保

存
管
理
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
唐
櫃

の
中
に
宝
物
を
収
め
て
い
た
か
ら
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
キ
チ
ン
と
被
せ
蓋
を
し
て
い
ま
す
と
、
空

気
が
入
り
ま
せ
ん
か
ら
、
風
は
な
く
、
光
も
あ
り

ま
せ
ん
。
宝
物
の
保
存
に
こ
れ
以
上
の
も
の
は
な

い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

第
二
章

正
倉
院
宝
物
の
曝
涼
点
検
の

記
録

正
倉
院
宝
物
の
保
存
が
、
唐
櫃
に
負
う
と
こ
ろ

が
大
で
あ
る
こ
と
は
分
か
り
ま
し
た
が
、
古
代
か

ら
宝
庫
の
管
理
に
当
た
る
人
は
た
だ
宝
物
を
唐
櫃

に
入
れ
て
お
け
ば
そ
れ
で
良
い
と
考
え
て
い
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
、
曝
涼
点
検
文
書

現
在
、
五
通
の
曝
涼
点
検
文
書
が
伝
わ
っ
て
い

ま
す
。
曝
涼
と
は
、
虫
干
し
や
風
を
通
す
こ
と
で

す
。
ま
た
点
検
は
奈
良
時
代
後
半
か
ら
、
平
安
時

代
の
初
期
に
か
け
て
、
庫
外
に
流
失
し
紛
失
し
た

物
が
ど
れ
く
ら
い
か
、
つ
ま
り
何
が
ど
の
よ
う
な

状
態
で
残
っ
て
い
る
の
か
を
点
検
し
ま
し
た
。

そ
の
文
書
は
、
次
の
五
通
で
す
。

①
延
暦
六
年
（
七
八
七
）
六
月
二
十
六
日
曝

涼
使
解
（
北
倉

一
六
二
）

②
延
暦
十
二
年
（
七
九
三
）
六
月
十
一
日
曝

涼
使
解
（
北
倉

一
六
三
）

③
弘
仁
二
年
（
八
一
一
）
九
月
二
十
五
日
勘

物
使
解
（
北
倉

一
六
四
）

④
斉
衡
三
年
六
月
二
十
五
日
雑
財
物
実
録
帳

（
北
倉

一
六
五
）

⑤
礼
冠
礼
服
目
録
断
簡
（
北
倉

一
六
六
）

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
の
は
煩
雑
に
な
り

ま
す
か
ら
、
纏
め
て
申
し
ま
す
が
、
先
ほ
ど
五
通

の
曝
涼
関
係
文
書
と
申
し
ま
し
た
が
、
実
は
⑤
の

文
書
は
タ
イ
ト
ル
ど
お
り
断
簡
で
、
も
と
は
④
の

一
部
分
で
し
た
が
、
何
か
の
都
合
で
④
か
ら
は
が
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れ
て
、
長
ら
く
所
属
不
明
で
し
た
が
、
今
は
④
の

一
部
と
い
う
こ
と
が
確
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

曝
涼
点
検
文
書
は
四
通
と
な
り
ま
す
。

さ
て
こ
れ
ら
が
何
時
、
何
を
基
準
に
し
て
点
検

が
行
わ
れ
た
の
か
は
ま
だ
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
六
年
ご
と
の
点
検
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の

か
も
分
か
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
文
書
に
よ
っ
て
、
宝
物
の
出
蔵
や
紛

失
の
経
過
が
確
認
出
来
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
次

の
文
書
と
合
わ
せ
検
討
す
る
こ
と
で
、
出
蔵
な
ど

の
実
態
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

二
、
出
納
・
還
納
文
書

宝
物
の
曝
涼
点
検
の
記
録
に
よ
っ
て
、
ど
の
宝

物
が
出
蔵
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来

ま
す
が
、
次
に
掲
げ
る
文
書
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に

詳
し
い
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
と
と
も
に
、
曝
涼

点
検
文
書
に
見
え
な
い
時
期
の
記
録
も
伝
わ
っ
て

い
ま
す
の
で
、
よ
り
具
体
的
に
宝
物
の
出
蔵
や
還

納
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
文

書
は
つ
ぎ
の
通
り
で
す
。

⑥
雑
物
出
入
継
文
（
北
倉

一
六
七
）

⑦
沙
金
桂
心
請
文
（
北
倉

一
六
八
）

⑧
出
蔵
帳
（
北
倉

一
六
九
）

⑨
出
入
帳
（
北
倉

一
七
〇
）

王
羲
之
書
法
返
納
文
書
（
北
倉

一
七

一
）

雑
物
出
入
帳
（
北
倉

一
七
二
）

御
物
納
目
散
帳
（
北
倉

一
七
三
）

一
例
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。『
国
家
珍
宝
帳
』

に
よ
り
ま
す
と
、「
除
物
」
の
付
箋
が
付
さ
れ
た

も
の
が
七
箇
所
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
七
点
の
宝
物

が
「
除
物
」
と
記
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。「
除
物
」

と
は
、
こ
の
際
は
、『
国
家
珍
宝
帳
』
に
基
づ
い

て
、
東
大
寺
大
仏
に
献
上
さ
れ
た
も
の
で
、
献
上

の
趣
旨
に
従
っ
て
い
る
物
で
す
。
ま
さ
か
そ
れ
ら

に
「
除
物
」
の
付
箋
が
付
い
て
い
る
と
は
、
驚
き

で
す
。
だ
が
何
時
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、「
除
物
」

と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
が
分
か
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
と
こ
ろ
が
⑨
「
出
入
帳
」
を
見
て
い
ま

す
と
、
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
十
二
月
二
十

六
日
に
陰
陽
の
宝
剣
な
ど
が
宝
庫
か
ら
取
り
出
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
品
々
が
『
国
家
珍
宝
帳
』
で

は
「
徐
物
」
の
付
箋
を
付
し
て
い
ま
す
。
し
か
し

当
初
、
付
箋
を
付
し
た
時
期
を
明
ら
か
に
し
て
い

ま
せ
ん
が
、
⑨
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
り
、
誰
が

出
蔵
を
命
じ
た
か
も
明
確
に
な
り
ま
し
た
。

ほ
か
に
も
宝
物
の
出
蔵
の
時
期
や
、
ど
の
よ
う

な
目
的
で
出
蔵
し
た
か
な
ど
明
ら
か
に
な
っ
た
物

が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

三
、
宝
庫
開
検
目
録

奈
良
時
代
に
、
大
仏
開
眼
か
ら
間
も
な
く
東
大

寺
の
正
倉
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
、
大
仏
開

眼
会
か
ら
三
年
ぐ
ら
い
後
の
天
平
勝
宝
七
年
頃

に
、
校
倉
の
建
設
が
行
わ
れ
た
と
考
え
て
い
ま

す
。
爾
来
、
宝
庫
は
何
度
か
修
理
さ
れ
た
り
し
な

が
ら
、
今
日
ま
で
存
続
し
て
き
た
の
は
、
度
々
の

修
理
と
宝
庫
の
点
検
に
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

つ
ぎ
に
掲
げ
た
の
は
、
宝
物
の
点
検
記
録
で
も

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
宝
庫
の
点
検
・
修
理
に
も

関
わ
る
も
の
で
す
。

永
久
五
年
（
一
一
一
七
）
八
月
七
日
綱
封

蔵
現
在
納
物
勘
検
注
文

建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
八
月
二
十
三
日

東
大
寺
勅
封
蔵
開
検
目
録

寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
閏
七
月
二
十
三

日
東
大
寺
勅
封
蔵
重
宝
目
録

弘
安
十
一
年
（
一
二
八
八
）
八
月
七
日
綱

封
蔵
現
在
納
物
勘
検
注
文

慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
十
一
月
十
三

東
大
寺
三
蔵
御
宝
物
改
之
帳
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寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
三
蔵
宝
物
目
録

元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
東
大
寺
正
倉
院

開
封
紀

天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
正
倉
院
御
宝
物

目
録

右
の
年
度
に
宝
庫
を
開
扉
し
て
、
宝
物
の
点
検

を
行
う
一
方
で
、
宝
庫
の
修
理
を
図
っ
た
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
煩

雑
に
な
る
の
で
省
略
し
ま
す
が
、
平
安
時
代
の
点

検
記
録
の
場
合
に
は
、
北
倉
に
収
納
の
宝
物
が
対

象
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
平
安
時
代
末
の

の
文
書
か
ら
分
か
り
ま
す
よ
う
に
、
中
倉
や
南

倉
に
収
納
の
宝
物
の
点
検
も
行
わ
れ
て
お
り
、
正

倉
院
宝
物
が
全
体
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
あ
る
か
が
分

か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
煩
雑
に
な
り
ま
す

の
で
、
こ
の
よ
う
な
点
検
文
書
が
あ
る
こ
と
だ
け

指
摘
し
て
お
き
ま
す
。

四
、
宝
庫
開
検
目
録

そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
宝
庫
の
開
検

目
録
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
今
、
分
か
っ
て

い
る
だ
け
で
も
、
こ
の
開
検
目
録
で
は
、
平
安
末

か
ら
鎌
倉
・
室
町
・
江
戸
と
い
う
ふ
う
に
点
検
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
も
の
を
見
ま
す

と
、
点
検
が
行
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
し
に
、
宝

庫
の
修
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。
宝
庫
の
修
理
を
し

て
、
そ
の
時
に
宝
物
の
一
部
を
別
の
倉
に
移
し
ま

す
。
別
の
倉
に
移
し
た
後
に
宝
庫
の
修
理
を
す
る

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
行
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
宝

物
を
そ
れ
な
り
に
虫
干
し
し
て
い
る
の
で
す
。
虫

干
し
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
記
録
が
な
く
て

も
、
宝
庫
を
修
理
す
る
こ
と
で
宝
庫
の
扉
は
開
け

ら
れ
、
宝
物
の
点
検
を
兼
ね
て
宝
物
の
箱
を
開
け

る
わ
け
で
す
。
開
け
る
と
、「
え
ー
、
こ
ん
な
も

の
が
あ
る
の
か
」
っ
て
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
よ

ね
。
そ
う
し
た
ら
泥
棒
が
入
る
の
で
す
。
そ
れ

は
、
今
ま
で
見
て
い
な
い
で
す
か
ら
分
か
り
ま
せ

ん
け
ど
も
、
開
け
て
み
た
ら
、「
え
ー
」
っ
と
思

い
ま
す
。
た
と
え
ば
こ
ん
な
鏡
が
あ
る
の
で
す
か

と
。
こ
れ
銀
じ
ゃ
な
い
で
す
か
と
。
鏡
が
光
っ
て

い
た
の
で
す
。

今
の
保
管
体
制
と
は
異
な
っ
て
い
ま
す
が
、
当

時
は
倉
の
中
で
、
し
か
も
唐
櫃
と
い
う
箱
の
中
に

宝
物
を
収
め
て
い
ま
し
た
。
箱
の
中
に
入
れ
ま
し

て
、
空
気
を
当
て
な
い
、
風
は
来
ま
せ
ん
。
温
度

は
一
定
と
い
う
よ
う
な
状
況
の
下
で
保
存
し
ま
す

と
、
ほ
と
ん
ど
酸
化
し
ま
せ
ん
の
で
、
鏡
は
非
常

に
き
れ
い
な
状
態
で
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
だ
か

ら
金
や
銀
が
ピ
カ
ピ
カ
し
て
い
る
。
鏡
の
面
を
見

ま
す
と
、
銀
だ
と
思
っ
て
盗
ん
だ
人
が
い
ま
し

た
。
一
体
、
犯
人
は
誰
な
の
か
。

ち
ょ
っ
と
待
て
よ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
誰
で
も
が
庫
を
開
け
て
宝
物
を
見
る

こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し
宝
物
の
保

存
管
理
の
た
め
に
、
一
時
、
宝
物
を
移
動
す
る
こ

と
は
あ
り
得
ま
す
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
誰
で
も
が

そ
の
場
に
立
ち
会
う
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
と
な

る
と
、
宝
物
の
移
動
に
関
係
し
た
者
で
は
な
い
か

と
気
が
付
か
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
で
す
。
そ

の
と
お
り
で
す
。
泥
棒
に
入
っ
た
の
は
東
大
寺
の

お
坊
さ
ん
な
の
で
す
。
東
大
寺
の
お
坊
さ
ん
が
、

金
や
銀
に
文
字
通
り
目
が
く
ら
ん
じ
ゃ
っ
た
ん
で

す
。
実
は
、
当
時
、
東
大
寺
の
倉
の
一
部
が
修
理

さ
れ
て
お
り
、
修
理
材
な
ど
が
校
倉
の
下
に
置
い

て
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
倉
の
下
で
休
憩
を
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
人
た
ち
が
、
以
前
に
見
た
銀
製

品
が
こ
の
倉
の
中
に
あ
る
と
の
誘
惑
に
駆
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
遂
に
彼
ら
は
行
動
に
出

て
、
倉
の
下
に
穴
を
あ
け
、
潜
り
込
み
、
鏡
な
ど

を
取
り
出
し
ま
し
た
。
取
り
出
し
た
だ
け
な
ら
い

い
の
で
す
け
ど
、
さ
ら
に
そ
れ
を
京
都
に
売
り
に

行
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
京
都
の
古
物
商
で
は
な

正倉院宝物の魅力



い
で
し
ょ
う
が
、「
こ
ん
な
も
の
が
そ
ん
じ
ょ
そ

こ
ら
に
あ
る
は
ず
が
な
い
」
っ
て
言
っ
て
、「
こ

ん
な
も
ん
引
き
取
れ
な
い
」
と
突
き
返
さ
れ
ま
し

た
。
恐
ら
く
盗
人
た
ち
は
、
京
都
か
ら
と
ぼ
と
ぼ

と
持
ち
帰
っ
て
き
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
こ

れ
を
も
う
一
回
倉
へ
返
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

そ
こ
で
彼
ら
は
、
そ
れ
な
り
に
罪
の
意
識
も
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
東
大
寺
の
境
内
の
あ
る
所
に
穴

を
掘
っ
て
埋
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
で
も
や
っ
ぱ

り
悪
い
こ
と
を
す
る
っ
て
い
う
の
は
露
見
す
る
の

で
す
。
二
年
ぐ
ら
い
し
ま
し
た
ら
、
露
見
し
ま
し

た
。
結
局
盗
人
た
ち
は
捕
ま
え
ら
れ
ま
し
て
、
首

を
は
ね
ら
れ
ま
し
た
。

問
題
は
、
土
中
に
埋
め
ら
れ
た
光
り
も
の
の
鏡

で
す
が
、
東
大
寺
は
穴
か
ら
丁
寧
に
取
り
出
し
ま

し
た
。
し
か
し
そ
っ
く
り
取
り
出
し
た
つ
も
り
で

も
、
す
べ
て
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
時
、
泥
棒
に
入
っ
た
人
は
、
よ
ほ
ど
腹
が

立
っ
た
と
み
え
て
そ
の
鏡
を
割
っ
ち
ゃ
っ
た
の
で

す
。
だ
か
ら
、
二
九
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
あ
る
鏡
か
ら

螺

の
鏡
と
か
、
今
で
言
っ
た
ら
も
う
す
ご
い
宝

物
中
の
宝
物
、
そ
う
い
う
鏡
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り

ま
し
た
。
そ
れ
を
拾
い
集
め
ま
し
て
、
明
治
時
代

の
中
頃
ま
で
破
損
し
た
ま
ま
で
大
事
に
保
存
し
ま

し
た
。

明
治
に
な
っ
て
宮
内
省
の
中
で
そ
れ
を
復
元
す

る
と
い
う
こ
と
で
、
復
元
を
致
し
ま
し
た
。
正
倉

院
展
へ
い
ら
し
て
、「
あ
ー
こ
の
鏡
き
れ
い
だ
な
」

っ
て
思
わ
れ
る
人
は
沢
山
お
ら
れ
る
と
思
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
き
れ
い
で
す
。
だ
け
ど
、
物
に

よ
っ
て
は
す
べ
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、

絆
創
膏
が
貼
っ
て
あ
る
、
絆
創
膏
っ
て
い
う
言
葉

は
お
か
し
い
で
す
け
ど
、
鋲
で
留
め
て
あ
る
の
で

す
。
鏡
の
裏
を
見
ま
す
と
、
い
ろ
ん
な
形
で
そ
れ

こ
そ
割
れ
た
も
の
を
く
っ
付
け
ま
す
か
ら
絆
創
膏

で
留
め
て
あ
る
な
ど
と
私
は
話
し
て
い
ま
す
。

恐
ら
く
現
代
の
技
術
で
修
理
す
る
と
す
れ
ば
、

別
の
技
法
が
使
わ
れ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
明
治

時
代
は
絆
創
膏
方
式
で
復
元
し
た
の
で
す
。
で
す

け
ど
、
表
の
面
を
見
て
い
る
と
、
な
か
な
か
分
か

り
に
く
い
の
で
す
が
、
引
っ
く
り
返
し
ま
し
た
ら

絆
創
膏
の
部
分
が
非
常
に
よ
く
分
か
る
。
こ
う
い

う
事
件
も
あ
り
ま
し
た
。

な
お
泥
棒
は
一
回
だ
け
じ
ゃ
な
い
の
で
す
。
自

慢
に
も
な
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
四
回
ぐ
ら
い
あ

る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
開
検
の
記
録
以
外
に
も

倉
を
開
け
ら
れ
た
ケ
ー
ス
は
あ
り
ま
す
。
記
録
に

残
る
も
の
で
宝
庫
を
開
け
た
ケ
ー
ス
の
中
に
は
、

京
都
か
ら
貴
族
が
や
っ
て
来
た
、
あ
る
い
は
、
上

皇
が
奈
良
へ
来
た
と
い
う
こ
と
な
ど
も
あ
り
ま

す
。
東
大
寺
で
は
、
お
坊
さ
ん
が
受
戒
を
す
る
と

い
う
儀
式
を
や
る
の
で
す
け
ど
、
天
皇
が
譲
位
し

て
上
皇
に
な
り
ま
し
て
、
普
通
、
皆
さ
ん
、
法
皇

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
天
皇
の
位
を
退
い
た
だ

け
で
は
法
皇
に
な
り
ま
せ
ん
よ
ね
、
太
上
天
皇
で

す
か
ら
。
太
上
天
皇
に
な
っ
て
、
そ
の
後
、
多
く

の
方
が
出
家
な
さ
い
ま
す
。
出
家
を
さ
れ
ま
す

と
、
い
わ
ゆ
る
得
度
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

戒
を
授
け
ら
れ
る
受
戒
と
い
う
儀
式
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
受
戒
を
す
る
た
め
に
東
大
寺
は
も
と
も

と
鑑
真
さ
ん
が
い
ら
し
て
以
来
、
戒
壇
院
と
い
う

の
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
受
戒
を
さ
れ
る
わ
け
で

す
。
そ
の
た
め
に
京
都
か
ら
太
上
天
皇
も
何
方
か

が
い
ら
し
た
。
白
河
上
皇
だ
と
か
後
鳥
羽
上
皇
だ

と
か
が
来
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
方
た
ち
が

来
ま
し
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
正
倉
院
の
宝
物
を
見
た

い
よ
う
で
す
ね
。

織
田
信
長
が
見
た
と
か
、
徳
川
家
康
が
見
た
と

か
、
彼
等
が
見
た
の
な
ら
秀
吉
も
見
た
だ
ろ
う
と

か
、
い
ろ
ん
な
こ
と
言
い
ま
す
が
、
結
論
を
言
い

ま
す
と
、
秀
吉
は
見
て
お
り
ま
せ
ん
。
私
が
調
べ

た
範
囲
で
は
、
見
て
い
な
い
で
す
。
そ
れ
か
ら
家
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康
も
見
た
か
ど
う
か
は
、
分
か
り
ま
せ
ん
。
た
ぶ

ん
見
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
家
康
は
自
分

の
家
来
を
遣
わ
し
て
宝
物
を
調
査
さ
せ
て
い
ま

す
。
家
康
の
偉
い
と
こ
ろ
っ
て
い
い
ま
す
か
、
宝

物
を
調
査
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
倉
を
修
理
し

て
は
ど
う
か
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
も
し
て
お
り
ま

す
し
、
宝
物
を
き
ち
ん
と
納
め
る
た
め
の
長
持
を

寄
進
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
宝
物
を
き
ち

ん
と
納
め
て
管
理
し
な
さ
い
と
い
う
ふ
う
に
い
っ

て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
長
持
は
今
も
倉
に
残
っ
て

い
ま
す
。
ち
ゃ
ん
と
そ
の
何
年
何
月
何
日
と
書
い

て
あ
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
「
慶
長
八
年
九
月
吉

日
」
と
い
う
ふ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
家
康
は

慶
長
八
年
に
征
夷
大
将
軍
に
な
り
ま
す
か
ら
、
征

夷
大
将
軍
に
な
る
前
の
年
、
つ
ま
り
征
夷
大
将
軍

は
あ
の
当
時
は
天
下
人
と
い
う
ふ
う
に
言
い
ま
す

が
、
天
下
人
に
な
る
前
の
年
に
、
宝
庫
の
調
査
を

命
じ
、
慶
長
八
年
に
長
持
を
作
ら
せ
て
い
る
の
で

す
。
意
識
と
し
て
は
、
そ
の
時
点
で
彼
は
天
下
人

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
征
夷
大
将
軍
を
も
ら
う

前
、
す
で
に
実
質
、
天
下
を
取
っ
て
い
ま
す
か

ら
、
征
夷
大
将
軍
な
ど
と
い
う
お
墨
付
き
が
な
い

け
れ
ど
も
、
東
大
寺
の
修
理
は
自
分
が
や
る
の
だ

と
い
う
意
識
は
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
や
っ
ぱ
り
家

康
は
一
つ
の
見
識
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
彼
は

権
力
欲
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
で
し
ょ
う
け
れ
ど

も
、
天
下
人
た
ら
ん
と
す
る
人
は
そ
う
い
う
こ
と

だ
っ
た
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
た
り
し
て
お

り
ま
す
。

な
お
家
康
も
蘭
奢
待
を
切
っ
て
持
っ
て
い
た
と

い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
さ
っ
き
も
言
い
ま
し
た
よ

う
に
、
家
康
は
正
倉
院
に
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
か

ら
、
家
康
自
身
は
宝
物
を
見
て
い
ま
せ
ん
が
、
彼

は
家
来
に
や
ら
せ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

蘭
奢
待
の
話
が
出
ま
し
た
の
で
、
振
り
返
り
ま

す
と
、
蘭
奢
待
を
截
っ
た
の
は
足
利
義
満
、
義

教
、
義
政
の
三
代
と
織
田
信
長
と
明
治
天
皇
で

す
。
信
長
が
蘭
奢
待
を
切
っ
た
の
は
キ
チ
ン
と
記

録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
明
治
天
皇
の
場
合
も
、
天

皇
が
明
治
十
年
に
東
大
寺
へ
行
き
ま
し
た
時
に
蘭

奢
待
を
切
っ
て
た
こ
と
は
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

明
治
天
皇
が
蘭
奢
待
を
截
る
ま
で
、
そ
の
香
の

に
お
い
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
蘭
奢
待

と
い
う
の
は
、
正
倉
院
の
中
で
は
、
全
浅
香
と
い

う
名
前
の
香
木
と
一
緒
に
大
変
貴
重
な
物
で
、

「
い
い
も
の
だ
、
い
い
も
の
だ
」
と
言
う
の
で
す

が
、
ど
ん
な
匂
い
が
し
て
い
た
の
か
な
か
な
か
分

か
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
明
治
十
年
に
明
治
天
皇

は
そ
の
匂
い
を
か
ぎ
、
芳
香
馥
郁
た
る
も
の
で
あ

っ
た
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
い
い
匂
い

が
し
た
の
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。

余
談
を
申
し
ま
す
と
、
ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
い
わ

ゆ
る
お
香
、
香
木
が
た
く
さ
ん
取
れ
る
わ
け
で
す

け
れ
ど
も
、
近
年
ベ
ト
ナ
ム
の
方
で
、
非
常
に
大

き
な
香
木
が
見
つ
か
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
あ
る
人

が
手
に
入
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
燃
や
し

た
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
い
い
匂
い
が
す
る
の
で

す
。
蘭
奢
待
を
燃
や
す
こ
と
は
今
は
不
可
能
で

す
。
し
か
し
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
平
成

の
五
年
か
ら
七
年
ぐ
ら
い
に
か
け
て
宝
物
の
調
査

を
し
ま
し
た
時
に
、
蘭
奢
待
の
下
に
小
さ
な
も
う

耳
か
き
よ
り
も
ま
だ
小
さ
い
、
そ
れ
こ
そ
爪
の
垢

み
た
い
な
、
そ
ん
な
も
の
が
ぽ
ろ
っ
と
落
ち
た
も

の
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
元
へ
は
戻
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
で
私
の
権
限
で
、「
こ
れ
を
調
査

し
ろ
」
と
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
い
ま
し
た
。
そ
れ

で
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
か
け
ま
し
た
。

そ
う
し
た
ら
、
近
年
の
ベ
ト
ナ
ム
の
も
の
と
正
倉

院
の
も
の
と
同
じ
曲
線
を
描
い
た
の
で
す
。「
あ

っ
、
や
っ
ぱ
り
こ
れ
は
ベ
ト
ナ
ム
製
だ
な
」
と
い

う
こ
と
が
分
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
、
ち
ょ
っ
と

正倉院宝物の魅力



余
談
で
す
け
ど
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

第
三
章

正
倉
院
正
倉
と
正
倉
院
宝
物

の
現
状

一
、
校
倉
の
建
設
と
歴
史

堅
苦
し
い
話
が
続
き
ま
し
た
の
で
、
お
聞
き
づ

ら
い
こ
と
も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
柔
ら
か
く

と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
少
し
具
体
的

な
物
を
取
り
上
げ
て
参
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
も
少
し
触
れ
ま
し
た
が
、
正
倉
院

と
い
え
ば
「
校
倉
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
す
。

し
か
し
本
当
は
正
倉
院
と
校
倉
は
違
っ
た
意
味

で
す
。
正
倉
院
は
場
所
を
表
し
て
い
ま
す
が
、
校

倉
は
、
材
木
の
端
を
縦
横
に
交
互
に
組
み
合
わ
せ

て
作
り
上
げ
た
構
造
の
倉
の
こ
と
で
す
。
一
般
に

校
木
で
造
っ
た
倉
を
正
倉
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、

現
在
、
そ
の
倉
は
正
倉
院
正
倉
と
呼
ん
で
い
ま

す
。
こ
の
呼
び
方
は
正
式
な
も
の
で
す
。
正
倉
院

の
校
倉
を
世
界
遺
産
に
登
録
し
ま
し
た
と
き
、
正

倉
院
正
倉
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
以
下
の
話
の
中

で
は
校
倉
の
こ
と
を
正
倉
と
い
う
こ
と
に
し
ま

す
。正

倉
は
、
北
倉
・
中
倉
・
南
倉
に
分
か
れ
ま
す

が
、
北
倉
に
聖
武
天
皇
ゆ
か
り
の
物
が
収
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
中
倉
は
東
大
寺
の
大
仏
を
作
る
た
め

の
お
役
所
、
造
東
大
寺
司
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
関
係
の
も
の
と
か
、
あ
る
い
は
こ
の
後

で
言
い
ま
す
が
、
南
倉
に
入
っ
て
い
て
も
良
い
も

の
を
収
め
て
い
ま
す
。
南
倉
は
、
こ
れ
は
も
う
完

全
に
東
大
寺
の
関
係
品
を
収
め
て
い
る
倉
で
す
。

そ
の
倉
に
入
り
か
ね
る
も
の
を
一
部
、
中
倉
に
移

し
て
い
ま
す
。
な
お
つ
い
で
に
い
い
ま
す
と
、
こ

の
こ
と
は
先
に
も
少
し
触
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
倉

は
、
当
初
か
ら
誰
で
も
が
勝
手
に
開
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
北
倉
と
同
様
に
、
天
皇
の
許
可
が
な
い

と
開
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
倉
に
な
っ
て
い
ま

す
。
当
初
は
南
倉
と
同
様
に
、
東
大
寺
が
自
由
に

開
け
閉
め
す
る
こ
と
が
で
き
る
倉
で
し
た
が
、
平

安
時
代
の
末
に
北
倉
と
同
様
の
扱
い
に
変
わ
り
ま

す
。た

だ
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
問
題
は
、
こ
の
中
倉

の
構
造
で
す
。
校
木
の
倉
は
南
北
二
棟
で
す
。
古

く
こ
の
倉
の
こ
と
を
双
倉
（
な
ら
び
く
ら
）
と
申

し
て
い
ま
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
南
北
二
つ
の
倉

が
並
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う

し
ま
す
と
中
倉
は
も
と
も
と
無
か
っ
た
、
構
造
的

に
は
吹
き
抜
け
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
し

正倉外観
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た
。
ご
承
知
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す

が
、
唐
招
提
寺
に
参
り
ま
す
と
、
校
倉
が
並
ん
で

立
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
だ
と
双
倉
と
い
っ
て
も
可

能
で
す
。
正
倉
院
正
倉
も
そ
の
通
り
か
と
申
し
ま

す
と
、
正
倉
院
の
場
合
に
は
、
南
北
の
倉
が
独
立

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
屋
根
の
下
に
南

北
の
倉
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
う
だ
と
し
ま
す
と
、
一
棟
二
倉
の
形
式
と
な

り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
う
る
か
と
な

り
ま
す
が
、
正
倉
院
文
書
な
ん
か
を
ず
っ
と
調
べ

て
お
り
ま
す
と
、
双
倉
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
建

物
が
二
つ
あ
っ
て
一
つ
屋
根
だ
と
い
う
ふ
う
に
書

い
た
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
私
な
ん
か
は
、
正
倉

院
正
倉
も
初
め
は
そ
う
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て

お
り
ま
し
た
。
法
隆
寺
に
行
き
ま
し
た
ら
食
堂
な

ん
か
は
、
や
っ
ぱ
り
建
物
が
あ
り
ま
す
と
、
真
ん

中
が
吹
き
抜
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か

ら
た
ぶ
ん
こ
こ
は
吹
き
抜
け
に
な
っ
て
い
た
の
だ

ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
こ
の
倉
は
、
で
は
一
体
い
つ
で
き
た

の
だ
ろ
う
か
と
考
え
ま
す
と
、
こ
の
倉
に
納
め
ら

れ
て
い
る
も
の
は
、
天
平
勝
寳
八
歳
の
六
月
二
十

一
日
、
そ
の
日
に
納
め
た
か
ど
う
か
そ
れ
は
分
か

り
ま
せ
ん
。
だ
け
ど
十
月
に
は
こ
の
北
の
倉
の
物

を
中
の
間
、「
間
」
と
書
く
の
で
す
が
、
中
の
間
、

つ
ま
り
中
倉
に
移
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
の
で

す
。す

な
わ
ち
、
北
倉
に
納
め
て
い
た
薬
を
中
の
間

へ
移
し
た
と
い
う
の
で
す
。
奈
良
時
代
は
、
薬
は

貴
重
品
で
す
。
先
ほ
ど
の
「
種
々
薬
帳
」
を
見
ま

す
と
、
薬
は
東
大
寺
大
仏
に
献
上
す
る
け
れ
ど

も
、
病
人
が
い
て
必
要
と
す
る
な
ら
、
然
る
べ
き

手
続
き
を
経
て
払
い
下
げ
て
も
良
い
と
書
い
て
あ

り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
東
大
寺
の
お
坊
さ
ん
の

中
に
は
、
薬
の
払
い
下
げ
を
願
い
出
る
も
の
が
い

ま
し
た
。
そ
れ
が
頻
繁
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
よ
く

使
わ
れ
る
薬
を
中
の
間
に
移
し
た
の
で
す
。
そ
う

し
ま
す
と
、
天
平
勝
寳
八
歳
十
月
頃
に
は
、
薬
を

移
し
て
お
く
ス
ペ
ー
ス
が
出
来
て
い
た
、
つ
ま
り

今
ま
で
私
は
吹
き
抜
け
で
、
な
に
も
な
か
っ
た
と

思
っ
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
違
う
の

で
は
な
い
か
と
思
い
始
め
た
の
で
す
。
や
は
り
こ

の
建
物
は
、
初
め
か
ら
三
つ
に
仕
切
ら
れ
て
い
た

の
だ
と
。

こ
の
天
井
裏
へ
私
は
入
り
ま
し
た
。
北
の
倉
か

ら
上
が
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
一
階
か
ら
二
階
へ
上

が
り
ま
す
。
現
在
、
か
つ
て
の
梯
子
が
残
っ
て
い

ま
せ
ん
の
で
、
昔
の
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

二
階
は
一
階
と
同
様
に
宝
物
を
置
い
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
二
階
か
ら
細
い
梯
子
を
昇
り
ま
す
。
ま
さ

に
よ
じ
登
る
と
い
っ
た
姿
で
、
屋
根
裏
へ
上
が
る

の
で
す
。

屋
根
裏
に
上
が
り
ま
す
と
、
北
倉
、
中
倉
、
南

倉
は
い
ず
れ
も
同
じ
よ
う
な
構
造
で
す
。
そ
し
て

北
倉
の
一
番
端
か
ら
南
倉
を
見
渡
す
こ
と
が
出
来

ま
す
。
も
し
や
仕
切
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
ま
し
た
が
、
各
倉
の
境
目
に
仕
切
ら
れ
て

い
た
痕
跡
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
双
倉
で
南
北
両

倉
が
独
立
し
て
い
ま
し
た
ら
、
必
ず
仕
切
り
が
あ

る
か
、
少
な
く
と
も
そ
の
痕
跡
が
無
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
や
っ
ぱ

り
初
め
か
ら
南
北
両
倉
の
上
に
屋
根
が
乗
っ
か
っ

た
の
だ
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
し
た
ら
、
こ
の
正
倉

院
の
床
板
が
何
年
に
伐
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と

が
、
最
近
の
年
輪
年
代
法
と
い
う
調
査
方
法
か
ら

指
摘
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
調
査
を
し
て

頂
い
た
よ
う
で
す
が
、
天
平
勝
寳
六
年
ぐ
ら
い
に

伐
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
す
。
そ

う
し
ま
す
と
、
こ
こ
に
納
め
ら
れ
て
い
る
の
は
天

平
勝
寳
八
歳
の
も
の
で
す
が
、
聖
武
天
皇
が
亡
く

な
ら
れ
る
こ
と
を
予
想
し
て
倉
庫
を
作
る
な
ど
と

正倉院宝物の魅力



い
う
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
か
ら
、
別
の
理
由
で

こ
の
よ
う
な
倉
が
建
て
ら
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
え

ま
せ
ん
。

何
が
こ
の
大
き
な
倉
を
作
ら
せ
た
の
か
と
考
え

ま
す
と
、
東
大
寺
の
大
仏
開
眼
会
な
ど
の
関
係
品

を
収
納
す
る
た
め
の
倉
と
し
て
作
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
天
平

勝
寳
四
年
に
大
仏
開
眼
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
そ

の
後
も
、
た
く
さ
ん
の
儀
式
が
行
わ
れ
ま
し
た

が
、
天
皇
や
皇
后
に
縁
の
儀
式
と
し
て
行
わ
れ
た

と
き
、
そ
れ
ら
を
破
棄
す
る
の
で
は
な
く
、
保
存

す
る
、
そ
の
こ
と
は
大
仏
に
献
上
す
る
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
献
上
さ

れ
た
側
は
、
そ
れ
ら
を
収
納
す
る
場
所
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
東
大
寺
は
そ
れ
ほ
ど
古
い
歴
史
は
あ

り
ま
せ
ん
か
ら
、
場
所
は
あ
っ
て
も
収
納
施
設
は

ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
も
良
い
状
況
で
し
た
。

そ
こ
で
大
仏
開
眼
会
に
縁
の
品
々
を
収
め
る
の
に

相
応
し
い
宝
庫
を
急
い
で
作
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
現
存
す
る
倉
の
中
で
も
と
て
つ
も
な

く
大
き
い
倉
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
な
お
天
平
勝
寳

六
年
と
い
え
ば
、
東
大
寺
で
は
そ
の
他
の
箇
所
に

つ
い
て
も
、
ど
ん
ど
ん
整
備
が
進
ん
で
い
る
よ
う

で
す
の
で
、
倉
庫
の
整
備
も
そ
の
一
環
で
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。

二
、
宝
庫
と
し
て
の
役
割

そ
し
て
、
こ
れ
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
時
に
、
ま
さ

に
天
平
勝
寳
八
歳
六
月
二
十
一
日
と
い
う
日
が
き

て
、
聖
武
天
皇
ゆ
か
り
の
物
を
こ
こ
に
入
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
東
大
寺
の
倉
に
あ
る
べ
き
も

の
は
こ
こ
に
納
め
ら
れ
た
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
こ
の
倉
は
そ
れ
以
降
、
天
皇

の
管
轄
す
る
役
所
の
人
で
な
い
と
開
け
ら
れ
な

い
。
こ
っ
ち
の
中
の
倉
と
南
の
倉
は
、
こ
れ
は
東

大
寺
の
三
綱
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
り
し
ま
す

が
、
東
大
寺
の
お
坊
さ
ん
の
組
織
、
そ
こ
の
組
織

が
開
け
閉
め
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。
た
だ
し
平
安
の
末
か
ら
鎌
倉
の

初
め
に
、
中
倉
の
も
の
も
北
倉
と
同
じ
よ
う
な
勅

封
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
南
倉
に
つ
い
て
は
、
東

大
寺
の
人
が
自
由
に
開
け
閉
め
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

明
治
の
初
年
に
こ
の
倉
は
全
部
太
政
官
が
管
轄

し
、
そ
の
開
け
閉
め
は
北
倉
と
同
様
に
勅
封
と
い

う
形
式
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
現
在

も
勅
封
の
形
式
は
守
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
こ
こ
の

保
存
管
理
は
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
が
行
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
江
戸
時
代
末
ま
で
は
、
北
倉
・
中

倉
の
開
扉
は
勅
封
で
あ
っ
て
も
、
建
物
自
体
の
管

理
は
東
大
寺
に
お
願
い
し
て
い
ま
し
た
。

で
す
か
ら
例
え
ば
北
倉
に
落
雷
が
あ
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
鎌
倉
時
代
の
初
め
の
こ
と
で
す

が
、
北
倉
の
前
の
方
か
ら
火
柱
が
上
が
っ
た
よ
う

で
す
。
こ
の
時
、
東
大
寺
の
お
坊
さ
ん
た
ち
、
あ

る
い
は
こ
の
近
辺
の
雑
司
｜
｜
東
大
寺
の
あ
る
辺

り
、
寺
の
お
世
話
を
す
る
そ
う
い
う
人
た
ち
が
こ

の
近
辺
に
住
ん
で
い
る
の
で
す
｜
｜
そ
の
方
た
ち

が
駆
け
付
け
ま
し
て
、
こ
の
火
を
消
し
止
め
た
の

で
す
。
宝
物
に
火
が
回
ら
な
く
て
幸
い
で
し
た

が
、
木
造
の
建
物
で
す
の
で
、
火
の
回
り
は
早
い

は
ず
で
す
。
北
倉
に
入
り
ま
す
と
、
今
で
も
床
か

ら
天
井
近
く
ま
で
焼
け
焦
げ
た
後
が
残
っ
て
い
ま

す
。
如
何
に
当
時
の
防
火
体
制
が
整
っ
て
い
た
の

か
を
思
い
知
ら
さ
れ
ま
す
。
現
在
も
、
火
災
対
策

と
し
て
、
正
倉
院
事
務
所
の
方
た
ち
、
日
常
的
に

警
衛
に
当
た
っ
て
く
れ
て
い
る
皇
宮
護
衛
官
、
ま

た
ご
近
所
の
皆
さ
ん
方
の
自
主
的
な
組
織
、
校
倉

消
防
隊
の
方
々
の
協
力
を
頂
い
て
い
ま
す
。

つ
い
で
に
言
い
ま
す
と
、
現
在
、
校
倉
の
中
に

は
、
い
わ
ゆ
る
正
倉
院
宝
物
は
あ
り
ま
せ
ん
。
第

二
次
大
戦
後
に
、
正
倉
院
で
は
不
燃
性
の
鉄
骨
鉄
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筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
建
物
を
東
西
二
棟
作

り
、
そ
こ
に
宝
物
を
移
納
し
ま
し
た
。
し
た
が
っ

て
校
倉
の
中
に
宝
物
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
宝
物
容

器
で
あ
っ
た
唐
櫃
を
保
管
し
て
い
ま
す
。

ま
た
ガ
ラ
ス
張
り
の
陳
列
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
明
治
の
十
数
年
に
、
後
の
総
理
大
臣

伊
藤
博
文
が
ド
イ
ツ
か
ら
ガ
ラ
ス
を
取
り
寄
せ
ま

し
て
陳
列
ケ
ー
ス
を
作
っ
た
の
で
す
。

ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
を
取
り
寄
せ
る
少
し
前
ま
で

は
、
奈
良
博
覧
会
社
と
い
う
組
織
が
、
南
都
の
有

名
寺
社
の
宝
物
を
東
大
寺
の
廻
廊
で
陳
列
し
ま
し

た
。
当
時
の
国
策
の
一
つ
で
あ
る
富
国
を
実
現
す

る
た
め
に
、
産
業
の
育
成
を
図
り
、
海
外
に
向
け

て
の
輸
出
を
拡
大
す
る
の
を
目
的
に
し
て
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
南
都
の
会
社
も
東
大
寺
・
法
隆
寺
や

正
倉
院
の
宝
物
を
陳
列
し
た
の
で
す
。
正
倉
院
の

宝
物
に
つ
い
て
い
え
ば
、
明
治
八
年
以
降
、
九

年
、
十
一
年
、
十
二
年
に
東
大
寺
の
回
廊
で
陳
列

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
廻
廊
に
は
別
に
陳
列
用
の

ケ
ー
ス
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
太
陽
光
に
照
ら
さ

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
宝
物
の
中
で
、

た
と
え
ば
楽
器
な
ど
で
も
反
り
返
っ
て
く
る
の
で

す
。
そ
れ
で
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
良
く
な
い
と

い
う
の
で
、
展
示
を
中
止
す
る
一
方
、
校
倉
の
中

で
見
て
い
た
だ
く
よ
う
に
し
ま
し
た
が
、
直
接
、

棚
に
並
べ
る
の
も
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
、
陳
列

ケ
ー
ス
を
設
置
し
ま
し
た
。

近
年
、
こ
の
陳
列
ケ
ー
ス
を
外
し
ま
し
た
。
そ

れ
と
い
う
の
も
校
倉
の
屋
根
瓦
の
吹
き
替
え
を
進

め
て
い
ま
す
の
で
、
宝
庫
の
中
を
空
っ
ぽ
に
す
る

必
要
か
ら
で
す
。
そ
う
し
ま
し
た
ら
中
倉
の
壁
の

所
が
、
こ
れ
ま
で
陳
列
ケ
ー
ス
の
陰
に
な
っ
て
い

た
と
こ
ろ
が
直
接
見
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
う
し
ま
す
と
、
板
壁
の
部
分
が
も
の
す
ご
く
綺

麗
な
の
に
驚
き
ま
し
た
。
作
っ
た
ば
か
り
と
は
言

い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
二
、
三
年
前
ぐ
ら
い
に
作

っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ぐ
ら
い
に
綺
麗

で
す
。
陳
列
ケ
ー
ス
を
取
り
除
き
ま
し
た
ら
、
こ

れ
ま
で
分
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
外
に
も
分
か

っ
て
き
た
よ
う
で
す
。
ま
だ
公
表
の
段
階
に
な
っ

て
お
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
調
査
結
果
を
待
ち
た

い
と
思
い
ま
す
。

三
、
宝
物
収
納
の
唐
櫃
の
役
割

も
う
一
つ
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、

前
に
も
少
し
触
れ
ま
し
た
が
、
唐
櫃
に
つ
い
て
、

も
う
少
し
詳
し
く
見
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

奈
良
時
代
以
来
、
唐
櫃
は
倉
の
一
、
二
階
に
二
、

三
箇
ず
つ
積
み
重
ね
て
い
た
よ
う
で
す
。
し
か
し

明
治
時
代
に
伊
藤
博
文
の
陳
列
ケ
ー
ス
が
届
い
て

か
ら
は
、
ケ
ー
ス
の
中
に
唐
櫃
を
入
れ
て
あ
り
ま

す
。
唐
櫃
の
大
き
さ
は
、
縦
九
〇
・
横
六
〇
・
高

さ
六
〇
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
も
の
で
す
。
こ
れ
は
材

質
は
杉
の
木
で
作
っ
て
あ
り
ま
す
。
正
倉
院
の
校

倉
と
い
う
の
は
ご
存
じ
の
と
お
り
、
総
檜
で
す

が
、
中
に
杉
の
唐
櫃
が
入
っ
て
い
る
ん
で
す
。
東

大
寺
は
そ
の
頃
作
ら
れ
た
ば
か
り
で
す
の
で
、
貧

乏
だ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
檜
は
確
か
に
虫
を
寄
せ
付
け
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
檜
と
い
う
の
は
ヒ
ノ
キ
チ
オ
ー
ル
と
い

う
樹
脂
が
出
ま
す
。
檜
の
建
物
は
非
常
に
気
持
ち

の
い
い
も
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
皆
さ
ん
方
は
檜
造

り
の
家
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
檜
は
、
今
、
言
い
ま
し
た
ヒ
ノ
キ
チ

オ
ー
ル
と
い
う
樹
脂
が
出
る
の
で
す
。
そ
れ
が
衣

服
に
付
着
し
ま
す
と
穴
を
開
け
て
し
ま
う
の
で

す
。
と
こ
ろ
が
杉
は
そ
う
い
う
樹
脂
が
出
ま
せ

ん
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
意
味
で
は
物
を
直
接
管
理

す
る
に
は
非
常
に
い
い
の
で
す
。
や
っ
ぱ
り
こ
の

唐
櫃
と
い
う
も
の
が
今
で
も
百
数
十
、
宝
庫
に
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。

唐
櫃
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
少
し
断
っ
て
お
か

正倉院宝物の魅力



な
い
と
い
け
な
い
の
は
、
徳
川
家
康
が
献
上
し
た

と
い
う
長
持
が
今
、
四
九
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら

そ
の
他
に
も
犬
公
方
と
い
わ
れ
る
方
が
居
ら
れ
ま

す
。
徳
川
綱
吉
で
す
が
、
彼
が
将
軍
の
時
に
、
正

倉
院
宝
物
を
保
存
す
る
た
め
に
長
持
を
献
上
し
て

い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
も
若
干
伝
わ
っ
て

お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
唐
櫃
・
長
持
に
宝
物
を

収
め
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
ら
が
宝
物
の
保
存
管

理
に
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
は
前
に
記
し
ま
し

た
。四

、
正
倉
院
宝
物
の
保
存

正
倉
院
宝
物
は
、
現
在
、
校
倉
と
は
別
の
建
物

に
移
納
し
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
ま
し
た
。
し

か
し
な
か
に
は
、
ま
だ
宝
物
は
校
倉
の
中
に
あ
る

と
思
わ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
小
学
校
の
先
生
な
ど

が
児
童
を
連
れ
て
こ
ら
れ
て
、「
あ
の
中
に
宝
物

が
入
っ
て
い
る
の
で
す
よ
」
な
ん
て
言
わ
れ
る
の

で
す
。
前
に
申
し
ま
し
た
と
お
り
、
宝
物
は
鉄
骨

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
倉
に
移
し
て
い
る
の

で
す
。

と
こ
ろ
が
木
造
の
倉
か
ら
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り

の
倉
に
宝
物
を
移
納
し
て
安
心
か
と
い
う
と
、
必

ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
た
と
え
ば

湿
度
の
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。

先
に
も
少
し
触
れ
ま
し
た
が
、
正
倉
院
宝
物
が

唐
櫃
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
た
時
の
湿
度
は
七
〇

％
前
後
で
す
。
と
こ
ろ
が
正
倉
院
宝
物
を
博
物
館

に
出
陳
す
る
と
し
ま
す
と
、
博
物
館
の
湿
度
は
文

化
庁
の
基
準
に
よ
り
ま
す
と
、
湿
度
は
六
〇
％
前

後
な
の
で
す
。
唐
櫃
と
博
物
館
の
湿
度
と
は
一
〇

％
ぐ
ら
い
違
う
の
で
す
。
こ
れ
で
は
博
物
館
に
出

陳
出
来
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
ら
校
倉
か
ら
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
東
西
宝
庫
に
宝
物
を
移
し
た
と
き
、

東
西
宝
庫
内
の
湿
度
を
六
〇
％
に
す
れ
ば
良
い
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
事

は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
は
参
り
ま
せ
ん
。
千
二
百
年

近
く
七
〇
％
の
湿
度
の
と
こ
ろ
に
置
か
れ
て
い
た

宝
物
を
、
六
〇
％
の
所
へ
移
し
ま
す
と
、
間
違
い

な
く
そ
の
宝
物
は
壊
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
で
正
倉
院
と
し
て
は
、
博
物
館
に
出
す
こ

と
が
出
来
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
博
物
館
側
に

も
協
力
頂
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
正
倉
院

側
と
し
て
も
出
来
る
だ
け
努
力
す
る
こ
と
に
し

て
、
数
年
か
け
て
一
、
二
％
ぐ
ら
い
ず
つ
湿
度
を

下
げ
、
二
十
年
近
く
か
か
っ
て
庫
内
の
湿
度
を
文

化
庁
の
い
う
基
準
に
合
わ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
少
し
ず
つ
湿
度
を
下
げ
な
が
ら
、
馴
ら
し
て

い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

だ
か
ら
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
移
し
た
か
ら

全
て
安
心
だ
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
の
で

す
。
い
ま
そ
の
問
題
は
解
決
し
て
い
ま
す
が
、
毎

年
の
正
倉
院
展
で
は
博
物
館
の
協
力
を
得
て
、
毎

日
湿
度
を
計
測
し
て
い
ま
す
。

五
、
正
倉
院
宝
物
の
あ
れ
こ
れ

時
間
が
無
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
正
倉
院
の
代

表
的
な
も
の
を
幾
つ
か
挙
げ
る
こ
と
に
し
ま
す
。

楽
器
は
正
倉
院
宝
物
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
か
ら
伝

わ
っ
た
も
の
と
し
て
良
く
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
⑥
螺

紫
檀
五
絃
琵
琶
（
北
倉

二

九
）
が
あ
り
ま
す
。
五
絃
琵
琶
は
イ
ン
ド
で
誕
生

し
た
も
の
が
キ
ジ
ル
に
伝
わ
り
、
そ
こ
か
ら
中
国

に
伝
わ
り
、
唐
で
発
達
し
て
、
日
本
に
伝
わ
っ
た

も
の
で
す
。
日
本
に
伝
わ
っ
た
五
絃
琵
琶
の

撥

に
は
四
絃
琵
琶
を
弾
く
ペ
ル
シ
ャ
人
ら
し
き
人
物

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
古
代
の
五
絃
琵
琶
で
現
存

す
る
も
の
は
、
世
界
中
何
処
を
探
し
て
も
正
倉
院

に
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

⑦
螺

紫
檀

咸
（
げ
ん
か
ん
、
北
倉

三

〇
）
と
い
う
楽
器
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
な
ん
か
も

の
す
ご
く
綺
麗
な
楽
器
で
す
。
夜
光
貝
を
細
工
し
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た
も
の
を
截
っ
て
紫
檀
材
を
土
台
と
し
た
も
の
に

埋
め
込
ん
で
い
る
と
か
琥
珀
な
ど
が
散
り
ば
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
宝
庫
に
は
桑
で
作
っ
た

咸
も
伝

わ
っ
て
い
ま
す
（
南
倉

一
二
五
）
が
、
世
界
中

で
正
倉
院
の
二
面
し
か
伝
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

⑧
笙
（
し
ょ
う
）
と
い
う
楽
器
（
北
倉

三

一
）、
そ
れ
よ
り
長
い
竿
（
う
）
と
い
う
楽
器

（
北
倉

三
二
）
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
こ
れ

ら
の
楽
器
に
は
、
も
と
も
と
吹
口
と
い
う
も
の
が

あ
り
ま
す
が
、
正
倉
院
の
も
の
は
吹
口
が
付
い
て

い
ま
せ
ん
が
、
吹
口
は
脇
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。

も
と
も
と
吹
口
が
つ
い
た
ま
ま
で
輸
入
さ
れ
ま
し

た
が
、
輸
入
後
、
吹
口
を
取
り
外
し
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。
写
真
に
は
吹
口
を
つ
け
て
い
ま
す
。

簫
（
し
ょ
う
）
と
書
く
楽
器
（
南
倉

一
一

二
）
も
あ
り
ま
す
。
バ
グ
バ
イ
ブ
と
い
う
よ
う
な

も
の
で
す
が
、
日
本
で
は
こ
れ
し
か
伝
わ
っ
て
い

ま
せ
ん
。

新
羅
か
ら
伝
わ
っ
た
新
羅
琴
（
北
倉

三
五
）

と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。
今
で
も
こ
の
形
の
楽
器

は
韓
国
、
伽
耶
地
方
で
は
カ
ヤ
グ
ム
（
伽
耶
琴
）

と
い
う
ふ
う
に
い
っ
て
演
奏
し
て
い
ま
す
。

楽
器
に
限
っ
て
も
素
晴
ら
し
い
も
の
が
多
く
あ

り
ま
す
。

⑥螺 紫檀五絃琵琶
⑦螺 紫檀 咸

⑧笙

⑨平螺 背八角鏡

正倉院宝物の魅力



も
う
一
つ
、
別
の
例
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

正
倉
院
の
北
倉
に
鏡
が
一
八
面
伝
わ
っ
て
い
ま
す

（
北
倉

四
二
）。
こ
の
う
ち
⑨
平
螺

背
鏡
と
い

う
鏡
が
八
面
あ
り
ま
す
。
ま
た
南
倉
に
は
三
八
面

の
鏡
が
あ
り
ま
す
（
南
倉

七
〇
）
が
、
そ
こ
に

も
平
螺

背
鏡
が
一
面
あ
り
ま
す
。
全
部
は
九

面
、
螺

背
の
鏡
な
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
鏡
が
正
倉
院
展
に
出
陳
さ
れ
ま
す

と
、
中
に
は
、「
こ
れ
去
年
見
た
な
」
と
か
、「
い

い
や
違
う
よ
、
あ
れ
一
昨
年
だ
よ
」
と
か
い
う
こ

と
を
い
う
方
が
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
正
倉
院
宝
物
は
、
十
年
間
は
出
さ
な

い
の
が
原
則
で
す
。
例
外
と
し
て
、
東
京
で
特
別

展
が
あ
っ
た
と
き
、
奈
良
の
展
覧
会
で
出
陳
し
て

十
年
を
経
て
い
な
く
て
も
出
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
あ
く
ま
で
も
例
外
で
す
。
こ
れ
ら
の
鏡
に

は
、
別
の
意
味
で
注
目
さ
れ
ま
す
。
前
に
述
べ
ま

し
た
よ
う
に
鎌
倉
時
代
に
、
こ
れ
ら
の
鏡
は
バ
ラ

バ
ラ
に
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
十
数
片
に
割
れ
て
い

た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
い
ま
一
寸
見
た
だ

け
で
は
、
こ
れ
が
本
当
に
壊
れ
て
い
た
の
か
と
思

わ
れ
る
ほ
ど
、
丁
寧
に
復
元
し
て
い
ま
す
。
な
お

盗
人
が
持
ち
出
し
た
鏡
は
北
倉
の
鏡
で
す
。
つ
ま

り
壊
さ
れ
た
の
は
北
倉
の
鏡
だ
け
で
す
。

正
倉
院
の
鏡
は
本
当
に
鏡
で
す
か
と
い
う
人
が

い
ま
す
。
こ
れ
は
鏡
、
鏡
と
い
い
ま
す
か
ら
、
鏡

な
ら
顔
が
映
る
は
ず
で
は
な
い
で
す
か
。
千
二
百

五
十
年
も
前
の
鏡
に
顔
が
映
る
と
い
う
こ
と
は
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
、
と
い
う
疑
問
で
す
ね
。

ご
安
心
下
さ
い
。
映
る
ん
で
す
。
映
る
ん
で
す

と
二
度
い
う
と
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
な
り
ま
す
が
、

確
か
に
顔
は
映
る
ん
で
す
。
だ
け
ど
今
は
ち
ょ
っ

と
錆
び
て
き
て
お
り
ま
す
が
、
先
ほ
ど
の
ト
ル
コ

石
の
入
っ
た
よ
う
な
鏡
な
ど
は
間
違
い
な
く
映
り

ま
す
。

そ
れ
が
徒
（
あ
だ
）
に
な
り
ま
し
た
。
前
に
も

申
し
ま
し
た
が
、
鎌
倉
時
代
に
宝
庫
に
盗
賊
が
入

り
ま
し
た
の
は
鏡
画
が
キ
ラ
キ
ラ
と
光
っ
て
い
た

か
ら
で
す
。
そ
れ
が
銀
に
見
え
た
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
銀
で
は
な
く
銅
と
錫
な
ど
の
合
金
で
し

た
。
保
存
が
良
く
錆
が
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。

し
か
し
明
治
時
代
に
修
理
し
ま
し
た
と
き
、
錆

び
て
い
ま
し
た
の
で
、
改
め
て
磨
き
ま
し
た
。
い

ま
保
管
し
て
い
る
状
態
で
鏡
の
表
面
を
見
ま
す
と

確
か
に
顔
が
写
り
ま
す
。

漆
胡
瓶
（
し
っ
こ
へ
い
、
北
倉

四
三
）
と

い
う
変
わ
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
非
常
に
薄

い
、
い
わ
ゆ
る

（
そ
ぎ
）
板
と
い
い
ま
す
が
、

薄
い
板
状
の
細
い
も
の
、
テ
ー
プ
状
の
も
の
を
輪

積
み
に
し
な
が
ら
、
太
い
・
細
い
形
を
整
え
つ

つ
、
水
差
し
の
形
に
作
り
上
げ
た
も
の
で
す
。
そ

れ
に
漆
を
か
け
ま
し
て
、
そ
の
う
え
に
銀
の
板
を

様
々
な
形
に
截
っ
た
も
の
を
貼
り
付
け
、
そ
の
上

に
ま
た
漆
を
か
け
て
、
そ
の
上
の
漆
を
剥
い
で
、

銀
の
模
様
を
現
わ
し
ま
し
た
。
非
常
に
珍
し
い
技

法
で
あ
り
ま
す
。

変
わ
っ
た
物
差
（
北
倉

一
三
・
一
四
）
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
二
月
の
二
日
に
中
国
で
は
皇
帝

に
献
上
す
る
儀
式
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
う
い
う

も
の
は
正
倉
院
に
残
っ
て
い
る
の
で
、
日
本
で
も

そ
う
い
う
儀
式
や
っ
た
の
か
な
と
い
う
こ
と
を
言

う
人
も
お
り
ま
す
が
、
前
に
指
摘
し
ま
し
た
よ
う

に
、
私
は
や
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
仮
に
や

っ
た
と
し
て
も
一
年
限
り
だ
と
思
い
ま
す
。

鳥
毛
立
女
屛
風
（
北
倉

四
四
）
な
ど
鳥
毛

を
使
っ
た
屛
風
が
あ
り
ま
す
。
と
く
に
正
倉
院
を

代
表
す
る
の
が
鳥
毛
立
女
屛
風
で
す
け
れ
ど
も
、

こ
れ
ら
は
中
国
・
唐
製
だ
と
か
朝
鮮
・
新
羅
製
だ

と
か
い
う
人
が
い
ま
し
た
が
、
そ
の
鳥
の
毛
は
山

鳥
と
日
本
産
の
雉
子
の
羽
根
を
使
っ
て
い
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
国
産
で
あ
る
こ
と
が
確
定
さ
れ
て
い
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ま
す
。五

色
龍
歯
（
ご
し
き
り
ゅ
う
し

北
倉

七

〇
）
な
ん
て
い
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
薬
で

す
。
ナ
ウ
マ
ン
象
の
歯
の
化
石
で
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
な
ど
削
り
ま
す
と
精
神
安
定
剤
に
な
り
ま

す
。
正
倉
院
の
宝
物
を
削
る
な
ど
と
言
っ
た
ら
怒

ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
光
明
皇
后
が
献
納
し
た
頃

に
は
削
っ
て
使
用
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

紫
鉱
（
し
こ
う

北
倉

一
二
三
）
と
い
う

薬
も
あ
り
ま
す
。
薬
と
い
い
ま
し
た
が
、
染
料
と

し
て
使
う
場
合
も
あ
り
ま
す
し
、
薬
と
し
て
使
う

場
合
も
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
正
倉
院
の
薬
物
の
中

に
は
薬
で
あ
っ
て
も
別
の
用
途
が
あ
る
こ
と
に
も

注
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
薬
で
興
味
深
い
の
は
、
す
べ
て
外
国

産
で
、
国
産
の
も
の
が
一
つ
も
無
い
こ
と
で
す
。

奈
良
時
代
に
は
大
変
大
事
に
さ
れ
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。
も
っ
と
も

大
黄
（
北
倉

九

五
）
な
ん
て
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
な
ん

か
は
日
本
で
も
採
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
今
の
長
野

辺
り
で
も
採
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
正
倉
院

の
も
の
と
を
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
な
ど
を

使
っ
た
り
し
て
調
べ
て
頂
い
た
の
で
す
が
、
そ
の

結
果
に
よ
り
ま
す
と
、
両
者
の
成
分
が
全
く
違
う

の
で
す
。
恐
ら
く
正
倉
院
の
大
黄
と
中
国
の
そ
れ

と
で
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
違
う
よ
う
で
す
。

中
央
ア
ジ
ア
辺
り
か
ら
伝
わ
っ
た
に
違
い
な

い
、
見
る
か
ら
に
ペ
ル
シ
ャ
寄
り
の
と
こ
ろ
で
つ

く
ら
れ
た
と
お
も
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

花
氈
（
北
倉

一
五
〇
）
と
い
う
敷
物
が
そ
れ
で

す
。
花
柄
の
毛
氈
は
ペ
ル
シ
ャ
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
花
柄
の
毛
氈
に
記
さ

れ
て
い
る
も
の
の
な
か
に
、
中
国
・
唐
で
流
行
っ

て
い
た
打
毬
（
だ
き
ゅ
う
）
関
係
の
も
の
が
見
え

ま
す
。
中
央
ア
ジ
ア
で
こ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
を

作
っ
て
、
そ
れ
で
中
国
に
輸
出
を
し
て
い
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
先
ほ
ど
ち
ょ
っ
と
言
い
ま

し
た
が
、

銀
薫
炉
（
北
倉

一
五
三
）
と
い
い

ま
し
て
、
こ
こ
の
所
に
描
か
れ
る
図
柄
な
ん
か
を

見
ま
す
と
、
そ
の
当
時
、
日
本
で
は
な
い
獅
子
が

描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
も
中
国
製

で
す
。唐

の
墨
（
中
倉

四
一
）、
唐
墨
と
い
う
ふ

う
に
い
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
唐
の
ど
こ
で
作
っ
た

の
か
は
と
も
か
く
、
誰
が
作
っ
た
と
い
う
こ
と
が

書
い
て
あ
る
の
で
す
。

こ
れ
も

青
斑
石
鼈
合
子
（
中
倉

五
〇
）、

ま
だ
用
途
は
確
定
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
腹
部
は
取

り
外
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ほ
ど
の
容
量
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
薬
が
入
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
説
が
あ
り
ま

す
。
形
を
見
て
い
ま
す
と
、
ス
ッ
ポ
ン
で
す
。
と

こ
ろ
か
ス
ッ
ポ
ン
の
頸
の
形
は
中
国
産
の
鼈
と
分

か
り
ま
す
。
背
中
に
北
斗
七
星
が
銀
で
象
眼
さ
れ

て
い
ま
す
。

白
瑠
璃
碗
（
中
倉

六
八
）
と
い
う
も
の
が

あ
り
ま
す
。
か
つ
て
東
京
大
学
の
深
井
晋
司
先
生

だ
と
か
、
小
説
家
の
松
本
清
張
さ
ん
だ
と
か
、

錚
々
た
る
方
が
戦
後
間
も
な
く
ペ
ル
シ
ャ
、
イ
ラ

ン
へ
行
か
れ
た
時
に
、
向
こ
う
の
骨
董
屋
さ
ん
と

い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
店
の
主
人
か
ら
「
ち
ょ
っ

と
ち
ょ
っ
と
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

そ
の
時
に
何
語
で
し
ゃ
べ
っ
た
の
か
知
り
ま
せ
ん

け
れ
ど
も
、
深
井
先
生
や
松
本
清
張
さ
ん
の
書
い

た
も
の
を
見
ま
す
と
、「
正
倉
院
い
り
ま
せ
ん
か
」

と
い
わ
れ
た
と
い
う
ん
で
す
ね
。「
正
倉
院
っ
て

何
で
す
か
」
と
聞
い
た
ら
、
奥
へ
連
れ
て
行
か
れ

て
、
正
倉
院
の
白
瑠
璃
碗
と
同
じ
物
を
見
せ
ら
れ

た
と
の
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
の
は
日
本
に
今
、

一
〇
〇
以
上
伝
わ
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
先
日
も
ガ
ラ
ス
の
展
覧
会
で
、
平
山
郁
夫
先

生
の
御
所
蔵
で
あ
っ
た
と
い
う
白
瑠
璃
碗
を
拝
見
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伎楽面

双六局木画紫檀双六局
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し
ま
し
た
。
正
倉
院
の
も
の
と
そ
っ
く
り
同
じ
で

す
。
な
お
同
じ
碗
は
、
安
閑
天
皇
陵
か
ら
も
出
土

し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ベ
ル
ト
（
中
倉

八
八
）
で
す
。
紺
玉
帯
と

呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
ベ
ル
ト
を
入
れ
る
容
器
の

螺

箱
（
中
倉

八
八
）
も
見
事
な
も
の
で

す
。

漆
胡
樽
（
中
倉

一
六
六
）
と
い
う
変
わ
っ

た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
は
ラ
ク
ダ
の
背

中
に
乗
せ
て
水
を
運
ぶ
皮
袋
な
ん
で
し
ょ
う
け
れ

ど
も
、
こ
れ
は
木
で
作
っ
て
い
ま
す
。

投
壺
（
中
倉

一
七
〇
）
と
い
う
遊
戯
具

が
あ
り
ま
す
。
遠
く
か
ら
こ
の
壺
に
向
か
っ
て
矢

を
投
げ
て
、
得
点
を
競
う
も
の
だ
そ
う
で
す
。
投

扇
の
先
祖
だ
と
い
っ
た
ら
分
か
り
や
す
い
で
し
よ

う
か
。
韓
国
に
参
り
ま
し
た
ら
、
民
族
村
の
軒
先

に
置
か
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し

た
。

木
画
紫
檀
双
六
局
（
北
倉

三
七
）、
つ
ま

り
双
六
盤
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
納
め
る
容
器
を

（
北
倉

三
七
）
と
い
う
の
で
す
が
、
素
晴

ら
し
い
細
工
物
で
す
。
こ
の
双
六
盤
に
似
た
よ
う

な
も
の
が
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
ア
ス
タ
ー
ナ

古
墳
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
。

伎
楽
の
面
（
南
倉

一
）
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
中
国
の
ち
ょ
っ
と
南
の
方
、
呉
の
国
の
も

の
、
酔
胡
王
と
い
う
面
は
明
ら
か
に
ペ
ル
シ
ャ
で

す
。
獅
子
面
も
あ
り
ま
す
。

金
銀
花
盤
（
南
倉

一
八
）
と
い
う
盤
も
あ

り
ま
す
。
こ
の
盤
の
表
面
の
絵
は
面
白
い
で
す

ね
。
こ
の
動
物
は
鹿
で
す
け
れ
ど
、
こ
の
頭
の
所

に
花
の
よ
う
な
冠
の
よ
う
な
も
の
が
付
い
て
い
る

の
で
す
、
花
鹿
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
角
で
は
な

い
よ
う
で
す
。
似
た
よ
う
な
も
の
が
ロ
シ
ア
の
エ

ル
ミ
タ
ー
ジ
ュ
博
物
館
に
も
あ
り
ま
す
。
私
は
行

っ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど

も
、
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

い
ろ
ん
な
地
域
の
楽
器
、
音
楽
、
遊
戯
具
、
飲

食
具
、
取
り
上
げ
た
ら
切
り
が
無
い
ほ
ど
多
く
の

も
の
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
経
て
、
日
本
に
様
々
な

文
化
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
ま
だ
お
話
し
す
る
こ

と
は
沢
山
あ
り
ま
す
が
、
予
定
の
時
間
を
超
過
し

て
い
る
よ
う
で
す
。

皆
さ
ん
に
も
う
少
し
時
間
を
頂
戴
し
て
、
話
を

続
け
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

第
四
章

正
倉
院
宝
物
の
模
造
の
歴
史

一
、
江
戸
時
代
末
に
お
け
る
刀
の
模
造

今
、
正
倉
院
の
代
表
的
な
宝
物
の
一
部
を
見
て

い
た
だ
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
正
倉
院
の
宝
物
を

わ
れ
わ
れ
が
後
世
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
非
常

に
重
要
な
仕
事
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
正

倉
院
の
中
で
は
修
理
を
す
る
と
い
う
部
署
も
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
全
て
の
も
の
に
つ
い
て
修
理
す

る
だ
け
の
能
力
は
残
念
な
が
ら
あ
り
ま
せ
ん
。
で

は
ど
う
す
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
外
部
の
し
か
る

べ
き
研
究
者
の
方
に
、
あ
る
い
は
技
術
者
の
方
に

来
て
い
た
だ
い
て
修
理
を
お
願
い
す
る
と
い
う
こ

と
を
や
っ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
修
理
だ
け
で
は
本
当
は
不
十
分
で
す
。

修
理
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
以
上
に
破

損
が
進
行
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
ま
た
何
か

の
拍
子
に
剥
が
れ
て
い
る
も
の
を
く
っ
つ
け
た
り

す
る
こ
と
は
出
来
ま
す
が
、
も
と
も
と
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
て
元
の
形
に

復
元
す
る
こ
と
は
修
理
の
段
階
で
は
し
て
は
な
ら

な
い
の
で
す
。
何
故
な
ら
そ
う
す
る
こ
と
は
、
も

と
の
宝
物
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

そ
こ
で
現
存
す
る
宝
物
と
は
別
に
同
じ
よ
う
な
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も
の
を
作
る
、
つ
ま
り
現
宝
物
の
元
の
形
の
も
の

を
作
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
復
元
で
す
。
し
か
し

完
全
な
復
元
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
問
題
と
し
て

は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
す
の
で
、
模
造
す
る
と
い

い
ま
す
が
、
単
純
な
模
造
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
復
元
模
造
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。

正
倉
院
宝
物
の
中
で
、
早
く
に
模
造
品
が
作
ら

れ
ま
し
た
の
は
、
江
戸
時
代
末
に
行
わ
れ
た
刀
の

模
造
で
す
。
現
在
、
私
が
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
は

二
点
あ
り
ま
す
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
二
点
と

も
今
、
行
方
不
明
で
す
。
幸
い
こ
の
二
点
と
も
関

係
の
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。

刀
を
作
ら
せ
た
人
、
刀
を
作
っ
た
人
、
も
ら
っ

た
人
も
分
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
も
ら
っ
た
人

が
記
録
に
留
め
て
い
ま
す
。

聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、
一
つ
は
、
刀

を
預
か
っ
て
い
た
人
が
京
都
の
祇
園
で
飲
ん
だ
の

で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
に
遠

い
昔
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
第
二
次
世
界
大
戦
後

の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
刀
の
特
徴
は
記
録
に
留
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
の
刀
は
盗
難
届
が
出
て
お
り
、
ど
の

よ
う
な
刀
で
あ
る
か
の
手
配
書
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
を
見
て
い
ま
す
と
、
正
倉
院
宝
物
の
中

で
も
特
に
素
晴
ら
し
い
も
の
で
す
。
詳
し
く
は
、

私
の
本
で
紹
介
し
て
い
ま
す
の
で
、
御
覧
い
た
だ

け
る
と
幸
い
で
す
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
江
戸
時
代

末
に
す
で
に
正
倉
院
の
宝
物
の
模
造
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
確
認
出
来
ま
す
。

二
、
奈
良
博
覧
会
社
と
宝
物
の
模
造

そ
の
後
、
明
治
に
入
り
ま
し
て
、
奈
良
博
覧
会

社
と
い
う
の
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
奈
良

に
限
り
ま
せ
ん
。
他
の
所
、
い
ろ
ん
な
県
に
博
覧

会
社
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
前
に
も
触
れ
ま
し
た
よ

う
に
、
殖
産
興
業
と
関
係
が
あ
る
の
で
す
。
こ
の

博
覧
会
で
、
正
倉
院
の
ほ
か
、
東
大
寺
、
法
隆
寺

な
ど
の
寺
院
か
ら
立
派
な
も
の
が
出
陳
さ
れ
ま
し

た
が
、
そ
う
い
う
物
を
見
た
工
芸
作
家
た
ち
が
模

造
品
を
作
り
ま
し
た
。
た
だ
そ
の
模
造
品
は
、
大

き
さ
は
あ
ま
り
問
わ
な
い
の
で
す
。
必
ず
し
も
原

寸
大
で
は
な
い
の
で
す
。
形
が
似
て
い
れ
ば
良
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
材
質
も
あ
ま
り
関
係

な
い
。
そ
う
い
う
も
の
を
作
っ
て
い
ま
す
。

三
、
御
物
整
理
掛
に
よ
る
宝
物
の
模
造

明
治
の
半
ば
頃
に
、
宝
物
の
修
理
に
新
た
な
展

開
が
あ
り
ま
し
た
。
明
治
二
十
年
の
中
頃
に
宮
内

省
の
中
に
御
物
整
理
掛
と
い
う
も
の
を
置
き
ま
し

た
。
正
倉
院
の
宝
物
に
限
ら
ず
、
東
京
の
方
に
あ

る
よ
う
な
物
も
含
め
て
、
い
ろ
ん
な
物
を
き
ち
ん

と
整
理
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
、
日
本
の
文
化
財
と

い
う
も
の
を
確
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
が
、
宮
内
省
だ
け
で
は
な
く
、
文
部
省
で
も

日
本
の
文
化
財
を
ど
の
よ
う
に
保
存
管
理
し
て
行

く
か
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

た
と
え
ば
岡
倉
天
心
と
い
う
人
た
ち
が
文
化
財

の
保
存
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

御
物
整
理
掛
と
い
う
も
の
が
宝
物
の
修
理
や
模

造
を
始
め
ま
し
た
。
こ
の
時
の
方
針
は
、
で
き
る

だ
け
形
を
似
せ
る
、
大
き
さ
も
似
せ
る
と
い
う
ふ

う
な
こ
と
で
や
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
残
念
な
こ
と
に
こ
れ
を
始
め
ま
し
た

と
こ
ろ
が
日
露
戦
争
が
勃
発
し
ま
し
た
。
戦
争
は

明
治
三
十
七
年
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
が
、
そ
の
前

年
あ
た
り
か
ら
、
戦
争
を
前
に
し
て
日
本
は
お
金

が
な
い
と
言
い
始
め
ま
し
た
。
こ
う
い
う
と
き
、

真
っ
先
に
政
治
家
の
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
文
化
財
予

算
を
削
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
明
治
三
十

七
年
に
御
物
整
理
掛
は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
時
、
復
元
模
造
さ
れ
た
も
の
に
、
①
螺

紫
檀
五
絃
琵
琶
、
②
螺

紫
檀

咸
、
③
金
銀
平
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文
琴
、
④
螺

槽

、
⑤
漆

、
⑥
箭
、
⑦

胡

、
⑧
金
銀

荘
唐
太
刀
、
⑨
破
陣
楽
の
太
刀

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

現
在
、
そ
れ
ら
は
東
京
国
立
博
物
館
や
宮
内
庁

正
倉
院
事
務
所
が
保
管
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も

凄
い
も
の
を
復
元
し
て
い
ま
す
。
技
術
者
の
能
力

も
素
晴
ら
し
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

四
、
帝
室
博
物
館
に
お
け
る
模
造
の
奨
励
と
模
造

品
買
い
上
げ

そ
れ
で
は
と
い
う
の
で
、
昭
和
時
代
に
な
っ

て
、
東
京
帝
室
博
物
館
が
模
造
を
作
ら
せ
、
そ
れ

を
買
い
上
げ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
や
り
ま
し

た
。
そ
の
た
め
に
一
部
、
正
倉
院
宝
物
を
外
部
の

技
術
者
に
見
せ
、
模
造
を
作
ら
せ
ま
し
た
。
し
か

し
模
造
と
は
、
一
寸
見
た
だ
け
で
は
、
な
か
な
か

復
元
す
る
の
は
困
難
で
す
。
こ
の
た
め
中
に
は
、

変
な
物
も
た
く
さ
ん
作
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
は
、
そ
の
後
も
良
い
も
の
が
あ
れ
ば
買
い

上
げ
る
と
い
う
こ
と
で
、
昭
和
二
十
年
か
ら
三
十

年
代
に
も
良
い
作
品
を
買
い
上
げ
て
い
ま
す
。

金
銀
平
脱
八
角
鏡
、

銀
平
脱
鏡
箱
、

紫

檀
金
銀
絵
書
几
、

黒
柿
両
面
厨
子
、

白
石
火

舎
、

黄
金
瑠
璃

背
十
二
稜
鏡
、

緑
地
彩
絵

箱
、

木
画
紫
檀
双
六
局
、

金
銀

荘
唐
太

刀
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
、
す
ぐ
れ
た
模
造
品
が

東
京
や
奈
良
の
国
立
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
ま

す
。五

、
正
倉
院
事
務
所
に
よ
る
宝
物
の
復
元
模
造

正
倉
院
事
務
所
で
は
、
自
ら
の
責
任
に
お
い

て
、
き
ち
ん
と
し
た
も
の
を
作
ら
な
き
ゃ
い
け
な

い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
昭
和
四
十
七
年
か
ら
宝
物

の
復
元
模
造
を
始
め
ま
し
た
。
先
に
も
い
い
ま
し

た
が
、
復
元
と
い
う
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
い
ま

す
。
こ
れ
ま
で
の
模
造
の
中
に
も
、
復
元
と
い
う

言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
大
き
さ
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
で
き
る
だ
け
材
質
は
昔
ど
お
り

に
や
る
、
技
法
も
昔
ど
お
り
に
や
る
と
い
う
こ
と

で
模
造
品
を
作
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
で
す

か
ら
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
模
造
な
ど
と
い
う
の
と
は

全
く
無
関
係
の
も
の
を
作
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

そ
こ
で
正
倉
院
事
務
所
で
は
、
宝
物
の
復
元
模

造
に
当
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
、
な
に
を

選
択
す
る
か
、
制
作
者
を
ど
の
よ
う
に
お
願
い
す

る
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
制
作
し
て
頂
く
か
、
た

と
え
ば
宝
物
を
熟
覧
し
て
も
ら
え
ば
良
い
の
か
、

ど
う
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
復
元
予
定
宝
物
に

つ
い
て
、
材
質
、
塗
料
、
技
法
な
ど
正
確
な
知
識

を
制
作
者
が
把
握
し
て
お
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
制
作
者
に
正
確
な
材
質
・
技
法
な
ど

を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
正
倉
院
事
務
所
で

は
、
Ｘ
線
や
赤
外
線
な
ど
の
電
子
機
器
を
使
っ
て

宝
物
の
持
っ
て
い
る
情
報
を
調
べ
、
制
作
者
に
伝

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
正

倉
院
事
務
所
の
職
員
は
、
制
作
者
に
復
元
模
造
を

依
頼
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
制
作
者
と
一
緒
に
復

元
作
業
を
進
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
の
た
め

一
年
に
一
、
二
点
し
か
復
元
模
造
す
る
こ
と
は
出

来
ま
せ
ん
が
、
現
在
か
な
り
の
宝
物
が
復
元
さ
れ

ま
し
た
。

そ
の
う
ち
の
何
点
か
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。

白
檀
八
角
箱
、
漆
挟

、
天
平
筆
、
粉
地
彩
絵

八
角
箱
、
紺
玉
帯
、
螺

箱
、
花
鳥
背
八
角
鏡
、

紅
牙
撥
鏤
尺
、
雑
帯
、
蘇
芳
地
金
銀
絵
箱
、
紫
檀

木
画
箱
、
琵
琶
袋
、
黄
金
瑠
璃

背
十
二
稜
鏡
、

佐
波
理
加
盤
、
銀
薫
炉
、
酔
胡
王
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第
五
章

御
養
蚕
所
の
蚕
に
よ
る
復
元

模
造

一
、
御
養
蚕
所
の
沿
革
と
設
立
の
意
図

御
養
蚕
所
と
は
、
蚕
を
飼
育
す
る
と
こ
ろ
で

す
。
現
在
、
皇
居
内
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
御
養

蚕
所
の
沿
革
を
見
ま
す
と
、
奈
良
時
代
に
起
源
が

求
め
ら
れ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

奈
良
時
代
の
御
養
蚕
に
は
問
題
が
あ
り
、
本
当
に

奈
良
時
代
に
遡
れ
る
も
の
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ

ん
。
と
い
う
の
も
確
か
に
正
倉
院
の
宝
物
の
中

に
、
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
に
宮
中
で
養
蚕

奨
励
の
た
め
の
儀
礼
が
行
わ
れ
た
と
き
の
玉
箒
が

伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
皇
室
の
御
養
蚕
所

の
起
源
を
奈
良
時
代
に
求
め
ま
す
が
、
当
時
、
養

蚕
奨
励
の
儀
礼
が
行
わ
れ
た
の
は
こ
の
時
一
度
だ

け
で
、
そ
の
後
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と

も
一
度
だ
け
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ

っ
た
の
は
事
実
で
す
し
、
中
国
の
古
い
書
物
に
よ

り
ま
す
と
、
王
は
農
耕
儀
礼
を
、
王
妃
は
養
蚕
奨

励
の
儀
礼
を
行
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
明
治
時
代
の

始
め
に
英
照
皇
太
后
が
養
蚕
の
奨
励
は
御
自
身
の

仕
事
と
お
思
い
に
な
ら
れ
た
と
考
え
て
も
不
思
議

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
明
治
六
年
五
月
五
日
に
皇
居
が
炎
上

し
ま
し
た
、
御
養
蚕
所
も
完
全
に
焼
け
て
し
ま
い

ま
し
た
。
当
時
、
明
治
天
皇
の
皇
后
、
後
の
昭
憲

皇
太
后
さ
ん
は
、
英
照
皇
太
后
以
下
の
方
々
と
と

も
に
、
靑
山
御
所
に
お
移
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
英
照
皇
太
后
は
皇
后
さ
ん
と
と
も
に
御
養

蚕
を
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
火

災
か
ら
一
月
後
に
、
早
く
も
英
照
皇
太
后
は
皇
后

さ
ん
を
伴
っ
て
群
馬
県
富
岡
の
製
糸
場
に
行
啓
に

な
ら
れ
て
い
ま
す
。

皇
太
后
や
皇
后
が
御
養
蚕
に
精
励
さ
れ
た
の

は
、
当
時
の
社
会
的
背
景
、
つ
ま
り
絹
織
物
の
輸

出
、
も
う
少
し
い
え
ば
当
時
の
政
治
的
課
題
で
も

あ
る
殖
産
興
業
に
寄
与
す
る
と
い
う
思
惑
も
あ
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

二
、
小
石
丸
に
よ
る
宝
物
の
復
元

さ
き
に
正
倉
院
の
宝
物
の
復
元
に
つ
い
て
述
べ

ま
し
た
が
、
主
と
し
て
器
物
類
が
中
心
で
染
織
品

の
復
元
模
造
は
必
ず
し
も
多
い
と
は
い
え
ま
せ

ん
。
し
か
し
染
織
品
の
復
元
は
二
、
三
点
で
す
が

あ
り
ま
す
。
た
だ
し
復
元
し
た
も
の
を
見
ま
す

と
、
必
ず
し
も
材
質
の
点
で
は
奈
良
時
代
の
も
の

に
近
い
と
は
い
い
に
く
い
も
の
で
し
た
。
た
と
え

ば
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
琵
琶
袋
を
復
元
し
よ
う
と

し
ま
し
た
。
復
元
品
は
立
派
な
も
の
で
す
。
も
っ

と
奈
良
時
代
の
も
の
に
近
い
も
の
が
出
来
な
い
か

と
考
え
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
日
本
古
来
の
蚕
の

糸
で
復
元
で
き
な
い
の
か
な
と
い
う
の
が
私
ど
も

の
考
え
に
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
当
時
は
ま
だ
農
水
省
と
は
言
わ
な
か
っ
た

で
す
け
れ
ど
も
、
農
林
省
の
養
蚕
研
究
所
み
た
い

な
所
に
電
話
し
ま
し
て
、「
日
本
の
伝
統
的
な
蚕

と
い
う
の
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
ん
で
す
か
ね
」

っ
て
言
っ
た
ら
、「
皇
居
に
小
石
丸
が
あ
る
じ
ゃ

な
い
で
す
か
」
と
、
こ
う
言
わ
れ
ま
し
た
。「
え

え
っ
」
と
思
い
ま
し
た
が
、「
そ
う
で
す
ね
」
と

言
っ
て
電
話
を
切
り
ま
し
た
。「
そ
う
で
す
ね
」

と
い
っ
た
も
の
の
、
み
っ
と
も
な
い
話
で
す
が
、

そ
ん
な
こ
と
私
は
知
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
さ
て
ど
う
し
た
も
の
か
と
思
案
し
ま
し
た
。

し
か
も
よ
く
よ
く
調
べ
ま
す
と
、
皇
居
の
御
養
蚕

所
の
蚕
は
、
種
の
保
存
の
た
め
に
、
農
林
省
の
研

究
所
と
皇
居
で
皇
后
様
が
小
石
丸
を
飼
育
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
小
石
丸
と
い

う
蚕
は
、
普
通
の
も
の
に
比
べ
る
と
四
分
の
一
ぐ

ら
い
の
大
き
さ
で
、
一
つ
の
繭
か
ら
採
れ
る
糸
も

当
然
、
普
通
の
繭
な
ら
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い

正倉院宝物の魅力



の
も
の
が
、
小
石
丸
で
す
と
、
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

か
ら
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
し
か
採
れ
な
い
、

さ
ら
に
糸
自
体
が
細
く
、
す
ぐ
に
切
れ
て
し
ま
う

と
の
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
奈
良
時
代

の
蚕
に
似
て
い
る
と
な
り
ま
す
と
、
ほ
か
に
は
こ

れ
と
い
う
智
恵
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
こ
は
一

つ
思
い
切
っ
て
皇
后
様
に
お
願
い
に
上
が
り
ま
し

た
。
お
願
い
に
上
が
っ
た
と
い
っ
て
も
、
い
き
な

り
皇
后
さ
ん
の
部
屋
を
ノ
ッ
ク
す
る
わ
け
に
は
も

ち
ろ
ん
い
き
ま
せ
ん
。
周
り
を
固
め
な
き
ゃ
い
け

な
い
の
で
、
ま
ず
長
官
に
お
願
い
し
ま
し
て
「
こ

う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
お
か

し
い
で
す
か
」
と
聞
き
ま
し
た
ら
、「
い
や
、
そ

れ
は
お
か
し
く
な
い
よ
」
と
。
長
官
の
下
の
次
長

に
も
話
を
し
ま
し
た
。
次
長
も
「
い
い
じ
ゃ
な
い

か
」
と
。「
じ
ゃ
あ
侍
従
長
の
所
に
ち
ょ
っ
と
行

っ
て
き
ま
す
」
と
、
侍
従
長
の
所
に
行
き
ま
し

た
。
侍
従
長
も
「
君
は
面
白
い
こ
と
を
考
え
る

な
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ

で
は
、
今
度
は
皇
后
さ
ん
の
こ
と
で
す
か
ら
女
官

長
さ
ん
に
説
明
し
ま
し
た
。
女
官
長
さ
ん
は
説
明

を
聞
い
て
下
さ
い
ま
し
た
が
、
な
に
も
仰
っ
て
く

れ
ま
せ
ん
。

脈
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
さ
っ
ぱ
り
分
か
り

ま
せ
ん
が
、
話
す
だ
け
話
し
ま
し
た
の
で
、
ど
う

も
勝
手
す
ぎ
た
の
か
と
思
い
な
が
ら
、
引
き
上
げ

ま
し
た
。

奈
良
へ
帰
り
ま
し
て
、
改
め
て
侍
従
さ
ん
に
電

話
を
し
ま
し
た
。
そ
の
人
と
は
役
所
に
入
り
ま
し

た
の
が
同
期
で
、
知
り
合
い
で
し
た
の
で
、
改
め

て
上
京
中
の
経
緯
を
話
し
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
し

て
「
も
し
も
何
か
あ
っ
た
ら
よ
ろ
し
く
頼
む
」
と

伝
え
ま
し
た
。
そ
の
二
日
後
に
、
そ
の
友
人
か
ら

「
繭
は
ど
れ
ぐ
ら
い
必
要
で
す
か
」
と
聞
い
て
こ

ら
れ
ま
し
た
の
で
、
今
度
は
私
の
方
が
び
っ
く
り

し
ま
し
た
。

び
っ
く
り
し
た
と
い
う
の
は
、
量
の
こ
と
が
全

然
頭
の
中
に
入
っ
て
な
か
っ
た
の
で
す
。
も
っ
と

も
何
を
作
り
た
い
か
と
い
う
こ
と
は
漠
然
と
考
え

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
が
ど
れ
く
ら
い
の
量

に
な
る
の
か
、
見
当
も
付
き
ま
せ
ん
。
小
石
丸
と

い
う
蚕
の
繭
を
い
た
だ
け
れ
ば
そ
れ
で
十
分
だ
み

た
い
な
、
そ
れ
こ
そ
小
学
生
の
よ
う
な
思
い
つ
き

で
し
た
。
頭
の
中
で
は
、
奈
良
時
代
の
皇
族
、
貴

族
、
官
人
、
女
官
、
庶
民
の
衣
服
を
い
く
つ
か
作

ろ
う
と
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
復
元
に

は
ど
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
、
製
糸
、
織
布
、
縫
製

な
ど
を
把
握
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
た
が
っ

て
ど
れ
ほ
ど
の
繭
が
必
要
な
の
か
も
よ
く
分
か
り

ま
せ
ん
し
、
小
石
丸
と
い
う
蚕
が
古
い
時
代
の
蚕

に
似
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
で
何
キ
ロ
あ
れ

ば
ど
れ
く
ら
い
の
糸
が
採
れ
、
ど
れ
ほ
ど
の
織
物

が
出
来
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
と
も
か
く

奈
良
時
代
の
織
物
を
復
元
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
考
え
、
四
〇
キ
ロ
必
要
と
返
事
し
ま
し
た
。
折

り
返
し
、
そ
れ
は
乾
燥
繭
か
生
繭
か
と
彼
か
ら
問

い
合
わ
せ
が
あ
り
、
ま
た
も
や
無
知
を
さ
ら
け
出

し
ま
し
た
。
し
か
し
私
ど
も
の
無
知
を
ご
存
じ
の

上
で
、
皇
后
様
は
生
繭
で
四
〇
キ
ロ
下
さ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
四
〇
キ
ロ
が
、
い
か
に
大
変
な
量
で
あ
る

の
か
と
い
う
こ
と
を
後
で
掛
の
方
か
ら
教
え
て
も

ら
い
ま
し
た
。
当
時
、
御
養
蚕
所
で
は
毎
年
、
五

か
ら
六
キ
ロ
し
か
作
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
の

で
、
増
産
す
る
こ
と
は
、
人
員
の
増
員
や
御
養
蚕

所
の
桑
畑
の
手
入
れ
、
ま
た
小
石
丸
は
繭
造
り
に

も
面
倒
な
よ
う
で
、
担
当
す
る
方
は
ご
苦
労
の
よ

う
で
し
た
。
そ
れ
に
御
養
蚕
所
で
は
、
生
繭
五
〜

六
キ
ロ
し
か
作
っ
て
い
な
い
の
に
、
当
初
は
乾
燥

し
た
も
の
を
四
〇
キ
ロ
下
さ
い
と
申
し
ま
し
た

ら
、
そ
れ
は
何
で
も
大
変
だ
と
。
な
に
し
ろ
乾
燥

繭
は
生
繭
に
す
る
と
、
そ
の
七
か
ら
八
倍
ぐ
ら
い
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の
分
量
に
な
る
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
ま
た
ビ

ッ
ク
リ
し
て
、
乾
燥
繭
で
は
な
く
、
生
繭
で
四
〇

キ
ロ
頂
戴
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

い
ろ
い
ろ
と
検
討
し
て
い
ま
す
と
、
生
繭
四
〇

キ
ロ
で
も
、
衣
服
を
作
る
の
は
大
変
だ
と
い
う
こ

と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
ち
ょ
っ
と
方

針
を
変
え
ま
し
て
、「
奈
良
時
代
の
一
農
民
が
調

と
か
庸
で
収
め
る
分
の
織
物
を
作
り
た
い
」
と
、

古
代
の
税
の
姿
を
復
元
し
よ
う
と
考
え
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。
こ
れ
な
ら
「
生
繭
で
四
〇
キ
ロ
ぐ
ら

い
あ
れ
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
専
門
家

が
お
ら
れ
、
そ
の
言
葉
に
従
っ
て
四
〇
キ
ロ
の
生

繭
を
使
っ
て
、
奈
良
時
代
の
一
つ
の
断
面
で
す
が

復
元
に
着
手
し
ま
し
た
。

さ
て
実
際
に
や
っ
て
み
た
ら
大
変
で
し
た
。
丁

度
、
農
民
が
納
め
る
一
人
分
の
調
、
一
匹
分
を
復

元
し
ま
し
た
。
正
倉
院
に
た
ま
た
ま

讃
岐
の
国

か
ら
調
と
し
て
納
め
た
白
い

（
あ
し
ぎ
ぬ
）、

と
い
う
の
は
言
葉
で
は
悪
し
き
絹
、
悪
い
絹
と

い
う
意
味
で
す
が
、
実
際
は
な
か
な
か
上
等
の
絹

で
す
。
決
し
て
悪
し
き
絹
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
復
元
を
行
い
ま
し
た
。
翌
年
は
、
白
で
は
な

く
、
黄
色
に
染
め
た
も
の
、
緋
色
の
も
の
、
さ
ら

に
つ
る
ば
み
色
の
も
の
を
作
り
ま
し
た
。
そ
の
後

模造 讃岐国調白 絹

模造 御袈裟七条織成樹皮色袈裟 表裏
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も
い
ろ
ん
な
技
法
で
織
ら
れ
た
も
の
の
復
元
を
行

い
ま
し
た
。

綾
織
り
、
羅
と
い
う
織
物
、
錦
と
い
う
豪
華
な

も
の
な
ど
、
大
変
高
度
な
も
の
も
作
り
ま
し
た
。

十
年
か
け
て
い
ろ
い
ろ
の
も
の
を
作
り
ま
し
た
。

大
変
な
仕
事
が
続
き
ま
し
た
の
で
、
十
年
一
括
り

で
休
憩
す
る
こ
と
に
し
、
ま
た
何
を
復
元
す
る
の

か
、
考
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

し
か
し
有
り
難
い
こ
と
に
そ
の
後
も
皇
居
で
は

小
石
丸
の
繭
を
作
り
続
け
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ

こ
で
思
い
切
っ
て
大
物
に
挑
戦
し
ま
し
た
。

聖
武
天
皇
が
た
ぶ
ん
着
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と

い
う

袈
裟
を
作
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
し
ま
し

た
。
復
元
は
一
朝
一
夕
に
は
出
来
ま
せ
ん
。
何
度

も
何
度
も
試
行
錯
誤
を
重
ね
、
遂
に
復
元
品
を
完

成
さ
せ
ま
し
た
。
見
る
か
ら
に
素
晴
ら
し
い
も
の

で
す
が
、
復
元
の
た
め
に
、
何
度
も
何
度
も
宝
物

と
比
較
し
、
顕
微
鏡
で
確
認
し
、
遂
に
完
成
致
し

ま
し
た
。
袈
裟
の
復
元
の
と
き
は
、
私
は
す
で
に

退
職
し
て
い
ま
し
た
が
、
時
々
そ
の
復
元
の
様
子

を
実
際
に
見
せ
て
頂
い
て
い
ま
し
た
の
で
、
本
当

に
そ
の
ご
苦
労
に
は
頭
が
下
が
り
ま
す
。

第
六
章

正
倉
院
宝
物
の
復
元

最
後
に
、
正
倉
院
宝
物
の
復
元
の
意
味
に
つ
い

て
、
こ
れ
ま
で
に
も
折
に
つ
れ
て
触
れ
て
い
ま
す

が
、
改
め
て
整
理
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

一
、
復
元
模
造
の
意
味

私
は
、
宝
物
復
元
の
意
味
を
六
点
に
整
理
し
て

お
き
ま
し
た
。

㈠
宝
物
に
万
が
一
の
こ
と
が
あ
っ
た
の
に
備
え

る
。
万
が
一
と
は
何
か
と
い
わ
れ
る
と
困
り
ま
す

が
、
ま
さ
に
想
定
外
の
事
態
も
含
め
、
私
ど
も
の

不
注
意
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
自
然
災
害
と
言
う

こ
と
も
あ
る
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な

折
り
に
破
損
で
も
し
た
ら
、
復
元
品
で
身
代
わ
り

さ
せ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

㈡
復
元
模
造
に
よ
っ
て
、
宝
物
本
来
の
姿
を
彷

彿
と
出
来
る
。
正
倉
院
宝
物
は
、
破
損
し
て
い
た

と
し
て
も
、
そ
の
部
分
を
補
う
と
い
う
こ
と
は
し

な
い
で
、
復
元
品
で
元
の
姿
を
考
え
て
も
ら
い
ま

す
。㈢

宝
物
に
代
え
て
復
元
品
を
利
用
に
供
す
る
。

た
と
え
ば
博
物
館
な
ど
に
お
い
て
展
示
す
る
こ
と

が
出
来
ま
す
。
宝
物
を
何
処
に
で
も
持
っ
て
行
く

こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
が
、
復
元
品
で
あ
れ
ば
、
宝

物
に
比
べ
て
比
較
的
安
心
し
て
持
ち
運
ぶ
こ
と
が

出
来
ま
す
。
復
元
模
造
品
だ
け
の
展
覧
会
を
奈
良

を
は
じ
め
、
各
地
で
行
い
ま
し
た
。
ま
た
二
、
三

の
模
造
品
を
出
陳
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ

ら
は
復
元
模
造
を
通
じ
て
原
物
を
見
る
と
い
う
教

育
的
効
果
が
あ
り
ま
す
。

㈣
模
造
品
の
制
作
に
当
た
っ
て
原
宝
物
を
調
査

し
た
と
こ
ろ
、
宝
物
の
特
質
を
解
明
す
る
こ
と
が

出
来
、
そ
の
成
果
を
復
元
模
造
品
に
取
り
込
む
こ

と
が
出
来
ま
す
。

㈤
宝
物
の
復
元
模
造
を
進
め
る
中
で
、
原
宝
物

の
製
作
技
法
が
解
明
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま

す
。㈥

復
元
し
た
技
術
を
将
来
の
技
術
開
発
に
つ
な

げ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

二
、
復
元
宝
物
お
よ
び
復
元
技
術
者
の
選
定

復
元
模
造
品
は
ど
の
よ
う
に
し
て
選
択
す
る

か
、
誰
に
制
作
を
依
頼
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

時
々
聞
か
れ
ま
す
。

イ
美
術
工
芸
品
と
し
て
勝
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
第
一
条
件
で
す
。

ロ
歴
史
的
資
料
と
し
て
価
値
の
高
い
も
の
。
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ハ
現
宝
物
の
一
部
が
破
損
し
て
い
る
か
、
湮
滅

し
て
い
る
も
の
か
ら
考
証
す
る
と
、
原
状
に
復
元

で
き
る
も
の
。

ニ
伝
統
工
芸
会
な
ど
の
展
覧
会
等
か
ら
勝
れ
た

作
品
・
作
者
に
注
目
す
る
こ
と
。

ホ
伝
統
工
芸
会
な
ど
の
工
芸
界
の
専
門
家
の
意

見
を
聴
取
す
る
こ
と
。

ヘ
と
く
に
心
得
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

は
、
正
倉
院
宝
物
の
復
元
を
依
頼
す
る
こ
と
で
、

迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
す
る
。
た
と
え
ば
正
倉

院
宝
物
の
復
元
を
委
嘱
す
る
と
、
専
任
の
学
校
を

辞
職
し
て
復
元
一
筋
に
な
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が

過
去
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
の
な
い

よ
う
に
担
当
者
は
十
分
に
気
遣
い
が
生
じ
な
い
よ

う
に
留
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で

す
。

む
す
び

私
た
ち
は
常
に
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
正
倉
院

の
宝
物
を
守
る
こ
と
が
出
来
る
か
を
考
え
て
い
ま

す
。
一
説
に
、
千
何
百
年
も
伝
わ
っ
て
き
て
い
る

こ
う
い
う
宝
物
は
、
あ
る
人
は
奇
跡
の
も
の
だ
と

い
い
ま
す
。
実
は
私
の
本
も
『
奇
跡
の
正
倉
院
宝

物
』
な
ん
て
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
。
よ
く

ぞ
伝
わ
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
奇
跡
で
あ
り
ま
す

が
、
し
か
し
そ
れ
は
た
だ
自
然
に
伝
わ
っ
た
の
で

は
な
く
て
、
そ
こ
に
保
存
し
、
管
理
す
る
そ
う
い

う
人
た
ち
の
英
知
が
結
集
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
宝
物

そ
の
も
の
と
同
じ
く
復
元
品
も
そ
う
い
う
形
で
作

ら
れ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

最
後
に
一
つ
だ
け
、
私
た
ち
は
正
倉
院
宝
物
に

ど
う
向
か
い
合
う
の
が
良
い
か
、
私
自
身
の
体
験

を
話
さ
せ
て
頂
い
て
、
結
び
と
し
ま
す
。

正
倉
院
と
い
う
の
は
秋
に
開
封
の
儀
が
行
わ

れ
、
そ
れ
か
ら
大
凡
二
ヶ
月
間
ぐ
ら
い
倉
が
開
い

て
お
り
、
寒
さ
が
身
に
応
え
始
め
る
十
一
月
末
か

十
二
月
初
め
に
閉
封
に
な
り
ま
す
。
開
封
の
儀
と

閉
封
の
儀
と
い
う
の
は
あ
ま
り
皆
さ
ん
ご
覧
に
な

っ
た
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
あ
の
中
で
は
何

を
し
て
い
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
西
宝
庫
の
場

合
、
大
き
く
い
っ
て
部
屋
が
六
つ
あ
り
ま
し
て
、

そ
の
六
つ
の
と
こ
ろ
に
そ
れ
ぞ
れ
勅
封
が
掛
か
っ

て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
勅
封
を
解
き
ほ
ぐ
す
儀
式

が
開
封
の
儀
で
。
そ
れ
か
ら
最
後
の
閉
封
の
時
に

は
新
た
に
天
皇
さ
ま
が
書
か
れ
た
勅
封
を
今
度
は

取
り
付
け
る
儀
式
、
こ
れ
を
閉
封
の
儀
式
と
云
う

の
で
す
。
勅
封
を
取
り
外
す
儀
式
と
取
り
付
け
る

儀
式
、
結
構
時
間
が
か
か
る
の
で
す
。
扉
の
開
閉

に
つ
い
て
担
当
者
は
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
年
に

一
回
か
そ
こ
ら
し
か
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
み
ん
な

緊
張
し
て
い
ま
す
の
で
、
な
か
な
か
進
ま
な
い
の

で
す
。
十
分
ぐ
ら
い
か
か
り
ま
す
。
私
が
行
く
以

前
ま
で
は
六
つ
扉
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
六
つ
を
一

人
で
担
当
す
る
の
は
、
一
時
間
か
か
り
大
変
で

す
。
そ
れ
は
お
か
し
い
と
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
た

ら
し
ん
ど
い
か
ら
と
い
う
の
で
、
そ
れ
で
三
人
に

担
当
さ
せ
ま
し
て
、
三
人
が
、
二
階
の
一
、
二
、

三
室
を
分
担
し
、
ま
た
階
下
の
一
、
二
、
三
室
も

そ
の
三
人
が
分
担
す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
そ
れ

で
も
か
な
り
の
時
間
が
経
過
し
ま
す
。
と
こ
ろ
で

こ
の
儀
式
に
は
、
東
大
寺
の
別
当
さ
ん
や
博
物
館

の
館
長
さ
ん
な
ど
の
方
々
に
も
立
合
を
お
願
い
し

て
い
ま
す
が
、
私
た
ち
は
立
合
の
方
々
と
共
に
、

そ
の
開
閉
封
の
儀
式
の
間
じ
っ
と
立
ち
尽
く
し
て

い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
私
な
ど
は
、
開
閉
の
儀
式

の
間
、
目
を
つ
ぶ
っ
た
り
い
ろ
い
ろ
妄
想
を
し
た

り
し
な
が
ら
参
列
し
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
し
て
お
り
ま
す
と
、

何
の
た
め
に
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う

正倉院宝物の魅力



か
と
い
う
こ
と
を
、
一
瞬
で
す
が
思
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
あ
る
時
、
国
会
で
正
倉
院
の
宝
庫
の
開

閉
に
、
勅
封
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
あ
れ
は
国
有
財
産
だ
か
ら
勅
封
で
な
く
て
も

よ
い
の
で
は
な
い
か
と
質
問
し
た
議
員
さ
ん
が
い

ま
し
た
。
ご
指
摘
の
通
り
で
す
。
戦
後
、
国
有
財

産
に
な
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
「
国
有
財
産
な
ら
勅

封
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
を

言
う
人
が
国
会
に
い
た
の
で
す
。
そ
の
時
に
当
時

の
宮
内
庁
次
長
は
、「
い
や
、
こ
れ
は
皇
室
の
伝

統
的
行
事
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
ふ
う
に
い
わ

れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
問
題
は
一
件
落
着
で

す
。伝

統
的
行
事
と
は
い
え
、
当
初
暫
く
は
、
私
な

ど
も
、
た
だ
伝
統
行
事
で
あ
る
か
ら
大
切
に
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
の
み
思
っ
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
儀
式
が
大
事
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
儀
式
を

行
う
人
の
気
持
ち
が
大
事
な
の
だ
と
思
う
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
開
閉
封
の
間
、
時
間
が
掛
か

る
と
申
し
ま
し
た
。
参
列
者
も
退
屈
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。
緊
張
し
た
儀
式
の
中
で
、
退
屈
だ
な
ど

と
は
失
礼
で
す
が
、
私
な
ど
は
こ
の
儀
式
の
間

中
、
昔
の
人
は
こ
れ
ら
の
宝
物
を
こ
の
よ
う
な
儀

式
を
通
じ
て
守
り
通
し
て
き
た
の
だ
と
考
え
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
宝
物
に
対
す
る
愛
着
は
こ
の

よ
う
な
儀
式
の
中
で
、
私
な
ど
は
は
ぐ
く
ま
れ
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。
退
屈
な
儀
式
で
す
が
、
そ
の

退
屈
な
中
で
、
昔
の
人
の
気
持
ち
を
理
解
す
る
と

い
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

私
は
、
正
倉
院
事
務
所
を
退
職
す
る
に
際
し
、

職
員
の
前
で
そ
う
い
う
話
を
し
ま
し
た
。「
今
だ

か
ら
言
う
け
れ
ど
も
、
当
初
、
あ
の
儀
式
は
退
屈

だ
っ
た
ん
だ
」
と
。「
だ
け
ど
も
い
ろ
ん
な
こ
と

を
考
え
て
い
る
う
ち
に
、
い
か
に
重
要
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を

言
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
は
職
員
一
人
ひ
と
り
が

感
じ
て
い
た
こ
と
の
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。
自
分

だ
け
で
は
な
く
、
み
ん
な
同
じ
気
持
ち
で
宝
物
の

保
存
管
理
に
当
た
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
。
改
め
て
、
私
は
感
激
し
て
、
今

後
も
宝
物
を
大
事
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
肝

に
銘
じ
ま
し
た
。
や
っ
と
こ
れ
で
卒
業
で
き
る
の

だ
と
感
じ
ま
し
た
こ
と
が
、
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

ど
う
も
長
い
間
、
ご
静
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
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