
i

は

じ

め

に

正
倉
院
に
多
く
の
宝
物
が
献
納
さ
れ
て
か
ら
既
に
千
二
百
五
十
年
が
過
ぎ
て
い
る
︒
そ
の
間
に
生
じ
た
で
あ
ろ
う
様
々
な
有
為

転
変
に
影
響
さ
れ
て
き
た
は
ず
だ
が
︑
本
来
の
姿
を
今
日
に
伝
え
て
い
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
献
納
さ
れ
た
宝
物
に
は

官
物
︵
永
久
保
存
︶
と
資
財
︵
消
費
材
︶
と
の
二
様
が
あ
る
こ
と
が
正
倉
院
文
書
の
中
に
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
そ
ん
な
献
納
さ
れ

た
多
種
の
宝
物
の
中
に
多
量
の
香
薬
が
あ
る
︒
そ
れ
は
資
財
だ
ろ
う
が
︑
今
日
に
そ
の
姿
を
伝
え
て
い
る
︒

正
倉
院
に
あ
っ
て
は
献
納
か
ら
三
十
年
後
に
﹁
香
薬
﹂
を
主
と
し
て
保
存
調
査
︵
曝
涼
︶
を
行
っ
た
こ
と
が
曝
涼
帳
と
通
称
さ

れ
る
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
記
事
が
本
書
の
表
題
に
香
薬
の
語
を
用
い
た
出
発
点
で
あ
る
︒
そ
し
て
献
納
か
ら
五
十
年
後

の
曝
涼
帳
に
は
庫
内
の
香
薬
の
品
質
に
触
れ
︑
多
く
の
香
薬
は
中
品
で
あ
る
が
上
品
や
下
品
と
す
る
薬
物
が
存
在
す
る
こ
と
を
記

録
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
香
薬
が
保
存
中
に
変
質
を
す
る
こ
と
を
示
し
た
こ
と
と
し
て
関
心
を
払
っ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
献
納

か
ら
ほ
ぼ
百
年
を
経
て
か
ら
は
香
薬
の
こ
と
で
の
調
査
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

そ
の
後
︑
昭
和
期
に
い
た
っ
て
庫
内
の
薬
物
の
実
情
調
査
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
当
初
は
﹁
種
々
薬
帳
﹂
に

記
載
の
薬
物
の
存
否
や
残
存
量
の
調
査
に
始
ま
っ
た
が
︑
昭
和
五
～
六
年
に
中
尾
万
三
は
庫
内
の
薬
物
の
鑑
定
に
始
ま
る
薬
物
調

査
を
行
い
︑﹃
正
倉
院
宝
庫
漢
薬
調
査
報
告
﹄
を
提
出
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
庫
内
で
確
認
し
た
薬
物
の
保
存
に
つ
い
て
の
提
案

を
し
て
い
る
が
︑
そ
こ
に
い
た
っ
た
根
拠
は
何
も
記
し
て
い
な
い
︒
そ
れ
は
個
々
の
薬
物
に
つ
い
て
外
観
か
ら
実
視
す
る
だ
け
で

理
科
学
情
報
が
ほ
と
ん
ど
な
い
状
況
で
は
推
断
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
け
に
現
在
の
視
点
か
ら
は
理
解
し
難
い
こ
と



ii

も
多
々
あ
る
が
︑
示
唆
に
富
ん
だ
記
事
が
多
い
︒
許
可
を
得
て
本
書
第
五
章
に
引
用
紹
介
し
た
︒

正
倉
院
薬
物
に
つ
い
て
理
科
学
的
な
知
識
(情
報
︶
を
総
合
し
た
本
格
的
な
調
査
は
昭
和
二
三
～
二
六
年
に
行
わ
れ
た
薬
物
総

合
調
査
︵
現
在
は
第
一
次
薬
物
調
査
と
通
称
︶
に
始
ま
る
こ
と
で
︑
そ
の
第
二
次
薬
物
調
査
が
行
わ
れ
た
の
は
平
成
六
～
七
年
の

こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
間
に
は
四
十
年
余
の
時
間
が
経
過
し
て
い
た
︒
香
薬
の
理
科
学
調
査
に
応
用
で
き
る
機
器
の
技
術
革
新
は
す

さ
ま
じ
く
︑
よ
り
高
機
能
と
な
っ
た
機
器
が
短
時
日
に
相
次
い
で
登
場
し
て
は
︑
そ
れ
を
使
う
ど
こ
ろ
か
︑
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
︑

情
報
の
解
析
さ
え
手
に
負
え
な
く
な
っ
て
い
る
︒
筆
者
が
参
加
し
た
の
は
第
二
次
調
査
で
あ
る
︒
現
在
で
は
そ
れ
か
ら
も
二
十
年

が
経
っ
て
い
る
︒

薬
物
の
調
査
に
際
し
て
︑
正
倉
院
か
ら
は
各
調
査
員
に
は
調
査
目
的
と
し
て
四
項
目
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
四
番
目
に
庫

内
の
宝
物
の
保
存
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
過
去
の
調
査
報
告
書
に
は
︑
保
存
に
関
す
る
記
事
は
な
い
︒

保
存
の
研
究
に
必
要
な
こ
と
は
過
去
の
調
査
結
果
と
比
較
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
は
比
較
で
き
る
デ
ー
タ
を
得
ら
れ

る
機
器
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
︒
と
の
こ
と
を
拠
り
所
に
第
二
次
調
査
時
に
応
用
し
た
の
は
先
端
機
器
ば
か
り
で
は
な
い
︒

文
化
財
の
調
査
は
材
質
を
知
る
こ
と
に
始
ま
る
と
の
思
い
か
ら
︑
第
二
次
調
査
に
あ
っ
て
筆
者
が
行
っ
た
の
は
香
薬
の
現
状

︵
材
質
︶
を
理
化
学
的
に
分
析
し
︑
調
査
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
本
調
査
の
二
年
間
だ
け
で
は
︑
保
存
の
こ
と
に
ま
で
視
点
は
及

ば
な
か
っ
た
︒
そ
の
後
に
追
加
調
査
の
機
会
を
得
た
こ
と
で
若
干
な
が
ら
保
存
を
考
え
る
上
で
の
情
報
を
も
得
る
こ
と
が
で
き
た
︒

調
査
を
行
っ
た
の
は
香
薬
と
称
す
る
素
材
だ
け
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
こ
と
だ
け
で
も
記
録
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
信
じ
て

﹁
材
質
調
査
か
ら
保
存
へ
﹂
を
副
題
と
し
て
本
書
を
著
す
こ
と
と
し
た
︒

以
上
が
本
書
を
著
し
た
意
図
で
︑
理
系
の
者
に
は
馴
染
み
の
横
書
で
な
く
縦
書
と
し
た
こ
と
で
︑
や
は
り
つ
ら
い
文
章
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
が
ご
寛
容
の
ほ
ど
お
願
い
致
し
ま
す
︒



iii

凡
例

・
正
倉
院
宝
物
で
あ
る
文
書
︑
香
薬
な
ど
を
記
す
る
時
そ
の
名
称
︵
通
称
を
含
む
︶
に
は
原
則
と
し
て
﹁

﹂
を
付
し
た
︒

・
比
較
試
料
と
し
た
市
場
品
︑
文
書
︑
時
代
を
異
に
す
る
物
な
ど
は
名
称
︵
通
称
を
含
む
︶
の
み
と
し
た
︒

・
写
真
等
の
図
版
に
あ
っ
て
も
︑
名
称
に
﹁

﹂
を
付
し
た
も
の
は
す
べ
て
正
倉
院
宝
物
で
あ
る
︒
個
々
に
︵
正
倉
院
宝
物
︶
と

の
記
載
は
し
て
い
な
い
︒

・
図
表
な
ど
は
付
記
が
な
い
限
り
著
者
の
作
成
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒

・
本
書
に
採
用
し
た
度
量
衡
単
位
は
︑
右
の
と
お
り
で
あ
る
︒

大

一
斤

＝

小

三
斤

小

一
斤

＝

十
六
両

＝

二
二
三
グ
ラ
ム

一
両

＝

四
分

＝

一
五
グ
ラ
ム

一
分

＝

三
・
七
五
グ
ラ
ム

︵
引
用
し
た
﹁
正
倉
院
文
書
﹂
類
に
記
さ
れ
た
重
量
が
単
に
﹁
斤
﹂
と
あ
る
と
き
は
小
斤
の
こ
と
と
し
た
︶
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目

次

は

じ

め

に

第
一
章

香
薬
と
そ
の
調
査
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一

正
倉
院
宝
物
と
は















































































































































































4

二

正
倉
院
の
香
薬
の
調
査
︱
︱
保
存
と
利
用
か
ら
︱
︱
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三

宝
物
調
査
の
詳
細
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第
二
章

香
と
香
材
の
調
査

























































































































































































53

一

正
倉
院
の
香
と
香
材
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二

香
道
具
の
こ
と





















































































































































































63

三

香
薬
等
で
装
飾
さ
れ
た
調
度
類

















































































































































66

四

庫
内
の
香
・
香
材
の
調
査





























































































































































68

沈
香
及
雑
塵
︵
北
倉
一
二
九
︶

68

全
浅
香
︵
北
倉
四
一
︶
と
黄
熟
香
︵
中
倉
一
二
五
︶

77

白

檀
︵
北
倉
一
二
九
﹁
沈
香
及
雑
塵
﹂
の
中
︶

92

木

香
︵
北
倉
一
一
八
︶
︱
︱
附
・
青
木
香
︵
北
倉
一
一
六
︶
︱
︱

101

丁

香
︵
北
倉
一
一
九
︶

107



v

薫

陸
︵
北
倉
一
二
五
︶

114

琥

碧
︵
北
倉
一
一
五
︶

116

合

香
︵
中
倉
二
九
﹁
香
袋
﹂︑
中
倉
八
〇
﹁
裛
衣
香
﹂︶

122

香

袋

123

裛
衣
香

123

練

り

香
︱
︱
正
倉
院
の
炭
塊
︵
北
倉
一
三
五
﹁
薬
塵
﹂
中
︶
︱
︱

131

第
三
章

薬
物
の
調
査







































































































































































































136

薬
物
の
現
状
と
調
査





















































































































































































141

麝

香
︵
北
倉
一
一
四
︶

147

犀

角

器
︵
北
倉
五
〇
︶

150

阿

麻

勒
︵
亡
佚
︶

153

奄

麻

羅
︵
北
倉
一
三
五
﹁
薬
塵
﹂
の
中
︶

155

無

食

子
︵
北
倉
八
三
・
北
倉
一
二
四
の
一
︶

157

厚

朴
︵
北
倉
八
四
︶

160

桂

心
︵
北
倉
三
九
・
北
倉
四
四
︶

164

人

參
︵
北
倉
一
二
二
︶

169

大

黄
︵
北
倉
九
五
︶

178

臈

蜜
︵
北
倉
九
七
︶

190

甘

草
︵
北
倉
九
九
︶

195



vi

胡

同

律
︵
北
倉
一
〇
二
︶

203

没
食
子
之
属
︵
北
倉
一
二
四
︶

206

草
根
木
実
数
種
︵
北
倉
一
三
三
︶

208

薬

塵
︵
北
倉
一
三
五
︶
︱
︱
保
存
の
過
程
で
生
じ
た
断
片
︱
︱

211

防
葵
と
狼
毒
︵
と
も
に
亡
佚
か
︶

217

獣

胆
︵
北
倉
一
三
二
︶

222

そ
の
他
の
薬
物

227

附
章

あ
る
蘭
方
医
の
薬
箱
に
見
る
保
存
例







































































































































231

一

薬
箱
と
は

































































































































































































233

二

洪
庵
の
薬
箱
に
見
る
薬
物
の
保
存
例





































































































































242

摂

綿
︵
セ
メ
ン
︶

242

将

軍
︵
大
黄
︶

247

甘

草

249

桂

枝

251

旃

那
︵
セ
ン
ナ
︶

253

莨

根

255

三

幕
末
の
製
薬
剤
に
見
る
保
存
例

















































































































































260

四

幕
末
の
大
黄
製
剤
ウ
ル
ユ
ス
の
分
析
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vii

第
四
章

宝
物
を
彩
る
も
の
︱
︱
織
布
・
紙
に
見
る
︱
︱























































































































275

一

古
代
の
天
然
色
素
材
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二

染
色
材
の
調
査





















































































































































































281

蘇

芳
︵
北
倉
一
二
一
︶

281

紫

鑛
︵
北
倉
一
二
三
︶

285

茜

根
︵
北
倉
一
三
五
﹁
薬
塵
﹂
の
中
︶

289

紫

根
︵
北
倉
一
三
五
﹁
薬
塵
﹂
の
中
︶

292

そ
の
他
の
植
物
性
色
素
料
︵
北
倉
一
三
五
﹁
薬
塵
﹂
の
中
︶

294

銀

泥
︵
北
倉
一
〇
三
︶

295

丹

︵
北
倉
一
四
八
︶

296

朱
・
辰
砂
︵
北
倉
一
三
五
﹁
薬
塵
﹂
の
中
︶

297

雄

黄
︵
北
倉
一
一
一
︶

298

密

陀

僧
︵
亡
佚
︶

301

三

染
色
材
の
保
存
と
劣
化



































































































































































303

四

包
装
材
と
し
て
の
布
帛



































































































































































309

五

植
物
繊
維
と
紙
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第
五
章

香
薬
の
材
質
調
査
か
ら
保
存
へ





















































































































































336

一

正
倉
の
構
造



























































































































































































340

二

香
薬
の
収
納
と
包
装
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viii

三

材
質
調
査
は
保
存
の
た
め





























































































































































350

四

庫
内
の
微
小
生
物
の
調
査





























































































































































352

五

保
存
へ
の
提
言
例
︱
︱
中
尾
万
三
の
調
査
報
告
か
ら
︱
︱
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六

文
化
財
(材
)の
保
存
と
は
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七

文
化
財
の
理
科
学
調
査
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八

有
機
素
材
か
ら
な
る
文
化
財
の
材
質
調
査

























































































































374

九

素
材
の
劣
化
と
そ
の
対
策





























































































































































383

十

調
査
記
録
を
残
す















































































































































































390

附

地
下
埋
蔵
物
の
発
掘
と
保
存
例

















































































































































393

附
表

正
倉
院
宝
物
の
特
別
調
査
︵
材
質
調
査
︶
一
覧

正
倉
院
香
薬
と
そ
の
関
連
年
表

お

わ

り

に

索
引
︵
人
名
・
書
名
︶



お わ り に

417

お

わ

り

に

筆
者
は
大
学
に
お
い
て
︑
医
薬
に
関
す
る
歴
史
と
と
も
に
医
薬
品
の
原
材
料
に
つ
い
て
資
源
︑
材
質
を
専
攻
し
て
き
た
薬
学
徒

で
あ
る
︒
大
学
の
四
回
生
と
し
て
分
属
し
た
研
究
室
で
初
め
て
与
え
ら
れ
た
課
題
が
狼
毒
の
調
査
で
︑
同
時
に
与
え
ら
れ
た
文
献

が
﹃
正
倉
院
薬
物
﹄
の
抜
刷
で
あ
っ
た
︒
調
査
は
素
材
の
素
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
は
判
っ
た
が
︑
方
法
が
判
ら
な
い
︒

香
薬
は
原
材
料
を
動
植
鉱
物
の
三
界
に
広
く
求
め
て
き
た
︒
物
質
と
し
て
は
無
機
物
・
有
機
物
を
問
わ
ず
︑
こ
の
地
球
上
の
あ

ら
ゆ
る
物
が
対
象
で
あ
る
︒
だ
が
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
の
で
は
な
く
︑
当
初
は
乾
燥
す
る
だ
け
で
も
︑
よ
り
有
効
性
を
確
保
す
る

た
め
に
各
種
の
加
工
技
術
を
施
し
て
き
た
︒
そ
ん
な
香
薬
を
眼
前
に
呈
示
さ
れ
て
も
姿
や
形
だ
け
で
は
原
形
に
及
ぶ
こ
と
は
な
い
︒

香
薬
の
素
材
を
調
査
す
る
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
︑
文
化
材
(財
)の
多
く
が
天
産
物
︑
そ
れ
も
有
機
物
を
素
材
と
し
て
い
る
こ
と

を
知
っ
た
︒
個
人
と
し
て
の
研
究
対
象
は
当
初
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
な
く
な
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
正
倉
院
の
香
薬
類
を
は
じ
め
︑

古
刹
に
伝
存
す
る
香
薬
︑
さ
ら
に
は
江
戸
～
明
治
時
代
の
香
薬
や
関
連
す
る
各
種
の
文
化
財
の
調
査
に
従
事
し
て
き
た
︒
同
時
に

文
化
財
の
調
査
は
決
し
て
個
人
の
力
だ
け
で
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
正
倉
院
の
両
種
の
御
香
︵
蘭

奢
待
と
全
浅
香
︶
を
は
じ
め
と
す
る
香
や
香
材
の
調
査
・
研
究
に
は
多
く
の
分
野
の
人
々
が
伝
存
す
る
貴
重
な
資
料
の
分
与
を
受

け
︑
そ
し
て
自
ら
の
経
験
や
様
々
な
情
報
を
教
示
い
た
だ
い
た
︒
そ
し
て
自
ら
が
行
っ
た
の
は
理
化
学
調
査
で
は
あ
る
が
︑
調
査

機
器
の
進
化
は
め
ざ
ま
し
く
︑
そ
こ
か
ら
提
供
さ
れ
る
情
報
を
よ
く
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
幸
い
な
こ
と
に
多
く

の
専
門
家
か
ら
は
調
査
だ
け
で
な
く
︑
デ
ー
タ
の
解
説
を
も
得
て
調
査
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
︒
深
く
感
謝
し
て
い
る
︒
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今
後
の
研
究
・
調
査
に
あ
っ
て
も
︑
あ
ら
ゆ
る
力
を
総
合
的
に
集
結
し
て
対
処
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
︒

小
生
に
と
っ
て
財
物
を
理
科
学
的
に
調
査
す
る
こ
と
で
の
準
備
期
間
は
短
く
は
な
か
っ
た
︒
昭
和
四
〇
年
頃
に
は
︑
大
阪
羽
曳

野
市
内
の
野
中
古
墳
か
ら
出
土
の
棺
材
や
兜
の
装
飾
材
の
鑑
定
な
ど
で
調
査
班
の
お
手
伝
い
を
し
た
こ
と
が
は
じ
ま
り
で
︑
昭
和

五
〇
年
に
は
中
国
馬
王
堆
の
墳
墓
か
ら
発
掘
さ
れ
た
植
物
性
遺
体
の
調
査
に
関
与
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
は
じ
ま
り
は
地
下
埋
蔵
物

の
調
査
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
香
薬
の
調
査
を
進
め
る
中
で
︑
試
料
と
し
た
の
は
上
方
に
限
ら
ず
各
地
の
旧
家
に
伝
存
す
る
貴
重

品
で
地
上
空
間
に
あ
っ
て
保
存
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
地
上
空
間
に
伝
存
す
る
財
物
を
理
科
学
的
に
調
査
し
た

報
告
は
少
な
く
︑
あ
っ
て
も
一
︑二
の
財
物
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
を
覆
し
た
の
が
昭
和
二
三
～
二
六
年
の
本
調
査

と
引
き
続
い
て
の
二
年
間
の
追
加
調
査
か
ら
な
る
調
査
報
告
書
﹃
正
倉
院
薬
物
﹄︵
昭
和
三
〇
年
︶
の
発
刊
で
あ
っ
た
︒

小
生
が
正
倉
院
薬
物
の
実
物
に
向
か
い
あ
っ
た
の
は
第
二
次
調
査
が
始
ま
っ
た
時
で
︑
そ
れ
は
平
成
六
年
秋
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒

調
査
は
理
科
学
調
査
を
旨
と
し
︑
正
倉
院
外
の
調
査
員
は
理
科
系
の
み
で
小
生
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
︒
正
倉
院
薬
物
を
前
に
し

て
も
な
ん
ら
違
和
感
は
な
い
が
︑
墳
墓
か
ら
の
発
掘
物
の
調
査
経
験
に
は
つ
な
が
ら
な
い
︒
正
倉
院
薬
物
の
調
査
は
考
古
学
の
調

査
と
は
違
う
︒
そ
こ
で
︑
遺
物
の
理
科
学
調
査
の
先
達
で
も
あ
る
濱
田
耕
作
︵
青
陵
︶
氏
の
論
著
を
読
み
返
し
た
と
き
︑
そ
の
著

す
と
こ
ろ
は
今
な
お
筆
者
に
は
新
鮮
な
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
︒
濱
田
が
調
査
対
象
と
し
︑
念
頭
に
あ
っ
た
の

は
無
機
物
か
ら
な
る
出
土
品
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
筆
者
が
向
か
い
あ
っ
た
の
は
有
機
物
か
ら
な
る
財
物
で
あ
っ
た
︒
有
機
と
無

機
で
は
学
術
流
儀
は
異
な
る
︒
有
機
化
学
は
二
〇
世
紀
半
ば
か
ら
進
展
し
た
学
問
で
あ
っ
て
︑
一
次
調
査
時
に
は
そ
の
走
り
と
も

言
う
べ
き
一
端
が
応
用
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
︒

小
生
に
と
っ
て
︑
保
存
の
こ
と
を
考
え
る
に
い
た
っ
た
歴
史
は
長
い
︒
世
界
各
地
の
民
族
薬
や
薬
用
植
物
︑
そ
の
他
の
関
連
す

る
資
史
料
の
収
集
を
︑
国
内
外
の
各
地
へ
同
行
を
許
さ
れ
薬
物
の
現
場
で
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
の
は
高
橋
真
太
郎
︑
木
村
康
一
︑

木
島
正
夫
を
は
じ
め
と
す
る
先
輩
諸
氏
の
お
か
げ
で
あ
る
︒
正
倉
院
薬
物
の
調
査
に
絞
れ
ば
︑
中
国
各
地
︑
東
南
ア
ジ
ア
各
地
︑
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シ
ベ
リ
ア
︑
中
央
ア
ジ
ア
︑
南
太
平
洋
各
地
で
の
調
査
経
験
が
大
い
に
役
だ
っ
た
︒
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
は
度
々
訪
れ
て
い
る
が
︑
何

し
ろ
地
域
が
広
す
ぎ
て
︑
旅
行
者
の
限
界
を
感
じ
る
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
︑
木
村
先
生
や
木
島
先
生
の
該
地
域
で
の

調
査
記
録
や
経
験
談
︑
さ
ら
に
は
中
尾
万
三
先
生
が
蒐
集
・
所
持
さ
れ
て
き
た
資
料
の
一
部
に
し
ろ
御
子
孫
か
ら
小
生
に
託
さ
れ

た
こ
と
は
︑
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
っ
た
︒
昭
和
初
期
に
ま
で
²
っ
て
の
こ
と
だ
け
に
︑
小
生
如
き
が
ど
の
程
度
ま
で
理
解

で
き
た
か
︑
心
許
な
い
次
第
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
で
も
︑
正
倉
院
の
場
に
立
っ
た
時
︑
初
め
て
の
場
な
の
に
そ
の
よ
う
に
思
え
な
い

ほ
ど
に
︑
強
く
心
に
焼
き
付
い
て
い
た
︒

香
薬
の
調
査
に
あ
っ
て
は
長
年
に
わ
た
っ
て
多
く
の
先
輩
諸
氏
の
熱
心
な
指
導
と
協
力
を
い
た
だ
い
た
︒
既
に
故
人
と
な
ら
れ

た
方
は
多
い
︒
個
人
的
な
こ
と
で
は
あ
る
が
︑
大
学
に
あ
っ
て
主
任
教
官
の
入
院
は
大
学
院
生
の
途
中
で
職
に
就
く
こ
と
を
余
儀

な
く
さ
れ
︑
ほ
ど
な
く
師
を
失
っ
た
︒
ま
る
で
学
界
の
孤
児
と
な
っ
た
と
き
︑
分
野
を
超
え
た
方
々
の
援
助
や
指
導
が
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
︑
大
学
人
と
し
て
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
最
大
の
力
で
あ
っ
た
と
感
謝
し
て
い
る
︒
一
分
野
に
と
ど
ま
ら
な
い
人
々
と
の

交
流
は
最
大
の
資
産
で
あ
っ
た
︒
藤
野
恒
三
郎
先
生
は
国
交
回
復
直
後
の
中
国
へ
の
旅
に
同
行
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
︑
道
中
で
伺
っ

た
学
問
を
職
業
と
す
る
者
の
心
構
え
を
説
か
れ
た
︒
そ
れ
か
ら
四
十
年
を
経
た
今
も
︑
私
の
人
生
の
指
針
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
歴

史
と
薬
学
︑
異
な
る
領
域
の
研
究
を
結
び
つ
け
︑
素
材
の
研
究
の
道
を
歩
む
こ
と
の
大
き
な
障
害
を
取
り
除
い
て
い
た
だ
い
た
の

も
藤
野
先
生
で
あ
っ
た
︒

薬
学
に
あ
っ
て
︑
歴
史
調
査
の
意
義
だ
け
で
な
く
楽
し
さ
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
の
は
︑
最
初
に
し
て
最
後
の
上
司
で
あ
っ
た

高
橋
真
太
郎
先
生
で
あ
る
︒
学
部
︑
大
学
院
の
わ
ず
か
四
年
の
事
で
あ
っ
た
︒
素
材
を
見
つ
め
︑
本
草
書
を
読
み
話
さ
れ
︑
自
ら

の
病
身
を
押
し
て
︑
そ
の
と
き
中
国
産
薬
物
の
最
大
の
市
場
で
あ
っ
た
香
港
で
の
薬
物
事
情
の
調
査
に
帯
同
を
下
命
さ
れ
︑
現
場

で
実
物
を
手
に
実
地
指
導
を
受
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
︒
そ
の
時
に
受
け
た
本
草
学
・
薬
物
学
が
小
生
の
研
究
の
基
本
と
な
っ
た
︒

先
生
は
三
十
代
に
し
て
﹃
明
治
前
日
本
薬
物
学
史
﹄
の
執
筆
者
に
指
名
さ
れ
る
ほ
ど
の
知
識
と
考
え
を
お
持
ち
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
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が
︑
そ
の
時
は
思
い
も
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
︑
今
さ
ら
な
が
ら
お
詫
び
を
し
て
い
る
︒

小
生
が
四
回
生
の
時
︑
高
橋
先
生
か
ら
与
え
ら
れ
た
卒
業
研
究
の
テ
ー
マ
は
狼
毒
の
調
査
で
あ
っ
て
︑
正
倉
院
薬
物
の
一
つ
で

あ
っ
た
︒
そ
の
狼
毒
は
き
わ
め
て
難
解
な
薬
物
で
し
ば
し
ば
行
き
詰
ま
っ
て
い
た
︒
何
し
ろ
稀
用
の
薬
物
だ
け
に
試
料
の
収
集
で

難
渋
し
て
い
た
︒
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
︑
東
京
大
学
薬
学
部
で
大
学
全
体
が
保
有
す
る
学
術
標
本
を
集
中
し
て
教
育
研
究
に
資
す
る

標
本
館
建
設
︵
後
に
幾
度
か
変
遷
が
あ
っ
た
が
︑
現
在
の
東
京
大
学
総
合
博
物
館
に
発
展
︶
が
構
想
さ
れ
て
い
た
︒
東
大
の
薬
学

部
は
標
本
館
開
設
に
参
加
の
方
針
を
決
定
し
た
こ
と
で
︑
開
学
以
来
の
薬
物
標
本
を
整
理
し
鑑
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
︒
そ
の
時
︑

薬
物
標
本
の
管
理
を
担
当
さ
れ
て
い
た
柴
田
承
二
先
生
か
ら
︑
小
生
ご
と
き
に
鑑
定
︑
整
理
の
こ
と
で
依
頼
が
あ
っ
た
︒
数
は
多

く
は
な
い
が
幕
末
期
に
収
集
さ
れ
た
標
本
に
始
ま
る
調
査
は
楽
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
の
中
に
小
生
の
研
究
テ
ー
マ
︑
狼
毒
に

関
す
る
貴
重
な
標
本
が
あ
っ
た
︒
整
理
を
終
え
報
告
書
の
提
出
に
伺
っ
た
と
き
︑
狼
毒
の
標
本
の
さ
ら
な
る
調
査
の
許
可
を
お
願

い
し
た
︒
柴
田
先
生
か
ら
は
︑
標
本
は
保
存
す
る
だ
け
で
は
な
く
活
用
す
る
こ
と
が
必
要
︑
と
の
言
を
添
え
て
分
与
し
て
い
た
だ

い
た
こ
と
は
ま
さ
に
望
外
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
も
あ
っ
て
狼
毒
の
研
究
は
学
位
論
文
の
一
端
を
構
成
す
る
に
い
た
っ
た
︒

第
二
次
調
査
は
︑
柴
田
承
二
︵
代
表
︶︑
木
島
正
夫
︵
顧
問
︶
両
先
生
の
指
導
の
も
と
調
査
を
進
め
た
が
︑
気
が
か
り
は
﹁
狼
毒
﹂

の
こ
と
が
今
な
お
結
論
と
し
て
言
い
切
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
小
生
の
研
究
生
活
は
今
な
お
そ
の
線
か
ら
抜
け
出
て
い
な
い
︒

本
書
を
ま
と
め
る
に
際
し
て
は
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
す
べ
て
の
先
生
方
の
名
を
挙
げ
て
自
ら
の
歩
み
を
?
る
の
が
筋
で
あ
る

が
︑
既
に
故
人
と
な
ら
れ
た
方
も
多
い
︒
個
々
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
︑
心
か
ら
感
謝
し
て
い
る
旨
を
記
し
た
い
︒

そ
れ
ら
の
多
く
の
方
々
に
小
生
は
自
ら
の
現
状
や
今
後
の
研
究
の
一
端
を
報
告
し
て
き
た
つ
も
り
で
は
い
た
が
︑
そ
の
人
々
か

ら
強
く
勧
め
ら
れ
︑
求
め
ら
れ
た
こ
と
は
調
査
の
経
験
を
記
録
と
し
て
残
す
こ
と
で
あ
っ
た
︒
特
に
︑
正
倉
院
薬
物
は
平
成
六
年

か
ら
第
二
次
調
査
が
行
わ
れ
た
に
し
ろ
第
一
次
調
査
か
ら
五
十
年
近
く
が
経
っ
て
い
た
︒

第
二
次
調
査
が
終
了
し
た
時
点
で
柴
田
承
二
代
表
は
︑
班
員
各
位
の
報
告
書
を
ま
と
め
て
正
倉
院
事
務
所
に
提
出
さ
れ
︑
平
成
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一
〇
年
に
は
﹃
正
倉
院
紀
要
﹄
第
二
〇
号
に
概
要
を
報
告
さ
れ
た
︒
そ
の
間
に
は
︑
調
査
成
果
の
発
表
を
目
的
に
公
開
フ
ォ
ー
ラ

ム
も
開
催
し
た
︒
さ
ら
に
概
要
で
あ
っ
て
も
図
版
を
付
す
こ
と
で
よ
り
詳
細
な
公
表
と
な
る
と
信
じ
て
平
成
一
二
年
に
は
柴
田
承

二
監
修
︑
正
倉
院
事
務
所
編
集
と
し
て
﹃
図
説

正
倉
院
薬
物
﹄︵
中
央
公
論
新
社
︶
を
発
刊
し
た
こ
と
で
第
二
次
調
査
は
終
え
る

こ
と
と
し
た
︒
そ
の
後
の
調
査
と
報
告
は
各
調
査
員
の
責
務
と
な
っ
た
︒

第
一
次
調
査
の
設
定
課
題
で
あ
っ
た
薬
物
︵
宝
物
全
体
で
あ
る
が
︶
を
保
存
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
の
研
究
は
進
ま
な
い
ま
ま

で
あ
っ
た
︒
そ
ん
な
時
に
︑
大
き
く
心
を
動
か
し
た
の
は
︑
古
文
化
財
の
科
学
研
究
の
泰
斗
︑
山
崎
一
雄
先
生
の
ご
指
導
で
あ
っ

た
︒
先
生
は
無
機
化
学
を
専
攻
さ
れ
︑
無
機
素
材
の
文
化
財
を
化
学
調
査
さ
れ
︑
多
く
の
報
告
を
さ
れ
る
一
方
で
︑
正
倉
院
薬
物

の
第
一
次
調
査
時
に
は
支
援
研
究
員
の
一
人
と
し
て
参
加
さ
れ
て
い
る
︒﹃
正
倉
院
薬
物
﹄
へ
の
寄
稿
だ
け
で
な
く
﹃
古
文
化
財

の
科
学
﹄︵
単
著
︑
思
文
閣
出
版
︑
昭
和
六
二
年
︶
と
し
て
自
ら
の
研
究
や
そ
の
関
係
報
告
を
ま
と
め
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
山

崎
先
生
は
戦
後
に
は
文
化
財
保
存
修
復
学
会
を
立
ち
上
げ
ら
れ
た
︒
そ
の
機
関
誌
に
は
︑
号
数
は
違
え
ど
第
一
次
調
査
の
一
端
を

朝
比
奈
泰
彦
代
表
は
第
四
号
に
︑
山
崎
先
生
は
第
七
号
に
寄
稿
・
報
告
さ
れ
て
い
る
︒
山
崎
先
生
は
重
鎮
と
し
て
六
十
有
余
年
も

の
長
期
に
わ
た
っ
て
学
会
を
引
っ
張
っ
て
こ
ら
れ
た
︒
先
生
は
学
会
で
お
会
い
す
る
た
び
に
小
生
如
き
に
︑
文
化
財
の
保
存
と
調

査
に
つ
い
て
話
さ
れ
︑
有
機
物
の
調
査
の
こ
と
を
質
さ
れ
た
こ
と
は
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
︒
第
二
次
調
査
の
調
査
デ
ー
タ
や
結
果

な
ど
を
携
帯
用
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
で
見
て
い
た
だ
き
な
が
ら
お
話
申
し
上
げ
る
こ
と
は
︑
学
会
の
場
で
お
会
い
し
た
時
の
常
で

あ
っ
た
︒
同
時
に
先
生
の
経
験
談
を
伺
う
こ
と
は
学
会
参
加
の
楽
し
み
で
あ
っ
た
︒
最
後
は
い
つ
も
︑﹁
有
機
性
財
物
で
は
保
存

中
に
内
部
で
何
か
起
こ
っ
て
い
る
は
ず
だ
が
誰
も
知
ら
な
い
︒
そ
の
視
点
か
ら
調
査
し
た
対
象
物
は
限
ら
れ
て
い
て
も
︑
現
時
点

で
判
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
も
公
表
し
て
お
く
こ
と
は
︑
調
査
を
行
っ
た
者
の
責
務
で
あ
る
︒
同
時
に
調
査
班
は
第
一
次
調
査
か

ら
理
科
系
学
者
ば
か
り
で
あ
る
︒
異
分
野
の
研
究
者
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
工
夫
し
て
欲
し
い
﹂
と
の
重
い
ご
教
示
を
い
た
だ
く

こ
と
で
あ
っ
た
︒﹁
ま
と
ま
っ
て
い
な
く
て
も
い
い
︑
判
っ
た
こ
と
だ
け
で
も
よ
い
︒
調
査
研
究
に
参
加
し
た
者
の
義
務
と
責
務
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を
忘
れ
な
い
よ
う
に
﹂
と
繰
り
返
し
叱
咤
激
励
さ
れ
た
︒
小
生
の
調
査
は
途
中
で
あ
っ
て
︑
判
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
で
あ
る
だ
け

に
躊
躇
す
る
気
持
ち
は
今
も
あ
る
︒
加
え
て
生
来
の
筆
無
精
で
時
間
は
経
過
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
︒
山
崎
先
生
と
は
幽
明
境
を

異
に
し
て
し
ま
っ
た
︒
悔
悟
の
念
ば
か
り
で
あ
る
︒

遺
漏
は
多
々
あ
る
し
︑
訂
正
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
そ
れ
以
上
に
あ
る
だ
ろ
う
︒
お
詫
び
す
る
以
外
に
何
も
な
い
︒
こ
の
よ
う
な

経
緯
に
免
じ
︑
な
に
と
ぞ
ご
寛
容
の
ほ
ど
を
お
願
い
す
る
︒

な
お
︑
最
後
に
本
書
を
作
成
す
る
中
で
最
も
苦
労
し
た
事
を
記
し
て
言
い
訳
と
し
た
い
︒

そ
れ
は
︑
過
去
の
報
告
を
含
め
て
香
薬
個
々
の
理
化
学
実
験
の
結
果
や
デ
ー
タ
の
伝
え
方
で
あ
っ
た
︒
本
書
の
意
図
は
﹁
材
質

調
査
か
ら
保
存
へ
﹂
に
あ
る
︒
香
薬
の
変
質
を
知
る
に
は
実
情
︵
材
質
︶
調
査
の
デ
ー
タ
を
横
断
的
に
解
析
す
る
必
要
か
ら
︑
過

去
の
香
薬
の
分
析
調
査
結
果
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
庫
内
の
沈
香
や
そ
の
類
は
ほ
と
ん
ど
変
質
を
確
認
し

な
い
希
有
な
例
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
本
書
で
は
現
状
を
理
科
学
的
に
報
告
し
た
拙
稿
﹃
正
倉
院
紀
要
﹄
第
二
二
号
の
報
告
を
本

書
の
主
意
に
そ
っ
て
部
分
的
に
書
き
直
し
︑
転
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
香
薬
の
事
例
は
他
に
な
い
︒

変
質
を
検
討
す
る
時
︑
千
二
百
年
前
の
財
物
と
現
在
の
も
の
と
の
時
間
差
を
埋
め
る
資
料
が
欲
し
い
︒
そ
れ
を
埋
め
た
の
が
第

三
章
附
章
の
﹁
あ
る
蘭
方
医
の
薬
箱
に
見
る
保
存
例
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
基
礎
と
し
た
の
は
拙
著
﹃
洪
庵
の
く
す
り
箱
﹄︵
大
阪
大

学
出
版
会
︑
初
版
二
〇
〇
一
年
︶︑
お
よ
び
拙
稿
﹁
シ
ー
ボ
ル
ト
記
念
館
所
蔵
の
点
眼
筺
の
調
査
報
告
﹂︵﹃
鳴
滝
紀
要
﹄
第
一
二

号
︑
二
〇
〇
二
年
︶
に
掲
載
の
記
事
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
を
一
部
改
変
し
た
︒

そ
れ
以
外
の
香
薬
に
つ
い
て
︑
関
係
す
る
報
告
に
つ
い
て
は
各
章
末
の
注
に
記
載
し
た
が
︑
多
く
は
新
た
に
記
載
し
た
も
の
で

あ
る
︒

本
書
に
は
多
く
の
理
化
学
実
験
の
結
果
や
デ
ー
タ
を
記
し
て
い
る
︒
小
生
の
研
究
室
は
小
さ
く
︑
設
備
や
機
器
は
豊
か
で
は
な

く
︑
先
端
機
器
も
な
い
︒
そ
れ
ら
を
駆
使
し
て
実
験
を
進
め
て
く
れ
た
の
は
研
究
室
の
教
職
員
︑
そ
し
て
大
学
院
生
や
学
部
学
生
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の
諸
君
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
ら
は
調
査
に
関
係
し
た
人
々
と
の
討
論
の
場
へ
移
行
し
た
︒
度
重
ね
て
討
論
し
て
い
た
だ
き
︑
多

大
の
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
正
倉
院
事
務
所
の
歴
代
の
所
長
︑
所
員
の
方
々
に
は
重
ね
て
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
︒

本
書
を
成
す
に
は
以
上
の
よ
う
に
多
く
の
人
々
の
協
力
を
得
て
き
た
︒
全
て
の
人
の
名
を
紹
介
し
謝
意
を
表
す
べ
き
で
あ
ろ
う

が
︑
正
直
な
と
こ
ろ
︑
遺
漏
な
く
記
す
自
信
は
な
い
︒
意
を
お
く
み
い
た
だ
き
ご
寛
容
の
ほ
ど
を
お
願
い
し
た
い
︒
感
謝
！

平
成
二
七
年
九
月
吉
日

米

田

該

典
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