
正
倉
院
に
伝
わ
る
天
蓋
の
骨

西

川

明

彦

は
じ
め
に

天
蓋
は
本
来
イ
ン
ド
に
お
い
て
炎
暑
を
避
け
る
た
め
に
貴
人
に
さ
し
か
け
て
い
た
傘

で
、
そ
れ
が
転
じ
て
仏
像
の
頭
上
に
掛
け
る
荘
厳
具
と
し
て
用
い
た
り
、
法
会
の
際
に

僧
侶
に
か
ざ
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
形
状
は
方
形
、
六
角
形
、
八
角

形
、
そ
し
て
華
形
な
ど
が
あ
り
、
木
製
や
金
属
製
な
ど
様
々
な
材
質
の
も
の
が
あ
る
。

古
い
遺
品
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、
磚
仏
や
押
出
仏
、
絵
画
資
料
に
古
制
を
窺
う

こ
と
が
で
き
る
。

正
倉
院
に
は
錦
や
綾
な
ど
で
作
っ
た
方
形
あ
る
い
は
八
角
形
の
天
蓋
が
、
残
欠
部
分

を
含
め
る
と
、
お
よ
そ
十
四
張
分
伝
わ
る
。
細
か
な
構
造
は
異
な
る
が
、
お
お
む
ね
屋

蓋
部
は
軒
周
り
が
垂
れ
下
が
り
、
そ
の
下
辺
に
は
舌
状
あ
る
い
は
襞
を
寄
せ
た
垂
飾
を

巡
ら
せ
て
い
る
（
挿
図
１
）。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
と
の
対
応
関
係
は
不
明
な
が
ら
、
灌
上
天
蓋
骨
お
よ
び
天
蓋
骨

（
い
ず
れ
も
中
倉
一
九
六
）
と
呼
ば
れ
る
、
布
帛
製
の
屋
蓋
部
分
を
内
側
か
ら
支
え
る

木
製
の
骨
が
二
十
一
点
遺
さ
れ
て
い
る
（
挿
図
２
）。

こ
れ
ら
の
天
蓋
の
骨
（
特
に
記
さ
な
い
場
合
は
灌
上
天
蓋
骨
を
も
含
め
た
総
称
と
し

て
用
い
る
）
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
一
年
の
正
倉
院
展
に
天
蓋
骨
第
一
〇
号
（
中
倉

一
九
六
）
が
、
そ
し
て
平
成
三
年
の
正
倉
院
展
に
は
、
灌
頂
天
蓋
骨
第
二
号
（
中
倉
一

九
六
）
が
出
陳
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
概
説
と
写
真
が
『
正
倉
院
展
目
録
』
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
後
、『
正
倉
院
年
報
』
第
十
六
号
（
正
倉
院
事
務
所

平
成
六
年
）
に
天

蓋
骨
第
一
号
（
中
倉
一
九
六
）
の
調
査
報
告
が
あ
り
、『
正
倉
院
宝
物
６

中
倉
�
』（
毎

日
新
聞
社

平
成
八
年
）
に
二
十
一
点
全
部
の
側
面
写
真
お
よ
び
そ
れ
ら
の
寸
法
、
材

質
、
墨
書
銘
と
概
説
が
掲
載
さ
れ
た
。
し
か
し
、
上
下
か
ら
の
部
分
写
真
や
Ｘ
線
透
過

写
真
な
ど
に
つ
い
て
は
公
表
す
る
機
会
が
得
ら
れ
ず
、
構
造
に
つ
い
て
は
一
般
的
に
あ

ま
り
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
は
出
来
る
限
り
正
倉
院
の
天
蓋
の
骨
に
つ

い
て
の
デ
ー
タ
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
史
料
と
対
照
し
、
若
干
の
考
察
を
加
え
る
も

の
で
あ
る
。

（
１
）

（
一
）

（１２８）



挿図３ 造仏所作物帳断簡（奈良国立博物館蔵）

挿図１ 南倉１８２方形天蓋 第１号

挿図２ 中倉１９６灌頂天蓋骨 第２号

（
二
）

（１２７）



一
、
史
料
に
見
え
る
天
蓋
の
骨
の
部
分
名
称

天
平
六
年
の
「
造
仏
所
作
物
帳
断
簡
（
以
下
作
物
帳
断
簡
）」（
奈
良
国
立
博
物
館
蔵
、

挿
図
３
）
は
灌
頂
天
蓋
四
具
の
用
材
が
記
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
天
蓋
の
骨
の
部
分
名

称
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
構
造
は
、
今
回
報
告
す

る
正
倉
院
の
天
蓋
の
骨
に
も
見
え
、
奈
良
時
代
に
お
け
る
天
蓋
の
骨
の
一
典
型
を
示
す

も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
史
料
に
よ
っ
て
は
こ
の
断
簡
に
記
載
さ
れ
た
部
分
名
称
と
は
違
う
名
称

で
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
細
部
に
わ
た
っ
た
記
載
は
他

に
見
え
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
、
は
じ
め
に
こ
の
作
物
帳
断
簡
に
記
載
さ
れ
て
い
る
天

蓋
の
骨
の
部
分
名
称
に
つ
い
て
考
証
し
て
み
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
灌
頂
天
蓋
と
天
蓋
の
区
別
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
幡
を
垂
下
す
る
も
の

が
灌
頂
天
蓋
、
幡
の
付
属
し
な
い
笠
の
み
の
も
の
が
天
蓋
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、
多
く
の
奈
良
時
代
の
史
料
に
お
い
て
、
通
常
は
幡
を
一
旒
、
二
旒
…
、
あ
る

い
は
一
首
、
二
首
…
な
ど
と
数
え
る
の
に
対
し
、
灌
頂
幡
（
灌
頂
天
蓋
に
同
じ
）
と
記

さ
れ
て
い
る
も
の
は
一
具
、
二
具
…
と
数
え
る
こ
と
や
、
正
倉
院
に
伝
わ
る
幡
に
天
蓋

を
頂
い
た
こ
と
を
示
す
「
灌
頂
幡
盖
」
と
い
っ
た
銘
記
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
と
古
代
の

天
蓋
が
付
属
す
る
幡
と
し
て
知
ら
れ
る
法
隆
寺
献
納
宝
物
の
金
銅
製
「
灌
頂
幡
」
が

『
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
財
帳
』
に
「
金
�
銅
灌
頂
壱
具
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
な
ど
を
根
拠
と
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
天
蓋
の
骨
に
付
く
環
（
鐶
）
の
う
ち
、
上
方
の
環
は
天
蓋
本
体
を
吊

す
た
め
の
も
の
で
、
灌
頂
天
蓋
骨
と
天
蓋
骨
の
双
方
と
も
に
付
く
が
、
下
方
に
も
環
を

有
す
る
も
の
は
、
幡
を
垂
下
す
る
灌
頂
天
蓋
骨
の
み
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
踏
ま

え
て
、
作
物
帳
断
簡
を
見
て
み
る
と
、
記
載
さ
れ
て
い
る
灌
頂
天
蓋
骨
は
上
下
に
環
を

有
し
、
幡
が
付
属
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

な
お
、
現
存
す
る
造
仏
所
作
物
帳
を
通
覧
し
て
も
、
幡
や
屋
蓋
の
材
質
に
関
す
る
記

載
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
屋
蓋
や
幡
に
は
大
小
の
鋪
（
つ

ば
が
ね
）
と
呼
ば
れ
る
、
鈴
を
飾
る
た
め
の
座
金
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
鋪
の
取
り
付
け
に
つ
い
て
は
こ
の
断
簡
の
直
後
に
「
鋪
鈴
等
固
銅
糸
一
百
八
縷
々

別
長
三
尺
（
中
略
）
黄
糸
六
両
鋪
固
料
」（
�
三
二
〈『
大
日
本
古
文
書
』
二
十
四
の
三
二

頁
の
意
、
以
下
同
〉
）
と
あ
り
、
針
金
で
は
な
く
、
黄
糸
を
用
い
て
お
り
、
屋
蓋
お
よ
び

幡
と
も
に
布
帛
製
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
下
、
断
簡
を
部
分
ご
と
に
細
か
く
検
討
し
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
灌
頂
天
蓋
の

全
体
像
を
捉
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
な
お
、
文
中
の
寸
法
や
重
さ
は
一
尺
を
二
九
・
六

セ
ン
チ
、
一
斤
を
六
七
〇
グ
ラ
ム
で
換
算
し
て
い
る
。

（
一
）
宗
木
（
灌
頂
蓋
宗
木
）

灌
頂
盖
宗
木
四
箇
各
長
七
寸
径
四
寸

以
楠
作
塗
漆

用
漆
三
合

掃
墨
一
合
二
夕

宗
木
（
む
な
ぎ
）
は
天
蓋
の
骨
の
軸
部
の
こ
と
で
、
現
在
は
一
般
的
に
天
蓋
の
「
軸
」

や

こ
し
き

と
呼
ぶ
。
ま
た
、
車
輪
の
中
央
の
「
輻
」
が
集
ま
る
箇
所
「
轂
」
に
似
る
こ
と
か
ら

「
轂
」
を
当
て
る
こ
と
も
あ
る
。

作
物
帳
断
簡
の
記
述
か
ら
は
形
状
ま
で
は
分
か
ら
な
い
が
、
長
さ
二
〇
セ
ン
チ
強
、

（
５
）

（
２
）

（
６
）

（
３
）

（
４
）

（
三
）

（１２６）



径
約
一
二
セ
ン
チ
と
、
寸
法
表
記
が
長
さ
と
径
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
円
筒
形
、

も
し
く
は
そ
れ
を
轆
轤
挽
き
し
た
よ
う
な
形
状
で
あ
る
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

楠
製
で
、
漆
に
掃
墨
を
混
ぜ
た
黒
漆
塗
り
仕
上
げ
を
施
す
。
楠
は
緻
密
で
工
作
し
や

す
い
材
で
、
樟
脳
を
含
む
た
め
防
虫
性
が
あ
り
、
七
世
紀
の
仏
像
彫
刻
に
多
用
さ
れ
て

い
る
。

な
お
、
天
平
宝
字
四
年
の
造
金
堂
所
解
に
灌
頂
天
蓋
骨
に
関
す
る
記
載
が
あ
り
、
そ

こ
に
見
え
る
「
一
両
灌
頂
二
具
料
笠
根
目
塞
十
二
枚
料
別
二
朱
」（
�
二
六
四
）
や
、「
一

升
六
合
灌
頂
笠
根
二
具
土
漆
黒
漆
花
漆
料
」（
�
二
六
九
）
か
ら
す
る
と
、「
笠
根
」
の

語
も
こ
の
宗
木
と
同
じ
部
位
を
指
す
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

本
来
「
宗
木
」
は
建
築
用
語
で
、
今
日
の
「
棟
木
」
の
こ
と
で
、
甍
（
大
棟
）
に
取

り
付
け
た
材
と
さ
れ
る
。

（
二
）
環
（
環
銅
）

上
下
環
銅
八
口
各
径
二
寸

料
銅
二
斤
一
両
合
銀
一
分

塗
練
金
小
二
銖

水
銀
小
一
分
四
銖

環
銅
（
み
み
が
ね
）
は
天
蓋
自
体
を
吊
す
た
め
、
ま
た
、
宗
木
の
下
に
幡
を
垂
下
す

る
た
め
、
宗
木
の
上
下
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
径
六
セ
ン
チ
程
の
銅
製
鍍
金
の
輪
。

こ
の
環
は
次
に
述
べ
る
環
莖
と
別
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
可
動
式
の
遊
環
で
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

銅
の
地
金
に
は
極
め
て
微
量
の
銀
を
混
入
し
て
い
る
。
銅
に
銀
を
混
ぜ
る
と
地
金
が

硬
く
な
る
が
、
こ
の
場
合
、
銅
が
お
よ
そ
一
三
八
〇
グ
ラ
ム
に
対
し
て
銀
一
〇
グ
ラ
ム

と
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
満
た
な
い
混
合
比
で
あ
り
、
そ
の
効
果
に
は
疑
問
が
あ
る
。
一

般
的
に
奈
良
時
代
の
銅
は
精
錬
し
き
れ
ず
に
銀
が
若
干
量
残
留
し
て
い
る
が
、
あ
る
い

は
そ
こ
に
こ
の
わ
ず
か
な
量
の
銀
を
混
入
す
る
こ
と
で
、
何
ら
か
の
効
果
が
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
現
に
こ
の
断
簡
に
接
続
す
る
部
分
に
記
載
さ
れ
て
い
る
同
様
の
銅
製

金
具
に
は
一
〜
二
パ
ー
セ
ン
ト
程
の
比
率
で
銀
が
混
入
さ
れ
て
い
る
も
の
が
い
く
つ
か

見
ら
れ
る
。
環
に
は
相
当
な
重
量
が
か
か
る
こ
と
や
、
遊
環
で
あ
る
こ
と
か
ら
強
度
が

要
求
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
正
倉
院
の
天
蓋
の
骨
を
見
る
と
、
環
を

開
い
た
状
態
で
後
述
の
環
莖
の
取
り
付
け
を
行
い
、
そ
の
取
り
付
け
後
に
環
を
閉
じ
る

よ
う
な
構
造
の
も
の
が
あ
る
が
、
作
物
帳
断
簡
の
記
載
品
も
同
様
の
構
造
で
、
曲
げ
伸

ば
し
作
業
に
適
し
た
地
金
と
す
る
た
め
に
銀
を
混
入
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ

な
い
。

前
記
の
造
金
堂
所
解
の
う
ち
「
灌
頂
上
下
緒
付
金
四
勾
」（
�
二
六
四
）
は
こ
の
環
を

指
し
、
や
は
り
宗
木
の
上
と
下
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
三
）
環
莖
（
環
莖
銅
）

環
莖
銅
四
隻
各
長
一
尺

不
塗
金

料
銅
四
斤
一
両

環
莖
銅
（
か
ん
の
な
か
ご
が
ね
）
は
長
さ
の
み
の
表
記
で
あ
る
こ
と
と
、「
不
塗
金
」

と
し
、
他
の
金
具
に
見
ら
れ
る
「
塗
練
金
…
」「
水
銀
…
」
な
ど
の
水
銀
ア
マ
ル
ガ
ム
に

よ
る
鍍
金
料
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
鍍
金
を
必
要
と
し
な
い
、
つ
ま
り
表

か
ら
見
え
な
い
棒
状
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
お
そ
ら
く
宗
木
を
貫
い
て
、
両

端
に
環
を
付
す
銅
製
の
軸
棒
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

長
さ
一
尺
と
宗
木
の
長
さ
七
寸
よ
り
も
長
い
の
は
、
こ
の
環
莖
の
端
を
か
し
め
て
環

を
取
り
付
け
る
分
を
見
込
ん
で
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。
用
い
る
銅
の
量
は
約
六
八
〇

（
四
）

（
７
）

（１２５）



グ
ラ
ム
と
、
他
の
金
具
に
比
し
て
一
隻
あ
た
り
の
使
用
量
が
最
も
多
く
、
太
さ
の
記
載

は
な
い
が
、
か
な
り
太
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
正
倉
院
の
天
蓋

の
骨
に
は
同
じ
よ
う
な
軸
棒
を
有
す
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
鍍
金
が

な
い
。

な
お
、
造
金
堂
所
解
に
「
中
莖
上
下
端
」（
�
二
六
四
）
と
い
う
記
述
が
見
え
る
が
、

こ
の
語
は
次
に
述
べ
る
「
環
位
銅
」
と
同
じ
部
分
を
指
し
、「
中
莖
」
が
こ
の
「
環
莖
」

を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
「
莖
」
も
「
中
莖
」
も
「
な
か
ご
」
と
読
み
、

も
の
の
内
部
の
中
心
を
意
味
す
る
も
の
で
、
現
在
で
は
刀
身
の
柄
に
収
ま
る
部
分
、
鏃

の
箆
に
収
ま
る
部
分
、
中
空
の
鋳
物
の
空
洞
部
分
の
型
な
ど
様
々
な
用
例
が
あ
る
。

（
四
）
環
位
（
環
位
銅
）

環
位
銅
八
枚
各
径
二
寸
四
分

料
銅
六
両
一
分

塗
練
金
小
二
銖

水
銀
小
一
分
四
銖

環
位
銅
（
か
ん
の
く
ら
い
が
ね
）
は
宗
木
の
上
下
小
口
に
取
り
付
け
ら
れ
た
銅
製
鍍

金
の
金
具
。
直
径
七
セ
ン
チ
ほ
ど
の
円
形
も
し
く
は
花
形
の
平
金
具
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

今
日
こ
の
部
位
を
指
す
場
合
に
は
「
環
座
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
奈
良
時

代
の
史
料
に
お
い
て
も
、
こ
こ
に
相
当
す
る
よ
う
な
部
位
に
は
一
般
的
に
「
座
」
の
語

を
用
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
位
」
の
文
字
を
用
い
る
例
が
全
く
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
た
と
え
ば
、
こ
の
史
料
と
一
連
の
部
分
に
「
鏡
位
花
形
」（
�
五
七
五
）
や
「
鈴

位
花
形
」（
�
三
二
）
な
ど
が
見
え
、
ま
た
『
延
喜
式
』
神
祇
式
伊
勢
太
神
宮
に
「
位
金
」

と
い
う
花
形
や
円
形
の
金
具
に
関
す
る
語
も
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
位
金
」
は
座

金
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、「
鈴
位
花
形
」
は
立
体
的
な
花
弁
形
で
、
正
倉
院
に
伝
わ

る
鈴
鐸
類
第
九
号
花
形
鈴
（
中
倉
一
九
五
）（
挿
図
４
）
の
萼
部
分
の
よ
う
な
も
の
か
も

知
れ
な
い
。

（
五
）
架
穴
位
（
架
穴
位
銅
）

架
穴
位
銅
十
六
枚
各
方
一
寸
半

料
銅
四
両
一
分

塗
練
金
小
一
銖

水
銀
小
五
銖

架
穴
位
銅
（
は
え
ぎ
の
あ
な
の
く
ら
い
が
ね
）
は
後
述
の
「
架
」
を
差
し
込
む
た
め

に
穿
た
れ
た
「
架
穴
」
の
周
囲
を
補
強
か
つ
装
飾
す
る
た
め
に
取
り
付
け
ら
れ
た
、
銅

製
鍍
金
の
金
具
。
一
辺
四
・
五
セ
ン
チ
程
の
正
方
形
の
薄
板
で
、
前
記
の
環
位
銅
と
同

様
、「
位
」
の
語
を
用
い
る
。

宗
木
四
箇
に
対
し
て
架
穴
位
銅
が
十
六
枚
あ
り
、
次
に
述
べ
る
「
架
」
も
十
六
本
と

挿図４ 中倉１９５鈴鐸類 第９号 花形鈴
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あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
天
蓋
が
方
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

先
掲
の
如
く
、
造
金
堂
所
解
に
「
一
両
灌
頂
二
具
料
笠
根
目
塞
十
二
枚
料
別
二
朱
」

（
�
二
六
四
）
と
い
う
記
述
が
あ
り
、「
笠
根
目
塞
」
が
同
じ
部
分
を
指
す
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
灌
頂
二
具
に
つ
き
笠
根
目
塞
十
二
枚
と
い
う
こ
と
は
天
蓋
は

六
角
形
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
目
塞
（
ま
ふ
た
ぎ
）
は
靫
の
蓋
や
、
刀
の
目
釘

孔
の
飾
り
金
具
な
ど
、
穴
を
塞
い
だ
り
、
穴
の
周
り
を
飾
る
金
具
と
い
う
よ
う
な
意
味

が
あ
る
ら
し
い
。

（
六
）
架
（
蓋
架
）

盖
架
十
六
枚
各
長
二
尺
七
寸

以
欟
作
塗
漆

用
漆
六
合
四
夕

掃
墨
二
合
五
夕

架
（
は
え
ぎ
）
は
宗
木
に
差
す
腕
木
の
こ
と
で
、
こ
の
文
面
か
ら
形
状
は
分
か
ら
な

い
。
お
そ
ら
く
布
帛
製
の
屋
蓋
を
上
か
ら
掛
け
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
布
帛
製
と
い
え

ど
も
架
に
は
か
な
り
の
重
量
が
か
か
る
。
そ
の
意
味
か
ら
す
る
と
「
欟
」
す
な
わ
ち
ケ

ヤ
キ
は
曲
げ
強
度
が
高
い
材
で
あ
り
、
架
に
は
適
材
と
い
え
る
。
仕
上
げ
は
宗
木
と
同

様
に
黒
漆
塗
り
と
し
て
い
る
。

架
の
長
さ
を
二
倍
し
、
さ
ら
に
宗
木
の
径
を
加
え
る
と
、
お
お
よ
そ
の
対
角
の
長
さ

は
一
七
〇
セ
ン
チ
程
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
布
帛
製
の
屋
蓋
は
一
辺
の
長
さ
が
約
一

二
〇
セ
ン
チ
の
大
き
さ
の
方
形
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
正
倉
院
に
伝
わ
る
天
平
勝
宝
九
歳
五
月
二
日
の
年
記
の
あ
る
灌
頂
街
木
袋

（
南
倉
一
四
四
ほ
か
）
に
「
灌
頂
街
木
」
と
い
う
墨
書
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
天

蓋
関
係
の
も
の
と
す
る
説
が
あ
る
。
宗
木
に
架
を
付
け
た
状
態
を
街
（
町
）
形
木
枠
と

称
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
あ
る
い
は
次
に
述
べ
る
横
木
を
街
形
に
組
ん
だ
も
の
か

も
知
れ
な
い
。

な
お
、「
架
」
は
奈
良
時
代
の
建
築
用
語
に
見
え
、
垂
木
を
指
し
た
と
さ
れ
る
。

（
七
）
幡
横
木

幡
横
木
四
枚
各
長
五
尺
四
寸

厚
八
分
以
櫟
作
塗
漆

用
漆
五
合
六
夕

掃
墨
二
合
三
夕

幡
横
木
（
ば
ん
の
よ
こ
ぎ
）
は
寸
法
表
記
の
一
部
が
欠
失
し
て
い
る
た
め
幅
は
分
か

ら
な
い
が
、
お
よ
そ
一
六
〇
セ
ン
チ
程
の
長
さ
で
、
厚
さ
約
二
・
四
セ
ン
チ
の
櫟
製
の

板
で
あ
る
。
具
体
的
に
天
蓋
骨
と
ど
の
よ
う
に
構
造
的
な
関
連
が
あ
る
の
か
は
分
か
ら

な
い
。
し
か
し
、
こ
の
後
に
見
え
る
「
大
鋪
」
の
脚
注
に
「
盖
四
具
各
用
鋪
十
二
枚

大
幡
四
條
各
用
鋪
五
十
二
枚
」
と
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
直
後
に
接
続
す
る
部
分
に
「
小

鋪
」
と
い
う
記
載
が
あ
り
、
そ
の
脚
注
に
「
小
幡
八
條
各
用
鋪
�
六
枚
」（
�
三
二
）
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
宗
木
の
下
方
の
環
に
こ
の
横
木
を
取
り
付
け
て
、
横
木
中

央
に
大
幡
一
條
と
左
右
に
小
幡
一
條
ず
つ
を
取
り
付
け
て
い
た
と
い
う
推
測
は
可
能
か

も
し
れ
な
い
。

（
八
）
蓋
表
裁
銅

盖
表
裁
銅
十
六
枚
各
高
三
寸
七
分

廣
八
寸

料
銅
一
斤
十
四
両

塗
練
金
小
二
分

水
銀
小
二
両
三
分

裁
銅
（
き
り
が
ね
）
は
銅
製
鍍
金
で
高
さ
約
十
一
セ
ン
チ
、
広
さ
約
二
十
四
セ
ン
チ

の
透
彫
金
具
を
意
味
す
る
。「
盖
表
」
が
具
体
的
に
ど
の
部
分
を
指
す
の
か
は
不
明
で
あ

（
六
）

（
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る
。
し
か
し
、
寸
法
が
高
さ
と
広
さ
で
表
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
裁
銅
を
縦
方
向
に

使
用
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
、
あ
る
い
は
布
帛
製
の
屋
蓋
の
軒
周
り
に

取
り
付
け
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
九
）
大
鋪

大
鋪
二
百
五
十
六
枚
各
径
四
寸

料
銅
廿
三
斤

盖
四
具
各
用
鋪
十
二
枚

大
幡
四
條
各
用
鋪
五
十
二
枚

塗
練
金
小
六
両

水
銀
小
二
斤
二
両
一
分

大
鋪
（
お
お
し
き
）
は
直
径
約
十
二
セ
ン
チ
の
銅
製
鍍
金
の
平
金
具
で
、
こ
の
章
の

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
黄
糸
で
布
帛
製
の
屋
蓋
に
十
二
枚
を
、
大
幡
に
五
十
二
枚
を

取
り
付
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
十
）
大
鈴

大
鈴
二
百
五
十
六
口
各
周
四
寸

所
用
如
鋪

料
銅
十
二
斤
六
両

合
白
�
二
両

子
鐵
四
斤
三
両

塗
練
金
小
五
両

水
銀
小
一
斤
十
三
両

直
径
約
十
二
セ
ン
チ
の
大
型
の
鈴
で
、
こ
の
直
後
に
環
位
銅
の
項
で
触
れ
た
「
鈴
位

花
形
」（
�
三
二
）
が
記
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
鈴
に
花
形
の
萼
状
金
具
が
付
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
前
記
の
大
鋪
に
銅
製
の
針
金
で
取
り
付
け
た
の
で
あ
ろ

う
。以

上
が
こ
の
断
簡
に
記
載
さ
れ
て
い
る
部
分
で
、
天
蓋
の
骨
自
体
の
記
述
は
架
ま
で

で
あ
る
。
し
か
し
、
文
中
で
も
触
れ
て
い
る
が
、
こ
の
史
料
は
こ
の
後
も
あ
る
程
度
復

原
さ
れ
て
お
り
、
灌
頂
天
蓋
の
全
体
像
を
う
か
が
う
上
で
参
考
と
な
る
の
で
、
少
々
長

く
な
る
が
関
係
箇
所
の
釈
文
を
末
尾
（
二
六
頁
）
に
抜
粋
し
て
お
く
。
な
お
、
そ
こ
に

見
え
る
「
幡
鎮
」
や
「
鎮
毛
」（
�
三
三
）
ま
で
は
灌
頂
天
蓋
と
一
具
の
幡
に
関
係
す
る

も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
続
く
「
幢
末
横
木
」（
�
三
四
）
に
つ
い
て
は
、
灌
頂
天

蓋
と
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
関
連
が
あ
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
。

二
、
正
倉
院
の
天
蓋
の
骨
の
材
質
と
構
造

個
々
の
材
質
や
寸
法
な
ど
の
デ
ー
タ
は
後
の
図
版
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
掲
載
す
る
こ
と

と
し
、
こ
こ
で
は
前
章
で
見
て
き
た
部
分
名
称
に
沿
っ
て
正
倉
院
の
天
蓋
の
骨
に
つ
い

て
概
要
を
眺
め
て
み
た
い
。

（
一
）
宗
木

い
ず
れ
も
細
か
な
違
い
は
あ
る
が
、
亜
字
形
花
瓶
に
似
た
形
姿
で
、
膨
ら
ん
だ
胴
部

の
上
下
に
大
き
く
く
び
れ
を
持
た
せ
て
、
茸
の
笠
状
の
頭
部
と
脚
部
を
轆
轤
挽
き
し
て

作
り
出
す
。
お
お
む
ね
欅
を
用
い
て
お
り
、
ほ
か
に
桑
、
檜
、
桜
が
各
一
つ
ず
つ
あ
る
。

い
ず
れ
も
樹
種
判
定
は
肉
眼
観
察
に
よ
る
が
、
欅
と
桑
は
環
孔
材
で
作
物
帳
断
簡
に
見

え
る
散
孔
材
の
楠
と
は
異
な
る
。

用
材
に
き
ま
り
は
無
か
っ
た
よ
う
で
、
た
と
え
ば
天
平
宝
字
六
年
の
造
金
堂
所
用
銭

雑
物
帳
に
は
「
卅
五
文
自
水
沼
山
運
灌
頂
二
具
料
槐
駄
一
匹
賃
」（
�
二
八
八
）
と
あ
り
、

え
ん
じ
ゅ
槐
が
灌
頂
天
蓋
の
料
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
材
で
も
良
か

っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
作
物
帳
断
簡
を
見
て
も
、
部
位
に
よ
っ
て
樹
種
を
使
い

（
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分
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
宗
木
に
つ
い
て
は
重
量
を
支
え
得
る
強
度
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
轆
轤
挽
き
加
工
が
可
能
な
材
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
決
め
手
と
な
る
。

宝
物
お
よ
び
史
料
に
見
え
る
広
葉
樹
類
は
い
ず
れ
も
緻
密
か
つ
強
靱
な
材
で
、
ま
た

唯
一
針
葉
樹
の
檜
を
含
め
、
轆
轤
挽
き
、
お
よ
び
環
莖
や
架
を
差
す
た
め
の
穴
を
穿
つ

こ
と
が
可
能
で
、
宗
木
に
は
適
し
て
い
る
と
言
え
る
。

表
面
仕
上
げ
は
白
色
塗
り
、
赤
漆
、
素
木
の
も
の
も
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
は
作
物
帳

断
簡
に
見
え
る
の
と
同
じ
よ
う
な
黒
漆
塗
り
仕
上
げ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
宗
木
の
上
下
方
向
に
つ
い
て
は
、
灌
頂
天
蓋
骨
は
さ
て
お
き
、
片
側
の

み
に
環
を
付
す
天
蓋
骨
の
場
合
は
明
ら
か
で
、
環
の
付
く
側
、
つ
ま
り
宗
木
の
笠
状
部

分
の
外
面
が
緩
や
か
な
曲
面
を
呈
す
る
方
が
上
側
で
、
笠
状
部
分
の
側
面
に
稜
を
持
つ

方
が
下
側
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
し
た
場
合
、
架
穴
の
傾
斜
角

が
宗
木
の
中
心
に
向
か
っ
て
下
が
る
傾
向
が
見
ら
れ
、
構
造
的
に
も
架
が
脱
落
し
難
く

な
り
、
理
に
か
な
う
。
な
お
、
蛇
足
な
が
ら
天
蓋
骨
第
一
号
（
中
倉
一
九
六
）
に
は
宗

木
を
天
井
か
ら
吊
す
た
め
と
思
わ
れ
る
太
紐
が
、
環
に
付
い
た
ま
ま
の
状
態
で
伝
わ
っ

て
お
り
、
宗
木
の
上
下
方
向
を
明
ら
か
に
す
る
（
二
三
頁
）。
こ
の
よ
う
に
宗
木
の
上
下

方
向
を
定
め
た
場
合
、
胴
の
上
方
の
く
び
れ
が
、
下
方
の
く
び
れ
よ
り
長
く
な
り
、
均

衡
の
と
れ
た
造
形
と
な
る
。
た
だ
し
、
灌
頂
天
蓋
骨
の
宗
木
に
関
し
て
は
上
下
ど
ち
ら

の
方
向
で
も
使
用
可
能
と
い
え
る
。
し
か
し
、
天
蓋
骨
と
同
様
の
上
下
方
向
に
し
た
場

合
に
架
穴
の
傾
斜
角
も
上
述
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
、
お
そ
ら
く
天
蓋
骨
と
同
様
で

あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
平
成
四
年
に
法
隆
寺
の
資
財
調
査
で
発
見
さ
れ
た
天
蓋

の
宗
木
は
、
正
倉
院
の
も
の
か
ら
す
る
と
上
下
が
反
転
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
挿
図

５
）。
法
隆
寺
は
古
代
か
ら
近
世
に
至
る
各
時
代
の
天
蓋
の
骨
を
数
多
く
伝
え
て
い
る

が
、
当
該
の
も
の
は
、
環
位
金
の
文
様
か
ら
白
鳳
期
の
人
天
蓋
に
比
定
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
現
状
に
お
い
て
環
が
付
い
て
い
る
側
を
上
方
向
と
す
る
吊
下
げ
式
の
人
天

蓋
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
本
来
は
下
端
に
も
環
が
付
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
も
し
そ

う
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
宗
木
は
現
在
の
解
釈
と
は
異
な
り
、
灌
頂
天
蓋
の
も
の
で
、
正

倉
院
の
も
の
と
上
下
方
向
が
同
じ
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ほ
ぼ
同
形
態
の
宗
木

が
数
十
年
ほ
ど
で
上
下
反
転
し
た
と
は
考
え
に
く
く
、
ま
た
現
状
の
ま
ま
で
は
脚
部
が

垂
れ
下
が
り
、
造
形
的
に
バ
ラ
ン
ス
が
悪
い
よ
う
に
思
え
る
。
ち
な
み
に
、
先
に
述
べ

た
天
蓋
骨
第
一
号
（
中
倉
一
九
六
）
の
環
位
金
の
透
か
し
彫
り
文
様
は
、
天
平
期
に
流

行
し
た
対
葉
花
文
か
ら
成
る
宝
相
華
文
の
中
心
に
連
珠
円
文
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で

（
二
三
頁
右
上
図
）、
正
倉
院
の
天
蓋
の
骨
の
中
で
も
若
干
時
代
が
古
い
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、
や
は
り
宗
木
は
前
に
述
べ
た
と
お
り
の
上
下
方
向
を
示
し
て
い
る
。

（
八
）

挿図５ 天蓋軸部（荘１６２、法隆寺蔵）

（
１２
）

（
１３
）
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（
二
）
環

灌
頂
天
蓋
骨
第
一
号
（
中
倉
一
九
六
）
の
み
頂
を
尖
ら
せ
た
宝
珠
形
で
あ
る
以
外
は

（
一
二
頁
）、
お
お
む
ね
円
環
で
あ
る
。

構
造
的
に
は
大
き
く
二
つ
の
形
式
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
環
自
体
の
基
部
に
座
を

有
し
、
そ
の
座
に
穿
た
れ
た
孔
に
環
莖
を
通
し
て
止
め
る
形
式
で
あ
る
。
こ
の
形
式
の

環
は
環
頂
部
に
合
わ
せ
目
を
持
ち
、
環
莖
に
頭
を
有
す
場
合
で
も
、
か
し
め
る
場
合
で

も
、
環
を
開
い
た
状
態
で
施
工
し
、
後
で
環
を
閉
じ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
形
式
の
環

は
環
莖
を
中
心
軸
に
し
て
三
六
〇
度
回
転
す
る
。

も
う
一
つ
は
次
の
環
莖
の
項
で
詳
述
す
る
が
、
環
と
環
莖
が
一
体
式
の
も
の
で
、
こ

れ
は
遊
環
で
は
な
く
固
定
式
と
な
る
。

な
お
、
灌
頂
天
蓋
骨
第
五
号
（
中
倉
一
九
六
）
の
み
他
と
形
式
が
異
な
り
、
環
莖
に

小
さ
な
環
が
あ
り
、
そ
こ
に
大
き
な
環
を
通
す
よ
う
な
遊
環
形
式
と
な
る
（
一
六
頁
）。

ま
た
、
灌
頂
天
蓋
骨
の
場
合
、
遊
環
式
と
固
定
式
の
二
つ
の
形
式
の
環
を
併
用
す
る

も
の
も
あ
る
。

（
三
）
環
莖

上
部
に
の
み
環
を
有
す
る
天
蓋
骨
、
上
下
に
環
を
有
す
る
灌
頂
天
蓋
骨
、
双
方
と
も

環
莖
を
宗
木
に
貫
通
さ
せ
て
環
を
取
り
付
け
る
も
の
と
、
釘
脚
を
有
す
る
壺
金
状
の
環

を
宗
木
に
打
ち
付
け
る
も
の
と
が
あ
る
。
上
部
の
環
を
取
り
付
け
る
だ
け
の
天
蓋
骨
の

場
合
で
も
、
か
な
り
の
太
さ
の
環
莖
を
宗
木
に
完
全
に
貫
通
さ
せ
て
下
端
で
か
し
め
て

い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
う
か
と
い
っ
て
小
型
の
宗
木
は
お
お
む
ね
打
ち
付
け
式
に
よ
る

が
、
大
型
の
宗
木
が
必
ず
し
も
環
莖
を
貫
通
さ
せ
る
と
は
限
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
前
章
末
で
ふ
れ
た
幢
末
横
木
に
関
す
る
記
述
に
「
端
環
」
と
「
打
立
環
」
と

い
う
語
が
見
え
る
。
と
も
に
寸
法
表
記
に
「
莖
長
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
環
に
釘
脚
状

の
も
の
が
付
い
た
壺
金
状
の
金
具
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
壺
金
を
当
時
、
打

立
（
う
ち
た
て
）
と
呼
ん
で
い
た
よ
う
で
、
戸
に
打
つ
「
�
打
立
」
と
記
さ
れ
た
り
、

つ
が
い番
と
一
具
で
記
載
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
端
環
は
環
が
可
動
式
で
釘
状
の
脚

が
付
く
前
記
灌
頂
天
蓋
骨
第
五
号
（
中
倉
一
九
六
）
の
環
の
よ
う
な
も
の
を
指
し
（
一

六
頁
）、
打
立
環
と
区
別
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
と
関
係
す
る
の
か
ど

う
か
分
か
ら
な
い
が
、
作
物
帳
断
簡
に
よ
る
と
、
端
環
に
は
銅
地
金
に
銀
を
混
ぜ
る
が
、

打
立
に
は
銀
を
混
ぜ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
四
）
環
位
金

灌
頂
天
蓋
骨
第
二
号
と
第
七
号
（
中
倉
一
九
六
）
が
鉄
製
で
あ
る
以
外
は
（
一
三
、

一
七
頁
）、
い
ず
れ
も
銅
製
鍍
金
で
、
円
形
、
六
稜
花
形
、
六
花
形
、
八
稜
花
形
、
八
花

形
を
呈
す
。
多
く
は
無
紋
で
あ
る
が
、
灌
頂
天
蓋
骨
第
四
号－

一
・
二
と
天
蓋
骨
第
二

号
（
中
倉
一
九
六
）に
は
毛
彫
り
で
花
文
を
表
し
（
一
五
、
二
四
頁
）、
天
蓋
骨
第
一
号

（
中
倉
一
九
六
）に
は
透
か
し
彫
り
が
施
さ
れ
て
い
る
（
二
三
頁
）。

環
位
金
と
宗
木
の
取
り
付
け
は
鋲
釘
を
打
つ
場
合
も
あ
る
が
、
鋲
釘
を
打
た
ず
に
環

莖
を
打
つ
こ
と
で
止
め
付
け
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
な
お
、
灌
頂
天
蓋
骨
第
六
号
（
中

倉
一
九
六
）に
は
環
位
金
が
付
か
な
い
（
一
七
頁
）。

（
五
）
架
穴
位
金

架
穴
位
金
が
付
く
も
の
は
二
十
一
点
の
う
ち
九
点
あ
る
。
架
穴
は
い
ず
れ
も
四
角
形

（
九
）

（１２０）



で
、
架
穴
位
金
も
方
形
を
呈
す
る
。

材
質
は
銅
製
鍍
金
の
薄
い
板
で
、

灌
頂
天
蓋
骨
第
四
号－

一
・
二

（
中
倉
一
九
六
）
は
毛
彫
り
で
飾

り
（
一
五
頁
）、
さ
ら
に
天
蓋
骨

第
一
号
（
中
倉
一
九
六
）
は
透
か

し
彫
り
を
施
す
が
（
二
三
頁
）、

そ
れ
以
外
は
無
紋
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
四
本
な
い
し
六
本
の

鋲
釘
を
打
っ
て
宗
木
へ
取
り
付
け

る
。

（
六
）
架

い
ず
れ
も
先
端
は
へ
の
字
型
に

屈
曲
し
、
断
面
は
お
お
む
ね
円
形

で
、
宗
木
の
架
穴
に
差
し
込
む
�

は
断
面
方
形
で
あ
る
。
材
は
不
明

な
も
の
が
あ
る
が
、
大
半
は
ケ
ヤ

キ
と
思
わ
れ
る
。
一
木
を
削
っ
て

作
っ
た
も
の
で
、
Ｘ
線
透
過
写
真

に
よ
る
と
、
先
端
を
曲
げ
て
成
形

し
て
い
る
も
の
が
い
く
つ
か
確
認

で
き
る
（
挿
図
６
）
。
作
物
帳
断
簡
を
考
証
し
た
際
に
、
架
に
ケ
ヤ
キ
を
用
い
た
理
由
と

し
て
屋
蓋
の
重
量
を
支
え
得
る
材
で
あ
る
点
を
挙
げ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
曲
げ
加
工
が

可
能
な
こ
と
も
理
由
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

正
倉
院
に
伝
わ
る
布
帛
製
の
屋
蓋
部
分
を
見
る
と
、
四
隅
に
は
錦
や
革
を
袋
状
に
縫

っ
て
作
っ
た
乳
が
綴
じ
付
け
ら
れ
て
い
る
。
架
の
先
端
は
こ
の
よ
う
な
乳
に
差
し
入
れ

て
屋
蓋
を
張
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
灌
頂
天
蓋
骨
第
一
号
（
中
倉
一
九
六
）
の
架
は
四
本
し
か
残
ら
な
い
が
、
架

穴
は
六
孔
穿
た
れ
て
お
り
、
屋
蓋
が
六
角
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
（
一
二
頁
）。
そ

れ
以
外
は
い
ず
れ
も
四
孔
で
、
方
形
の
天
蓋
と
考
え
ら
れ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

天
蓋
骨
の
部
分
名
称
に
つ
い
て
は
本
文
中
で
述
べ
た
よ
う
に
、
史
料
に
よ
っ
て
異
な

り
、
と
く
に
決
ま
っ
た
用
語
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
造
仏
所
作
物

帳
を
は
じ
め
と
す
る
奈
良
時
代
の
史
料
を
考
証
し
、
宝
物
と
対
照
す
る
こ
と
に
よ
り
灌

頂
天
蓋
骨
に
は
上
下
に
環
が
付
き
、
幡
を
垂
下
し
て
い
た
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
ま
た
、
灌
頂
天
蓋
に
は
作
物
帳
断
簡
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
か
な
り
大
型

で
、
大
幡
と
小
幡
を
い
く
つ
か
垂
下
す
る
も
の
や
、
灌
頂
天
蓋
骨
第
九
号
（
中
倉
一
九

六
）
の
よ
う
に
「
小
灌
頂
」
と
記
さ
れ
る
小
型
の
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
一
九

〜
二
二
頁
）。
そ
し
て
、「
灌
頂
」
の
語
自
体
に
天
蓋
を
付
属
す
る
幡
を
意
味
す
る
場
合

が
あ
っ
た
と
考
え
る
に
至
っ
た
。

本
文
中
述
べ
た
よ
う
に
、
法
隆
寺
は
古
代
か
ら
近
世
に
至
る
各
時
代
の
天
蓋
の
骨
を

（
一
〇
）

挿図６ 中倉１９６灌頂天蓋骨 第９号 其２ 架（X線透過写真）
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数
多
く
伝
え
、
形
状
や
材
質
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
。
今
後
は
そ
れ
ら
正
倉
院

以
外
の
天
蓋
を
含
め
、
宗
木
の
形
状
や
金
具
の
文
様
な
ど
を
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
で
、

そ
の
形
式
的
な
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、

そ
れ
に
関
連
し
て
、
正
倉
院
宝
物
中
の
布
帛
製
の
屋
蓋
部
分
と
対
照
し
、
そ
の
染
織
意

匠
と
対
比
す
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
。

注（
１
）
正
倉
院
に
は
こ
の
他
に
、
人
に
さ
し
か
け
る
人
天
蓋
に
属
し
、
他
の
二
十
一
点
と
は

形
式
が
異
な
る
天
蓋
骨
残
欠
（
中
倉
一
九
七
）
が
一
点
遺
る
。
人
天
蓋
に
は
、
高
松
塚

古
墳
壁
画
の
男
子
群
像
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
傘
蓋
と
、
堂
内
荘
厳
用
の
吊
り
天
蓋

と
同
じ
形
式
の
も
の
と
の
二
系
統
が
あ
る
が
、
本
品
は
前
者
に
該
当
す
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
傘
蓋
の
場
合
、
史
料
に
も
吊
り
天
蓋
形
式
の
も
の
と
は
別
に
扱
わ
れ
て
お
り
、

対
照
し
て
も
煩
瑣
に
な
る
だ
け
な
の
で
、
本
稿
で
は
省
く
。

（
２
）
正
倉
院
の
天
蓋
骨
と
灌
頂
天
蓋
骨
は
、
昭
和
十
二
年
に
分
類
整
理
が
行
わ
れ
、
調
書

が
作
成
さ
れ
た
際
に
命
名
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
灌
頂
天
蓋
と
天
蓋
を

識
別
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
天
蓋
が
付
く
幡
の
こ
と
を
灌
頂
幡
と
明
言
し

出
し
た
の
は
近
年
で
、
沢
田
む
つ
代
「
蜀
江
大
幡
（
奈
良
・
法
隆
寺
蔵
）」（『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ

Ｕ
Ｍ
』
五
四
四
号

平
成
八
年
）
や
尾
形
充
彦
「
正
倉
院
の
大
幡
」（『
正
倉
院
年
報
』

第
十
八
号

平
成
八
年
）
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
と
も
に
灌
頂
幡
を
一
旒
、
二

旒
…
と
数
え
る
例
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
必
ず
し
も
天
蓋
が
付
属
し
な
い
可
能
性
も

指
摘
し
て
い
る
。

（
３
）『
日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
三
十
一
年
七
月
条
、
天
平
十
九
年
勘
録
の
『
法
隆
寺
伽
藍
縁

起
并
流
記
資
財
帳
』
お
よ
び
『
大
安
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
財
帳
』、
神
護
景
雲
元
年

『
阿
弥
陀
悔
過
料
資
財
帳
』
な
ど
。

（
４
）
大
幡
垂
飾
組
帯
（
函
一
九
）
に
「
東
大
寺
第
七
灌
頂
幡
盖

天
平
勝
宝
九
歳
五
月
二

日
」
と
い
う
墨
書
が
あ
る
。

（
５
）
金
銅
製
の
鋪
に
取
り
付
け
る
際
に
、
目
立
た
な
い
よ
う
に
黄
色
の
糸
を
用
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

（
６
）
松
嶋
順
正
「
正
倉
院
宝
物
よ
り
見
た
奈
良
時
代
の
度
量
衡
」（『
正
倉
院
よ
も
や
ま

話
』
学
生
社

一
九
八
九
）
を
参
考
に
し
た
。

（
７
）
福
山
敏
男
「
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
建
築
用
語
」（『
正
倉
院
年
報
』
八
、
昭
和
六
十

一
年
）

（
８
）
虎
尾
俊
哉
編
『
訳
注
日
本
史
料

延
喜
式

上
』（
集
英
社

平
成
十
二
年
）
二
一
五
頁

頭
注
及
び
一
〇
四
三
頁
図
二
。

（
９
）
注
２
前
掲
尾
形
論
文
。

（
１０
）
注
７
前
掲
福
山
論
文
。

（
１１
）
金
子
啓
明
ほ
か
「
日
本
古
代
に
お
け
る
木
彫
像
の
樹
種
と
用
材
観

七
・
八
世
紀
を

中
心
に

」（
『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
第
五
五
五
号

平
成
一
〇
年
）
に
お
い
て
時
期
に
よ

る
用
材
観
の
変
化
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
天
蓋
骨
の
用
材
に
も
関
連
す
る
の

か
も
知
れ
な
い
。

（
１２
）『
聖
徳
太
子
一
三
八
〇
年
御
遠
忌
記
念
法
隆
寺
展
』
図
録
の
出
品
解
説
（
阪
田
宗
彦
氏

担
当
執
筆

平
成
一
三
年
）。

（
１３
）
正
倉
院
に
は
、
一
般
的
な
天
平
時
代
の
綾
よ
り
組
織
や
文
様
が
古
様
な
も
の
を
用
い

た
布
帛
製
天
蓋
が
存
し
、
そ
れ
と
一
具
で
あ
っ
た
天
蓋
骨
が
残
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
。

（
一
一
）

（１１８）



中倉１９６ 灌頂天蓋骨 第１号

［法量］総高３５．０ 宗木長２４．５ 宗木径１３．０ 架長８５

天蓋径１７０

［品質］欅製、白色彩色に油塗。金具は銅製鍍金。

〈凡例〉
○図版は宗木の上・下・側面写真と側面のＸ線透過写真、架が付
属するものについてはその側面写真を載せる。ただし、Ｘ線透
過写真については灌頂天蓋骨第４号其２は紙面の都合から、灌
頂天蓋骨第５号は未撮影につき掲載していない。
○寸法表記はいずれも最大値で、単位は�で示す。なお、架の長
さは弦長を示し、天蓋の径や一辺の長さについては架の長さと
宗木の径からの推定値である。

（
一
二
）

天蓋の骨の個別データ

（１１７）



中倉１９６ 灌頂天蓋骨 第２号

［法量］総高３４．８ 宗木長２３．７ 宗木径１２．４ 架長６８ 天蓋の辺長１００

［品質］欅製、透明漆塗か。金具は鉄製黒漆塗。

［銘記］（宗木中央 墨書）「佐保」。（架穴 墨書）「五」「六」「七」「八」。

（架のうち５本 墨書）「一」「二」「四」「五」「八」。

天蓋の骨の個別データ

（
一
三
）

（１１６）



中倉１９６ 灌頂天蓋骨 第３号
［法量］総高１８．４ 宗木長１５．０ 宗木径８．３ 架長４７

天蓋の辺長７０
［品質］桑製、架に蘇芳と墨で彩色。金具は銅製鍍金。
［銘記］（架穴 墨書）「乙」。（架のうち３本 墨書）

「甲」「乙」「三」。

（
一
四
）

天蓋の骨の個別データ

中倉１９６ 灌頂天蓋骨 第４号 架

（１１５）



中倉１９６ 灌頂天蓋骨 第４号 其１

［法量］総高３７．４ 宗木長２５．８

宗木径１３．８ 架長１０６

天蓋の辺長１５４

［品質］欅製、黒漆塗。金具は銅製鍍金。

［銘記］（宗木上面 刻文）「一」。

（架穴 刻文）

「 」「 」「 」「 」。

（架のうち３本 刻文）

「一」「二」「四」。

［備考］架は完形４本と残欠３本が遺る

が、其１・２との付属関係は不

明。架の銘記は便宜上ここに記

す。

中倉１９６ 灌頂天蓋骨 第４号 其２

［法量］総高３７．３ 宗木長２５．２

宗木径１３．７ 架長１０６

天蓋の辺長１５４

［品質］欅製、黒漆塗。金具は銅製鍍金。

［銘記］（宗木上面とその裏 刻文）「六」。

（架穴位銅 刻文）「 」「 」

「 」「 」。

天蓋の骨の個別データ

（
一
五
）

（１１４）



中倉１９６ 灌頂天蓋骨 第６号

［法量］総高３４．４ 宗木長２３．５

宗木径１２．１

［品質］桧製、黒漆塗。

［銘記］（架穴 墨書）「十」と「一巳」、

「十」と「二巳」、

「十」と「三 巳」、「十」と「四

巳」

中倉１９６ 灌頂天蓋骨 第５号
［法量］総高３５ 宗木長２３ 宗木径１２
［品質］欅製、黒漆塗。金具は銅製鍍金。
［備考］宗木の上下のくびれに各１孔あ

るが、用途不明。宗木の胴に円
味を持ち、下部の傘に稜を持た
ず、鐶は壺金に遊鐶が付き、左
右に倒れるもので他と型式が異
なる。

（
一
六
）

天蓋の骨の個別データ

（１１３）



中倉１９６ 灌頂天蓋骨 第７号

［法量］総高２９．２ 宗木長２０．２ 宗木径１０．９

［品質］桜製、黒漆塗。金具は鉄製黒漆塗。

中倉１９６ 灌頂天蓋骨 第６号 宗木上・下面

天蓋の骨の個別データ

（
一
七
）

（１１２）



中倉１９６ 灌頂天蓋骨 第８号 其１

［法量］総高２２．０ 宗木長１５．４ 宗木径１０．３

［品質］欅製、黒漆塗。金具は銅製漆塗。

中倉１９６ 灌頂天蓋骨 第８号 其２

［法量］総高２２ 宗木長１５．４ 宗木径１０．１

［品質］欅製、黒漆塗。金具は銅製漆塗。

［銘記］（上部環位銅 墨書）「大弁才天女」

［備考］天平６年経疏出納帳（�六五〇）に最勝王経一部、陀羅集
経一部、絵櫃二合を五月一日を以って、大弁才天女壇に奉

請したとある。灌頂天蓋骨第８号および第９号は銘記から、

このころ造顕された大弁才天女像の荘厳具と考えられてい

る。（松嶋順正編『正倉院宝物銘文集成』８３頁）

（
一
八
）

天蓋の骨の個別データ

（１１１）



中倉１９６ 灌頂天蓋骨 第９号 其２

［法量］総高１６．２ 宗木長１２．０ 宗木径７．５ 架長３３．５

天蓋の辺長４９

［品質］欅製、黒漆塗。金具は銅製漆塗。

［銘記］（架� 墨書）「大弁／才天／女／壇（４側面）」、「乙

（小口）」「大弁／才天／女壇（３側面）」、「乙（小口）」

「大弁／才天／女／壇（４側面）」、「乙（小口）」「大弁

／才天／女／壇（４側面）」

中倉１９６ 灌頂天蓋骨 第９号 其１

［法量］総高１６．１ 宗木長１２．１

宗木径７．５ 架長３３．５

天蓋の辺長４９

［品質］欅製、黒漆塗。金具は銅

製漆塗。

［銘記］（架� 墨書）「甲（小口）」

「大弁才／天女天／�四
角／小灌頂（４側面）」、「甲

（小口）」「天／女／四／角

（４側面）」、「甲（小口）」「天

／女／四／角（４側面）」、

「甲（小口）」「天／女／四

／角（４側面）」

［備考］第８号ないしは第９号に

関連すると考えられる染

織品断片数片の銘記をこ

こに掲げる。

○緋綾小灌頂断片（軸装９３）６片それぞれに墨書「大弁

才天女天井四角小灌頂長方一尺六寸五分 壇」。「・小

灌頂方一尺六寸五分 壇」。「東大寺 天平勝宝六年五

月三日」。「□（大）弁才天 」。「天平勝宝六年五月三

日」。

○天蓋断片（南倉１２７号櫃）「東大寺 天平勝宝六年五月

三日」

○夾纈羅幡残欠（南倉１２７号櫃）「大弁才天女堂幡長九尺

廣九寸 東大寺 天平勝宝六年五月三日」

○幡垂脚残欠（玻璃装５１）「大弁才天女壇幡長九尺廣九寸

東大寺 天平勝宝六年五月三日」

天蓋の骨の個別データ

（
一
九
）

（１１０）



中倉１９６ 灌頂天蓋骨 第９号 其４

［法量］総高１６．３ 宗木長１２．２ 宗木径７．２ 架長３３．５

天蓋の辺長４９

［品質］欅製、黒漆塗。金具は銅製漆塗。

［銘記］（架� 墨書）「天／女／四／角（４側面）」、「天／女／

四／角（４側面）」、「巳（小口）」「天／女／四／角（４側

面）」、「巳（小口）」「天／女／四／角（４側面）」

中倉１９６ 灌頂天蓋骨 第９号 其３

［法量］総高１６．１ 宗木長１２．０ 宗木径７．２ 架長３３．５

天蓋の辺長４９

［品質］欅製、黒漆塗。金具は銅製漆塗。

［銘記］（架� 墨書）「大弁／才天／女壇（３側面）」、「丁（小

口）」「大弁才／天女天�／四角小／灌頂（４側面）」、
「大弁／才天／女壇（３側面）」、「大弁／才天／女壇

（３側面）」

（
二
〇
）

天蓋の骨の個別データ

（１０９）



中倉１９６ 灌頂天蓋骨 第９号 其６

［法量］総高１６．０ 宗木長１１．９ 宗木径７．６

架長３３．５ 天蓋の辺長４９

［品質］欅製、黒漆塗。金具は銅製漆塗。

［銘記］（架� 墨書）「大弁／天女／壇（３側面）」、「大弁／才

天／女壇（３側面）」、「大弁／才天／女壇（３側面）」、

「辛（小口）」「大弁／才天／女壇（３側面）」

中倉１９６ 灌頂天蓋骨 第９号 其５

［法量］総高１５．９ 宗木長１１．９ 宗木径７．６

架長３３．５ 天蓋の辺長４９

［品質］欅製、黒漆塗。金具は銅製漆塗。

［銘記］（架� 墨書）「天／女／四／角（４側面）」、「天／

女／四／角（４側面）」、「庚（小口）」「天／女／四／

角（４側面）」、「庚（小口）」「天／女／四／角（４側

面）」

天蓋の骨の個別データ

（
二
一
）

（１０８）



中倉１９６ 灌頂天蓋骨 第９号 其７

［法量］架長３３．５

［品質］欅製、黒漆塗。

［銘記］（架� 墨書）「大弁／才天／女壇（３側面）」、

「大弁／才天／女壇（３側面）」、「大弁／才天

／女壇（３側面）」

［備考］架３本のみ存す。

中倉１９６ 灌頂天蓋骨 第１０号

［法量］総高１６．２ 宗木長 １２．２ 宗木径７．０

架長３６．５ 天蓋の辺長５３

［品質］欅製、黒漆塗。金具は銅製鍍金。

［銘記］（架穴 墨書）「口」「井」「□・」。（架のうち３本

墨書）「口」「井」「七」

［備考］架のうち１本は後補

（
二
二
）

天蓋の骨の個別データ

（１０７）



中倉１９６ 天蓋骨 第１号

［法量］総高３０．０ 宗木長２５．１ 宗木径１４．６

紐長２００

［品質］木製、黒漆塗。金具は銅製鍍金。赤絹角打

組紐が付属する。

［備考］右上図は宗木上面の実測図。

天蓋の骨の個別データ

（
二
三
）

（１０６）



中倉１９６ 天蓋骨 第２号

［法量］総高２８．５ 宗木長２４．４ 宗木径１２．７

［品質］欅製、黒漆塗。金具は銅製鍍金。

中倉１９６ 天蓋骨 第３号

［法量］総高２９．２ 宗木長２４．３ 宗木径１２．５ 架長１１８

天蓋の辺長１７０

［品質］欅製、黒漆塗。金具は銅製鍍銀。

［銘記］（宗木下方の破損部 墨書）「□封□」。（架穴 墨書）

「一」「二」「講三」「講四」。（架のうち２本 墨書）

「三」「四」

（
二
四
）

天蓋の骨の個別データ

（１０５）



中倉１９６ 天蓋骨 第４号

［法量］総高２４．１ 宗木長２０．３ 宗木径１３．６

［品質］欅製、黒漆塗。金具は銅製鍍金。

中倉１９６ 天蓋骨 第３号 架

天蓋の骨の個別データ

（
二
五
）

（１０４）



（
鈴
位
花
）

形
二
百
五
十
六
枚
各
徑
三
寸

料
銅
二
斤
四
両
一
分

塗
練
金
小
四
両
二
分

水
銀
小
一
斤
八
両
二
分

小
鋪
三
百
六
十
八
枚
各
徑
三
寸

料
銅
十
六
斤

小
幡
八
條
各

用
鋪
�
六
枚

塗
練
金
小
三
両
一
分

水
銀
小
一
斤
二
両
三
分

小
鈴
三
百
六
十
八
口
各
周
三
寸

所
用
如
鋪

料
銅
六
斤
九
両
一
分

合
白
�
一
両
三
分

子
鐵
三
斤
十
二
両

塗
練
金
小
四
両
一
分

水
銀
小
一
斤
九
両
一
分

鈴
位
花
形
三
百
六
十
八
枚
各
徑
二
寸

料
銅
二
斤
三
両

塗
練
金
小
三
両
二
分

水
銀
小
一
斤
二
両
二
分

鋪
鈴
等
固
銅
糸
一
百
八
縷
〃
別
長
三
尺

料
銅
五
斤
一
両
二
分

黄
糸
六
両
鋪
固
料

小
幡
頂
鳳
形
八
枚
各
長
一
尺
六
寸

廣
一
尺
二
寸

料
銅
廿
九
斤
二
両

塗
練
金
小
八
両
二
分

水
銀
小
三
斤
一
分
三
銖

幡
鎮
四
箇
以
緋
毛
作

用
表
銅
四
口
各
徑
一
尺
一
寸

料
銅
七
斤
三
分

塗
練
金
小
三
両

水
銀
小
一
斤
二
分

裏
銅
四
口
各
徑
七
寸

不
塗
金

料
銅
三
斤
十
両
一
分

内
輪
銅
四
口
各
徑
七
寸

不
塗
金

料
銅
一
斤
六
両
二
分

内
鈴
卅
二
口
八
口
各
周
八
寸
廿
四
口
各

周
三
寸
並
塗
金
漆

料
銅
二
斤
十
一
両

鈴
合
白
�
一
分
三
銖

鈴
子
鐵
九
両
三
分

表
花
形
四
枚
各
徑
七
寸
半

料
銅
一
斤
十
三
両

塗
練
金
小
二
分

水
銀
小
二
両
三
分

各
徑
二
寸
莖
長
五
寸

料
銅
一
斤
十
四
両
三
分
合
銀
二
分

（
奈
良
国
立
博
物
館
蔵
、
�
三
二－

三
三
）

塗
練
金
小
二
銖

水
銀
小
一
分
四
銖

鎮
毛
�
八
編
〃
別
長
四
尺

料
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髮
廿
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斤
染
緋

用
生
糸
九
両
二
分
編
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料

練
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七
両

緋
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八
両

緋
�
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丈

幢
末
横
木
四
枚
各
長
九
尺
六
寸
徑
三
寸

以
檜
作
塗
漆

用
漆
二
升
三
合

掃
墨
一
升
二
合

端
銅
八
口
各
長
三
寸
半
徑
三
寸

料
銅
五
斤
六
両
一
分
合
銀
二
両

塗
練
金
小
一
両

水
銀
小
五
両
二
分

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
、
�
三
三－

三
四
）

＊

端
環
八
具
各
徑
二
寸
莖
長
六
寸

料
銅
六
斤
二
両
三
分
合
銀
二
分

塗
練
金
小
一
分

水
銀
小
一
両
一
分

（
半
）

＊

中
銅
八
口
各
長
四
寸
□
徑
三
寸
半

料
銅
五
斤
四
両
二
分
合
銀
一
両
二
分

打
立
環
八
口
各
徑
一
寸
八
分

＊莖
長
五
寸

料
銅
三
斤
十
二
両

＊

＊

右
件
灌
頂
四
具
料
用
練
金
小
�
両
二
分
一
銖

銀
四
両
三
分

水
銀
小
十
四
斤
四
両
三
分
二
銖

白
�
四
両
三
銖

銅
百
�
四
斤
六
両
一
分

鐵
八
斤
八
両
三
分

鋪
六
百
廿
四
枚

（
続
々
修
３５－

３
、
�
三
四－

三
五
）

鈴
六
百
五
十
六
口

緋
�
三
丈

緋
糸
八
両

黄
糸
六
両

練
糸
七
両

生
糸
九
両
二
分

漆
三
升
八
合

掃
墨
一
升
八
合

馬
髮
廿
八
斤

楠
二
枝
各
長
二
尺
四
寸
徑
七
寸

盖
宗
木
料

（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
、『
大
日
本
古
文
書
』
未
収
）

＊
印
の
文
字
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
確
認
し

た
う
え
で
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

造
仏
所
作
物
帳
釈
文

挿
図
３
の
作
物
帳
断
簡
の
直
後
に
続
く
灌
頂
天
蓋
の
関
係
個
所
を
書
き
出
す
。
各
断
簡
の
接
続
は
福
山
敏
男
「
奈
良
時
代
に
お
け
る

興
福
寺
西
金
堂
の
造
営
」（『
日
本
建
築
史
の
研
究
』
桑
名
文
星
堂

昭
和
一
八
年
）
に
よ
る
。

（
二
六
）

（１０３）


