
　

正
倉
院
の
御
物
を
拜
觀
し
て
先
づ
第
一
に

じ
た
こ
と
は
拜
觀

に
想

し
て
居
た
の
と
は

つ
て
品
物
の
種
類
の
甚
だ
多
か

つ
た
こ
と
で
あ
る

　

種
々

々
の
樂
器
や
伎
樂
面
や

や

戱

や
衣
冠
裝
束
や
杖
だ
の
履
だ
の
や
屛
風
椅
子
な
ど
の
家

類
や

火
鉢
や
飮
⻝
器
や
劍
鉾
弓
箭
其
他
の
武
器
や
鞍
鎧
其
他
の
馬

や
そ
れ
か
ら
經
卷
の
類
や
佛
敎
の

や
農
業
工

業
の

ま
で
其
種
類
の
多
い
の
に
驚
い
た
そ
し
て
そ
れ
等
が
種
々
の
珍
ら
し
い
木
材
や
金
屬
や
寶
石
牙
角
其
他
の
材
料
を

つ
て
あ
つ
て

た
象
篏
や
末
金
鏤
や
密
陀
繪
や

や
其
他
種
々
精
巧
緻
密
な
細
工
で
立

に
裝

が
施
し
て
あ
る
の
で

あ
る

　

そ
れ
等
の
多
く
の
品
物
を
見
て
第
二
に

ず
る
こ
と
は
其

式
が
純
粹
な
る
日
本
的
と
云
ふ
よ
り
は
世
界
的
の
も
の
で
あ
る

と
云
ふ
こ
と
で
あ
る

希
臘
風
も
あ
る
波
斯
風
も
あ
る
印
度
風
も
あ
る
勿
論
支

鮮
の
風
も
あ
る

に
思
は
れ
る

當
時
の

明
の
狀
態
も
想
は
れ
て
興
味
の
深
い
こ
と
で
あ
る

　

記

に
殘
つ
て
居
る
も
の
を
一
つ
二
つ
擧
げ
て
見
れ
ば
例
へ
ば
大
理
石
の
火
鉢
が
あ
る
そ
れ
に
取
り
付
け
て
あ
る
獅
子
の
形
な

ど
は
面
白
い
五
疋
の
獅
子
が
火
鉢
の
底
へ
獅
嚙
み
付
い
て
そ
れ
が
五
つ
の
脚
に
な
つ
て
居
る
其
獅
子
の
形
は
普

の
獅
嚙
火
鉢

の

に
獅
子
の
首
だ
け
外
向
に
付
い
て
る
の
と
は

然
異
が
ふ
獅
子
の

身
が
取
付
け
て
あ
る
其
形
が
大
に
面
白
い
そ
れ
は

正
倉
院
拜
觀
の

感

黑
田
淸
輝
氏
談



ブ
ロ
ン
ズ
だ
が
大
理
石
の
火
鉢
と
能
く

和
し
て
居
る

　

私
の
特
に
面
白
い
と
思
つ
た
の
は
伎
樂
面
で
其
數
も
非
常
に
多
い

其

は
希
臘
面
な
ど
よ
り
も
巧
み
な
も
の
で

然

寫
生
と
は
云
へ
な
い
頗
る
寫
生
的
な
も
の
で
若
し
之
に

身
が
付
い
て
居
れ
ば
實
に
立

な

で
骨
格
に
も
形
に
も
申

が
な
く
て
そ
し
て
思
切
つ
た
誇
張
も
加
へ
て
あ
る

東
大
寺
の
大
佛
開
眼
供

の
時
に

ん
な
伎
樂
の
演
舞
が
あ
つ
て
其
時
用

ゐ
ら
れ
た
の
が
多
い
の
だ
そ
う
だ
か
ら
千
有
餘
年

に
こ
ん
な
立

な

が
あ
つ
た
こ
と
は

快
な
こ
と
だ
と
思
ふ

　

樂
器
な
ど
も
西
洋
風
を
帶
び
た
も
の
が
あ
る

は
暗
く
て
模

は
見
え
な
か
つ
た
が
支

風
と
思
は
れ
た

物
尺
な
ど
は
象

牙
の
材
で

體
に
模

が

つ
て
あ
る
若
し
目
が
切
つ
て
な
か
つ
た
ら
物
尺
と
は
氣
付
か
ぬ
位
で
あ
る
總
て
の
器
物
に
斯
う

云
ふ
風
に
立

な
裝

を
施
し
て
あ
る
も
の
が
多
い

　

丁
度
我

の
現
今
の

に
西
歐
の

明
が
混
入
し
て
居
る

渡
の
時
代
の
室
內
裝

に
は
そ
の
ま

に
應
用
し
て
も
差
支
が

な
い
か
と
思
は
れ
る

な
も
の
が
中
々
多
い

　

御
倉
は
三
棟
に

れ
て
居
て
北
と
南
は「
あ
ぜ
倉
」で
三
角
の
材
木
を
橫
に
積
み
重
ね
て
隅
で
交
乂
し
て
組
合
せ
て
あ
る

中
倉
は
普

の

板
で

圍
が
張
つ
て
あ
る

此
の
中
倉
は
北
倉
南
倉
よ
り
も
後
れ
て

て
ら
れ
た
の
で
あ
る

內
部
は
二
階
に
な

つ
て
居
る
床
の
板
な
ど
は
鉋
が
掛
つ
て
居
な
い

　

壁
に

ふ
て

子
張
り
の
陳
列
棚
が
あ
つ
て
そ
の
內
に
御
物
が
陳
列
し
て
あ
る

光
線
は
入
口
の
一
方
か
ら
來
る
の
み
で
あ
る
か

ら
中
は
暗

く
て
充

に
見
ら
れ
な
か
つ
た
そ
れ
に

め
て
の
事
で
あ
り
先
に
立
つ
て
說
明
す
る
役
人
の
後
に
付
い
て
見
て
廻
る

の
で
多
少
氣

き
の
心
持
で

く
り
見
る
氣
に
な
れ
な
か
つ
た
美

上
な
り
時
代
の

明
な
り
故
實
な
り
を

べ
で
も
す
る
に

正倉院拜觀の 感



は
年
々
引
續
い
て
拜
觀
し
て
充

に
研
究
し
な
く
て
は
い
か
ぬ
今
度
は
單
に
槪
略
の
拜
觀
に
止
ま
つ
た
の
で
あ
る

（

責
在

者
）

『
美
術
新
報
』一
二
四 

大
正
二
年
二
月
六
日

日
記
に
よ
れ
ば
黒
田
が
正
倉
院
に
て
御
物
を
拝
観
し
た
の
は
大
正
元
年
一
一
月
一
〇
日
で
あ
る（『
黒
田
清
輝
日
記
』第
三
巻
）
勅
封
で
知
ら
れ

る
正
倉
院
だ
が
明
治
初
年
に
催
さ
れ
た
奈
良
博
覧
会
で
宝
物
が
一
般
に
公
開
そ
の
後
は
保
護
を
理
由
に
正
倉
院
宝
庫
の
中
に
陳
列
戸
棚
を

設
け
て
陳
列
明
治
一
六
年
に
曝
涼
の
制
を
立
て
て
外
邦
貴
紳
の
来
訪
に
備
え
同
二
〇
年
に
は
高
官
や
学
術
技
芸
の
士
に
限

て
拝
観
を
許

す
こ
と
と
な

た（
和
田
軍
一『
正
倉
院
案
内
』 

吉
川
弘
文
館 

平
成
八
年
二
月
）

正倉院拜觀の 感


