
は
じ
め
に

佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
は
、
令
和
三
年
度
の
特
別
展
と
し

（
�
）

て
「
ほ
と
け
の
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
│
そ
れ
は
単
な
る
オ
シ
ャ
レ
で
は
な
い
│
」

を
開
催
し
た
。
当
初
、
前
年
度
に
開
催
す
る
予
定
で
準
備
を
進
め
て
い
た

が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
よ
り
開
催
を
見
送
り
、
内
容
を
一
部
変
更
の
う
え

改
め
て
開
催
に
至
っ
た
展
覧
会
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
か
か
る
展
覧
会
で
展

示
し
た
二
躯
の
新
造
仏
像
に
つ
い
て
、
宗
教
文
化
（
仏
教
文
化
／
仏
教
美

術
）
に
関
す
る
側
面
と
、
博
物
館
学
的
な
側
面
を
勘
案
し
つ
つ
、
そ
の
意
義

（
�
）

を
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。

二
躯
の
う
ち
一
躯
は
、
前
年
度
に
開
催
を
目
指
し
て
い
た
時
点
で
展
示
を

予
定
し
て
い
た
御
像
で
あ
る
。
も
う
一
躯
は
、
開
催
時
期
と
展
示
構
成
の
変

更
に
よ
り
加
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
御
像
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
そ
れ
ら
は
、

「
宗
教
文
化
」
を
冠
す
る
当
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
在
り
か
た
に
、
ひ
と
つ
の
示

唆
を
も
た
ら
し
た
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
ら
の
仏
像
の
作
者
は
、
浄
土
宗
僧
侶

（
�
）

で
も
あ
る
仏
師
・
前
田
昌
宏
氏
で
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
現
役
仏
師
に
よ

る
新
造
の
仏
像
を
展
示
し
た
経
緯
や
記
録
を
兼
ね
、
そ
の
成
果
や
課
題
を
提

示
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一
、
展
覧
会
の
概
要
と
特
徴

①
開
催
趣
旨
と
仏
像
制
作
の
経
緯

本
展
覧
会
は
、
仏
尊
／
仏
像
の
一
部
分
に
焦
点
を
あ
て
る
シ
リ
ー
ズ
の
第

二
弾
、
先
立
つ
令
和
元
年
度
開
催
の
特
別
展
「
ほ
と
け
の
手
│
黙
し
て
大
い

に
語
る
│
」
の
続
編
に
あ
た
る
。「
手
の
次
は
足
で
す
ね
！
」
と
い
う
リ
ク

エ
ス
ト
を
頂
戴
し
た
ほ
か
、
幾
つ
か
思
い
至
る
テ
ー
マ
（
候
補
）
の
う
ち
、

今
回
は
「
髪
」
を
対
象
に
す
る
こ
と
と
し
た
。
仏
（
仏
陀
／
如
来
）
に
は

「
螺
髪
」
と
呼
ば
れ
る
渦
状
（
ま
た
は
粒
状
）
の
頭
髪
が
あ
る
。
玩
具
や
漫

画
な
ど
、
現
代
的
な
創
作
領
域
に
お
い
て
も
散
見
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
仏

の
特
徴
と
し
て
、
あ
る
程
度
、
定
着
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し

現
役
仏
師
が
造
っ
た
仏
像
の
展
示
│
レ
プ
リ
カ
で
は
な
い
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
│

熊

谷

貴

史
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か
し
仏
像
や
仏
画
に
表
さ
れ
た
螺
髪
の
在
り
よ
う
は
一
様
で
は
な
い
。
ま
た

仏
像
（
如
来
・
菩
薩
・
明
王
・
天
部
な
ど
を
含
む
仏
教
諸
尊
）
を
広
く
み
わ

た
せ
ば
、
頭
髪
は
実
に
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
ん
で
い
る
。
様
々
な
髻
を

結
う
菩
薩
。
髪
を
逆
立
て
る
忿
怒
尊
。
あ
る
い
は
弁
髪
を
垂
ら
す
不
動
明
王

な
ど
、
と
き
に
ユ
ニ
ー
ク
な
ヘ
ア
ア
レ
ン
ジ
を
み
せ
る
仏
尊
た
ち
。
仏
教
文

化
／
仏
教
美
術
に
親
し
み
、
学
び
を
促
す
テ
ー
マ
と
し
て
、
有
益
な
素
材
と

な
り
そ
う
だ
。

と
こ
ろ
で
当
館
は
、
浄
土
宗
の
宗
門
校
に
あ
た
る
、
佛
教
大
学
の
附
置
機

関
で
あ
る
。
浄
土
宗
に
ま
つ
わ
る
、
あ
る
特
徴
的
な
頭
髪
を
表
し
た
阿
弥
陀

如
来
の
す
が
た
も
、
展
覧
会
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
合
致
す
る
だ
ろ
う
。
五
劫
思

惟
阿
弥
陀
如
来
で
あ
る
。
阿
弥
陀
如
来
は
、
か
つ
て
法
蔵
菩
薩
で
あ
っ
た
と

き
、
衆
生
を
救
う
た
め
に
長
い
時
間
（
五
劫
）
思
惟
し
た
と
い
う
。
こ
の
思

想
を
背
景
と
す
る
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
髪
が
長
く
伸
び
た
状
態
を

表
し
、
長
い
時
間
の
経
過
を
表
象
す
る
。
た
だ
し
「
螺
髪
」
と
い
う
仏
（
仏

陀
／
如
来
）
特
有
の
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
を
基
調
と
す
る
た
め
、
ロ
ン
グ
ヘ
ア
で

は
な
く
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
感
を
増
し
、
し
ば
し
ば
ア
フ
ロ
ヘ
ア
に
擬
え
ら
れ

る
。
が
、
む
ろ
ん
オ
シ
ャ
レ
と
し
て
の
ア
フ
ロ
で
は
な
い
。
長
考
の
証
だ
。

当
館
の
館
長
で
あ
る
小
野
田
俊
蔵
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
浄
土
の
教
え

（
�
）

の
最
も
肝
要
な
と
こ
ろ
が
こ
の
髪
型
で
示
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
尊
容
で
あ

り
、
展
覧
会
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
し
て
位
置
づ
け
う
る
こ
と
は
、
企
画
の
早
い

段
階
で
予
想
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
特
異
な
お
す
が
た
で
あ
る
と
同
時
に
、
遺
例
の
数
は
そ
れ
ほ
ど

多
く
な
い
。
幸
い
当
館
が
所
在
す
る
京
都
市
域
に
は
、
幾
つ
か
の
五
劫
思
惟

阿
弥
陀
如
来
像
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
数
カ
寺
の
御
像
に
つ
い
て

拝
観
お
よ
び
調
査
の
機
会
を
得
た
が
、
直
ち
に
展
示
と
は
結
び
つ
か
な
い
。

例
え
ば
、
西
大
路
一
条
に
所
在
す
る
地
蔵
院
（
椿
寺
）
は
、
御
本
尊
と
し
て

（
�
）

五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
像
を
祀
る
。
前
提
と
し
て
、
寺
院
の
営
み
を
第
一
義

と
す
れ
ば
、
御
本
尊
は
一
定
期
間
の
出
陳
が
難
し
い
。
加
え
て
、
御
像
の
法

量
（
寸
法
）
に
対
す
る
、
当
館
の
規
模
や
設
備
の
問
題
も
あ
っ
た
。
京
都
に

伝
わ
る
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
像
の
調
査
を
重
ね
な
が
ら
、
所
蔵
寺
院
と
当

館
の
双
方
の
事
情
に
鑑
み
、
成
果
は
概
ね
写
真
パ
ネ
ル
に
よ
っ
て
展
覧
会
に

反
映
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
�
）

さ
て
、
パ
ネ
ル
展
示
用
の
写
真
や
御
像
以
外
の
関
連
史
資
料
の
充
足
を
進

め
な
が
ら
も
、
や
は
り
頭
髪
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
感
を
特
徴
と
す
る
五
劫
思
惟
阿

弥
陀
の
尊
容
は
、
立
体
造
形
と
し
て
視
覚
に
訴
え
た
い
。
し
か
し
コ
ロ
ナ
禍

に
よ
る
制
約
の
な
か
で
、
展
示
に
か
な
う
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
像
を
見
出

（
�
）

す
こ
と
が
難
し
い
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
そ
こ
で
象
徴
的
な
展
示
物
と
し

て
、
新
し
く
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
像
を
制
作
す
る
ア
イ
デ
ア
を
も
っ
た
。

そ
の
際
、
博
物
館
に
お
け
る
展
示
品
と
し
て
は
、
一
定
の
水
準
と
意
味
が
求

め
ら
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
博
物
館
に
お
け
る
展
示
で
は
、
し
ば
し
ば

実
物
に
代
わ
る
レ
プ
リ
カ
や
模
型
を
用
い
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
意
義

（
�
）

が
多
角
的
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
現
在
で
は
、
高
度
な
技
術
に
よ
る
複
製
資

料
が
製
作
・
展
示
さ
れ
、
さ
ら
に
現
代
的
な
問
題
を
視
野
に
入
れ
た
利
用
・

（
�
）

報
告
も
想
起
さ
れ
る
。

対
し
て
今
回
の
試
み
は
、
現
役
仏
師
の
前
田
昌
宏
氏
に
よ
る
新
た
な
造
仏

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
実
際
に
寺
院
へ
奉
納
す
る
仏
像
を
多
く
手
掛
け
ら
れ
、
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ま
た
各
所
で
仏
像
教
室
の
講
師
を

担
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
一
定
の

技
術
的
水
準
を
保
証
す
る
だ
ろ

（

）
う
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
レ
プ

リ
カ
と
は
異
な
る
意
図
の
展
示
品

に
な
る
。
む
ろ
ん
美
術
館
な
ど

で
、
現
代
作
家
や
職
人
に
よ
る
作

品
が
展
示
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る

が
、
そ
う
し
た
作
品
展
と
も
異
な

る
。
本
展
で
は
、
前
田
氏
な
ら
で

は
の
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
の
す
が
た

を
味
わ
う
と
同
時
に
、
氏
の
彫
刻

技
術
を
頼
り
に
、
制
作
工
程
を
記
録
し
、
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
の
造
形
的

特
徴
を
検
証
す
る
こ
と
を
念
頭
に
お
く
〔
口
絵
・
図
１
〕。

②
展
示
に
関
す
る
補
遺

本
稿
執
筆
の
時
点
で
コ
ロ
ナ
禍
は
未
だ
終
息
を
み
な
い
も
の
の
、
会
期
中

は
幾
分
の
小
康
を
保
ち
、
展
覧
会
は
無
事
に
終
了
し
た
。
展
示
内
容
は
基
本

的
に
図
録
へ
反
映
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
展
示
方
針
を
含
む
備
忘
的
な
記

録
と
し
て
、
幾
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
展
示
構
成
は
、

「
一
、
螺
髪
」「
二
、
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
」「
三
、
螺
髪
の
よ
う
だ
が
…
」

「
四
、
髻
」「
五
、
弁
髪
、
総
髪
、
巻
髪
」「
六
、
ほ
と
け
の
ヘ
ア
カ
タ
ロ
グ
」

（

）

の
六
項
目
で
あ
る
。

導
入
に
は
、
一
般
の
認
知
度
も
高
い
と
推
測
さ
れ
る
「
螺
髪
」
に
眼
を
向

（

）
け
、
展
示
室
内
の
最
初
に
眼
に
入
る
ケ
ー
ス
に
、
金
戒
光
明
寺
の
所
蔵
に
な

る
如
来
像
頭
部
（
江
戸
時
代
）
を
展
示
し
た
。
も
と
は
半
丈
六
ほ
ど
の
像
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
如
来
像
の
残
存
部
材
で
、
平
時
は
公
開
さ
れ
ず
護
持

さ
れ
て
い
る
。
や
や
複
雑
な
材
の
寄
せ
方
、
現
状
の
総
高
は
五
七
・
〇
セ
ン

チ
、
切
れ
長
の
眼
が
印
象
的
な
仏
頭
で
あ
る
。
螺
髪
は
頭
部
と
同
材
か
ら
彫

出
す
る
手
法
（
切
付
け
）
で
つ
く
ら
れ
、
小
さ
な
粒
が
規
則
的
に
整
列
す

る
、
仏
（
如
来
／
仏
陀
）
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
と
し
て
紹
介

し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
螺
髪
の
造
形
に
は
、
現
役
仏
師
で
あ
る
前
田
氏
が
彫

（

）

る
螺
髪
と
共
通
す
る
特
徴
が
看
取
さ
れ
、
現
代
へ
至
る
技
術
継
承
の
一
面
が

う
か
が
え
る
こ
と
も
意
義
深
い
。

反
面
、
螺
髪
の
造
形
に
は
諸
種
あ
り
、
例
え
ば
小
さ
な
渦
状
／
粒
状
の
螺

（

）

髪
を
別
に
造
り
、
頭
部
に
貼
り
付
け
る
手
法
（
植
付
け
）
が
あ
る
。
ま
た
螺

髪
に
は
、「
螺
」
の
文
字
が
示
す
よ
う
に
、
回
旋
す
る
、
渦
巻
く
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
が
付
帯
す
る
。
仏
典
中
の
記
述
に
見
出
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
図
像
的
な

（

）

要
素
で
あ
る
。
そ
の
形
象
が
造
形
さ
れ
て
い
る
場
合
、
彫
刻
史
で
は
「
旋
毛

形
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
前
述
の
如
来
像
頭
部
の
よ
う
に
造
形
さ

れ
て
い
な
い
例
も
多
く
、
ま
た
前
田
氏
も
旋
毛
形
の
螺
髪
を
つ
く
る
こ
と
は

稀
で
あ
る
よ
う
だ
。
氏
に
よ
れ
ば
、
法
量
や
発
注
者
の
方
針
、
彩
色
の
有
無

な
ど
に
よ
っ
て
事
情
は
異
な
る
が
、
旋
毛
形
は
各
粒
が
尖
頭
状
に
な
り
、
ト

ゲ
ト
ゲ
し
た
印
象
が
強
く
な
る
。
対
し
て
、
丸
味
の
あ
る
粒
状
に
と
ど
め
、

隙
間
を
あ
ま
り
設
け
ず
、
粒
と
粒
が
押
し
合
う
よ
う
に
造
る
こ
と
で
、
頭
髪

と
し
て
の
豊
か
な
ボ
リ
ュ
ー
ム
感
が
で
る
。
こ
れ
は
技
術
的
な
事
柄
で
あ

図 1 五劫思惟阿弥陀如来像制作の様子
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り
、
ま
た
表
現
志
向
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
螺
髪
の
意
味
を
ど
こ
ま
で
説
明
的

に
造
形
す
る
か
、
敷
衍
し
て
、
仏
像
の
図
像
的
な
要
素
を
ど
こ
ま
で
造
形
す

る
か
、
あ
る
い
は
造
形
し
た
の
か
、
造
形
で
き
た
の
か
、
と
い
う
視
点
を
も

つ
こ
と
は
、
広
く
仏
教
文
化
／
仏
教
美
術
の
在
り
よ
う
を
考
え
る
う
え
で
有

用
と
思
わ
れ
る
。

図
像
か
ら
離
れ
、
よ
り
表
現
上
の
事
柄
に
触
れ
て
お
こ
う
。
後
述
す
る
五

劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
像
の
制
作
途
中
、
前
田
氏
よ
り
「
螺
髪
の
大
き
さ
は
ど

れ
く
ら
い
に
し
ま
し
ょ
う
か
？
」
と
の
質
問
が
あ
っ
た
。
現
在
、
確
立
さ
れ

た
螺
髪
の
彫
り
方
と
し
て
、
刻
出
す
る
前
に
、
各
粒
が
並
ぶ
目
安
と
な
る
基

（

）

準
線
を
引
く
。
そ
の
線
の
幅
に
よ
っ
て
、
螺
髪
の
粒
、
一
個
単
位
の
大
き
さ

が
決
ま
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
頭
部
全
体
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
変
じ
る
。
確
か
に

螺
髪
の
粒
の
大
き
さ
は
、
あ
る
程
度
、
任
意
に
設
定
で
き
る
要
素
だ
。
決
ま

り
は
な
い
。
例
え
ば
平
安
時
代
後
期
に
お
け
る
螺
髪
の
表
現
は
、
細
や
か
な

粒
を
整
然
と
並
べ
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
は
御
像
の
全
体
観
に
即
し
た
表
現

志
向
と
し
て
、
様
式
面
に
通
じ
る
だ
ろ
う
。

翻
っ
て
、
仏
像
に
眼
を
向
け
る
展
覧
会
の
タ
イ
ト
ル
に
、「
ヘ
ア
ス
タ
イ

ル
」
と
い
う
カ
タ
カ
ナ
を
あ
て
る
に
は
若
干
の
躊
躇
も
あ
っ
た
。
仮
に
日
本

語
で
い
え
ば
「
髪
型
／
髪
形
」
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
用
語
の
場
合
、

私
的
な
感
覚
で
は
あ
る
が
、「
型
」「
形
」
の
文
字
を
含
む
こ
と
に
よ
り
、
伝

統
芸
能
な
ど
で
継
承
さ
れ
る
「
型
」、
仏
像
に
お
け
る
図
像
的
な
要
素
を
含

む
「
形
式
」
の
よ
う
な
印
象
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
筆
者
は
造
形
を
捉
え
る

二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
意
味
や
共
通
点
を
意
識
し
た
捉
え
方
を
「
形

式
／
フ
ォ
ー
ム
」（
結
果
と
し
て
は
相
違
点
も
判
明
す
る
）、
対
し
て
、
各
像

の
作
風
や
個
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
捉
え
方
を
「
様
式
／
ス
タ
イ
ル
」（
結

果
と
し
て
は
同
種
を
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
す
る
こ
と
も
で
き
る
）
と
考
え
て
い

る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
ら
は
視
点
の
違
い
で
あ
っ
て
、
ま
た
重
な
る
部
分
も
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
意
識
の
も
と
、
本
展
覧
会
で
は
、
意
味
や
共
通
点
に
加

え
、
作
風
や
個
性
に
も
眼
を
向
け
る
意
図
を
も
っ
て
、「
ス
タ
イ
ル
」
を
含

む
語
を
タ
イ
ト
ル
に
用
い
る
こ
と
に
し
た
。

関
連
し
て
、
頭
髪
の
造
形
や
特
徴
を
確
認
し
や
す
い
角
度
を
意
識
し
、
仏

像
の
正
面
観
を
は
ず
し
た
展
示
を
試
み
た
。
世
俗
的
な
ヘ
ア
ア
レ
ン
ジ
か
ら

も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
サ
イ
ド
や
バ
ッ
ク
に
見
ど
こ
ろ
の
あ
る
ヘ
ア
ス
タ

イ
ル
は
多
い
。
た
だ
し
信
仰
の
対
象
で
あ
る
仏
像
は
、
本
来
、
正
面
か
ら
拝

む
こ
と
を
基
本
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
拝
す
角
度
を
徒
に
設
定
す
る
の

は
慎
む
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
在
り
か
た
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
本
展

で
は
所
蔵
す
る
皆
さ
ま
へ
意
図
を
お
伝
え
し
、
ご
理
解
を
得
て
、
展
示
が
か

な
っ
た
。

前
述
の
金
戒
光
明
寺
所
蔵
の
如
来
像
頭
部
は
、
左
斜
側
面
を
意
識
的
に
ご

覧
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
通
常
は
眼
に
入
り
に
く
い
部
分
の
螺
髪
、
粒
の

並
び
や
流
れ
を
看
取
で

き
る
〔
図
２
〕。
別
途
、

パ
ネ
ル
で
掲
示
し
た
螺

髪
の
制
作
工
程
と
見
比

べ
る
こ
と
で
、
彫
技
に

起
因
す
る
造
形
的
特
徴

も
確
認
で
き
る
。
ま
た

図 2 正面観をはずした展示
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頭
上
に
髪
を
結
い
上
げ
る
「
髻
」

も
、
仏
像
の
そ
れ
は
眼
に
触
れ
る

こ
と
が
少
な
い
。
該
当
す
る
コ
ー

ナ
ー
〔
図
３
〕
に
展
示
し
た
清
浄

華
院
所
蔵
の
宝
冠
釈
迦
如
来
坐
像

（
江
戸
時
代
）
は
、
定
型
化
し
た

高
髻
を
具
え
て
お
り
、
右
斜
側
背

面
へ
視
線
を
向
け
る
こ
と
に
よ

り
、
後
方
へ
振
り
分
け
ら
れ
た
髪

束
が
視
角
に
入
る
。
あ
わ
せ
て
、

数
種
の
髻
を
再
現
し
た
写
真
パ
ネ

ル
や
カ
ッ
ト
マ
ネ
キ
ン
、
前
田
氏

に
よ
る
木
造
の
髻
モ
デ
ル
を
周
辺
に
展
示
し
た
。
そ
れ
ら
の
対
比
に
よ
り
、

長
い
髪
を
結
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
る
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
と
、
彫
刻
や
絵
画
と
し

て
表
さ
れ
る
「
ほ
と
け
の
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
」
の
異
同
を
認
識
で
き
る
だ
ろ

う
。こ

の
ほ
か
全
て
の
展
示
状
況
に
は
触
れ
え
な
い
が
、
総
じ
て
、
側
面
か
ら

後
頭
部
ま
で
を
含
む
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
と
し
て
の
造
形
表
現
を
、
意
識
的
に
視

認
で
き
る
よ
う
な
角
度
で
ご
覧
い
た
だ
い
た
。
こ
の
展
示
法
は
、
会
場
に
設

置
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
中
心
に
、
一
定
の
効
果
と
反
響
が
う
か
が
わ
れ
た
。

一
方
で
、
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
在
り
か
た
を
重
ん
じ
る
べ
き
で
は
な
い

か
、
と
の
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
こ
と
も
、
博
物
館
施
設
に
お
け
る
仏
像
の
展

示
を
考
え
る
材
料
と
し
て
明
記
し
て
お
き
た
い
。

③
髻
の
再
現
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
展
覧
会
タ
イ
ト
ル
に
は
、
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
的
な
サ
ブ
タ
イ
ト

ル
と
し
て
、「
そ
れ
は
単
な
る
オ
シ
ャ
レ
で
は
な
い
」
と
付
し
た
。「
単
な

る
」
と
い
う
こ
と
は
、
オ
シ
ャ
レ
の
要
素
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？

と
の
疑

問
を
抱
か
れ
た
方
も
お
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
「
オ
シ
ャ
レ
」
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
が
、
世
俗
の
価
値
観
に
執
着
し
な
い
こ
と
を
旨
と
す
る
仏
教
と
齟

齬
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
例
え
ば
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
が

ア
フ
ロ
ヘ
ア
に
擬
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
世
俗
の
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
と
の
便
宜
的

な
対
比
が
、
ひ
と
つ
は
念
頭
に
あ
る
。
加
え
て
、
菩
薩
な
ど
に
み
る
「
髻
」

（

）

は
、
古
代
中
国
に
起
源
す
る
と
い
う
、
リ
ア
ル
な
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
に
属
す
。

様
々
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
全
容
を
把
握
す
る
こ
と

は
困
難
な
が
ら
、
貴
族
女
性
が
高
く
結
い
上
げ
る
「
高
髻
」
は
、
儀
式
な
ど

の
礼
装
の
際
に
結
わ
れ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
菩
薩
に
は
、
出
家
前
の
釈
尊
、

す
な
わ
ち
王
族
と
し
て
の
ゴ
ー
ジ
ャ
ス
な
イ
メ
ー
ジ
が
付
帯
す
る
。
そ
の
意

味
で
、
と
き
に
世
俗
的
な
オ
シ
ャ
レ
の
性
質
を
内
包
す
る
「
ほ
と
け
の
ヘ
ア

ス
タ
イ
ル
」
が
あ
る
こ
と
も
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
髻
は
、
ア

レ
ン
ジ
の
自
由
度
が
高
い
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

先
に
触
れ
た
通
り
、
前
田
氏
に
は
木
造
の
髻
モ
デ
ル
も
試
作
し
て
い
た
だ

い
た
。
髻
の
み
を
彫
る
、
と
い
う
状
況
は
あ
ま
り
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
表

現
上
の
特
性
、
あ
る
い
は
技
術
上
の
特
性
は
見
出
せ
る
だ
ろ
う
か
。
概
形

は
、
形
式
と
し
て
は
標
準
的
な
タ
イ
プ
に
属
す
で
あ
ろ
う
、
大
報
恩
寺
六
観

（

）

音
像
の
う
ち
の
聖
観
音
像
の
高
髻
を
参
照
し
た
。
上
下
二
段
に
垂
ら
し
た
髪

束
は
、
上
段
に
八
束
、
下
段
に
五
束
。
標
準
的
で
は
あ
る
が
、
装
飾
性
お
よ

図 3 髻の展示コーナー
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び
技
巧
性
が
高
い
。
た
だ
し
前
田

氏
に
よ
る
髻
モ
デ
ル
は
、
や
は
り

模
造
を
意
図
す
る
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
氏
の
技
術
と
経
験
に
依

拠
す
る
試
作
で
あ
る
。
氏
の
場

合
、
菩
薩
の
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
と
し

て
毛
筋
を
刻
む
場
合
、
丸
刀
で
筋

を
入
れ
る
。
そ
れ
は
好
み
や
表
現

方
針
に
よ
る
選
択
的
な
事
柄
で
あ

り
、
丸
刀
を
用
い
る
こ
と
で
全
体

観
が
ふ
ん
わ
り
と
柔
ら
か
な
印
象

に
仕
上
が
る
と
い
う
。
一
方
、
明

王
な
ど
の
忿
怒
尊
の
頭
髪
の
場
合
に
は
、
三
角
刀
を
使
う
。
鋭
い
刻
線
と
な

り
、
印
象
も
や
や
き
つ
く
な
る
。
試
み
に
髻
の
垂
下
し
て
い
る
髪
束
の
ひ
と

つ
を
三
角
刀
で
刻
ん
で
い
た
だ
き
、
展
示
で
は
、
質
の
異
な
る
毛
筋
の
刻
線

を
確
認
で
き
る
よ
う
に
し
た
〔
図
４
〕。

関
連
し
て
、
実
際
に
髻
を
結
う
試
み
を
行
っ
た
。
彫
刻
や
絵
画
で
眼
に
す

る
、
自
由
度
の
高
い
菩
薩
の
ヘ
ア
ア
レ
ン
ジ
は
果
た
し
て
再
現
可
能
な
の
だ

（

）

ろ
う
か
？

こ
れ
は
床
山
の
経
験
が
あ
る
方
の
ご
協
力
を
得
て
、
関
係
者
二

（

）

名
の
頭
髪
と
、
美
容
師
が
用
い
る
カ
ッ
ト
マ
ネ
キ
ン
で
実
施
し
た
〔
図

５
〕。
顛
末
は
図
録
に
も
記
し
た
が
、
大
要
、
再
現
が
極
め
て
困
難
な
髻
の

ア
レ
ン
ジ
が
存
在
す
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
、
当
然
と
も
い
え
る
結
果

（

）

を
得
た
。
標
準
的
な
タ
イ
プ
の
高
髻
に
つ
い
て
は
、
木
造
で
試
作
し
た
前
田

氏
と
同
じ
く
、
大
報
恩
寺
六
観
音

像
の
う
ち
の
聖
観
音
像
を
参
照
し

た
。
概
ね
近
い
状
態
に
至
っ
た
も

の
の
、
彫
刻
で
は
後
方
へ
振
り
分

け
ら
れ
た
数
束
の
髪
が
、
ボ
リ
ュ

ー
ム
を
も
ち
つ
つ
明
瞭
に
分
離
し

て
い
る
の
に
対
し
、
実
際
の
結
髪

で
は
そ
の
様
子
を
再
現
す
る
こ
と

（

）

が
難
し
い
。
標
準
的
な
タ
イ
プ
の

高
髻
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な

傾
向
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
よ
り
個
性
的
、
か
つ

複
雑
な
タ
イ
プ
と
し
て
、
や
は
り
大
報
恩
寺
六
観
音
像
の
う
ち
の
准
胝
観
音

（

）
像
に
表
さ
れ
た
高
髻
の
再
現
を
試
み
た
。
が
、
こ
れ
は
最
終
的
に
断
念
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
彫
刻
や
絵
画
に
表
さ
れ
た
髻
は
、
髪
の
流
れ
を
合
理
的
に

把
握
し
に
く
い
例
が
あ
り
、
ま
た
髪
の
流
れ
方
を
想
定
で
き
て
も
、
再
現
に

は
見
た
目
以
上
の
毛
量
や
長
さ
を
要
し
、
不
自
然
な
ボ
リ
ュ
ー
ム
感
が
増

す
。
む
ろ
ん
古
代
中
国
や
日
本
髪
に
も
ボ
リ
ュ
ー
ム
感
の
あ
る
つ
く
り
込
ん

だ
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
は
存
在
す
る
。
し
か
し
仏
像
に
み
る
高
髻
や
垂
髻
の
フ
ォ

ル
ム
の
な
か
に
、
複
雑
か
つ
装
飾
性
の
高
い
結
い
方
で
髪
の
流
れ
を
つ
く

り
、
安
定
さ
せ
る
こ
と
の
難
し
さ
を
認
識
し
て
お
く
こ
と
は
、
転
じ
て
、
彫

刻
や
絵
画
に
お
け
る
髻
の
表
現
上
の
特
性
を
捉
え
る
材
料
と
な
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
通
り
、
本
展
で
は
い
わ
ゆ
る
「
レ
プ
リ
カ
」
と
は
異
な
る
、「
模

図 4 髻モデル（前田昌宏作）

図 5 髻の再現
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型
」
に
あ
た
る
展
示
物
を
幾
つ
か
製
作
し
た
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
現
役

仏
師
の
手
に
な
る
仏
像
に
つ
い
て
は
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
と
し
て
提
示
す
る
。

こ
れ
を
作
品
展
と
は
異
な
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
展
示
す
る
に
あ
た
り
、
以

下
、
そ
の
意
義
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
仏
像
制
作
に
と
も
な
う
二
つ
の
成
果

│
彫
刻
技
術
を
手
が
か
り
に
│

（

）

①
或
る
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
像
の
カ
タ
チ
│
特
異
な
形
状
と
彫
技
│

仏
像
の
カ
タ
チ
に
は
、
思
想
的
な
意
味
が
投
影
さ
れ
る
と
と
も
に
、
制
作

者
の
感
性
や
技
量
が
反
映
す
る
。
そ
し
て
そ
の
両
面
は
、
と
き
に
複
雑
な
相

関
性
を
示
す
。
こ
こ
で
は
、
前
田
氏
に
よ
る
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
像
の
制

作
を
通
じ
、
こ
の
像
が
具
え
る
特
異
な
形
状
を
、
彫
刻
技
術
や
造
形
感
覚
を

ふ
ま
え
て
検
証
し
て
み
た
い
。

な
お
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
造
仏
を
手
掛
け
ら
れ
て
き
た
前
田
氏
も
、
五
劫

（

）

思
惟
阿
弥
陀
如
来
像
の
制
作
は
初
の
経
験
で
あ
る
と
の
こ
と
。
か
か
る
遺
例

は
幾
つ
か
知
ら
れ
る
も
の
の
、
相
対
的
に
特
異
な
像
容
と
い
え
、
お
そ
ら
く

現
代
的
な
仏
像
制
作
に
お
い
て
も
珍
し
い
部
類
で
あ
ろ
う
。
ま
た
仏
像
制
作

で
は
、
図
像
的
な
事
柄
を
含
め
、
何
ら
か
の
前
例
を
参
照
す
る
こ
と
が
多
い

（
根
源
的
に
は
感
得
像
の
よ
う
な
在
り
か
た
も
考
慮
さ
れ
る
）。
そ
こ
で
参
考

資
料
と
し
て
、
か
ね
て
調
査
を
実
施
し
て
い
た
地
蔵
院
（
椿
寺
）
御
本
尊

〔
図
６
〕
の
情
報
を
共
有
し
た
。
地
蔵
院
像
は
、
像
高
一
〇
六
セ
ン
チ
、
木

造
、
江
戸
時
代
、
合
掌
す
る
形
式
の
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
像
で
あ
る
。
ま

た
「
お
多
福
阿
弥
陀
」
と
も
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
ふ
く
よ
か
な
尊
顔
が
印
象

的
。
レ
プ
リ
カ
を
意
図
す
る
製
作
で
は
な
い
が
、
像
容
は
地
蔵
院
像
を
参
照

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
用
材
に
応
じ
て
法
量
や
構
造
な
ど
は
任
意
に
設
定
、

大
ま
か
な
図
像
（
形
式
）
は
筆
者
と
前
田
氏
で
確
認
の
う
え
制
作
に
着
手
、

細
部
の
形
状
に
つ
い
て
は
随
時
打
合
せ
な
が
ら
進
行
す
る
。
た
だ
し
基
本
的

に
は
前
田
氏
の
経
験
／
彫
刻
技
術
／
表
現
志
向
に
依
拠
し
た
制
作
と
す
る
。

ま
た
制
作
状
況
は
可
能
な
限
り
撮
影
し
、
合
せ
て
彫
刻
技
術
に
か
か
る
取
材

・
検
証
を
行
っ
た
。
以
下
、
そ
れ
ら
に
も
と
づ
く
知
見
で
あ
る
。

（
１
）
耳
が
螺
髪
の
凹
部
に
位
置
す
る
〔
図
７
│

①
〕。
螺
髪
の
刻
出
が
あ
る

程
度
進
ん
だ
段
階
で
耳
の
位
置
や
幅
が
確
定
で
き
る
た
め
、
耳
を
彫

る
作
業
が
後
回
し
に
な
る
。
ま
た
凹
部
の
た
め
彫
り
に
く
い
。
五
劫

思
惟
阿
弥
陀
如
来
な
ら
で
は
の
事
情
で
あ
る
。

（
２
）
通
常
、
耳
の
位
置
や
幅
が
定
ま
っ
て
か
ら
首
を
刻
出
し
、
首
が
み
え

て
か
ら
肩
の
ラ
イ
ン
・
曲
面
を
つ
く
る
。
本
例
は
耳
の
形
状
が
早
い

段
階
で
確
定
し
な
い
た
め
、
肩
の
成
形
が
後
回
し
に
な
る
。
地
蔵
院

像
の
右
肩
（
向
か
っ
て
左
）
に
み
え
る
鋸
歯
状
の
面
的
な
造
形
〔
図

７
│

②
〕
は
、
も
う
少
し
厚
み
の
あ
る
状
態
で
抑
揚
の
あ
る
衣
文
を
彫

り
出
し
て
い
た
材
を
、
耳
や
首
が
み
え
た
後
に
削
り
落
と
し
て
調
整

し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
点
、
そ
の
特
異
性
を
前
田
氏
に
問

い
か
け
る
こ
と
に
よ
り
、
検
証
に
い
た
っ
た
。
仮
に
問
い
を
持
た
な

か
っ
た
場
合
、
こ
の
形
状
は
造
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
状
態
に
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な
っ
た
場
合
に
は
、
さ
ら
に
抑
揚
つ
け
て
衣
文
を
彫
り
出
し
た
だ
ろ

う
と
の
こ
と
。
技
術
的
な
事
情
で
あ
り
、
感
性
的
な
問
題
で
も
あ
る
。

（
３
）
肘
先
に
か
か
る
両
袖
上
辺
数
カ
所
の
Ⅴ
字
状
衣
文
は
、
東
大
寺
勧
進

所
阿
弥
陀
堂
本
尊
（
鎌
倉
時
代
）
の
自
然
な
衣
文
の
ド
レ
ー
プ
が
祖

形
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
点
も
前
田
氏
に
問
い
、
結
果
的
に
採
用
し
た

が
、
や
は
り
前
田
氏
の
自
律
的
な
制
作
で
あ
っ
た
場
合
に
は
造
ら
な

い
形
状
で
あ
る
と
い
う
〔
図
７
│

③
〕。

（
４
）
左
膝
に
意
図
的
に
施
さ
れ
た
凹
み
が
あ
り
、
こ
れ
も
東
大
寺
像
に
祖

形
が
見
出
さ
れ
る
。
ま
た
京
都
・
大
光
寺
像
に
も
同
種
の
形
状
が
認

め
ら
れ
、
合
掌
形
の
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
像
の
特
徴
（
一
種
の
図

像
的
要
素
）
と
し
て
写
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
単
体
で
み
れ
ば

不
整
形
と
も
い
え
る
が
、
敢
え
て
こ
の
形
状
も
刻
出
し
て
頂
い
た

〔
図
７
│

④
〕。

後
述
す
る
よ
う
に
、
近
年
、
高
度
な
複
製
技
術
や
複
製
資
料
の
幅
広
い
有

意
義
な
活
用
事
例
が
眼
に
と
ま
る
。
対
し
て
今
回
の
試
み
は
、
革
新
的
な
技

術
展
開
を
み
せ
る
レ
プ
リ
カ
／
複
製
資
料
の
類
で
は
な
い
（
複
製
技
術
で
い

え
ば
「
見
取
り
」
に
相
当
す
る
）。
あ
く
ま
で
前
田
氏
の
技
術
に
頼
っ
た
実

験
的
な
新
造
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
レ
プ
リ
カ
な
ど
の
製
作
で
は
見
出

し
に
く
い
で
あ
ろ
う
、
彫
刻
技
術
を
通
じ
て
了
解
さ
れ
る
特
性
を
確
認
し
た

こ
と
が
、
こ
の
仏
像
制
作
に
と
も
な
う
、
ひ
と
つ
の
成
果
で
あ
っ
た
。

図 6 五劫思惟阿弥陀如来坐像 京都・地蔵院

図 7-①
螺髪と耳

図 7-②
右肩の鋸歯状部分

図 7-③
袖の V 字状衣文

図 7-③
左膝の凹み

図 7 特異な形状
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②
制
作
記
録
の
活
用
│
動
画
に
よ
る
彫
刻
技
術
の
紹
介
│

こ
の
造
仏
は
、
想
定
外
の
場
面
で
も
活
用
に
結
び
つ
い
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に

あ
っ
て
、
多
く
の
博
物
館
施
設
が
臨
時
休
館
や
展
覧
会
の
中
止
・
会
期
変
更

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
一
方
、
こ
の
不
測
の
事
態
に
応
じ
た
精
力
的
な
取
り
組

（

）

み
も
展
開
し
て
い
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
情
報
発
信
で
あ
る
。

先
行
す
る
事
例
に
倣
い
、
当
館
で
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
配
信
用
の
コ
ン
テ

ン
ツ
制
作
を
模
索
し
た
。
そ
の
際
、
ひ
と
つ
の
素
材
と
な
っ
た
の
が
、
前
田

氏
に
よ
る
仏
像
制
作
の
記
録
で
あ
る
。
た
だ
し
、
当
初
予
定
し
て
い
た
会
期

で
の
展
覧
会
開
催
を
見
送
っ
た
時
期
の
こ
と
で
、
当
時
は
改
め
て
開
催
で
き

る
か
否
か
、
不
透
明
な
状
況
で
も
あ
っ
た
。
諸
々
の
事
情
を
考
慮
し
、
展
覧

会
の
趣
旨
と
は
異
な
る
内
容
で
動
画
を
編
集
し
、
最
後
に
制
作
の
事
情
を
簡

単
に
付
す
こ
と
と
し
た
。
動
画
の
タ
イ

ト
ル
は
「
或
る
仏
像
制
作
の
風
景

（

）

feat.

仏
師
僧

前
田
昌
宏
」〔
図
８
〕

で
あ
る
。
な
お
当
館
の
活
動
を
紹
介
す

る
と
と
も
に
、
佛
教
大
学
の
附
置
機
関

と
し
て
は
、
講
義
な
ど
で
参
照
し
て
い

た
だ
け
る
内
容
を
目
指
し
た
い
。
公
開

後
、
ま
ず
筆
者
自
身
が
担
当
す
る
美
術

史
関
連
の
科
目
で
視
聴
を
試
み
た
。
そ

の
ほ
か
一
般
の
方
々
に
紹
介
す
る
機
会

も
あ
り
、
そ
の
際
、
視
聴
の
手
引
き
と

な
る
文
章
を
作
成
し
た
の
で
、
一
部
抜

粋
の
う
え
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

「
或
る
仏
像
制
作
の
風
景feat.

仏
師
僧

前
田
昌
宏
」

視
聴
の
手
引
き

○
素
材
・
技
法
・
構
造
な
ど

こ
の
動
画
は
、
タ
イ
ト
ル
に
示
し
た
通
り
仏
像
制
作
に
焦
点
を
あ
て
て
い

ま
す
。
ど
う
で
し
ょ
う
か
？

一
般
に
、
仏
像
制
作
に
関
す
る
事
柄
と
し
て

は
、「
素
材
」「
技
法
」「
構
造
」
な
ど
を
想
起
さ
れ
る
方
が
多
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
す
る
と
、
ご
覧
に
な
っ
た
方
は
、

お
そ
ら
く
違
和
感
を
抱
く
で
し
ょ
う
。
一
見
し
て
、
こ
の
仏
像
が
「
木
造
」

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
も
う
少
し
情
報
を
加
え
る
と

「
ヒ
ノ
キ
材
」
の
「
寄
木
造
」、
映
っ
て
い
る
制
作
工
程
は
「
荒
彫
」
の
段
階

で
す
。
が
、
そ
の
よ
う
な
説
明
は
ほ
ぼ
割
愛
し
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
「
素
材
」「
技
法
」「
構
造
」
と
い
っ
た
事
柄
は
、
初
学
者
向
け

の
案
内
書
な
ど
に
紹
介
さ
れ
る
基
礎
的
な
内
容
か
ら
、
専
門
的
な
言
及
・
議

論
に
お
よ
ぶ
、
仏
像
の
造
形
を
捉
え
る
た
め
の
重
要
な
ト
ピ
ッ
ク
で
す
。
現

在
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
「
脱
活
乾
漆
技
法
」
や
「
木
彫
」「
截

金
」、
あ
る
い
は
「
仏
像
修
理
」
な
ど
を
紹
介
す
る
動
画
が
、
多
数
公
開
さ

れ
て
い
ま
す
。
な
か
な
か
眼
に
す
る
こ
と
の
な
い
場
面
。
と
く
に
完
成
し
た

仏
像
で
は
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
（
あ
る
い
は
確
認
し
に
く
い
）
部
分

図 8 動画コンテンツ タイトル画面
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や
状
況
を
視
聴
で
き
る
点
が
貴
重
で
す
。
加
え
て
、
一
場
面
を
切
り
取
っ
た

写
真
で
は
な
く
、
作
業
の
流
れ
、
動
作
を
確
認
で
き
る
映
像
と
し
て
の
効
果

も
有
益
な
ポ
イ
ン
ト
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

仏
像
を
ど
の
よ
う
に
造
っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
実
見
は
極
め
て
敷
居
の
高

い
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
自
宅
で
、
手
元
の
ツ
ー
ル
で
補
完
で
き
る
環
境
は
、

も
は
や
驚
愕
の
域
。
そ
の
利
便
性
に
便
乗
し
、
触
発
さ
れ
て
動
画
コ
ン
テ
ン

ツ
の
作
成
を
企
図
し
ま
し
た
が
、
編
集
方
針
が
難
し
い
と
こ
ろ
。
紆
余
曲
折

の
末
、
木
彫
技
術
の
最
大
公
約
数
的
な
説
明
で
は
な
く
、
一
仏
師
に
よ
る
造

仏
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

○
道
具
を
起
点
に
、
経
験
・
感
覚
・
技
術
を
考
え
て
み
る

制
作
の
場
に
立
ち
会
い
、
ま
ず
眼
に
つ
い
た
の
は
「
道
具
」
で
す
。
仏
師

に
限
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
様
々
な
分
野
の
職
人
の
ほ
か
、
ク
リ
エ

イ
テ
ィ
ブ
な
活
動
を
行
う
方
々
が
、
道
具
に
こ
だ
わ
り
を
持
つ
こ
と
は
想
像

に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
作
業
の
現
場
で
、
実
際
に
数
多
く
の
道
具
類

が
並
ぶ
さ
ま
は
壮
観
。
ご
存
じ
の
通
り
、
仏
師
が
用
い
る
代
表
的
な
道
具
は

「
鑿
」（
の
み
）
で
す
。
動
画
で
は
、
や
は
り
道
具
の
説
明
も
最
小
限
に
と
ど

め
て
い
ま
す
が
、
注
目
し
た
い
の
は
そ
の
種
類
の
多
さ
。
資
料
に
よ
っ
て
、

鑿
の
種
別
を
示
す
呼
称
や
、
部
分
名
称
に
異
同
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
ひ
と

ま
ず
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
驚
い
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

前
田
さ
ん
の
道
具
を
拝
見
す
る
と
、
一
見
、
同
系
統
の
鑿
で
も
、
刃

（
穂
）
の
幅
や
長
さ
が
違
っ
て
い
た
り
、
丸
鑿
の
円
弧
（
ア
ー
ル
）
の
具
合

が
微
妙
に
異
な
っ
て
い
た
り
し
て
、
も
し
「
丸
鑿
を
と
っ
て
」
と
い
わ
れ
て

も
、
ど
れ
か
判
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
柄
を
改
変
す
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
で

す
。
自
分
の
手
に
馴
染
む
よ
う
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
す
る
、
ま
さ
に
「
職
人
の
道

具
」。
動
画
後
半
の
作
業
風
景
で
は
、
数
種
の
鑿
を
的
確
に
使
い
分
け
て
い

る
様
子
が
窺
え
ま
す
。
周
囲
に
は
、
現
工
程
で
用
い
る
数
種
の
鑿
を
用
意
。

鑿
を
持
ち
か
え
る
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
熊
谷
が
想
像
し
た
よ
り
短
い
イ
ン
タ
ー

バ
ル
で
し
た
。
目
か
ら
鱗
が
落
ち
た
の
は
、
印
刀
型
の
彫
刻
刀
。
印
刀
は
刃

先
が
斜
め
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
傾
斜
が
逆
の
「
左
利
き
用
」
も
揃
え

て
い
る
と
の
こ
と
。
前
田
さ
ん
は
右
利
き
で
す
。
左
手
で
扱
う
の
で
は
な

く
、
彫
る
角
度
、
木
目
の
向
き
な
ど
に
よ
り
「
右
利
き
用
」
が
適
さ
な
い
場

合
、
敢
え
て
「
左
利
き
用
」
を
右
手
に
も
っ
て
彫
る
の
だ
そ
う
で
す
。

こ
の
点
、
動
画
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
道
具
を
使
い
分
け
る
「
決
ま
り

は
な
い
」
と
い
う
意
識
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
例
え
ば
「
こ
の
工
程
は
、
こ
の

鑿
」
と
か
「
こ
の
部
分
に
は
、
こ
の
鑿
」
で
は
な
く
、「
こ
う
彫
り
た
い
か

ら
、
こ
の
鑿
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
だ
そ
う
で
、
微
妙
な
差
で
す
が
、
そ
の
違

い
に
本
質
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
前
田
さ
ん
曰
く
、「
感
覚
で
」
と

の
こ
と
。
動
画
で
は
「
経
験
」
と
い
う
語
を
加
え
、
仏
像
の
造
形
を
左
右
す

る
要
素
と
し
て
（
仏
師
の
）「
経
験
」「
感
覚
」「
技
術
」
を
強
調
し
ま
し
た
。

そ
う
い
え
ば
用
材
を
次
々
に
動
か
し
な
が
ら
彫
り
進
め
る
様
子
も
、
ち
ょ

っ
と
し
た
驚
き
で
し
た
。
伺
っ
て
み
る
と
、
作
業
ス
ペ
ー
ス
や
制
作
の
工

程
、
ま
た
像
（
材
）
の
大
き
さ
な
ど
に
よ
り
、
用
材
を
固
定
し
て
彫
る
場
合

も
あ
る
そ
う
で
す
。
が
、
可
能
な
場
合
は
「
動
か
し
た
方
が
早
い
の
で
」
と

い
う
尤
も
な
理
由
。
こ
の
こ
と
は
、
転
じ
て
立
体
造
形
と
し
て
の
特
徴
を
示

し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
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○
同
じ
カ
タ
チ
の
仏
像
は
な
い
、
と
い
う
見
方

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
は
、
現
代
的
な
一
人
の
仏
師
の
仕
事
で
あ
り
、

す
べ
て
の
仏
像
制
作
に
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
前

田
昌
宏
さ
ん
の
場
合
、
さ
ら
に
い
え
ば
私
が
み
た
仏
像
制
作
は
現
時
点
の
前

田
さ
ん
の
仕
事
で
す
。
こ
れ
ま
で
「
経
験
」
を
積
ん
だ
こ
と
で
向
上
し
た
面

も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
個
人
の
「
感
性
」（
セ
ン
ス
）
が
反
映
し
て
い
る
面

も
あ
る
で
し
ょ
う
（「
感
性
」
も
磨
か
れ
ま
す
）。
前
田
さ
ん
の
い
う
「
感
覚

で
」
と
は
、
当
事
者
の
言
葉
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
事
情
を
端
的
に
示
し
て

い
ま
す
。

木
彫
は
、
基
本
的
に
彫
り
直
し
を
前
提
と
せ
ず
、
緊
張
感
の
あ
る
一
回
性

の
造
形
に
魅
力
が
宿
り
ま
す
。
仏
師
の
「
技
量
」
が
投
影
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

す
ね
。
一
回
性
と
い
う
理
屈
は
、
動
画
を
み
れ
ば
一
目
瞭
然
。
一
度
削
り
落

と
し
た
部
分
は
、
も
と
に
戻
り
ま
せ
ん
。
ま
た
仮
に
同
様
の
木
材
を
用
意

し
、
同
一
人
物
が
鑿
を
振
る
っ
て
も
、
同
じ
手
順
・
カ
タ
チ
を
完
全
に
再
現

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
し
ょ
う
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
な
い
、「
感
覚
」
に
よ
る

自
由
な
鑿
さ
ば
き
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

な
事
情
を
併
せ
考
え
る
と
、
ひ
と
つ
と
し
て
「
同
じ
カ
タ
チ
の
仏
像
は
な

い
」、
と
い
う
見
方
に
思
い
至
り
ま
す
。
極
論
で
す
が
。

例
え
ば
何
ら
か
の
「
型
」
を
用
い
る
技
法
、
あ
る
い
は
現
代
的
な
技
術
と

意
義
に
よ
る
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー
を
用
い
た
レ
プ
リ
カ
な
ど
で
は
、
極
め
て
近

い
カ
タ
チ
が
造
り
だ
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
素
材
感
や
制
作

者
の
タ
ッ
チ
・
ス
ト
ロ
ー
ク
な
ど
を
、
寸
分
違
わ
ず
再
現
す
る
こ
と
は
難
し

そ
う
で
す
。
ま
た
「
図
像
」
や
「
形
式
」
と
し
て
の
カ
タ
チ
に
つ
い
て
は
、

清
凉
寺
式
釈
迦
の
よ
う
に
、
同
じ
姿
の
御
像
が
複
数
存
在
す
る
、
と
も
い
え

ま
す
。
し
た
が
っ
て
「
同
じ
カ
タ
チ
の
仏
像
は
な
い
」
と
い
う
見
方
は
、
制

作
者
の
個
人
レ
ベ
ル
の
「
作
風
」
や
「
様
式
」
を
視
野
に
入
れ
た
造
形
把
握

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

○
お
わ
り
に

最
後
に
仏
像
制
作
中
の
印
象
的
な
要
素
を
ひ
と
つ
。
鑿
音
と
リ
ズ
ム
で

す
。
動
画
の
導
入
で
使
っ
た
「
三
拍
＋
七
拍
」（
タ
イ
ト
ル
部
分
は
こ
れ
を

３
セ
ッ
ト
）
は
、
動
画
後
半
の
作
業
風
景
に
も
何
度
か
で
て
く
る
特
徴
的
な

リ
ズ
ム
で
す
。
前
田
さ
ん
が
彫
り
や
す
い
リ
ズ
ム
、
呼
吸
、
あ
る
い
は
「
経

験
」「
感
覚
」「
技
術
」
を
裏
付
け
る
要
素
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

以
上
が
視
聴
の
手
引
き
と
し
て
作
成
し
た
文
章
で
あ
り
、
動
画
を
展
示
物

と
す
れ
ば
、
解
説
シ
ー
ト
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
動
画
の
編
集
や
解
説
で

と
く
に
意
識
し
た
の
は
、
こ
の
仏
像
制
作
が
、
レ
プ
リ
カ
で
は
な
い
が
ゆ
え

に
看
取
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
活
き
た
木
彫
技
術
で
あ
る
。
無
形
文
化
財
的

な
視
点
、
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
展
覧
会
の
趣
旨
と
は
異
な
る
内
容
な

が
ら
、
そ
の
下
支
え
と
な
る
よ
う
な
視
点
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
今
回

の
造
仏
に
と
も
な
う
派
生
的
な
成
果
と
な
っ
た
。
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三
、
レ
プ
リ
カ
で
は
な
い
こ
と
の
意
義

①
レ
プ
リ
カ
の
意
味
と
幅

さ
て
、
こ
れ
ま
で
本
稿
で
は
、
展
覧
会
に
よ
せ
て
新
造
し
た
仏
像
に
つ
い

て
、
い
わ
ゆ
る
レ
プ
リ
カ
と
の
対
比
を
念
頭
に
、
そ
の
見
方
と
特
徴
を
述
べ

て
き
た
。
大
別
す
る
と
、
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
像
な
ら
で
は
の
事
柄
と
、

広
く
木
彫
の
技
術
や
表
現
に
関
わ
る
事
柄
が
あ
る
。
前
者
は
、
仏
教
文
化
／

仏
教
美
術
に
関
す
る
新
た
な
知
見
で
あ
り
、
そ
の
領
域
の
研
究
成
果
と
し
て

提
示
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
対
し
て
後
者
は
、
新
知
見
の
範
疇
で
は
な
く
、

仏
像
制
作
に
携
わ
る
当
事
者
や
近
い
立
場
の
方
々
で
あ
れ
ば
周
知
の
こ
と
、

あ
る
い
は
実
践
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
内
容
を
、
博
物

館
施
設
に
お
い
て
い
か
に
活
用
し
う
る
か
、
と
い
う
点
に
意
義
を
見
出
す
余

地
が
あ
る
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
が
、
レ
プ
リ
カ
と
の
対
比
で
あ
っ
た
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
展
示
記
録
を
兼
ね
て
先
に
実
施
内
容
と
成
果
を
振
り

返
っ
た
が
、
立
ち
返
っ
て
レ
プ
リ
カ
／
二
次
資
料
を
め
ぐ
る
事
情
を
一
瞥
し

て
お
こ
う
。

近
時
の
報
告
で
は
『
博
物
館
研
究
』
五
三
（
八
）
の
特
集
「
博
物
館
に
お

（

）

け
る
二
次
資
料
」
が
眼
に
と
ま
る
ほ
か
、
か
ね
て
レ
プ
リ
カ
／
二
次
資
料
の

（

）

意
義
や
活
用
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
ま
た
レ
プ
リ

カ
の
定
義
が
一
様
で
は
な
い
こ
と
も
留
意
さ
れ
、
ひ
と
ま
ず
最
大
公
約
数
的

（

）

な
見
解
を
お
さ
え
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
『
博
物
館
学
事
典
』
に
よ
れ
ば

「
型
取
り
模
造
を
指
す
が
、
そ
の
呼
称
と
し
て
我
が
国
で
は
レ
プ
リ
カ
の
方

が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
。
二
次
製
作
資
料
の
一
つ
で
、
中
で
も
一
次
資
料

の
記
録
の
う
え
で
の
客
観
性
に
富
み
、
立
体
資
料
の
立
体
的
記
録
法
で
あ
る

と
こ
ろ
か
ら
二
次
製
作
資
料
の
中
で
も
っ
と
も
学
術
的
資
料
価
値
が
高
い
。

（
中
略
）
一
次
資
料
が
消
滅
し
た
時
に
は
、
二
次
資
料
と
い
え
ど
も
一
次
資

料
と
同
等
の
資
料
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
「
型
取

り
模
造
」
の
別
称
と
し
て
レ
プ
リ
カ
が
示
さ
れ
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
前

（

）

田
氏
に
よ
る
造
仏
は
レ
プ
リ
カ
で
は
な
い
。
転
じ
て
、『
展
示
学
事
典
』
に

は
「
も
と
も
と
は
、
実
物
標
本
か
ら
型
取
り
成
形
さ
れ
た
複
製
品
を
レ
プ
リ

カ
と
よ
ん
で
い
た
。
し
か
し
近
年
で
は
、
型
取
り
成
形
を
し
な
い
模
造
・
模

刻
・
模
写
か
ら
復
元
ま
で
も
総
称
し
て
い
る
（
後
略
）」
と
あ
る
。
こ
こ
に

「
模
刻
」
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
る
い
は
前
田
氏
に
よ
る
造
仏

も
、
文
脈
に
よ
っ
て
は
レ
プ
リ
カ
と
い
う
概
念
の
周
縁
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
今
回
は
、
原
像
に
あ
た
る
地
蔵
院
像
の
す
が
た
を

忠
実
に
模
す
意
図
は
な
く
、
仏
像
制
作
の
在
り
か
た
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
図

像
／
形
式
を
既
存
の
尊
像
に
求
め
る
行
為
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
。

と
も
あ
れ
「
レ
プ
リ
カ
」
と
い
う
用
語
は
、
博
物
館
に
関
す
る
事
典
類
の

説
明
に
も
幅
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
こ
と
自
体
が
議
論
の
対
象
と
も
な
っ
て

（

）

い
る
。
レ
プ
リ
カ
の
活
用
を
め
ぐ
る
議
論
も
、
時
期
や
立
場
に
よ
っ
て
範
囲

（

）

（

）

や
視
点
が
異
な
る
も
の
の
、
青
木
豊
氏
、
山
本
哲
也
氏
ら
の
継
続
的
な
議
論

が
眼
に
と
ま
る
。
そ
の
系
譜
と
み
ら
れ
る
、
原
あ
ゆ
み
氏
の
「
歴
史
系
博
物

（

）

館
に
於
け
る
レ
プ
リ
カ
活
用
の
研
究
」
は
、
複
数
の
歴
史
系
博
物
館
を
対
象

に
活
用
事
例
を
検
討
し
て
い
る
が
、
そ
の
前
提
と
な
る
研
究
史
も
参
照
さ
れ

る
。
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
の
詳
細
に
は
触
れ
え
な
い
が
、
レ
プ
リ
カ
の
製
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作
は
実
物
の
劣
化
や
消
滅
を
念
頭
に
お
い
た
資
料
保
存
を
第
一
義
と
し
、
そ

れ
を
研
究
、
教
育
、
展
示
な
ど
で
活
用
す
る
際
の
意
義
や
条
件
、
あ
る
い
は

限
界
が
多
角
的
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
と
く
に
後
に
引
用
す
る

小
島
道
裕
氏
の
見
解
を
支
持
し
、
ま
た
援
用
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

な
お
博
物
館
の
展
覧
会
に
お
い
て
レ
プ
リ
カ
そ
の
も
の
が
テ
ー
マ
と
な
る

こ
と
が
あ
り
、
ま
た
真
贋
と
い
う
テ
ー
マ
に
含
ま
れ
る
な
ど
、
接
点
の
あ
る

（

）

議
論
は
多
い
。
あ
る
い
は
か
つ
て
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
示
し
た

（

）

「
ア
ウ
ラ
」
の
概
念
も
視
野
に
入
る
だ
ろ
う
。

②
仏
像
を
模
す
こ
と

少
し
眼
を
転
じ
よ
う
。
近
年
、
仏
像
の
レ
プ
リ
カ
に
ま
つ
わ
る
成
果
と
し

て
、
和
歌
山
県
立
博
物
館
が
他
機
関
と
連
携
し
て
進
め
て
い
る
「
お
身
代
わ

り
仏
像
」
が
注
目
さ
れ
る
。「
過
疎
化
地
域
を
中
心
と
し
た
文
化
財
の
防
犯

対
策
」
を
目
的
に
、
実
物
を
博
物
館
が
預
か
り
、
お
身
代
わ
り
仏
像
を
現
地

に
安
置
す
る
と
い
う
、
現
代
的
な
問
題
に
応
じ
た
有
意
義
な
取
り
組
み
で
あ

（

）
る
。
３
Ｄ
技
術
を
用
い
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
素
材
の
複
製
、
す
な
わ
ち
非
接
触

の
型
取
り
に
よ
る
お
身
代
わ
り
仏
像
は
、
か
ね
て
地
域
の
人
々
が
拝
ん
で
い

た
仏
像
を
彷
彿
と
さ
せ
、
手
を
合
わ
せ
や
す
い
像
容
に
な
ろ
う
。
も
と
は
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
化
を
目
的
と
す
る
「
さ
わ
れ
る
文
化
財
レ
プ
リ
カ
」

の
製
作
技
術
を
、
有
効
に
転
用
し
た
事
例
で
あ
る
。

展
示
物
に
触
れ
る
こ
と
を
掲
げ
た
展
覧
会
と
し
て
は
、
国
立
民
族
学
博
物

館
で
開
催
さ
れ
た
特
別
展
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
│
│
さ
わ

（

）

る
！
�
触
�
の
大
博
覧
会
」
が
記
憶
に
新
し
い
。
実
験
的
と
も
い
え
る
刺
激

と
遊
び
心
に
溢
れ
た
展
示
趣
向
の
な
か
で
、「
触
れ
る
仏
像
」
と
題
し
た
コ

ー
ナ
ー
は
、
あ
る
種
ス
ト
レ
ー
ト
で
堅
実
な
趣
き
も
あ
っ
た
。
こ
の
コ
ー
ナ

ー
に
は
、
吹
田
市
立
博
物
館
所
蔵
の
仏
像
レ
プ
リ
カ
と
、
初
代
館
長
を
務
め

（

）

た
西
村
公
朝
氏
の
創
意
に
な
る
「
ふ
れ
愛
観
音
像
」
が
並
ぶ
。
い
ず
れ
も
樹

脂
製
で
、
触
れ
る
こ
と
を
前
提
に
製
作
／
制
作
さ
れ
た
像
で
あ
る
と
い
う
。

な
お
「
ふ
れ
愛
観
音
像
」
は
、
鋳
造
に
よ
る
模
像
が
各
地
の
寺
院
に
奉
納
さ

れ
て
い
る
。
東
京
美
術
学
校
（
現
・
東
京
藝
術
大
学
）
で
木
彫
を
学
び
、
ま

た
教
授
し
、
美
術
院
で
仏
像
の
修
復
に
携
わ
っ
た
技
術
と
見
識
、
そ
し
て
仏

師
と
し
て
の
感
性
に
起
因
す
る
、
西
村
氏
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
い
え
る
仏
像
が

博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
、
展
示
に
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
本
稿
の
論
旨
を
補

完
し
よ
う
。

こ
の
ほ
か
、
東
京
藝
術
大
学
に
よ
る
高
度
な
文
化
財
複
製
「
ク
ロ
ー
ン
文

（

）

化
財
」
も
注
目
さ
れ
、
仏
像
で
は
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像
の
複
製
が
思
い

起
こ
さ
れ
る
。
や
は
り
３
Ｄ
技
術
を
駆
使
し
て
製
作
さ
れ
て
い
る
が
、
本
例

の
場
合
は
３
Ｄ
デ
ー
タ
を
出
力
し
た
樹
脂
型
か
ら
ロ
ウ
型
を
つ
く
り
、
鋳
造

し
た
点
が
留
意
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
蝋
型
鋳
造
で
制
作
さ
れ
た
原
像
と
、
同

じ
技
法
で
仕
上
げ
た
複
製
で
あ
る
こ
と
が
意
義
深
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
鋳

造
な
ら
で
は
の
成
果
と
も
い
え
よ
う
か
（
な
お
ク
ロ
ー
ン
文
化
財
で
は
壁
画

の
成
果
が
多
く
、
一
部
に
塑
像
の
例
が
あ
る
）。

総
じ
て
型
取
り
模
造
を
根
幹
と
す
る
レ
プ
リ
カ
の
文
脈
で
は
、
木
彫
像
の

木
彫
に
よ
る
模
像
が
特
記
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
東
京

藝
術
大
学
保
存
修
復
彫
刻
研
究
室
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
模
刻
研
究
の
技
術

（

）

や
成
果
に
は
眼
を
瞠
る
も
の
が
あ
る
。
あ
る
い
は
奈
良
国
立
博
物
館
の
地
下
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回
廊
学
習
コ
ー
ナ
ー
の
仏
像
模
型
は
、
技
法
や
構
造
を
説
明
す
る
た
め
の

（

）

「
模
型
」
な
が
ら
、
原
像
を
認
識
で
き
る
像
容
を
み
せ
る
。
そ
う
し
た
事
情

が
レ
プ
リ
カ
の
幅
を
広
げ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
現
状
、

木
彫
を
木
彫
で
模
す
技
術
は
レ
プ
リ
カ
論
の
主
題
と
は
な
り
に
く
い
。

木
彫
技
術
と
レ
プ
リ
カ
の
結
び
つ
き
が
見
出
せ
る
の
は
、
遡
っ
て
近
代
を

対
象
と
す
る
場
合
で
、
例
え
ば
淺
井
和
春
氏
の
「
明
治
佛
像
模
刻
論
│
岡
倉

（

）

天
心
の
摸
造
觀
の
形
成
│
」
が
眼
に
と
ま
る
。
論
旨
に
沿
え
ば
「
東
京
美
術

学
校
開
校
時
に
お
け
る
模
像
制
作
に
は
、
博
物
館
の
陳
列
参
考
品
を
制
作
す

る
こ
と
以
外
に
二
つ
の
側
面
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
教
授
陣
の
技
術
向
上
、
二

つ
目
は
日
本
美
術
史
の
出
発
点
で
且
つ
基
本
と
な
る
奈
良
の
仏
像
彫
刻
へ
の

（

）

認
識
を
教
育
の
面
か
ら
徹
底
す
る
こ
と
、
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
な
ど
に
、

近
代
日
本
に
お
け
る
模
像
の
意
義
が
う
か
が
え
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
議
論
に

先
立
ち
、「
す
で
に
平
安
時
代
の
定
朝
や
鎌
倉
時
代
の
運
慶
の
こ
ろ
に
過
去

の
名
作
品
の
摸
造
が
試
み
ら
れ
て
い
る
」
と
し
て
幾
つ
か
の
事
例
を
あ
げ
、

「
そ
れ
ら
の
模
像
制
作
を
通
じ
て
過
去
の
技
術
や
造
形
を
学
び
再
現
す
る
こ

と
が
第
一
の
目
的
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
そ
の
変
容
が
新
た
な
造
形
様
式
を
生

（

）

み
出
す
契
機
と
な
り
得
た
」
と
い
う
指
摘
が
、
本
稿
の
視
点
に
重
な
る
。

確
か
に
仏
教
文
化
／
仏
教
美
術
の
文
脈
で
は
、
古
来
、
清
凉
寺
式
釈
迦
や

善
光
寺
式
阿
弥
陀
、
あ
る
い
は
長
谷
寺
式
十
一
面
観
音
な
ど
、
特
定
の
尊
像

（

）

を
模
し
た
事
例
が
多
く
知
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
主
と
し
て
、
図
像
／
形
式
の

ト
レ
ー
ス
に
ウ
エ
イ
ト
が
あ
る
だ
ろ
う
。
技
法
や
構
造
が
踏
襲
さ
れ
る
場
合

も
あ
る
。
一
方
、
様
式
／
表
現
に
相
当
す
る
事
柄
と
し
て
は
、
平
安
時
代
後

期
に
大
仏
師
定
朝
が
造
り
だ
し
た
作
風
が
好
ま
れ
、
そ
の
す
が
た
を
模
し

（

）

た
、
い
わ
ゆ
る
定
朝
様
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
数
あ
る
定
朝
様
作
例
は
、
幅
の

あ
る
時
代
様
式
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
御
像
ご
と
の
作
域
も
少
な

か
ら
ず
幅
が
あ
り
、
下
っ
て
形
式
化
の
様
相
を
帯
び
る
。
と
も
あ
れ
、
仏
像

は
様
々
な
レ
ベ
ル
で
既
存
の
作
例
を
範
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
す

が
た
を
写
す
こ
と
に
よ
っ
て
仏
尊
／
仏
像
と
し
て
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
投
影

し
、
複
製
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
原
像
の
功
験
、
い
わ
ば
機
能
の
複

製
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
御
本
尊
が
秘
仏
と
し
て
祀
ら
れ
る

場
合
の
前
立
像
な
ど
に
も
、
同
じ
く
勘
案
し
う
る
事
例
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
文
脈
で
の
模
像
は
、
図
像
と
表
現
が
交
錯
し
な
が
ら
も
、
と
く

に
図
像
／
形
式
に
お
い
て
、
原
像
の
特
徴
が
意
識
的
に
、
と
き
に
選
択
的
に

継
承
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
清
凉
寺
式
釈
迦
の
場
合
は
、
波
状
髪
と
も
称

さ
れ
る
大
き
く
渦
巻
く
頭
髪
、
通
肩
に
ま
と
う
袈
裟
、
同
心
円
状
の
衣
文
な

（

）

ど
で
あ
っ
た
。
表
現
の
面
で
は
、
薄
い
衣
を
肉
身
に
密
着
さ
せ
る
イ
ン
ド
的

な
要
素
も
、
模
像
に
投
影
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
の

場
合
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
増
長
し
た
螺
髪
が
特
徴
で
あ
り
、
ま
た
手
勢
・

服
制
が
図
像
／
形
式
に
相
当
す
る
。
あ
え
て
表
現
上
の
特
徴
を
見
出
す
な

ら
、
可
愛
ら
し
い
、
あ
る
い
は
若
々
し
い
面
貌
を
表
す
遺
例
が
多
い
。
さ
ら

に
原
像
と
の
距
離
感
に
も
よ
る
が
、
な
か
に
は
原
像
の
痕
跡
と
も
い
う
べ
き

わ
ず
か
な
形
状
の
転
写
も
あ
っ
た
。
地
蔵
院
像
や
大
光
寺
像
な
ど
に
認
め
ら

れ
た
膝
部
の
凹
み
は
東
大
寺
像
に
祖
形
が
見
出
せ
る
形
状
で
、
あ
る
段
階
で

は
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
の
特
徴
と
し
て
認
識
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
。
し
か
し
、
こ
の
形
状
は
仏
師
に
よ
る
選
択
的
な
要
素
に
属
す
だ
ろ
う
。

今
回
、
前
田
氏
の
造
仏
を
通
じ
て
認
識
さ
れ
、
ま
た
提
示
し
え
た
の
は
、
こ
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う
し
た
仏
像
制
作
の
在
り
よ
う
で
あ
り
、
既
存
の
作
例
を
範
と
し
な
が
ら

も
、
仏
師
の
技
術
と
表
現
志
向
が
相
ま
っ
て
、
木
彫
に
よ
る
仏
像
が
新
た
に

造
り
だ
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

③
模
型
的
機
能
を
担
う
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品

眼
を
戻
そ
う
。
前
田
氏
に
よ
る
新
造
の
仏
像
を
博
物
館
施
設
と
し
て
活
用

す
る
に
あ
た
り
、
小
島
道
裕
氏
に
よ
る
二
編
の
論
考
が
示
唆
的
で
あ
っ
た
。

（

）

ひ
と
つ
は
「
博
物
館
と
レ
プ
リ
カ
資
料
」
と
題
す
る
論
考
で
、
後
の
レ
プ
リ

カ
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
ま
ず

「
原
寸
大
で
原
品
を
複
製
し
た
も
の
を
指
す
、
と
い
う
こ
と
が
一
応
の
共
通

（

）

認
識
（
中
略
）
そ
れ
以
上
の
定
義
は
困
難
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
。
そ
し
て

博
物
館
で
レ
プ
リ
カ
を
使
用
す
る
こ
と
の
理
由
・
意
味
、
あ
る
い
は
欠
点
・

限
界
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
諸
点
を
あ
げ
、
実
際
の
製
作
技
法
を
ふ
ま
え
て
論

を
進
め
る
。
と
り
わ
け
レ
プ
リ
カ
と
原
品
の
差
異
に
対
す
る
徹
底
し
た
視
点

が
、
氏
の
論
旨
の
根
底
に
あ
る
だ
ろ
う
。
結
論
的
に
示
さ
れ
る
レ
プ
リ
カ
資

料
の
意
義
も
、「
原
品
の
持
つ
情
報
の
一
部
の
み
を
、
し
か
も
相
当
の
差
異

（

）

を
含
ん
だ
形
で
転
写
し
た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
大
要
、
用
途
を

限
定
的
に
、
あ
る
い
は
一
定
の
条
件
の
も
と
で
活
用
す
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
展
示
用
資
料
と
し
て
は
「
単
体
の
陳
列
物
と
し
て
は

使
用
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
特
定
の
展
示
シ
ナ
リ
オ
の
中
で
用
い
る
こ
と

（

）

で
は
じ
め
て
意
味
を
持
ち
得
る
も
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
言
及
を
は
じ

め
、
い
ず
れ
も
傾
聴
す
べ
き
見
解
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
レ
プ
リ
カ
の
性
質
を
確
認
し
た
う
え
で
今
回
意
識
し
た
の

は
、
レ
プ
リ
カ
に
付
帯
す
る
原
品
と
の
差
異
を
逆
説
的
に
活
か
す
こ
と
は
で

き
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
に
確
認
し
た
と
お

り
、
既
存
作
例
に
範
を
求
め
る
実
際
の
造
仏
に
お
い
て
も
、
全
く
同
じ
形
状

は
成
し
え
な
い
。
本
来
、
仏
像
制
作
に
生
じ
る
こ
と
と
し
て
、
そ
う
し
た
差

異
を
展
示
シ
ナ
リ
オ
に
含
み
込
め
る
だ
ろ
う
か
。
従
前
の
議
論
を
参
照
す
る

に
は
拡
大
解
釈
の
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
そ
の
可
能
性
を
見
出

せ
そ
う
な
見
解
が
、
や
は
り
小
島
氏
に
よ
る
「
歴
史
展
示
に
お
け
る
模
型
の

（

）

意
味
と
活
用
」
と
題
す
る
論
考
で
あ
っ
た
。

ま
ず
「
模
型
」
と
い
う
用
語
に
留
意
す
る
必
要
あ
る
。
氏
の
要
旨
か
ら
引

け
ば
「
歴
史
を
展
示
す
る
方
法
に
は
、
現
存
す
る
過
去
の
遺
品
を
展
示
す
る

方
向
と
、
展
示
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
過
去
の
情
景
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
方
向

の
２
つ
が
あ
り
、
模
型
は
特
に
後
者
に
お
い
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
（
後

（

）
略
）」
と
い
う
。
論
中
、
模
型
の
事
例
と
分
類
、
ま
た
特
質
と
し
て
「
Ａ

原
品
が
現
存
す
る
か
ど
う
か
」「
Ｂ

特
定
の
建
物
や
遺
構
な
ど
と
対
応
す

る
か
ど
う
か
」「
Ｃ

実
物
大
で
あ
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
区
分
が
示
さ
れ
、

（

）

そ
れ
ら
が
条
件
に
よ
っ
て
は
レ
プ
リ
カ
に
相
当
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
レ
プ
リ
カ
と
の
違
い
を
意
識
し
て
、
模
型
の
意
味
と
活
用
が

論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
に
と
っ
て
有
用
な
指
摘
を
確
認
し
よ
う
。
ひ
と
つ
は
「
さ
ま
ざ
ま
な

情
報
へ
と
開
か
れ
た
「
立
体
索
引
」
と
し
て
機
能
し
う
る
所
に
模
型
の
意
味

（

）

が
あ
る
」
と
い
う
見
解
で
、「
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
」
の
機
能
に
な
ぞ
ら
え

（

）

て
説
明
さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
利
用
者
へ
の
「
う
な
が
し
」
機
能
」
と
し
て
、

「
模
型
や
展
示
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
の
「
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
的
な
機

現役仏師が造った仏像の展示─レプリカではないことをめぐって─（熊谷貴史）

37



能
」
の
充
足
が
提
起
さ
れ
る
。
小
島
氏
の
議
論
は
、
主
と
し
て
情
景
展
示
に

あ
た
る
模
型
を
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
や
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
と
い
う
例
え
が
し
っ
く
り
く
る
。
様
々
な
構
成
要
素
を
も
ち
、
と
き

に
各
々
異
な
る
資
料
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、
総
体
と
し
て
展
示
シ
ナ
リ
オ
を

象
徴
し
、
ま
た
個
別
の
資
料
に
対
す
る
導
入
と
な
る
機
能
は
、
確
か
に
意
義

の
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
な
お
「
模
型
展
示
を
「
ジ
オ
ラ
マ
（
情
景
展
示
）」

と
い
う
場
合
が
あ
る
が
（
中
略
）
実
際
は
複
製
に
近
い
単
体
の
も
の
も
含
ま

（

）

れ
る
」
と
い
う
点
も
、
本
稿
の
対
象
で
あ
る
仏
像
を
考
え
る
う
え
で
留
意
さ

れ
る
。

前
田
氏
に
よ
る
新
造
の
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
従
前
の
博
物
館
資

料
、
あ
る
い
は
二
次
資
料
の
範
疇
で
は
、
概
ね
「
模
型
」
に
相
当
す
る
。
ま

た
「
模
型
」
の
な
か
で
も
、「
レ
プ
リ
カ
」
の
性
質
に
は
傾
向
し
な
い
タ
イ

プ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
最
終
的
に
「
レ
プ
リ
カ
」「
模
型
」
と
も
異
な
る

「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
と
し
て
の
性
質
を
強
調
す
る
が
、
小
島
氏
の
説
く
「
模
型
」

の
機
能
を
援
用
す
る
か
た
ち
で
、
博
物
館
施
設
に
お
け
る
活
用
に
結
び
つ
け

た
い
。

再
度
確
認
す
る
と
、
本
例
は
展
覧
会
に
よ
せ
て
新
造
し
た
単
体
の
五
劫
思

惟
阿
弥
陀
如
来
像
で
あ
り
、
大
枠
の
図
像
／
形
式
は
地
蔵
院
の
御
本
尊
を
参

照
、
法
量
・
構
造
・
表
現
は
基
本
的
に
前
田
氏
に
よ
る
任
意
の
造
仏
で
あ
る

（
一
部
、
筆
者
も
学
芸
員
の
立
場
か
ら
幾
つ
か
の
意
見
や
方
針
を
伝
え
協
議

し
て
い
る
）。
参
照
し
た
地
蔵
院
像
は
展
示
し
て
い
な
い
。
ま
た
写
真
パ
ネ

ル
に
お
い
て
、
地
蔵
院
像
を
含
む
、
京
都
に
伝
わ
る
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来

像
を
数
例
紹
介
し
た
。
さ
ら
に
前
田
氏
の
彫
刻
技
術
を
ふ
ま
え
、
五
劫
思
惟

阿
弥
陀
如
来
な
ら
で
は
の
事
情
、
地
蔵
院
像
ほ
か
一
部
の
御
像
に
共
通
す
る

特
異
な
形
状
な
ど
が
見
出
さ
れ
、
こ
れ
も
展
示
解
説
に
含
め
た
。
通
じ
て
、

こ
の
新
造
の
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
単
体
で
も
「
ほ
と
け
の
ヘ
ア
ス

タ
イ
ル
」
と
い
う
展
示
シ
ナ
リ
オ
を
象
徴
し
、
そ
の
造
形
に
含
ま
れ
る
図
像

的
な
要
素
は
、
一
対
一
の
関
係
で
い
え
ば
地
蔵
院
像
、
ひ
い
て
は
地
蔵
院
像

と
図
像
面
で
共
通
す
る
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
像
の
「
立
体
索
引
」
と
し
て

の
機
能
を
果
た
す
。

ま
た
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
や
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
よ
う
な
機
能
か
ら
敷
衍
し

（

）

て
、
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
的
な
意
義
づ
け
を
考
え
て
お
き
た
い
。
宗
教
文
化

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
佛
教
大
学
の
附
置
機
関
で
あ
る
。
佛
教
大
学
は
「
仏
教
を

開
い
た
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
（
釈
尊
）
と
浄
土
宗
を
開
い
た
法
然
上
人
」
の

教
え
を
建
学
の
理
念
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
浄
土
宗
寺
院
（
お
よ
び
他
宗
の

関
連
寺
院
・
施
設
）
を
対
象
と
す
る
枠
組
み
を
仮
想
す
れ
ば
、
寺
院
の
御
本

尊
の
よ
う
に
寺
院
の
営
み
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
仏
像
、
あ
る
い
は
寺

院
そ
の
も
の
、
寺
院
で
営
ま
れ
る
法
事
な
ど
が
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
お
け

る
サ
テ
ラ
イ
ト
（
平
時
は
非
公
開
の
寺
院
も
含
む
）、
当
館
は
コ
ア
と
呼
ば

れ
る
中
核
施
設
（
情
報
・
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
）
に
相
当
す
る
。
そ
の
際
、

前
田
氏
に
よ
る
新
造
の
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
関
連
寺
院
を
め
ぐ
る

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
一
頁
と
な
ろ
う
。
レ
プ
リ
カ
で
は
な
い
が
、
模
型
的
機
能

を
付
与
す
る
こ
と
は
で
き
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
お
、
こ
の
仏
像
は
模
型
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
前
田
氏
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
作
品
と
し
て
み
る
。
あ
る
い
は
模
型
的
な
機
能
を
担
う
オ
リ
ジ
ナ
ル

作
品
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
仏
師
の
彫
刻
技
術
や
表
現
志
向
に
起
因
し
て
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（
発
願
者
／
依
頼
主
の
注
文
を
加
味
し
つ
つ
）
新
た
な
造
形
が
生
み
出
さ
れ

る
事
情
を
、
然
る
べ
き
こ
と
と
し
て
説
明
で
き
る
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
、
レ

プ
リ
カ
で
い
う
差
異
に
あ
た
る
部
分
を
、（
木
彫
の
）
仏
像
制
作
に
お
け
る

必
然
的
な
変
容
、
新
た
な
造
形
と
し
て
照
射
す
る
。
あ
る
意
味
で
は
自
明
の

こ
と
と
い
え
る
が
、
い
に
し
え
の
仏
像
制
作
の
場
（
過
去
の
情
景
）
に
お
い

て
も
、
そ
う
し
た
事
情
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
仏
教
文
化
／
仏
教
美
術
を
捉
え

る
視
点
と
し
て
含
み
込
む
こ
と
は
、
今
回
の
展
示
シ
ナ
リ
オ
を
逸
脱
せ
ず
、

む
し
ろ
下
支
え
と
な
り
、
広
く
伏
線
的
に
作
用
す
る
だ
ろ
う
。
前
述
し
た
動

画
の
編
集
方
針
は
こ
の
点
に
あ
り
、
ま
た
「
或
る
仏
像
制
作
の
風
景
」
と
い

う
タ
イ
ト
ル
は
、
情
景
展
示
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
動

画
コ
ン
テ
ン
ツ
は
、
そ
れ
と
し
て
二
次
資
料
の
機
能
を
も
つ
。

四
、
寺
院
に
奉
納
さ
れ
る
仏
像
の
展
示

①
仏
像
を
祀
る
こ
と

本
展
で
は
、
別
途
、
前
田
氏
が
制
作
を
進
め
て
い
る
不
動
明
王
半
跏
像
の

展
示
を
試
み
た
〔
図
９
〕。
こ
の
御
像
は
、
こ
れ
ま
で
記
し
て
き
た
五
劫
思

惟
阿
弥
陀
如
来
像
の
制
作
に
と
も
な
う
、
あ
る
課
題
、
も
し
く
は
理
想
を
補

完
す
る
側
面
が
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
開
眼
と
撥
遣
の
問
題
で
あ

（

）
る
。
本
来
、
仏
像
の
制
作
は
、
そ
の
先
に
開
眼
を
経
て
祀
る
こ
と
を
前
提
と

す
る
。
展
示
を
主
目
的
と
す
る
レ
プ
リ
カ
や
模
型
は
そ
の
限
り
で
は
な
い

が
、
和
歌
山
県
立
博
物
館
の
「
お
身
代
わ
り
仏
像
」、
あ
る
い
は
西
村
公
朝

氏
の
「
ふ
れ
愛
観
音
像
」
な
ど
の
よ
う
に
、
実
際
に
寺
院
へ
奉
納
さ
れ
る
場

合
は
そ
う
し
た
事
情
を
と
も
な
う
だ
ろ
う
。

し
か
し
前
田
氏
の
制
作
に
な
る
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
寺
院
へ
の

奉
納
を
目
的
と
は
し
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
仏
像
を
祀
る
の
は
寺
院
の
み
で

は
な
く
、
一
般
の
住
宅
で
も
仏
壇
を
設
け
仏
像
を
祀
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の

場
合
も
、
基
本
的
に
は
開
眼
を
要
す
る
。
ま
た
佛
教
大
学
内
で
も
、
幾
つ
か

の
施
設
で
仏
像
や
祖
師
像
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
新
造
の
五
劫
思

惟
阿
弥
陀
如
来
像
を
、
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
や
佛
教
大
学
内
の
相
応
し

い
場
所
に
安
置
す
る
こ
と
も
、
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。
あ
る
意
味
で
は

理
想
的
だ
。
幸
い
佛
教
大
学
に
は
、
開
眼
法
要
を
執
り
行
う
こ
と
の
で
き
る

立
場
の
方
も
い
る
。
し
か
し
諸
種
の
事
情
を
勘
案
し
、
開
眼
を
経
ず
現
在
に

至
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
展
示
活
用
に
と
も
な
う
撥
遣
（
魂
抜
き
・
お
性
根

抜
き
）
と
の
兼
ね
合
い
。
あ
る
い
は
様
々
な
レ
ベ
ル
で
想
定
さ
れ
る
継
続
性

図 9 制作途中の不動明王像
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の
問
題
。
ま
た
仮
に
開
眼
法
要
を
営
む
場
合
に
は
、
法
要
自
体
を
記
録
し
、

活
用
す
る
こ
と
も
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
し
て
は
有
益
で
あ
ろ
う
。
そ

う
し
た
課
題
や
可
能
性
を
慎
重
に
検
討
し
、
仏
像
と
し
て
の
在
り
か
た
を
考

え
る
材
料
と
し
た
い
。

と
も
あ
れ
新
造
の
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
像
を
、
前
田
氏
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

作
品
と
し
て
収
蔵
す
る
こ
と
と
、
前
田
氏
作
の
仏
像
と
し
て
祀
る
こ
と
は
少

な
か
ら
ず
事
情
が
異
な
る
。
と
く
に
大
き
な
課
題
は
、
今
回
に
限
る
特
別
な

取
り
組
み
と
す
る
か
、
今
後
も
同
種
の
取
り
組
み
を
実
施
す
る
か
、
と
い
う

点
に
あ
る
。
制
作
に
も
と
づ
く
成
果
や
展
示
の
反
応
か
ら
す
れ
ば
、
一
定
の

効
果
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
博
物
館
資
料
と
す
れ
ば
同
種
の
蓄
積
が
多
い
ほ

ど
、
大
系
的
な
展
示
・
効
果
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
一

方
、
仏
像
と
し
て
祀
る
こ
と
（
安
置
す
る
環
境
の
整
備
と
継
続
）
を
前
提
と

す
る
な
ら
ば
、
ひ
と
つ
の
博
物
館
施
設
で
度
々
（
複
数
体
）
制
作
を
試
み
る

こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
翻
っ
て
展
覧
会
の
準
備

段
階
に
お
い
て
も
、
発
展
的
な
連
携
の
在
り
か
た
を
模
索
し
て
い
た
。
そ
の

ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
注
目
さ
れ
た
の
が
、
同
時
期
に
前
田
氏
が
制
作
を

進
め
て
い
た
不
動
明
王
像
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
一
年
以
上
を
隔
て

る
会
期
の
変
更
と
な
っ
た
事
情
も
あ
り
、
後
発
的
な
が
ら
、
こ
の
御
像
も
展

示
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
っ
た
。

②
或
る
制
作
途
中
の
不
動
明
王
像
の
展
示

不
動
明
王
は
、
極
め
て
個
性
的
な
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
を
み
せ
る
仏
尊
で
あ

る
。
展
覧
会
で
も
「
弁
髪
・
総
髪
・
巻
髪
」
の
項
目
を
設
け
て
不
動
明
王
を

と
り
あ
げ
、
清
浄
華
院
の
所
蔵
に

な
る
彫
刻
と
絵
画
の
作
例
を
展
示

し
た
。
こ
れ
に
加
え
、
前
田
氏
が

制
作
し
て
い
る
途
中
の
不
動
明
王

像
を
ご
覧
い
た
だ
い
た
の
で
あ

る
。
今
回
の
展
示
で
は
唯
一
の
露

出
展
示
で
あ
り
、
会
期
中
も
前
田

氏
の
都
合
の
よ
い
時
に
は
館
内
の

他
の
ス
ペ
ー
ス
に
移
し
、
制
作
を

進
め
て
い
た
だ
い
た
。
来
館
者
も

タ
イ
ミ
ン
グ
が
あ
え
ば
制
作
の
様

子
を
眼
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

像
の
全
体
観
を
み
な
が
ら
各
所
を
彫
り
進
め
る
た
め
、
必
ず
し
も
頭
髪
の
制

作
工
程
と
は
限
ら
な
い
が
、
前
田
氏
の
気
さ
く
な
人
柄
も
あ
っ
て
、
と
き
に

質
問
や
リ
ク
エ
ス
ト
に
応
じ
た
実
演
を
含
む
、
和
や
か
な
場
と
な
っ
た
〔
図

１０
〕。
た
だ
し
前
田
氏
の
ご
都
合
に
依
拠
し
、
す
べ
て
の
来
館
者
が
眼
に
す

る
こ
と
の
で
き
る
実
施
形
態
で
は
な
い
た
め
、
展
覧
会
の
構
成
要
素
と
し
て

は
派
生
的
な
位
置
づ
け
と
な
る
。
あ
く
ま
で
展
示
の
主
体
は
、
制
作
途
中
の

不
動
明
王
像
で
あ
る
。

（

）

将
来
、
こ
の
御
像
は
宇
治
市
の
正
覚
院
（
真
言
宗
）
に
奉
納
さ
れ
る
（
前

田
氏
は
浄
土
宗
僧
侶
で
あ
る
が
超
宗
派
の
活
動
も
多
い
）。
ご
住
職
の
発
願

に
よ
る
造
像
で
、
秘
仏
で
あ
る
御
本
尊
不
動
明
王
像
の
、
前
立
像
と
し
て
制

作
さ
れ
て
い
る
。
像
容
は
、
弁
髪
＋
巻
髪
の
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
を
含
め
御
本
尊

図 10 来館者との交流
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の
図
像
／
形
式
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
と
い
う
。
表
現
に
つ
い
て
い
え
ば
、

忿
怒
の
相
の
う
ち
に
、
温
和
な
ム
ー
ド
を
基
調
と
す
る
前
田
氏
の
作
風
が
表

出
し
て
い
る
（
こ
の
点
は
お
そ
ら
く
前
田
氏
自
身
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
）。

原
像
に
あ
た
る
存
在
を
含
め
、
こ
の
不
動
明
王
像
の
造
形
性
は
、
件
の
五
劫

思
惟
阿
弥
陀
如
来
像
に
共
通
す
る
と
考
え
て
よ
い
。
留
意
す
べ
き
は
、
実
際

に
寺
院
に
祀
ら
れ
る
仏
像
と
し
て
造
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
の
御
像
は
、
制
作
中
の
現
在
も
、
各
地
の
寺
院
で
執
り
行
わ
れ
る
法
会

な
ど
に
お
運
び
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
疫
病
退
散
の
祈
り
を
込
め
、
そ
の
名

を
よ
そ
に
旅
す
る
お
不
動
さ
ん
。
完
成
し
正
覚
院
に
納
め
ら
れ
た
後
は
、
お

運
び
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
た
め
、
ゆ
っ
く
り
と
制
作
を
進
め
、
そ
の
間

に
各
地
で
多
く
の
方
に
触
れ
て
ほ
し
い
と
い
う
ご
住
職
の
意
向
を
汲
ん
だ
、

リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
信
仰
が
息
づ
く
造
仏
で
あ
る
。
今
回
、
展
示
の
ご
許
可
を

い
た
だ
い
た
背
景
に
は
、
ご
住
職
の
そ
う
し
た
思
い
と
、
前
田
氏
へ
の
信
頼

が
あ
っ
た
。
縁
あ
っ
て
、
制
作
途
中
に
あ
る
不
動
明
王
像
を
眼
に
し
た
観
覧

者
の
な
か
に
は
、
完
成
し
奉
納
さ
れ
た
際
に
は
改
め
て
正
覚
院
で
拝
観
し
た

い
と
い
う
声
も
あ
が
っ
た
。

振
り
返
っ
て
、
こ
の
御
像
を
展
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ご
住
職
の

意
向
を
含
め
、
様
々
な
条
件
が
重
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先

立
つ
展
示
シ
ナ
リ
オ
に
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
偶
然
で
あ
り
、
幸

運
で
あ
っ
た
（
造
像
の
主
体
が
博
物
館
で
は
な
い
た
め
、
展
示
シ
ナ
リ
オ
を

構
成
す
る
段
階
で
組
み
込
む
こ
と
は
基
本
的
に
困
難
で
あ
る
が
）。
と
も
あ

れ
、
実
際
に
寺
院
で
祀
ら
れ
る
仏
像
の
力
は
大
き
い
。
む
ろ
ん
信
仰
の
面

で
、
本
物
と
し
て
の
性
格
を
具
え
る
か
ら
だ
。
仮
に
歴
史
展
示
の
な
か
で
は

模
型
的
機
能
を
担
う
と
し
て
も
、
本
物
と
し
て
、
そ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と

が
で
き
る
。

な
お
こ
こ
で
い
う
本
物
と
は
、
先
に
前
田
氏
に
よ
る
新
造
の
五
劫
思
惟
阿

弥
陀
如
来
像
を
、
レ
プ
リ
カ
や
模
型
で
は
な
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
と
位
置
づ

け
た
こ
と
と
は
意
味
が
異
な
る
。
そ
の
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
像
が
、
開
眼

を
経
て
、
祀
ら
れ
た
場
合
に
具
わ
る
性
格
の
こ
と
で
あ
る
（
撥
遣
の
必
要
性

も
含
め
て
）。
そ
れ
が
一
種
の
説
得
力
や
安
心
感
と
な
り
、
博
物
館
施
設
に

お
い
て
展
示
シ
ナ
リ
オ
と
合
致
す
る
活
用
機
会
を
得
る
な
ら
ば
、
レ
プ
リ
カ

や
模
型
と
は
異
な
る
性
格
を
成
し
、
し
ば
し
ば
レ
プ
リ
カ
論
で
指
摘
さ
れ
る

よ
う
な
偏
見
や
落
胆
を
払
拭
す
る
側
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。
本
物
と
し
て
の
性

格
が
そ
れ
を
支
え
る
。
活
き
た
宗
教
文
化
が
展
示
を
支
え
、
展
示
が
現
在
へ

受
け
継
が
れ
て
き
た
宗
教
文
化
へ
の
理
解
を
促
す
。
も
ち
ろ
ん
技
術
的
な
水

準
や
、
歴
史
展
示
に
お
い
て
は
伝
達
可
能
な
情
報
の
吟
味
と
明
示
を
前
提
と

す
る
が
。

将
来
、
寺
院
に
奉
納
さ
れ
る
予
定
の
制
作
途
中
の
仏
像
も
、
同
様
の
性
格

を
付
帯
し
よ
う
。
む
し
ろ
今
後
は
眼
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
い
ま
こ
の

時
の
お
す
が
た
に
接
す
る
得
難
い
機
会
と
も
い
え
る
。
今
回
の
よ
う
な
ご
厚

意
を
賜
る
こ
と
は
異
例
の
こ
と
と
い
え
る
が
、
活
き
た
信
仰
や
宗
教
文
化
と

の
結
び
つ
き
に
よ
る
意
義
や
効
果
は
大
き
い
。
稀
有
な
事
例
と
し
て
記
録
し

つ
つ
、
今
後
の
材
料
と
し
た
い
。

現役仏師が造った仏像の展示─レプリカではないことをめぐって─（熊谷貴史）

41



お
わ
り
に
│
も
う
ひ
と
つ
の
効
果
│

以
上
、
佛
教
大
学
の
附
置
機
関
で
あ
る
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
お
い

て
、
現
役
仏
師
の
前
田
昌
宏
氏
が
制
作
し
た
仏
像
を
展
示
・
活
用
し
た
意
義

と
課
題
に
つ
い
て
、
記
録
を
兼
ね
て
提
示
す
る
。
今
回
の
取
り
組
み
は
、
コ

ロ
ナ
禍
を
め
ぐ
る
社
会
情
勢
、
当
館
の
設
備
や
規
模
に
よ
る
消
極
的
な
背
景

も
あ
っ
た
が
、
一
方
で
、「
宗
教
文
化
」
を
冠
す
る
当
館
の
在
り
か
た
を
発

展
的
に
模
索
す
る
契
機
で
も
あ
っ
た
。
付
言
す
れ
ば
、
前
田
氏
に
よ
る
献
身

的
な
ご
協
力
を
は
じ
め
、
あ
る
意
味
で
は
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
側
面
も
大
き

い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
設
置
母
体
を
含
む
、
当
館
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
ー
と
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
当
館
が
所
在
す
る

佛
教
大
学
広
沢
キ
ャ
ン
パ
ス
に

は
、
佛
教
大
学
附
属
幼
稚
園
が
あ

る
。
館
内
で
前
田
氏
が
造
仏
を
進

め
て
い
た
場
所
は
、
ガ
ラ
ス
張
り

で
屋
外
か
ら
覗
き
や
す
く
、
ま
た

出
入
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
キ

ャ
ン
パ
ス
内
を
散
歩
し
て
い
る
園

児
た
ち
に
と
っ
て
は
格
好
の
的

だ
。
氏
も
手
を
と
め
、（
安
全
を

確
保
し
つ
つ
）
し
ば
し
交
流
。
園

児
が
阿
弥
陀
さ
ま
の
頭
を
撫
で
た
り
、
抱
き
つ
い
た
り
、
合
掌
す
る
様
子
が

ほ
ほ
え
ま
し
い
〔
図
１１
〕。
時
折
、「
あ
た
ま
、
お
っ
き
い
」「
ブ
ツ
ブ
ツ
」

「
た
ん
こ
ぶ
」
な
ど
の
素
朴
な
声
も
飛
び
交
う
。「
ブ
ツ
ブ
ツ
」
は
「
螺

髪
」、「
た
ん
こ
ぶ
」
は
「
肉
髻
」
の
こ
と
。
幼
い
彼
ら
に
と
っ
て
も
、
何
か

普
通
で
は
な
い
カ
タ
チ
と
し
て
印
象
さ
れ
る
点
に
、
仏
教
文
化
／
仏
教
美
術

の
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
一
場
面
。
そ
れ
は
展
覧
会
に
先
立
つ
エ
ピ

ソ
ー
ド
に
な
る
が
、
会
期
中
も
、
園
児
た
ち
が
訪
れ
て
く
れ
て
い
る
。
少
し

ず
つ
制
作
が
進
む
様
子
を
眼
に
し
て
い
た
、
あ
の
仏
像
が
完
成
し
て
展
示
さ

（

）

れ
て
い
る
。
ク
ラ
ス
単
位
の
見
学
で
は
ス
ケ
ッ
チ
〔
図
１２
〕。
ま
た
、
お
迎

え
に
こ
ら
れ
た
保
護
者
の
手
を
ひ
い
て
く
る
場
面
も
あ
っ
た
。
準
備
期
間
を

含
む
想
定
外
の
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
情
操
教
育
と
し
て
の
効
果
も
大
き

い
。

図 11 制作途中の仏像に触れる幼稚園児

図 12-①

図 12-②
図 12 幼稚園児たちの展示見学／スケッチ
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キ
ー
ワ
ー
ド：

仏
像
、
博
物
館
、
展
示
、
二
次
資
料
（
レ
プ
リ
カ
・
模
型
）、
宗
教
文
化

（
仏
教
文
化
・
仏
教
美
術
）

〈
註
〉

（
１
）
佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
令
和
三
年
度
特
別
展
「
ほ
と
け
の
ヘ
ア
ス
タ
イ

ル
│
そ
れ
は
単
な
る
オ
シ
ャ
レ
で
は
な
い
│
」（
会
期：

令
和
三
年
一
〇
月
三
〇
日
〜

一
二
月
四
日
）。

（
２
）
本
稿
の
内
容
は
、
展
示
解
説
・
展
覧
会
図
録
（『
ほ
と
け
の
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
│
そ
れ
は

単
な
る
オ
シ
ャ
レ
で
は
な
い
│
』
佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
二
〇
二
一

年
）
と
一
部
重
複
す
る
ほ
か
、
関
連
事
業
と
し
て
制
作
し
た
Ｗ
Ｅ
Ｂ
配
信
用
の
動
画

コ
ン
テ
ン
ツ
、
別
途
、
佛
教
大
学
内
で
企
画
・
実
施
さ
れ
た
ポ
ス
タ
ー
発
表
に
お
い

て
報
告
し
た
内
容
を
含
む
（
初
出
に
あ
た
る
事
項
は
該
当
部
分
で
明
示
す
る
）。
そ
れ

ら
は
複
眼
的
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
異
な
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
意
義
を
成
す

た
め
、
本
稿
で
は
そ
の
点
に
主
眼
を
お
く
。

（
３
）
佛
教
大
学
文
学
部
仏
教
学
科
卒
業
。
一
九
九
九
年
に
仏
師
と
し
て
独
立
し
、
現
在
に

至
る
。
イ
ン
ド
仏
心
寺
御
本
尊
釈
迦
如
来
坐
像
な
ど
を
手
が
け
る
。
浄
土
宗
浄
土
院

仏
師
僧
。
浄
土
宗
芸
術
家
協
会
常
任
理
事
。
ま
た
佛
教
大
学
オ
ー
プ
ン
ラ
ー
ニ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
（
旧
四
条
セ
ン
タ
ー
）
ほ
か
、
各
地
で
仏
像
教
室
の
講
師
を
務
め
る
。『B-

ism

』〔
佛
教
大
学
広
報
誌
〕
二
三
（
佛
教
大
学
広
報
課
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
）
の

「Listen
U
P
O
B

・O
G

訪
問
」
に
、
本
展
覧
会
の
準
備
期
間
中
に
取
材
が
実
施
さ
れ

た
前
田
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
前
掲
（
註
２
）
展
覧
会
図
録
一
頁
の
「
ご
あ
い
さ
つ
」
参
照
。

（
５
）
寛
文
八
年
〔
一
六
六
八
〕
に
刊
行
さ
れ
た
『
浄
家
寺
鑑
』（
洛
中
に
所
在
す
る
浄
土
宗

寺
院
を
収
録
し
た
私
撰
の
寺
院
名
鑑
）
に
は
、
地
蔵
院
の
御
本
尊
に
つ
い
て
「
思
惟

の
尊
形
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
他
の
掲
載
寺
院
と
は
異
な
る
、
特
記
事
項
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
（
参
照：

拙
稿
「『
浄
家
寺
鑑
』
覚
書
│
浄
土
宗

寺
院
伝
来
の
仏
像
調
査
に
向
け
て
│
」『
佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
研
究
紀

要
』
一
五
、
二
〇
一
九
年
）。

（
６
）
例
え
ば
、
黄
檗
版
大
蔵
経
の
う
ち
の
『
仏
説
無
量
寿
経
』（
佛
教
大
学
附
属
図
書
館

蔵
）、「
五
劫
思
惟
弥
陀
尊
本
縁
」（
法
然
院
蔵
）、『
浄
家
寺
鑑
』
前
集
上
二
（
佛
教
大

学
附
属
図
書
館
）
な
ど
。

（
７
）
な
お
当
初
の
開
催
予
定
を
見
送
っ
た
後
、
幸
い
展
示
に
か
な
う
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如

来
像
が
見
出
さ
れ
た
。
現
在
、
西
雲
院
（
金
戒
光
明
寺
塔
頭
）
に
祀
ら
れ
て
い
る
五

劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
像
で
、
詳
細
な
伝
来
は
不
明
な
が
ら
、
作
風
か
ら
江
戸
時
代
の

作
と
み
ら
れ
る
小
像
で
あ
る
。
チ
ラ
シ
・
ポ
ス
タ
ー
の
メ
イ
ン
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
（
後

頭
部
拡
大
）
と
さ
せ
て
頂
き
、
愛
ら
し
い
尊
顔
は
展
覧
会
場
で
ご
覧
い
た
だ
い
た
。

（
８
）
例
え
ば
近
年
で
は
、『
博
物
館
研
究
』
五
三
（
八
）（
日
本
博
物
館
協
会
、
二
〇
一
八

年
）
に
お
い
て
、「
特
集

博
物
館
に
お
け
る
二
次
資
料
」
が
編
ま
れ
て
い
る
。
こ
の

ほ
か
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
後
掲
（
註
２９
）
を
参
照
。

（
９
）
例
え
ば
文
化
財
活
用
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
複
製
の
活
用
。
ま
た
本
稿
で
も
参
照
す
る
和

歌
山
県
立
博
物
館
の
「
お
身
代
わ
り
仏
像
」、
東
京
藝
術
大
学
の
「
ク
ロ
ー
ン
文
化

財
」
な
ど
。
参
考
文
献
は
該
当
箇
所
で
記
す
。

（
１０
）
前
掲
（
註
３
）。

（
１１
）「
ほ
と
け
の
ヘ
ア
カ
タ
ロ
グ
」
と
い
う
項
目
を
立
て
た
が
、
本
展
は
全
体
と
し
て
も
入

れ
子
状
に
そ
の
意
図
を
も
つ
。
た
だ
し
大
局
的
に
み
て
、「
ほ
と
け
の
ヘ
ア
ス
タ
イ

ル
」
を
網
羅
的
に
扱
う
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
視
点
を
も
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を

目
的
と
し
、
例
え
ば
寺
院
に
お
け
る
拝
観
や
他
館
開
催
の
仏
像
関
係
の
展
覧
会
に
援

用
で
き
る
よ
う
な
ト
ピ
ッ
ク
と
構
成
を
意
識
し
た
。

（
１２
）
螺
髪
が
仏
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
は
、
該
当
す
る
作
例
が
無
数
に
存
在
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
一
方
で
造
形
表
現
に
は
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
本
展
で
は
定
型
的

な
様
態
や
制
作
技
法
、
青
系
色
と
い
う
特
徴
、
清
凉
寺
式
釈
迦
の
特
異
な
形
態
な
ど

を
と
り
あ
げ
た
。

（
１３
）
螺
髪
を
彫
る
工
程
に
お
い
て
、
ま
ず
基
準
線
が
引
か
れ
る
。
正
面
で
は
横
方
向
、
そ

の
線
が
側
面
で
は
耳
へ
向
か
っ
て
下
降
、
そ
の
流
れ
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
後
頭

部
で
は
頭
頂
か
ら
襟
足
へ
向
か
う
縦
の
線
に
な
る
。
そ
の
流
れ
が
螺
髪
の
刻
出
後
も

認
識
さ
れ
、
整
然
と
並
ぶ
螺
髪
の
技
術
的
特
徴
と
し
て
看
取
さ
れ
る
。
前
掲
（
註
２
）
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展
覧
会
図
録
七
頁
の
「
螺
髪
を
彫
る
」
参
照
。

（
１４
）
該
当
資
料
と
し
て
、
大
山
崎
町
教
育
委
員
会
の
所
蔵
に
な
る
山
崎
廃
寺
出
土
品
（
京

都
府
指
定
文
化
財
）
に
含
ま
れ
る
塑
像
残
欠
の
螺
髪
を
展
示
。

（
１５
）
例
え
ば
『
大
智
度
論
』
巻
第
四
、『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
巻
第
三
百
八
十
一
な
ど
。

前
掲
（
註
２
）
展
覧
会
図
録
六
頁
、
お
よ
び
概
説
の
「
渦
と
粒
」
の
項
目
を
参
照
。

（
１６
）
前
掲
（
註
１３
）。
お
よ
び
前
掲
（
註
２
）
展
覧
会
図
録
二
六
頁
を
参
照
。

（
１７
）
例
え
ば
、
桐
島
薫
子
「
唐
代
に
伝
わ
っ
た
「
堕
馬
髻
」
と
「
倭
堕
髻
」
│
文
献
と
文

物
の
比
較
か
ら
│
」（『
筑
紫
女
学
園
大
学
・
筑
紫
女
学
園
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
』

三
、
二
〇
〇
八
年
）、
水
野
夏
子
「
中
国
古
代
の
髪
型
に
関
す
る
考
察
│
漢
代
に
お
け

る
女
性
の
髻
の
流
行
│
」（『
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
一
〇
、
二
〇
二
〇
年
）

な
ど
を
参
照
。

（
１８
）
原
像
は
展
示
し
て
い
な
い
。『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成

鎌
倉
時
代

造
像
銘
記

篇
三
』〔
解
説
・
図
版
〕（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
に
は
髻
を
含
む
頭

部
の
鮮
明
な
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
参
照
し
た
。
ま
た
山
口
隆
介
「
定

慶
様
菩
薩
像
の
再
検
討
」（『
仏
教
芸
術
』
二
九
九
、
二
〇
〇
八
年
）、
同
「
大
報
恩
寺

六
観
音
像
に
関
す
る
一
考
察
│
十
一
面
観
音
像
と
聖
観
音
像
に
お
け
る
模
刻
の
問
題

を
中
心
に
│
」（『
待
兼
山
論
叢
』
四
二
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
が
関
連
論
考
と
し
て

参
照
さ
れ
る
。

（
１９
）
仏
像
の
髻
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
前
掲
（
註
１８
）
山
口
〔
二
〇
〇
八
〕
の

ほ
か
、
丹
村
祥
子
「
八
〜
九
世
紀
菩
薩
形
像
の
髪
型
に
関
す
る
考
察
│
平
安
時
代
初

期
彫
刻
研
究
の
一
指
標
と
し
て
│
」（『
フ
ィ
ロ
カ
リ
ア
』
三
四
、
二
〇
一
七
年
）
が

参
照
さ
れ
る
。

（
２０
）
こ
の
企
画
は
大
竹
祥
子
さ
ん
の
手
を
煩
わ
せ
た
ほ
か
、
有
志
数
名
の
ご
協
力
を
得
て

実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
成
果
は
協
力
者
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
、
一
方
、
再

現
に
関
す
る
責
任
は
筆
者
に
あ
る
。
な
お
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
、
佛
教
大
学
の
学
生

よ
り
募
る
こ
と
が
附
置
機
関
と
し
て
有
意
義
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
か
な
わ
ず
、
近
し
い
関
係
者
で
の
実
施
に
と
ど
ま
っ
た
。

（
２１
）
再
現
が
難
し
い
タ
イ
プ
の
髻
が
あ
る
可
能
性
は
、
あ
る
程
度
事
前
に
予
想
さ
れ
た
。

そ
の
場
合
、
ど
の
よ
う
に
難
し
い
の
か
、
と
い
う
点
を
確
認
す
る
こ
と
も
目
的
に
含

ま
れ
、
結
果
と
し
て
は
そ
の
意
味
で
の
成
果
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
２２
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
代
日
本
人
の
髪
質
や
、
使
用
し
た
カ
ッ
ト
マ
ネ
キ
ン
の
髪

が
化
学
繊
維
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
慮
さ
れ
る
。

（
２３
）
前
掲
（
註
１８
）。

（
２４
）
こ
の
内
容
は
「
佛
教
大
学O

pen
Research

W
eeks

│
研
究
活
動
、
こ
ん
な
ん
や
っ

て
ま
す

2021

│
」（
開
催
期
間：

二
〇
二
一
年
一
一
月
一
日
〜
一
一
月
三
〇
日
）
に

お
け
る
ポ
ス
タ
ー
発
表
「
或
る
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
像
の
カ
タ
チ
」
を
初
出
と
し
、

一
部
は
展
覧
会
図
録
に
も
反
映
し
て
い
る
。
な
お
「
カ
タ
チ
」
と
い
う
カ
タ
カ
ナ
を

用
い
た
の
は
、「
図
像
／
形
式
」「
表
現
／
様
式
」「
技
法
・
構
造
」
な
ど
、
様
々
な
レ

ベ
ル
の
造
形
を
射
程
と
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
便
宜
上
の
用
字
／
用
語
で
あ
る
。

（
２５
）
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
像
の
遺
例
と
し
て
は
、
東
大
寺
勧
進
所
阿
弥
陀
堂
像
と
、
東

大
寺
の
末
寺
で
あ
る
奈
良
・
五
劫
院
像
が
広
く
知
ら
れ
る
。
前
者
は
合
掌
形
式
、
後

者
は
腹
前
に
か
ま
え
た
両
手
を
袖
で
覆
う
形
式
。
と
も
に
唐
代
初
期
の
善
導
大
師
の

作
、
鎌
倉
時
代
に
入
宋
し
た
重
源
上
人
に
よ
っ
て
請
来
さ
れ
た
と
の
伝
承
を
も
つ
。

実
情
は
詳
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
宋
人
の
関
与
や
、
請
来
さ
れ
た
小
像
を
模
し
た

可
能
性
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
参
考：

岩
田
茂
樹
「
作
品
研
究

奈
良
・
五
劫

院
の
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
如
来
坐
像
」『
鹿
園
雜
集
』
九
、
二
〇
〇
七
年
）。
ま
た
『
東

大
寺

あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
美
術
館
開
館
記
念
特
別
展
』（
あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
美
術
館
・

朝
日
新
聞
社
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ
ラ
ネ
ッ
ト
近
畿
、
二
〇
一
四
年
）
に
は
、
当
該
の
展
覧
会

で
展
示
さ
れ
た
二
躯
の
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
２６
）
そ
の
動
き
は
国
内
外
の
博
物
館
に
み
ら
れ
た
が
、
国
内
で
は
北
海
道
博
物
館
が
リ
ー

ド
し
た
「
お
う
ち
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
の
取
り
組
み
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
ま
た

そ
の
企
画
へ
の
参
加
を
問
わ
ず
、
多
く
の
館
で
同
様
の
動
き
が
活
発
化
し
た
。
な
お

本
稿
執
筆
の
時
点
で
は
開
催
に
至
っ
て
い
な
い
が
、
近
く
東
京
国
立
博
物
館
で
国
際

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
オ
ン
ラ
イ
ン

実
践
と
展
望
」（
二
〇
二
二
年
一

月
二
九
日
）
が
企
画
さ
れ
て
お
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
取
り
組
み
は
広

が
り
を
も
っ
て
定
着
・
発
展
し
て
い
く
感
が
あ
る
。
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（
２７
）
当
館
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
内
に
「
佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
オ
ン
デ
マ
ン
ド
」

と
い
う
メ
ニ
ュ
ー
を
設
け
、
そ
の
第
一
弾
と
し
て
二
〇
二
〇
年
七
月
二
七
日
よ
り
配

信
を
開
始
し
た
。

（
２８
）
前
掲
（
註
８
）。

（
２９
）
多
く
の
先
行
研
究
が
参
照
さ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
本
稿
と
の
接
点
、
レ
プ
リ
カ
の
意

義
や
研
究
の
変
遷
な
ど
を
念
頭
に
お
き
、
紙
幅
の
許
す
範
囲
で
年
代
順
に
列
記
す
る

（
特
集
の
場
合
は
個
別
の
論
題
は
略
す
）。
著
者
不
詳
「
雑
録

美
術
品
の
摸
造
」

（『
國
華
』
一
九
三
、
一
九
〇
六
年
）、
矢
代
幸
雄
「
模
造
及
び
模
写
の
蒐
集
に
就
て
」

（『
美
術
研
究
』
二
、
一
九
三
二
年
）、
倉
田
文
作
「
文
化
財
の
模
写
・
模
造
」（『
月
刊

文
化
財
』
九
一
、
一
九
七
一
年
）、
佐
藤
昭
夫
「
明
治
中
期
に
お
け
る
博
物
館
の
彫
刻

模
造
事
業
に
つ
い
て
」（『M

U
SEU
M

』
二
七
七
、
一
九
七
四
年
）、
鷲
塚
泰
光
「
文

化
財
の
模
写
・
模
造
│
珍
敷
塚
装
飾
古
墳
と
臼
杵
摩
崖
仏
の
復
元
模
造
に
よ
せ
て
│
」

（『
月
刊

文
化
財
』
一
七
三
、
一
九
七
八
年
）、
岡
本
茂
弘
「
レ
プ
リ
カ
と
博
物
館
」

（『
歴
博
』
六
、
一
九
八
四
年
）、
青
木
豊
「
レ
プ
リ
カ
製
作
考
」（『
國
學
院
大
學
博
物

館
學
紀
要
』
九
、
一
九
八
四
年
）、
鈴
木
友
也
「
文
化
財
保
存
修
理
論
」（『
保
存
科

学
』
二
六
、
一
九
八
七
年
）、
青
木
豊
「
レ
プ
リ
カ
（
型
取
り
模
造
）
と
計
測
模
造
の

相
互
関
係
│
硬
玉
製
勾
玉
等
の
計
測
模
造
製
作
を
実
例
と
し
て
│
」（『
國
學
院
大
學

博
物
館
學
紀
要
』
一
一
、
一
九
八
六
年
）、
塚
本
学
「
歴
史
学
研
究
と
歴
史
系
博
物
館

・
資
料
館
」（『
歴
史
評
論
』
四
八
三
、
一
九
九
〇
年
）、
山
本
哲
也
「
レ
プ
リ
カ
展
示

小
考
」（『
國
學
院
大
學
博
物
館
學
紀
要
』
一
六
、
一
九
九
一
年
）、
小
島
道
裕
「
博
物

館
と
レ
プ
リ
カ
資
料
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
五
〇
、
一
九
九
三

年
）、
山
本
哲
也
「
二
次
資
料
│
特
に
レ
プ
リ
カ
・
模
型
等
の
立
体
的
記
録
│
展
示
法

と
問
題
点
」（『
國
學
院
大
學
博
物
館
學
紀
要
』
一
七
、
一
九
九
二
年
）、
牧
野
隆
夫

「「
古
典
彫
刻
修
復
研
究
会
」
の
報
告

そ
の
２

仏
像
修
復
に
お
け
る
「
レ
プ
リ
カ
」

活
用
の
提
言
」（『
古
文
化
財
之
科
学

通
信
』
五
六
、
一
九
九
五
年
）、
林
温
「
文
化

庁
・
東
京
国
立
博
物
館
共
催
「
美
の
再
現
│
国
宝
の
模
写
・
模
造
│
」
模
写
と
模
造

の
意
義
」（『
月
刊

文
化
財
』
三
九
五
、
一
九
九
六
年
）、『
月
刊

文
化
財
』
四
六

八
〔
特
集

模
写
・
模
造
の
実
例
と
展
示
構
成
〕（
二
〇
〇
二
年
）、
西
野
嘉
章
「
複

製
（
コ
ピ
ー
）
の
す
す
め
│
レ
プ
リ
カ
の
意
義
と
役
割
に
つ
い
て
│
」（『
學
鐙
』
九

九
（
六
）、
二
〇
〇
二
年
）、
原
あ
ゆ
み
「
歴
史
系
博
物
館
に
於
け
る
レ
プ
リ
カ
活
用

の
研
究
」（『
國
學
院
大
學
博
物
館
學
紀
要
』
二
八
、
二
〇
〇
三
年
）、
関
根
俊
一
「
文

化
財
の
複
製
│
レ
プ
リ
カ
考
│
」（『
日
本
文
化
史
研
究
』
三
七
、
二
〇
〇
四
年
）、
並

木
誠
士
「
本
物
と
レ
プ
リ
カ
」（
並
木
誠
士
・
中
川
理
『
美
術
館
の
可
能
性
』
学
芸
出

版
社
、
二
〇
〇
六
年
）、
中
村
純
子
「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
お
け
る
レ
プ
リ
カ
と
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
関
係
性
の
変
容
│
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
の
レ
プ
リ
カ
の
役
割
│
」（『
横
浜
商
大
論

集
』
四
一
（
二
）、
二
〇
〇
八
年
）、
小
島
道
裕
「
歴
史
展
示
に
お
け
る
模
型
の
意
味

と
活
用
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
四
〇
、
二
〇
〇
八
年
）、
福
江
良

純
「
彫
刻
技
法
「
星
取
り
法
」
の
造
形
的
特
性
│
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
複
製
を
跨
ぐ
も
の
」

（『
図
学
研
究
』
四
二
（
一
）、
二
〇
〇
八
年
）、
松
崎
相
「
博
物
館
用
語
「
レ
プ
リ
カ
」

の
再
考
」（『
博
物
館
学
雑
誌
』
三
五
（
二
）、
二
〇
一
〇
年
）、
淺
井
和
春
「
明
治
佛

像
摸
刻
論
│
岡
倉
天
心
の
模
造
観
の
形
成
│
」（『
國
華
』
一
四
〇
〇
、
二
〇
一
二

年
）、
大
河
内
智
之
「
さ
わ
れ
る
レ
プ
リ
カ
と
さ
わ
っ
て
読
む
図
録
│
展
示
の
ユ
ニ
バ

ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
」（『
博
物
館
研
究
』
四
九
（
三
）、
二
〇
一
四
年
）、
原
瑛
莉
子

「
明
治
時
代
に
お
け
る
「
古
器
旧
物
」
の
模
造
・
模
本
製
作
の
意
義
│
奈
良
を
中
心
に

│
」（『
鹿
島
美
術
財
団
年
報
』
三
三
、
二
〇
一
五
年
）、
佐
野
宏
一
郎
・
赤
津
將
之
・

鈴
木
奈
津
・
濵
松
佳
生
・
山
岸
公
基
「
陸
前
高
田
市
文
化
遺
産
調
査
に
お
け
る
３
Ｄ

機
器
の
活
用
│
向
堂
観
音
堂
十
一
面
観
音
菩
薩
坐
像
の
レ
プ
リ
カ
作
成
の
事
例
を
通

し
て
│
」（『
次
世
代
教
員
養
成
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
四
、
二
〇
一
八
年
）、『
博
物

館
研
究
』
五
三
（
八
）〔
特
集

博
物
館
に
お
け
る
二
次
資
料
〕（
二
〇
一
八
年
）、
宮

廻
正
明
「「
芸
術
Ｄ
Ｎ
Ａ
」
を
模
写
す
る
復
元
技
術
│
高
精
度
「
ク
ロ
ー
ン
文
化
財
」

制
作
│
」（『
情
報
管
理
』
六
〇
（
一
二
）、
二
〇
一
八
年
）、
大
河
内
智
之
「
博
物
館

機
能
を
活
用
し
た
仏
像
盗
難
被
害
防
止
対
策
に
つ
い
て
│
展
覧
会
開
催
と
「
お
身
代

わ
り
仏
像
」
に
よ
る
地
域
文
化
の
保
全
活
動
│
」（『
和
歌
山
県
立
博
物
館
研
究
紀
要
』

二
二
、
二
〇
一
九
年
）、
文
化
財
活
用
セ
ン
タ
ー
「
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム2019

「
複

製
が
ひ
ら
く
文
化
財
の
未
来
」
報
告
書
」（
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構

文
化

財
活
用
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
。
こ
の
ほ
か
後
掲
（
註
３６
）
も
参
照
。
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（
３０
）
全
日
本
博
物
館
学
会
﹇
編
﹈『
博
物
館
学
事
典
』（
雄
山
閣
、
二
〇
一
一
年
）、
三
八
三

頁
。

（
３１
）
日
本
展
示
学
会
﹇
編
﹈『
展
示
学
事
典
』（
丸
善
出
版
、
二
〇
一
九
年
）、
二
八
八
頁
。

（
３２
）
前
掲
（
註
２９
）
松
崎
〔
二
〇
一
〇
〕。

（
３３
）
前
掲
（
註
２９
）
青
木
〔
一
九
八
四
〕、
同
〔
一
九
八
六
〕、
前
掲
（
註
３０
）
の
「
レ
プ

リ
カ
」
項
な
ど
。

（
３４
）
前
掲
（
註
２９
）
山
本
〔
一
九
九
一
〕、
同
〔
一
九
九
二
〕、
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
平

成
１
５
年
度
冬
季
企
画
展
「
博
物
館
の
ウ
ラ
お
も
て
│
レ
プ
リ
カ
の
真
実
│
」
二
〇

〇
三
年
な
ど
。

（
３５
）
前
掲
（
註
２９
）
原
〔
二
〇
〇
四
〕。

（
３６
）
例
え
ば
、
東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館

特
別
展
示
・
東
京
大
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ⅻ

「
眞
贋
の
は
ざ
ま
│
デ
ュ
シ
ャ
ン
か
ら
遺
伝
子
ま
で
」（
二
〇
〇
一
年
）＝

西
野
嘉
章

﹇
編
﹈『
眞
贋
の
は
ざ
ま
│
デ
ュ
シ
ャ
ン
か
ら
遺
伝
子
ま
で
』（
東
京
大
学
総
合
研
究
博

物
館
・
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）、
前
掲
（
註
３４
）
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館

〔
二
〇
〇
三
〕、
東
京
国
立
博
物
館

特
別
展
「
模
写
・
模
造
と
日
本
美
術
│
う
つ
す

・
ま
な
ぶ
・
つ
た
え
る
│
」（
二
〇
〇
五
年
）＝

『
模
写
・
模
造
と
日
本
美
術
│
う
つ
す

・
ま
な
ぶ
・
つ
た
え
る
│
』（
東
京
国
立
博
物
館
、
二
〇
〇
五
年
）、
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館

企
画
展
示
「
大
ニ
セ
モ
ノ
博
覧
会
│
贋
造
と
模
倣
の
文
化
史
│
」（
二
〇
一

五
年
）＝

『
大
ニ
セ
モ
ノ
博
覧
会
│
贋
造
と
模
倣
の
文
化
史
│
』（
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
。
こ
こ
で
は
展
覧
会
の
テ
ー
マ
と
な
っ
た
こ
と
と
し
て
特

記
す
る
が
、
現
時
点
で
参
照
さ
れ
る
該
当
刊
行
物
を
併
記
し
た
。
な
お
後
掲
（
註

３９
）
も
接
点
が
あ
る
。

（
３７
）
羽
生
清
「〈
書
評
〉
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
著
「
技
術
的
複
製
可
能
な
時
代
に
於

け
る
芸
術
作
品
」」（『
デ
ザ
イ
ン
理
論
』
八
、
一
九
六
九
年
）、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
﹇
著
﹈
佐
々
木
基
一
﹇
編
集
解
説
﹈『
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
』（
晶
文
社
、

一
九
九
九
年
）、
多
木
浩
二
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
作
品
」
精
読
』

〔
岩
波
現
代
文
庫

学
術
１９
〕（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
３８
）
前
掲
（
註
２９
）
大
河
内
〔
二
〇
一
九
〕
参
照
。
こ
の
ほ
か
諸
種
の
報
告
や
記
事
が
あ

り
、
意
義
の
大
き
さ
が
う
か
が
え
る
。

（
３９
）
国
立
民
族
学
博
物
館
特
別
展
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
│
さ
わ
る
！
�
触
�

の
大
博
覧
会
」（
二
〇
二
一
年
）＝

国
立
民
族
学
博
物
館
・
広
瀬
浩
二
郎
﹇
編
﹈『
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
│
さ
わ
る
！
�
触
�
の
大
博
覧
会
』（
小
さ
子
社
、
二
〇

二
一
年
）。

（
４０
）
川
島
明
子
「
西
村
公
朝
《
ふ
れ
愛
観
音
像
》
触
れ
る
仏
像
の
試
み
」（
前
掲
（
註
３９
）

一
二
二
〜
一
二
三
頁
）。

（
４１
）
東
京
藝
術
大
学
（
大
学
美
術
館
）
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
特
別
企
画
展
「
素
心
伝
心
│
ク
ロ

ー
ン
文
化
財
失
わ
れ
た
刻
の
再
生
」（
二
〇
一
七
年
）＝

『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
特
別
企
画
展

素
心
伝
心

ク
ロ
ー
ン
文
化
財
失
わ
れ
た
刻
の
再
生
』（
東
京
藝
術
大
学
シ
ル
ク
ロ
ー

ド
特
別
企
画
展
実
行
委
員
会
、
二
〇
一
七
年
）。
前
掲
（
註
２９
）
宮
廻
〔
二
〇
一
八
〕

な
ど
参
照
。

（
４２
）
東
京
藝
術
大
学
大
学
院

美
術
研
究
科

文
化
財
保
存
学
専
攻

保
存
修
復
彫
刻
研

究
室
﹇https://w

w
w
.hozonchoukoku-online2020.com

﹈（
最
終
閲
覧：

二
〇

二
二
年
一
月
）、
三
井
文
庫
三
井
記
念
美
術
館
「
特
別
展
「
仏
像
の
姿
」
│
微
笑
む
・

飾
る
・
踊
る
│
」（
二
〇
一
八
年
）＝

『
特
別
展
「
仏
像
の
姿
」
│
微
笑
む
・
飾
る
・
踊

る
│
』（
三
井
文
庫
三
井
記
念
美
術
館
、
二
〇
一
八
年
）。

（
４３
）
仏
師
・
江
里
康
慧
氏
の
作
（
参
考：

平
安
佛
所
公
式
サ
イ
ト
内
「
佛
像
彫
刻
の
技
法
」

﹇http
://w

w
w
.heian-bussho.com

/koukei_how
.htm
l

﹈（
最
終
閲
覧：

二
〇
二

二
年
一
月
）。

（
４４
）
前
掲
（
註
２９
）
淺
井
〔
二
〇
一
二
〕。
議
論
に
先
立
っ
て
用
語
の
問
題
に
触
れ
、
①
コ

ピ
ー
／
②
レ
プ
リ
カ
／
③
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
／
④
フ
ェ
イ
ク
／
⑤
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ

ン
の
う
ち
、
①
②
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

（
４５
）
前
掲
（
註
２９
）
淺
井
〔
二
〇
一
二
〕、
三
六
頁
。

（
４６
）
前
掲
（
註
２９
）
淺
井
〔
二
〇
一
二
〕、
三
二
〜
三
三
頁
。

（
４７
）
例
え
ば
、
善
光
寺
式
阿
弥
陀
像
に
つ
い
て
は
清
水
善
三
「
模
刻
に
み
る
美
術
と
宗
教

│
２
│
善
光
寺
式
阿
弥
陀
像
」（『
日
本
美
術
工
芸
』
四
四
一
、
一
九
七
五
年
）、
落
合

文
子
「
日
本
彫
刻
史
上
に
お
け
る
摸
刻
に
つ
い
て
│
特
に
善
光
寺
式
阿
弥
陀
像
を
中
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心
と
し
て
│
」（『
日
本
仏
教
』
三
八
、
一
九
七
六
年
）、
松
岡
久
美
子
「
善
光
寺
式
阿

弥
陀
三
尊
の
模
像
製
作
に
つ
い
て
│
滋
賀

新
善
光
寺
の
善
光
寺
式
阿
弥
陀
三
尊
像

を
例
に
│
」（『
密
教
図
像
』
二
八
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
。
清
凉
寺
式
釈
迦
像
に
つ

い
て
は
、
猪
川
和
子
氏
に
よ
る
『
美
術
研
究
』
二
三
七
・
三
二
四
・
三
二
七
・
三
三

〇
（
一
九
六
五
〜
一
九
八
四
年
）
掲
載
の
諸
論
、
奥
武
夫
﹇
編
集
・
執
筆
﹈『
清
凉
寺

釈
迦
如
来
像
』〔
日
本
の
美
術
五
一
三
〕（
至
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
。
ま
た
霊

験
像
と
い
う
観
点
で
は
、『
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
２１
』〔
特
集

仏
像
彫
刻
の
霊
験
性
と

彫
刻
史
〕（
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
２１
刊
行
会
・
醍
醐
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
が
参
照

さ
れ
る
。

（
４８
）
例
え
ば
、
水
野
敬
三
郎
﹇
編
﹈『
大
仏
師
定
朝
』〔
日
本
の
美
術
一
六
四
〕（
至
文
堂
、

一
九
八
〇
年
）、
井
上
正
「
和
様
彫
刻
の
成
立
と
展
開
」（『
日
本
古
寺
美
術
全
集
１５

平
等
院
と
南
山
城
の
古
寺
』
集
英
社
、
一
九
八
〇
年
）、
同
「
定
朝
以
後
の
諸
相
」

（『
日
本
古
寺
美
術
全
集
１６

神
護
寺
と
洛
北
の
古
寺
』
集
英
社
、
一
九
八
一
年
）、
京

都
国
立
博
物
館
﹇
編
﹈『
院
政
期
の
仏
像
│
定
朝
か
ら
運
慶
へ
│
』（
岩
波
書
店
、
一

九
九
二
年
）
な
ど
。

（
４９
）
本
展
覧
会
で
は
京
都
・
専
称
寺
に
伝
わ
る
清
凉
寺
式
の
釈
迦
如
来
立
像
（
鎌
倉
時
代
）

を
展
示
し
た
。
前
掲
（
註
２
）
展
覧
会
図
録
一
二
〜
一
三
頁
。

（
５０
）
前
掲
（
註
２９
）
小
島
〔
一
九
九
三
〕。
な
お
一
部
修
正
さ
れ
た
も
の
が
同
氏
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
掲
出
さ
れ
て
い
る
﹇https://w

w
w
.rekihaku.ac.jp/kenkyuu/kenkyuu

sya/kojim
a/repl.htm

l

﹈（
最
終
閲
覧：

二
〇
二
二
年
一
月
）。

（
５１
）
前
掲
（
註
２９
）
小
島
〔
一
九
九
三
〕、
四
四
四
頁
。

（
５２
）
前
掲
（
註
２９
）
小
島
〔
一
九
九
三
〕、
四
五
三
頁
。

（
５３
）
前
掲
（
註
２９
）
小
島
〔
一
九
九
三
〕、
四
五
六
頁
。

（
５４
）
前
掲
（
註
２９
）
小
島
〔
二
〇
〇
八
〕、
二
〇
一
頁
。

（
５５
）
前
掲
（
註
２９
）
小
島
〔
二
〇
〇
八
〕、
二
〇
三
頁
。

（
５６
）
前
掲
（
註
５５
）。
小
島
氏
の
認
識
は
「
条
件
Ａ
と
条
件
Ｃ
を
共
に
満
た
す
も
の
は
、
す

な
わ
ち
模
型
で
は
な
く
「
レ
プ
リ
カ
（
複
製
）」
で
あ
る
。
条
件
Ａ
の
み
を
満
た
す
も

の
は
、
サ
イ
ズ
が
縮
小
で
あ
る
こ
と
を
除
け
ば
考
え
方
と
し
て
は
現
状
複
製
で
あ
り
、

ま
た
条
件
Ｃ
の
み
を
満
た
す
物
は
、
現
存
し
な
く
て
も
特
定
の
資
料
に
対
応
す
る
な

ら
、
考
え
方
と
し
て
は
復
元
複
製
に
近
い
」
と
さ
れ
、
レ
プ
リ
カ
の
性
質
を
考
え
る

う
え
で
も
参
考
と
な
る
。

（
５７
）
前
掲
（
註
２９
）
小
島
〔
二
〇
〇
八
〕、
二
〇
四
頁
。

（
５８
）
前
掲
（
註
２９
）
小
島
〔
二
〇
〇
八
〕、
二
〇
八
頁
。

（
５９
）
前
掲
（
註
２９
）
小
島
〔
二
〇
〇
八
〕、
二
〇
三
頁
。

（
６０
）
全
日
本
博
物
館
学
会
﹇
編
﹈『
博
物
館
学
事
典
』（
雄
山
閣
、
二
〇
一
一
年
）、
二
七
〜

二
八
頁
。
文
部
科
学
省
「
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
つ
い
て
」〔「
こ
れ
か
ら
の
博
物
館

の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
協
力
者
会
議
」（
第
五
回
）
配
布
資
料
〕﹇https://w

w
w
.

m
ext.go.jp/b_m

enu/shingi/chousa/shougai/014/shiryo/07082703/002.
htm

﹈（
最
終
閲
覧：

二
〇
二
二
年
一
月
）。

（
６１
）
例
え
ば
『
新
纂

浄
土
宗
大
辞
典
』（
Ｗ
ｅ
ｂ
版
）「
開
眼
」
項
で
は
、「
仏
像
な
ど
の

眼
を
開
く
こ
と
。
新
た
に
造
ら
れ
た
仏
像
・
仏
画
に
仏
眼
を
具
足
し
て
、
法
性
を
覚

了
す
る
よ
う
に
念
じ
る
作
法
で
あ
り
、
位
牌
・
石
塔
に
は
霊
位
が
こ
こ
に
住
す
る
よ

う
に
念
じ
る
作
法
。
ま
た
、
修
復
す
る
と
き
な
ど
は
い
っ
た
ん
撥
遣
作
法
を
し
て
、

修
復
後
に
開
眼
作
法
を
行
う
（
後
略
）」（
最
終
閲
覧：

二
〇
二
二
年
一
月
）
と
さ
れ

る
。

（
６２
）
京
都
府
宇
治
市
宇
治
又
振
に
所
在
す
る
高
野
山
真
言
宗
の
寺
院
。「
開
運
不
動
尊
」
と

し
て
信
仰
を
集
め
る
。

（
６３
）
幼
稚
園
児
た
ち
の
観
覧
は
、
博
物
館
施
設
に
親
し
ん
で
も
ら
う
こ
と
を
第
一
と
し
、

あ
る
程
度
、
寛
容
に
対
応
す
る
方
針
を
と
っ
た
。
楽
し
む
こ
と
と
、
は
し
ゃ
ぐ
こ
と

は
表
裏
一
体
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
来
館
者
へ
の
配
慮
を
要
す
る
こ
と
か

ら
、
ク
ラ
ス
単
位
の
見
学
は
、
対
外
的
に
休
館
日
と
し
て
い
る
日
程
で
実
施
し
た
。
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