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は
じ
め
に

平
成
十
八
年
（
二
〇
〇
六
）
ス
ペ
イ
ン
に
て
グ
ル
ー
プ
展
を
開
催
し
た
１

。
こ

れ
に
出
品
す
る
た
め
絹
本
着
彩
画
を
二
点
制
作
し
、
現
代
に
も
生
き
る
日
本
文
化
の

ひ
と
つ
と
し
て
の
意
味
も
込
め
て
そ
れ
ぞ
れ
掛
軸
に
仕
立
て
る
こ
と
を
検
討
し
た
。

検
討
の
中
で
最
も
危
惧
し
て
い
た
こ
と
は
展
示
会
場
や
輸
送
用
梱
包
内
の
作
品
を
取

り
巻
く
保
存
環
境
で
あ
っ
た
。
随
分
と
迷
っ
て
い
た
の
だ
が
結
局
二
幅
の
掛
軸
は
仕

立
て
あ
が
っ
て
ス
ペ
イ
ン
へ
渡
り
、
会
期
を
終
了
し
て
ま
た
日
本
へ
戻
っ
て
き
た
。

覚
悟
は
し
て
い
た
が
少
々
表
具
裂
が
は
ず
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
っ
た
。
日
本
美
術
品

と
日
本
国
外
（
以
後
、
国
外
）
の
気
候
と
の
調
整
の
難
し
さ
は
文
献
資
料
や
学
会
報

告
な
ど
で
伺
い
知
っ
て
は
い
た
が
、
想
像
以
上
に
過
酷
で
あ
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
ら

れ
た
。
残
念
な
が
ら
私
は
会
場
へ
赴
く
こ
と
は
で
き
ず
仕
舞
い
で
、
実
際
の
環
境
を

確
か
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
国
外
で
の
作
品
展
示
や
輸
送
に
関
し
て
考
察
す
る

よ
い
機
会
と
な
っ
た
。
こ
れ
と
同
時
に
、
在
外
日
本
美
術
品
の
保
存
に
つ
い
て
も
こ

れ
ま
で
以
上
に
考
え
を
巡
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。

日
本
と
は
風
土
の
異
な
る
国
々
に
設
置
さ
れ
て
い
る
博
物
館
や
美
術
館
に
も
多
く

の
日
本
絵
画
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ら
に
存
在
す
る
美
術
的
価
値
や

歴
史
的
価
値
な
ど
様
々
な
文
化
価
値
を
損
な
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
展
示
、
鑑
賞
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
日
本
国
内
（
以
後
、
国
内
）
と
は
異
な
る
「
保
存
」
の
あ
り
方

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
調
査
で
は
私
が
こ
れ
ま
で
一
度
も
機
会
に
恵
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
国
外
に
あ
る

日
本
絵
画
の
保
存
修
復
室
（
以
下
、
修
復
室
）
を
実
際
に
現
地
で
見
学
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
。
国
内
か
ら
の
視
点
ば
か
り
に
偏
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
自
ら
に
国
外
か

ら
の
視
点
を
付
加
さ
せ
る
こ
と
で
文
化
財
保
存
に
つ
い
て
の
新
た
な
考
察
が
展
開
さ

れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。

見
学
の
許
可
を
い
た
だ
い
た
の
は
当
初
よ
り
予
定
し
て
い
た
三
つ
の
修
復
室
で
、

訪
れ
た
行
程
２

の
順
に
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
ア
ジ
ア
絵
画
修
復
室
、
フ
リ
ー
ア
美
術

館
ア
ー
サ
ー
・
Ｍ
・
サ
ッ
ク
ラ
ー
美
術
館
保
存
科
学
部
絵
画
修
理
室
、
メ
ト
ロ
ポ
リ

タ
ン
美
術
館
の
東
洋
絵
画
修
復
室
で
あ
る
。

以
下
、
修
復
室
を
考
察
す
る
上
で
必
要
と
思
わ
れ
る
事
項
、「
在
外
日
本
美
術
品

の
誕
生
」、「
在
外
日
本
絵
画
（
後
述
）
の
材
料
と
制
作
工
程
」、「
表
装
と
修
復
」
に

つ
い
て
簡
単
に
記
し
た
後
、 

現
地
調
査
に
つ
い
て
報
告
し
た
い
。

在
外
日
本
美
術
品
の
誕
生

日
本
の
土
壌
で
日
本
人
が
創
造
し
た
様
々
な
種
類
の
美
術
品
の
中
に
は
、
文
化
の

異
な
る
国
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
国
外
で
所
蔵
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら

は
包
括
し
て
在
外
日
本
美
術
品
と
総
称
さ
れ
る
。
そ
の
中
に
は
仏
画
や
大
和
絵
、
狩

荒

木

恵

信

在
外
日
本
美
術
品
、特
に
絵
画
に
関
す
る
保
存
修
復
室
の
現
地
調
査
報
告

［キーワード］　文化財　修復　在外日本美術品
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野
派
、淋
派
、肉
筆
浮
世
絵
、浮
世
絵
版
画
な
ど
多
く
の
絵
画
も
含
ま
れ
て
い
る
（
以

下
、
在
外
日
本
絵
画
）。
こ
れ
ら
在
外
日
本
絵
画
の
ほ
と
ん
ど
は
、
日
本
が
外
交
を

展
開
す
る
江
戸
時
代
後
期
か
ら
徐
々
に
国
外
へ
持
ち
出
さ
れ
３

、
特
に
、
明
治
時

代
に
は
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
や
フ
リ
ー
ア
美
術
館
が
所
蔵
す
る
よ
う
な
系
統
的
で
ま
と

ま
り
の
あ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
成
立
す
る
ほ
ど
膨
大
な
点
数
に
の
ぼ
る
。
こ
れ
に
は

江
戸
幕
府
か
ら
明
治
政
府
へ
の
政
権
交
代
に
伴
う
政
府
に
よ
る
日
本
人
へ
の
意
識
改

革
と
世
界
の
動
向
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。

当
時
国
内
で
は
明
治
維
新
に
よ
り
日
本
旧
来
の
学
問
や
思
想
、
風
俗
、
習
慣
な
ど

を
否
定
し
て
西
洋
文
化
を
賞
賛
し
、
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
気

運
が
高
ま
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
神
仏
分
離
令
布
告
に
よ

る
廃
仏
毀
釈
が
こ
れ
に
拍
車
を
か
け
、
日
本
人
自
ら
が
自
我
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る

歴
史
的
遺
産
を
手
放
す
こ
と
に
賛
同
す
る
事
態
を
助
長
し
た
。そ
の
混
乱
の
様
子
は
、

興
福
寺
五
重
塔
が
明
治
初
年
の
入
札
に
よ
り
金
二
十
五
円
で
落
札
さ
れ
、
金
具
を
と

る
た
め
だ
け
に
焼
却
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
生
々
し
く
伝
え
て
い
る
。
現
在
で

は
国
宝
や
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
よ
う
な
仏
像
や
仏
画
、
経
巻
が
あ
る
も
の
は

焼
却
さ
れ
、
別
の
も
の
は
雨
ざ
ら
し
の
中
に
放
置
さ
れ
、
ま
た
別
の
も
の
は
二
束
三

文
の
値
で
売
り
に
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
４

。
ま
た
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の

廃
藩
置
県
な
ど
近
代
国
家
の
早
期
樹
立
を
目
指
す
政
策
は
新
旧
権
力
の
交
代
を
促
進

さ
せ
、
旧
権
力
者
を
困
窮
に
陥
ら
せ
、
所
蔵
す
る
美
術
品
を
手
放
さ
ざ
る
を
得
な
い

状
況
へ
と
さ
せ
た
。
藩
主
の
屋
敷
に
代
々
伝
わ
る
家
宝
も
次
々
と
売
り
に
出
さ
れ
、

市
場
は
様
々
な
日
本
美
術
品
で
溢
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
西
欧
で
は
十
九
世
紀
半
ば
か
ら
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
頃
ま
で
日

本
美
術
ブ
ー
ム
「
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
」
が
沸
騰
し
て
日
本
絵
画
の
需
要
が
高
ま
っ
て
い

た
。
こ
れ
に
対
し
て
明
治
政
府
は
現
地
で
人
気
の
高
い
浮
世
絵
版
画
を
は
じ
め
様
々

な
日
本
美
術
品
を
積
極
的
に
そ
し
て
大
量
に
輸
出
す
る
。
そ
こ
に
は
新
た
に
つ
く
ら

れ
た
商
品
以
外
の
輸
出
品
、
つ
ま
り
国
内
の
市
場
に
出
回
る
日
本
絵
画
も
当
然
存
在

し
て
い
た
。

他
方
、
欧
米
で
は
明
治
政
府
に
招
聘
さ
れ
た
お
雇
い
外
国
人
た
ち
が
、
こ
の
頃
の

日
本
人
の
概
念
に
は
な
い
「art

」
と
し
て
の
価
値
基
準
か
ら
日
本
美
術
品
を
認
め
、

こ
れ
を
蒐
集
し
始
め
る
。
研
究
熱
心
で
政
府
か
ら
高
額
な
収
入
を
得
る
彼
ら
は
日
本

美
術
に
つ
い
て
の
よ
り
深
い
理
解
力
と
高
い
鑑
識
眼
を
希
求
、
修
得
し
、
研
究
者
と

し
て
の
能
力
を
猛
烈
に
発
揮
し
て
古
美
術
商
や
生
活
の
た
め
に
家
宝
を
手
放
さ
ざ
る

を
得
な
い
所
蔵
者
な
ど
か
ら
次
々
と
購
入
し
、
自
ら
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
充
実
さ
せ

た
。
そ
う
し
て
蒐
集
品
と
共
に
帰
国
し
た
彼
ら
は
日
本
美
術
の
普
及
活
動
に
努
め
て

新
た
な
コ
レ
ク
タ
ー
を
開
発
す
る
の
で
あ
る
。
モ
ー
ス
５

や
ビ
ゲ
ロ
ー
６

、
フ
ェ

ノ
ロ
サ
７

な
ど
は
そ
の
最
た
る
人
達
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
名
の
蒐
集
品
の
多
く
は

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
収
蔵
さ
れ
た
の
だ
が
、
一
九
七
〇
年
の
日
本
絵
画
の
点
数
だ
け

を
み
て
も
絵
画
五
千
点
、
浮
世
絵
版
画
六
万
点
を
数
え
る
８

。

明
治
政
府
は
「
輸
出
」
は
奨
励
す
る
が
「
流
出
」
は
禁
止
す
る
と
し
て
明
治
三
十

年
（
一
八
九
七
）
古
社
寺
保
存
法
を
定
め
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
美
術
品
の
国
外

移
動
を
く
い
止
め
る
措
置
を
講
じ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
宝
以
外
の
重
要
な
日
本

美
術
品
を
流
出
か
ら
守
る
「
重
要
美
術
品
等
ノ
保
存
ニ
関
ス
ル
法
律
」
が
昭
和
八
年

（
一
九
三
五
）
に
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
三
十
八
年
間
で
ど
れ
ほ
ど
の
点
数
の
日
本
絵

画
が
国
外
に
渡
っ
た
か
計
り
知
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
無
条
件
降

伏
の
混
乱
期
に
も
多
く
の
日
本
絵
画
が
日
本
を
離
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
興
味
深
い
こ
と
に
「
重
要
美
術
品
等
ノ
保
存
ニ
関
ス
ル
法
律
」
は
昭
和
二
十
五

年
（
一
九
五
〇
）「
文
化
財
保
護
法
」
成
立
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
が
、
重
要
美
術
品

の
指
定
は
今
な
お
効
力
を
有
し
、
そ
の
国
外
輸
出
、
移
出
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

多
く
の
日
本
美
術
品
が
国
外
に
渡
っ
て
し
ま
い
寂
し
い
こ
と
だ
と
思
う
の
は
短
絡

的
で
意
味
を
持
た
な
い
。
現
在
も
こ
れ
ら
の
作
品
を
鑑
賞
で
き
る
の
は
そ
こ
に
大
切

に
保
存
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
日
本
文
化
を
守
り
、
世
界
に
広

め
て
く
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

在
外
日
本
絵
画
の
材
料
と
制
作
工
程

「
在
外
日
本
絵
画
の
誕
生
」
か
ら
そ
の
作
品
の
多
く
は
明
治
時
代
以
前
に
制
作
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
保
存
修
復
に
重
要
な
材
料
的
特
徴
を
見
い
だ
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せ
る
。

日
本
絵
画
に
は
千
数
百
年
以
上
の
長
い
歴
史
が
あ
る
。
こ
の
間
に
中
国
や
韓
国
を

経
由
し
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
美
術
的
文
化
を
吸
収
し
、
そ
れ
ら
を
様
々
な
形
で
日

本
独
自
の
「
モ
ノ
」
へ
と
発
展
さ
せ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
美
的
表
現
の
み
な
ら
ず

表
現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
道
具
や
材
料
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
人
間
は

使
用
す
る
も
の
を
風
土
に
適
合
さ
せ
、
自
ら
に
と
っ
て
便
利
で
扱
い
や
す
く
よ
り
簡

潔
に
し
よ
う
と
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
絵
画
の
基
本

的
な
材
料
に
は
画
家
の
利
便
性
を
追
求
す
る
よ
う
な
変
化
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
樹

木
の
繊
維
を
細
か
く
叩
解
し
て
流
し
漉
き
し
た
和
紙
や
平
織
の
生
絹
か
ら
な
る
絵

絹
、
檜
や
杉
を
加
工
し
た
壁
扉
、
こ
れ
ら
基
底
材
の
表
面
に
は
神
々
し
い
光
沢
と
流

麗
な
質
感
が
漂
い
、
そ
こ
に
は
既
に
崇
高
な
空
間
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
松
や
菜
種
油
を
燃
や
し
た
煤
を
膠
で
練
り
固
め
た
墨
、
天
然
に
産
出
さ
れ
る

鉱
石
や
土
を
細
か
く
砕
い
て
水
篩
し
た
顔
料
、
動
植
物
か
ら
得
ら
れ
る
染
料
な
ど
自

然
界
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
色
素
は
人
間
に
は
つ
く
り
得
な
い
色
調
を
呈
し
、
特
に
、

サ
ラ
サ
ラ
と
し
た
粒
子
を
伴
う
岩
絵
具
に
は
圧
倒
的
な
存
在
感
が
あ
り
こ
れ
自
体

が
作
品
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
現
在
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
れ
ら
材
料

に
は
素
朴
と
も
言
え
る
普
遍
性
が
あ
り
、
そ
こ
に
備
わ
る
多
く
の
魅
力
は
日
本
人
の

感
性
か
ら
は
何
も
の
に
も
代
え
難
く
、
仏
画
や
縁
起
図
な
ど
想
像
を
具
現
化
す
る
に

も
、
四
季
絵
や
風
俗
画
な
ど
自
分
た
ち
を
取
り
巻
く
風
土
を
表
現
す
る
に
も
最
適
な

効
果
を
生
み
出
し
た
。
そ
の
作
品
は
各
々
の
生
活
の
中
に
し
っ
く
り
と
と
け
込
み
、

時
代
と
共
に
さ
ら
に
馴
染
ん
で
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
魅
力
は
今
な

お
我
々
を
魅
了
し
続
け
て
い
る
。 

一
方
、
自
然
界
か
ら
直
接
得
ら
れ
る
材
料
は
最
も
素
朴
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
れ
ら

を
扱
う
画
家
に
は
大
変
高
度
な
技
術
が
要
求
さ
れ
試
練
が
課
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
私
に
は
扱
い
の
難
し
さ
か
ら
容
易
に
は
思
う
よ
う
な
表
現
が
で
き
な
い
こ
の

手
厳
し
い
試
練
さ
え
も
魅
力
の
ひ
と
つ
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
様
な
材
料
を
用
い
て
の
制
作
工
程
は
、
絵
所
や
各
派
の
工
房
、
絵
仏
師
や
絵

師
、
画
家
個
人
に
よ
る
差
異
や
工
房
で
の
分
業
化
に
伴
う
差
異
な
ど
も
考
え
ら
れ
る

が
、
大
筋
は
以
下
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
主
題
を
決
め
る
（
発
注
者
の
要
望
の
場
合
も
あ
る
）。
次
に
手
本
と
な
る

粉
本
や
写
生
な
ど
を
基
に
本
画
よ
り
も
小
さ
な
画
面
の
「
小
下
図
」
を
作
り
、
構
図

や
図
像
の
形
、
配
置
、
配
色
、
雰
囲
気
を
十
分
に
検
討
す
る
。
そ
の
後
、
本
画
と
同

じ
寸
法
の「
大
下
図
」を
作
成
し
て
細
部
の
微
調
整
を
入
念
に
繰
り
返
す
。「
大
下
図
」

が
決
定
し
た
ら
こ
れ
を
透
き
写
し
や
念
紙
で
基
底
材
に
写
し
と
る
。

大
下
図
を
写
す
ま
で
に
基
底
材
を
用
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
の
種

類
の
基
底
材
を
用
い
る
に
し
て
も
た
い
て
い
は
滲
み
止
め
の
加
工
を
施
す
必
要
が
あ

り
、
最
も
用
い
ら
れ
て
い
る
加
工
法
は
ド
ー
サ
引
き
で
あ
る
。
ド
ー
サ
引
き
と
は
明

礬
水
に
膠
水
（
動
物
の
皮
な
ど
を
煮
詰
め
て
抽
出
し
た
コ
ラ
ー
ゲ
ン
や
動
物
性
蛋
白

質
か
ら
な
る
膠
を
水
で
溶
か
し
た
接
着
剤
）
を
加
え
た
ド
ー
サ
液
を
画
面
に
塗
布
す

る
こ
と
で
、
滲
み
止
め
の
ほ
か
に
膠
の
凝
固
作
用
や
防
腐
作
用
な
ど
の
効
果
も
得
ら

れ
る
。
し
か
し
、
明
礬
は
酸
性
で
あ
る
こ
と
か
ら
濃
度
の
高
す
ぎ
る
ド
ー
サ
液
は
基

底
材
の
劣
化
を
早
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
の
滲
み
止
め
の
方
法
と
し

て
は
和
紙
で
は
打
ち
紙
、
絹
で
は
砧
打
ち
、
木
材
で
は
漆
の
塗
布
が
あ
げ
ら
れ
る
。

大
下
図
の
転
写
は
、
滲
み
止
め
し
た
基
底
材
に
そ
の
ま
ま
写
す
場
合
や
、
地
塗
り
や

箔
を
押
し
た
後
に
写
す
場
合
な
ど
様
々
で
あ
る
。
顔
料
や
箔
自
体
に
は
接
着
力
が
な

い
た
め
膠
水
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
濃
度
が
低
い
と
接
着
力
が
弱
く
、
画
面
に
絵
具

を
定
着
で
き
な
い
。
濃
度
が
高
す
ぎ
る
と
膠
層
が
絵
具
層
を
覆
い
発
色
を
妨
げ
て
色

調
を
鈍
ら
せ
た
り
、
乾
燥
時
の
収
縮
に
よ
り
絵
具
を
剥
落
さ
せ
た
り
、
時
に
は
画
面

を
引
き
裂
い
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
紙
本
は
画
面
の
表
面
に
の
み
描
く
の
が
主
流

だ
が
、
絹
本
は
裏
彩
色
や
裏
箔
と
称
さ
れ
る
特
徴
的
な
技
法
が
あ
り
、
画
面
の
裏
面

に
彩
色
や
箔
を
押
し
て
絹
越
し
に
表
面
に
表
れ
る
効
果
を
利
用
し
て
表
現
す
る
。

明
治
時
代
以
前
に
制
作
さ
れ
た
日
本
絵
画
に
は
こ
の
よ
う
な
材
料
的
特
徴
が
あ

る
。
現
代
は
パ
ル
プ
を
主
原
料
と
し
な
が
ら
も
「
和
紙
」
と
称
し
た
紙
や
様
々
な
種

類
の
人
造
絵
具
、
化
学
合
成
の
接
着
剤
が
氾
濫
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
乱
用
し
て
製

作
さ
れ
た
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
様
な
も
の
に
は
今
後
ど
の
よ
う
な
経
年
変

化
が
現
れ
、
ど
の
よ
う
な
修
復
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
自
己
の
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作
品
の
物
質
的
変
化
を
予
測
で
き
な
い
作
り
手
は
技
量
が
な
い
の
と
同
じ
と
い
え
る
。

表
装
と
修
復

日
本
絵
画
は
本
紙
だ
け
の
「
ま
く
り
」
の
状
態
で
は
脆
弱
で
あ
り
鑑
賞
す
る
に
も

保
存
す
る
に
も
適
さ
な
い
。
そ
こ
で
軸
装
や
屏
風
、
和
額
装
な
ど
に
仕
立
て
ら
れ
る

こ
と
で
強
度
を
加
え
ら
れ
用
途
に
供
す
る
。
仕
立
て
ら
れ
た
本
紙
は
表
装
と
と
も
に

温
湿
度
の
変
化
で
伸
縮
し
、
画
面
に
定
着
し
て
い
る
膠
も
そ
の
変
化
に
呼
応
す
る
よ

う
に
作
用
し
て
絵
具
の
剥
落
や
画
面
の
崩
壊
を
防
い
で
い
る
。
こ
れ
は
日
本
の
風
土

に
適
し
た
「
モ
ノ
」
の
あ
り
よ
う
で
あ
り
、
制
作
の
あ
り
よ
う
で
も
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
古
く
か
ら
継
承
さ
れ
て
き
て
い
る
日
本
絵
画
自
体
が
証
明
し
て
い
る
。

前
述
の
〈
日
本
の
風
土
に
適
し
た
「
モ
ノ
」
の
あ
り
よ
う
〉
に
は
「
修
復
」
も
含

ま
れ
る
。
表
装
は
脆
弱
な
基
底
材
に
強
度
を
付
加
し
て
い
る
の
だ
が
、
基
本
は
糊
で

和
紙
を
何
重
に
も
貼
り
合
わ
せ
た
構
造
で
あ
り
、
い
つ
ま
で
も
現
状
を
維
持
で
き
る

わ
け
で
は
な
い
。
本
紙
を
保
護
し
な
が
ら
表
装
自
体
も
劣
化
が
進
む
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
糊
に
は
可
逆
性
が
あ
り
、
水
分
を
与
え
る
こ
と
で
裏
打
ち
紙
で
あ
る
和
紙
を

す
べ
て
除
去
で
き
、
本
紙
を
ま
く
り
の
状
態
に
し
て
新
た
な
表
装
に
仕
立
て
直
せ
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
時
点
の
本
紙
に
最
適
な
強
度
が
付
加
さ
れ
て
再
び

作
品
は
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

表
装
の
修
復
も
そ
う
で
あ
る
が
、
本
紙
の
修
復
に
つ
い
て
も
豊
か
な
知
識
と
柔
軟

な
発
想
力
そ
し
て
な
に
よ
り
豊
富
な
経
験
が
不
可
欠
で
あ
る
。
作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
異

な
っ
た
表
現
が
さ
れ
て
お
り
こ
れ
に
伴
う
技
法
も
ひ
と
つ
ひ
と
つ
異
な
る
。
基
底
材

の
加
工
や
地
塗
り
の
施
法
、
膠
水
の
濃
度
や
絵
具
の
溶
き
方
、
彩
色
で
は
発
色
を
考

慮
し
た
重
色
や
混
色
の
方
法
な
ど
ど
れ
も
一
様
で
は
な
い
。
ま
た
、
同
一
の
画
家
の

作
品
で
あ
っ
た
と
し
て
も
画
家
は
作
品
に
求
め
る
表
現
内
容
に
よ
っ
て
技
法
を
変
化

さ
せ
る
た
め
、
技
法
の
上
で
は
全
く
異
な
っ
た
作
品
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
本
紙
に

は
経
年
変
化
や
保
存
環
境
に
よ
っ
て
様
々
な
要
因
が
加
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
基
底

材
や
膠
の
物
質
と
し
て
の
強
度
の
低
下
、
絵
具
の
変
退
色
、
虫
・
黴
害
、
取
り
扱
い

に
よ
る
人
為
的
な
負
荷
に
よ
る
剥
落
や
劣
化
、
損
傷
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
加
わ

り
か
た
も
ひ
と
つ
と
し
て
同
じ
も
の
が
な
い
。

修
復
は
様
々
な
要
因
が
複
雑
に
組
み
合
わ
さ
っ
た
本
紙
を
読
み
解
き
、
倫
理
に
も

沿
っ
た
改
善
を
求
め
ら
れ
る
大
変
責
任
の
重
い
保
存
方
法
な
の
で
あ
る
。
修
復
工
程

の
具
体
例
と
し
て
絹
本
着
彩
画
、
掛
軸
の
場
合
を
以
下
に
記
述
す
る
。

⑴　

 

修
復
方
針
の
検
討
：
修
復
物
件
の
現
状
を
詳
細
に
確
認
し
て
所
蔵
者
、
修
復
担

当
者
、
関
係
監
督
者
な
ど
で
修
復
の
方
針
や
計
画
を
検
討
決
定
す
る
。
次
工
程

の
結
果
も
踏
ま
え
る
こ
と
で
よ
り
安
全
な
修
復
を
実
行
で
き
る
。

⑵　

 

修
復
前
の
記
録
・
調
査
：
修
復
前
の
状
況
を
調
査
、
記
録
す
る
。
写
真
撮
影
で

は
、
本
紙
の
折
れ
の
状
態
を
明
瞭
に
撮
影
で
き
る
測
光
写
真
撮
影
も
行
う
。
欠

損
地
図
や
損
傷
地
図
を
作
成
す
る
。

⑶　

 

解
体
：
本
紙
か
ら
表
装
を
切
り
は
な
す
。
旧
表
装
の
中
に
は
表
具
裂
や
軸
首
な

ど
検
討
に
よ
っ
て
再
利
用
さ
れ
る
材
料
も
あ
る
。

⑷　

 

本
紙
の
剥
落
止
め
（
一
回
目
）：
次
工
程
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
で
本
紙
に
湿
り
を

与
え
る
た
め
、
こ
れ
に
よ
り
剥
落
の
恐
れ
が
あ
る
箇
所
を
低
濃
度
の
膠
水
な
ど

で
接
着
す
る
。

⑸　

 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
：
本
紙
に
付
着
し
て
い
る
汚
れ
や
不
要
物
を
本
紙
に
湿
り
を
与

え
、
吸
い
取
り
紙
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
取
り
除
く
。

⑹　

 

本
紙
の
剥
落
止
め
（
二
回
目
）：
使
用
す
る
膠
の
種
類
や
濃
度
に
配
慮
し
て
絵

具
に
必
要
な
接
着
力
を
補
強
す
る
。

⑺　

 

表
打
ち
：
旧
肌
裏
打
ち
紙
除
去
に
際
し
て
、
本
紙
表
面
や
裏
彩
色
を
保
護
す
る

た
め
に
本
紙
表
面
に
養
生
紙
を
布
海
苔
で
貼
る
。

⑻　

 

旧
肌
裏
打
ち
紙
除
去
：
肌
裏
打
ち
紙
に
湿
り
を
与
え
、少
し
ず
つ
剥
が
し
と
る
。

こ
の
時
、
裏
彩
色
ま
で
取
り
去
る
こ
と
が
な
い
よ
う
配
慮
し
、
必
要
に
応
じ
て

記
録
、
撮
影
を
す
る
。
損
傷
の
程
度
に
よ
っ
て
は
肌
裏
打
ち
紙
を
剥
が
さ
な
い

こ
と
も
あ
る
。

⑼　

 
肌
裏
打
ち
：
本
紙
裏
面
に
直
に
貼
り
合
わ
せ
る
肌
裏
打
ち
紙
は
、
本
紙
表
面
の

色
調
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
修
復
方
針
に
則
っ
て
慎
重
に
選
択
す
る
。

⑽　

 

表
打
ち
の
除
去
：
布
海
苔
を
除
去
し
な
が
ら
表
打
ち
を
剥
が
し
と
る
。
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⑾　

 

補
絹
：
本
紙
欠
損
箇
所
に
そ
の
形
と
同
じ
形
に
切
り
出
し
た
人
工
劣
化
絹
９

を
し
っ
か
り
と
貼
り
込
む
。
本
紙
と
同
種
で
強
度
も
同
様
の
絹
を
用
い
る
。

⑿　

 

補
彩
（
一
回
目
）：
補
絹
を
施
し
た
箇
所
に
作
品
の
地
色
と
同
じ
色
調
の
色
を

さ
す
。
こ
の
時
点
で
は
濃
く
な
り
す
ぎ
な
い
様
に
す
る
。
ま
た
、
制
作
当
初
を

止
め
る
箇
所
へ
の
加
筆
は
厳
に
慎
む
。

⒀　
 

表
具
裂
の
調
整
と
肌
裏
打
ち
：
表
具
裂
を
は
じ
め
旧
表
装
材
料
の
再
利
用
を
検

討
し
、
新
調
す
る
も
の
に
関
し
て
は
本
紙
に
合
わ
せ
て
調
和
の
と
れ
た
取
り
合

わ
せ
を
検
討
す
る
。
表
具
裂
に
も
肌
裏
打
ち
を
行
う
。

⒁　

 

増
し
裏
打
ち
：
本
紙
と
表
具
裂
双
方
の
厚
み
や
柔
軟
性
の
調
整
の
た
め
、
そ
れ

ぞ
れ
に
適
し
た
裏
打
ち
紙
を
用
い
て
行
う
。

⒂　

 

折
れ
伏
せ
：
折
れ
の
再
発
や
悪
化
を
防
止
す
る
た
め
、
本
紙
裏
面
に
折
れ
に

沿
っ
て
細
く
切
っ
た
和
紙
を
貼
っ
て
補
強
す
る
。

⒃　

 

切
り
継
ぎ
：
本
紙
と
表
具
裂
を
寸
法
に
合
わ
せ
て
断
ち
、
各
々
を
糊
で
継
い
で

掛
軸
の
形
態
に
す
る
。
こ
の
後
、
中
裏
打
ち
を
行
う
場
合
も
あ
る
。

⒄　

 

総
裏
打
ち
：
掛
軸
全
体
の
裏
面
を
平
滑
に
し
て
、
開
閉
時
に
本
紙
に
か
か
る
負

担
を
軽
減
さ
せ
る
た
め
の
裏
打
ち
。
上
巻
絹
や
軸
助
け
も
貼
り
込
む
。
こ
の
後
、

仮
張
り
に
か
け
て
十
分
乾
燥
さ
せ
る
。

⒅　

 

返
し
張
り
：
仮
張
り
か
ら
外
し
、
裏
摺
り
を
行
い
、
再
度
仮
張
り
に
か
け
る
。

⒆　

 

補
彩
（
二
回
目
）：
作
品
と
補
彩
箇
所
の
バ
ラ
ン
ス
を
確
認
し
な
が
ら
行
い
完

成
さ
せ
る
。

⒇　

 

仕
立
て
：
軸
棒
、
八
双
、
風
袋
、
軸
首
、
紐
な
ど
を
取
り
付
け
仕
上
げ
る
。

21　

 

収
納
：
太
巻
き
や
収
納
箱
な
ど
を
必
要
に
応
じ
て
用
意
す
る
。

22　

 

完
成
後
の
記
録
：
修
理
後
の
写
真
撮
影
、
報
告
書
な
ど
を
作
成
す
る
。

以
上
の
様
に
非
常
に
多
く
の
工
程
を
経
て
文
化
財
は
慎
重
に
修
復
さ
れ
、
永
く
継

承
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
必
要
と
さ
れ
る
知
識
や
技
術
は
誰
に
で
も
簡
単
に
身
に

付
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

各
修
復
室
に
つ
い
て

前
置
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
以
下
、
見
学
し
た
修
復
室
の
様
子
を
記
し

た
い
。
ま
ず
ど
の
修
復
室
に
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
で
経
験
を
積
ん
だ
修

復
師
が
い
る
こ
と
と
、
日
本
の
修
復
室
の
雰
囲
気
と
大
き
な
差
異
が
な
い
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
る
。
修
復
室
に
案
内
い
た
だ
き
中
へ
入
る
と
そ
こ
に
は
日
常
的
な
日
本
が
広

が
り
、
帰
国
し
た
よ
う
な
錯
覚
を
感
じ
た
く
ら
い
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
然
そ
こ

は
米
国
で
あ
り
、そ
の
様
な
空
間
を
創
り
出
す
必
要
性
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
ア
ジ
ア
絵
画
修
復
室

一
八
七
六
年
創
立
の
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
日
本
美
術
品
が
充
実
す
る
の

は
、
一
八
九
〇
年
新
設
の
日
本
部
初
代
部
長
に
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
就
任
し
た
頃
か
ら
で

あ
る
。
収
蔵
品
に
は
「
法
華
堂
根
本
曼
陀
羅
10

」
や
「
平
治
物
語
絵
巻
（
三
条
殿
焼

討
の
巻
）11
」、「
浜
松
図
12

」
を
は
じ
め
と
す
る
貴
重
な
作
品
を
含
む
、
フ
ェ
ノ
ロ

サ
＝
ウ
ェ
ル
ド
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
や
ビ
ゲ
ロ
ー
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
モ
ー
ス
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、「
吉
備
大
臣
入
唐
絵
詞
13

」
の
所
蔵
も
関
心
の
高
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。

修
復
室
が
設
立
さ
れ
た
の
は
、
岡
倉
天
心
が
同
美
術
館
学
芸
員
就
任
中
の
二
十
世

紀
初
期
で
あ
る
。
当
初
は
日
本
美
術
品
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
ア
ジ
ア
一
帯

の
掛
軸
や
巻
子
、
屏
風
、
版
画
、
冊
子
な
ど
様
々
な
物
件
を
扱
う
。
美
術
館
に
は
こ

の
ほ
か
西
洋
絵
画
や
デ
ッ
サ
ン
、
染
織
品
や
家
具
な
ど
様
々
な
美
術
品
に
応
じ
た
修

復
室
と
、
科
学
分
析
が
で
き
る
設
備
が
あ
る
。

修
復
に
関
わ
る
ス
タ
ッ
フ
は
約
七
十
名
で
そ
の
う
ち
約
三
十
名
は
修
復
師
、
そ
の

他
は
大
学
出
身
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
な
ど
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
絵

画
修
復
室
で
は
各
国
の
作
品
に
応
じ
る
た
め
約
六
名
の
人
員
配
置
を
す
す
め
て
い
る

が
、
現
段
階
で
は
三
名
で
対
応
し
て
い
る
と
い
う
。
修
復
の
物
件
が
決
ま
る
の
は
、

美
術
館
が
九
ヶ
月
ご
と
に
展
示
替
え
を
行
う
の
で
こ
れ
に
応
じ
る
場
合
や
、
緊
急
を

要
す
る
も
の
は
そ
の
都
度
、
ま
た
、
大
々
的
な
修
復
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
っ
て
行
う

場
合
も
あ
る
。全
て
の
修
復
は
寄
付
金
な
ど
外
部
資
金
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
た
め
、
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資
金
調
達
が
で
き
な
い
と
停
滞
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

作
品
の
貸
借
に
関
す
る
事
項
は
全
て
修
復
室
の
ス
タ
ッ
フ
で
行
う
こ
と
に
な
っ
て

お
り
日
本
へ
の
出
張
も
多
く
、
情
報
交
換
や
修
復
の
材
料
や
道
具
の
調
達
が
で
き
る

利
点
は
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
修
復
の
仕
事
を
一
時
停
滞
せ
ざ
る
を
得
な
い
場

合
が
あ
る
と
い
う
。
材
料
や
道
具
の
調
達
に
関
し
て
は
日
本
や
中
国
か
ら
取
り
寄
せ

る
も
の
も
あ
れ
ば
、
表
具
裂
の
よ
う
に
日
本
の
修
復
師
と
協
力
し
て
購
入
す
る
も
の

も
あ
る
。
予
算
が
あ
る
時
に
は
和
紙
な
ど
で
き
る
だ
け
多
く
購
入
し
て
棚
に
ね
か
せ

て
お
き
、
状
態
の
良
い
も
の
を
使
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
一
方
、
現
地
で
調
達
で

き
る
も
の
や
現
地
で
も
行
え
る
加
工
は
そ
れ
を
活
か
し
た
い
と
考
え
て
お
り
、
人
工

劣
化
絹
に
関
し
て
は
現
地
で
加
工
で
き
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
。

美
術
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
作
品
フ
ァ
イ
ル
や
陳
列
に
関
す
る
歴
史
の
ほ
か
、

修
理
報
告
も
閲
覧
で
き
る
。
詳
細
な
情
報
ま
で
掲
載
さ
れ
る
よ
う
配
慮
さ
れ
、
よ
り

開
か
れ
た
美
術
館
、
修
復
室
を
目
指
し
て
い
る
。

修
復
室
内
に
つ
い
て

片
開
き
の
厚
い
扉
を
開
く
と
幅
約
一
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
約
六
メ
ー
ト
ル
の
廊
下
が

続
く
。
片
側
の
壁
面
全
て
に
造
り
付
け
の
棚
が
は
め
込
ま
れ
て
お
り
、
表
具
裂
や
和

紙
の
ス
ト
ッ
ク
、
見
本
帳
が
棚
い
っ
ぱ
い
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
廊
下
を
抜
け
る
と

修
復
作
業
場
が
広
が
る
（
図
①
）。
突
き
当
た
り
の
室
内
全
体
を
見
渡
せ
る
一
画
に

は
修
復
師
が
事
務
処
理
や
打
ち
合
わ
せ
を
行
う
席
を
設
け
て
あ
り
、
書
籍
や
パ
ー
ソ

ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
な
ど
が
整
理
さ
れ
て
置
か
れ
て
い
る
。
実
際
に
物
件
を
扱
う

場
所
の
中
央
に
は
畳
を
約
十
四
枚
敷
き
、
そ
こ
に
寸
法
四
尺
×
八
尺
の
装
潢
台
が
二

台
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
台
上
に
は
修
復
中
の
物
件
が
の
せ
て
あ
っ
た
。
畳

敷
き
の
奥
の
床
に
は
立
っ
た
ま
ま
使
用
で
き
る
大
き
な
机
が
あ
り
、
こ
の
卓
上
で
は

版
画
の
修
復
を
行
っ
て
い
る
最
中
で
あ
っ
た
。
照
明
は
天
井
の
固
定
照
明
の
ほ
か
、

手
元
を
よ
り
明
る
く
照
ら
し
た
り
測
光
に
し
た
り
も
で
き
る
吊
し
た
形
状
の
ラ
イ
ト

も
設
置
さ
れ
て
い
る
。
仮
張
り
も
天
井
か
ら
吊
せ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
空
間
を
上
手

く
利
用
し
て
い
る
。
修
復
に
使
用
す
る
水
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
用
途
に
よ
っ
て
水

道
水
と
浄
水
器
を
通
し
た
水
と
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
水
場
の
上
方
に
は
刷
毛
を
掛

け
る
箇
所
が
あ
る
（
図
②
）。
刷
毛
の
柄
に
は
丸
い
穴
が
開
い
て
お
り
、
多
く
の
場

合
は
そ
こ
に
通
し
た
紐
で
輪
を
つ
く
り
フ
ッ
ク
に
掛
け
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
フ
ッ

ク
自
体
が
刷
毛
の
柄
の
穴
に
合
わ
せ
て
あ
る
の
で
紐
が
要
ら
な
い
。
実
際
に
紐
が
あ

る
刷
毛
を
使
う
と
持
ち
手
の
邪
魔
に
な
る
こ
と
が
あ
る
た
め
こ
れ
は
な
か
な
か
よ
い

方
法
で
あ
る
。

温
湿
度
な
ど
の
環
境
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、
建
造
物
の
構
造
上
展
示
室
と
繋
が
っ

て
い
る
た
め
に
観
覧
者
数
で
湿
度
の
変
化
が
少
々
生
じ
る
ほ
か
、
海
に
近
い
こ
と
も

影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
修
復
室
が
広
す
ぎ
る
と
空
調
の
制

御
が
難
し
く
な
る
が
、
こ
こ
は
程
よ
い
広
さ
で
あ
る
こ
と
か
ら
問
題
視
さ
れ
る
よ
う

な
大
き
な
影
響
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
空
間
の
中
に
修
復
に
必
要
な
多
種

多
様
な
道
具
が
配
置
よ
く
整
理
整
頓
し
て
納
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た

居
心
地
の
よ
い
雰
囲
気
で
あ
る
。

フ
リ
ー
ア
美
術
館
ア
ー
サ
ー
・
Ｍ
・
サ
ッ
ク
ラ
ー
美
術
館

保
存
科
学
部
絵
画
修
理
室　

フ
リ
ー
ア
美
術
館
は
日
本
美
術
を
愛
好
し
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｌ
・
フ
リ
ー
ア
14

が
高
い
審
美
眼
で
蒐
集
し
た
膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
所
蔵
す
る
。
創
設
は
フ
リ
ー

図①　室内様子

図②　水場と刷毛干場
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ア
が
国
立
博
物
館
な
ど
の
運
営
機
構
で
あ
る「
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー

シ
ョ
ン
」
に
自
ら
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
委
託
し
、基
金
を
設
立
し
た
一
九
〇
六
年
で
、

正
式
な
公
開
は
建
造
物
や
内
部
施
設
が
完
成
し
た
一
九
二
三
年
か
ら
で
あ
る
。
創
設

当
初
の
所
蔵
点
数
は
「
宝
楼
閣
曼
荼
羅
図
15

」
や
「
松
島
図
屏
風
16

」
な
ど
の
名

品
を
含
む
約
九
千
点
、
そ
の
後
も
二
千
点
以
上
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
フ
リ
ー
ア
の

意
思
に
よ
り
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
貸
借
は
堅
く
禁
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
こ
こ
で
し
か
鑑

賞
で
き
な
い
。

一
九
五
一
年
に
設
置
さ
れ
た
修
理
室
で
は
「
古
代
の
作
家
達
の
手
法
と
材
料
の
研

究
を
進
め
て
17

」
お
り
、「
こ
の
仕
事
は
、
ア
ジ
ア
の
技
術
師
に
関
す
る
我
々
の
知

識
を
増
大
し
、
当
美
術
館
に
委
託
さ
れ
た
美
術
品
を
よ
り
よ
く
保
存
し
保
護
す
る
こ

と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
、
二
つ
の
目
的
18

」
が
あ
る
。

修
復
師
に
は
二
名
の
日
本
人
雇
用
枠
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、
日
本
絵
画
の
修
復
に

際
し
て
最
初
の
段
階
か
ら
携
わ
る
。
そ
の
た
め
修
復
に
は
日
本
人
の
感
覚
が
強
く
反

映
さ
れ
、
と
り
わ
け
表
具
裂
の
取
り
合
わ
せ
に
は
こ
の
こ
と
が
現
れ
や
す
い
。
修
復

師
た
ち
は
年
に
一
回
以
上
、
研
鑽
を
積
む
た
め
の
出
張
が
許
可
さ
れ
、
学
会
な
ど
に

積
極
的
に
参
加
で
き
る
体
制
が
整
え
ら
れ
て
い
る
。

日
本
人
に
は
馴
染
み
の
深
い
材
料
で
も
国
外
で
は
認
識
の
違
い
か
ら
敬
遠
さ
れ
る

も
の
が
あ
る
。
桐
材
も
そ
の
一
つ
で
、
軸
装
の
開
閉
時
に
本
紙
に
与
え
る
負
担
を
軽

減
す
る
太
巻
き
や
保
存
用
の
収
納
箱
に
は
国
内
で
は
桐
材
を
用
い
る
が
、
米
国
で
は

敬
遠
さ
れ
て
い
る
19

。
そ
こ
で
日
本
人
修
復
師
に
よ
り
太
巻
き
に
は
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
の
板
を
筒
状
に
し
て
弾
力
の
強
弱
を
加
減
し
た
も
の
（
図
③
）、
収
納
箱
に
は
中

性
紙
を
利
用
し
て
温
湿
度
を
管
理
す
る
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
、
日
本
人
と
米
国
人
双
方

が
理
解
し
合
え
る
と
同
時
に
、
軸
装
の
取
り
扱
い
に
慣
れ
て
い
な
い
学
芸
員
に
も
安

全
に
展
示
替
え
が
で
き
る
機
能
を
備
え
る
配
慮
も
さ
れ
て
い
た
。

修
理
室
内
に
つ
い
て

美
術
館
内
の
一
画
に
あ
る
扉
が
出
入
り
口
で
あ
る
。
守
衛
か
ら
来
訪
者
用
の
バ
ッ

チ
を
受
け
取
り
、
様
々
な
修
復
室
や
科
学
分
析
機
器
が
並
ぶ
研
究
室
の
間
の
廊
下
を

奥
へ
進
む
と
東
洋
絵
画
修
理
室
が
あ
る
。
大
き
な
窓
か
ら
自
然
光
が
射
込
む
明
る
く

広
々
と
し
た
修
理
室
は
、
一
部
屋
を
作
業
内
容
に
よ
っ
て
お
お
よ
そ
四
つ
に
区
分
で

き
る
。
一
つ
は
出
入
り
口
付
近
の
場
所
で
事
務
机
が
数
台
並
べ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
備
え
て
あ
る
（
図
④
）。
事
務
机
の
後
ろ
に
は
大

き
な
本
棚
が
あ
り
、
大
型
図
版
や
日
本
で
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
の
図
録
、
資
料
フ
ァ

イ
ル
な
ど
が
収
ま
っ
て
い
る
。
二
つ
目
は
こ
の
本
棚
の
裏
側
の
壁
で
仕
切
ら
れ
た
倉

庫
で
、
中
に
は
表
具
裂
や
和
紙
の
ス
ト
ッ
ク
な
ど
の
ほ
か
古
糊
も
保
管
さ
れ
て
い

る
。
古
糊
は
こ
の
修
理
室
で
寒
の
時
期
に
新
糊
を
つ
く
っ
て
ね
か
し
て
あ
る
そ
う
だ

が
、
日
本
と
気
候
の
変
化
が
異
な
る
た
め
か
よ
い
古
糊
に
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し

い
と
い
う
。
実
際
に
物
件
に
触
る
修
復
作
業
が
行
わ
れ
る
の
は
次
か
ら
の
場
所
で
あ

る
。
三
つ
目
は
床
に
直
接
作
業
台
が
二
台
置
か
れ
て
お
り
立
っ
た
ま
ま
作
業
が
で
き

る
（
図
⑤
）。
こ
の
台
の
天
板
は
赤
色
と
黒
色
で
、
こ
れ
は
和
紙
の
湿
り
具
合
を
視

覚
に
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
で
あ
る
。
四
つ
目
は
小
上
が
り
に
な
っ
て
お
り
畳
が

約
十
四
枚
敷
か
れ
、
装
潢
台
が
二
台
置
か
れ
て
い
る
（
図
⑥
）。
案
内
し
て
い
た
だ

い
た
と
き
は
こ
こ
に
ラ
イ
ト
テ
ー
ブ
ル
を
設
置
し
て
肌
裏
打
ち
を
除
去
し
て
い
る
最

中
だ
っ
た
。
こ
の
奥
の
壁
に
は
大
小
様
々
な
仮
張
り
が
立
て
掛
け
て
あ
り
、
中
に
は

完
成
間
近
の
物
件
が
張
り
込
ま
れ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
。

温
湿
度
の
管
理
は
建
造
物
に
既
設
の
空
調
で
行
わ
れ
、
こ
の
空
気
の
吹
き
出
し

口
に
は
塵
や
埃
な
ど
を
除
去
す
る
フ
ィ
ル
タ
ー
が
独
自
に
取
り
付
け
て
あ
る
。
修
理

室
の
一
画
に
あ
る
水
場
も
整
理
さ
れ
、
刷
毛
や
補
彩
道
具
な
ど
が
整
然
と
並
べ
ら
れ

て
い
る
。
修
復
に
用
い
る
水
に
関
し
て
は
全
て
水
道
水
を
純
水
に
浄
化
し
て
使
用
し

て
い
る
。
こ
の
修
理
室
の
隣
に
は
中
国
絵
画
の
修
理
室
が
あ
り
、
互
い
の
表
具
形
式

や
修
復
の
差
異
な
ど
に
つ
い
て
修
復
師
同
士
が
考
察
す
る
機
会
を
も
つ
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
科
学
分
析
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
や
機
器
も
充
実
し
て
お
り
、
様
々
な
視
点

か
ら
物
件
の
考
察
が
可
能
で
あ
る
（
図
⑦
）。
和
紙
や
料
紙
な
ど
に
関
す
る
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
も
実
施
さ
れ
、
前
述
の
目
的
に
合
っ
た
す
ば
ら
し
い
環
境
で
あ
る
。
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メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館　

東
洋
絵
画
修
復
室

一
八
七
〇
年
創
立
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
と
の
共
同

運
営
で
あ
る
。
所
蔵
品
の
多
く
が
寄
贈
に
よ
る
も
の
で
、
日
本
美
術
品
は
十
九
世
紀

末
か
ら
所
蔵
さ
れ
始
め
て
い
る
。
初
期
の
所
蔵
品
に
は
浮
世
絵
版
画
も
含
ま
れ
て
い

た
が
、
多
く
は
陶
器
類
で
あ
り
、
そ
の
後
、
徐
々
に
浮
世
絵
版
画
の
点
数
は
増
え
た

も
の
の
日
本
美
術
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
は
分
野
や
時
代
に
偏
り
が
残
っ
た
。
し

か
し
、
一
九
七
五
年
、
ハ
リ
ー
・
Ｇ
・
Ｃ
・
パ
ッ
カ
ー
ド
氏
の
寄
贈
に
よ
り
そ
の
偏

り
は
解
消
さ
れ
、「
観
音
経
絵
巻
20

」、「
八
橋
図
21

」、「
十
一
面
観
音
補
陀
落
浄
土

図
22

」
な
ど
を
含
む
充
実
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
成
立
す
る
。

修
復
室
の
設
置
時
期
は
今
回
訪
れ
た
中
で
は
最
も
新
し
い
。
ス
タ
ッ
フ
数
は
普
段

三
名
だ
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
修
復
の
場
合
は
他
に
希
望
者
を
募
る
。
修
復
物

件
は
主
に
紙
や
絹
を
使
用
し
た
作
品
で
、
そ
の
多
く
は
中
国
美
術
品
が
占
め
、
こ
の

他
に
日
本
や
イ
ン
ド
、
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
の
作
品
が
あ
る
。
文
書
は
所
蔵
さ
れ
て
い
な

い
た
め
「
す
き
ば
め
23

」
は
な
い
と
い
う
。
常
時
約
二
十
件
の
物
件
を
平
行
し
て
修

復
し
て
い
る
。
学
芸
員
は
六
ヶ
月
に
一
度
展
示
計
画
を
提
出
す
る
が
、
修
復
に
一
年

以
上
か
か
る
作
品
や
状
態
が
悪
い
も
の
は
基
本
的
に
は
展
示
を
し
な
い
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
科
学
的
な
調
査
は
研
究
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
必
要
な
場
合
は
協

力
で
き
る
。
修
復
内
容
な
ど
は
内
部
資
料
と
し
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
て
保
管
さ
れ
て

い
る
。
必
要
な
材
料
や
道
具
は
日
本
で
仕
入
れ
て
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
な

か
で
も
表
具
裂
は
重
要
で
、
今
日
で
は
多
く
生
産
さ
れ
な
く
な
っ
た
た
め
本
当
に
よ

い
も
の
を
入
手
す
る
の
は
難
し
く
、
適
し
た
表
具
裂
が
無
か
っ
た
た
め
に
修
復
に
何

年
も
か
か
っ
た
物
件
も
あ
っ
た
。

修
復
室
内
に
つ
い
て

複
雑
に
入
り
組
ん
だ
展
示
室
を
通
り
抜
け
美
術
館
の
管
理
運
営
な
ど
が
行
わ
れ
る

バ
ッ
ク
ル
ー
ム
に
入
り
、
そ
の
一
カ
所
に
あ
る
大
き
な
扉
か
ら
修
復
室
に
案
内
さ
れ

た
。
中
に
入
る
と
そ
こ
で
靴
を
脱
ぎ
、
横
長
に
広
い
板
の
間
に
上
が
る
（
図
⑧
）。

こ
の
行
為
か
ら
な
の
か
、
天
窓
か
ら
自
然
光
を
取
り
入
れ
、
木
材
を
ふ
ん
だ
ん
に
用

図③　 プラスチックの太巻きが使用され、
軸棒の周りに空間が確認できる

図④　入り口付近の様子

図⑤　作業台が２台あり、その奥が水場

図⑥　 向かって奥に畳が敷かれており、
靴を脱いで上がる

図⑦　 大学院生が絵具の
分析調査をしていた
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い
た
造
り
か
ら
な
の
か
大
変
落
ち
着
き
の
あ
る
安
ら
い
だ
雰
囲
気
を
感
じ
た
。
板
の

間
の
一
画
に
は
六
人
ほ
ど
が
席
に
着
け
る
木
製
の
テ
ー
ブ
ル
が
置
か
れ
て
お
り
会

議
や
休
憩
な
ど
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
板
の
間
の
広
い
壁
面
全
体
に
は
棚
が
造
り
付

け
て
あ
り
表
具
裂
や
和
紙
な
ど
の
材
料
や
道
具
が
収
納
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
棚
に
向

か
っ
て
左
手
に
は
小
さ
な
部
屋
が
二
つ
あ
り
、
棚
に
向
か
い
合
う
よ
う
に
あ
る
部
屋

は
床
に
水
を
流
せ
る
造
り
に
な
っ
て
お
り
染
織
に
も
使
用
で
き
る
。
も
う
一
つ
の
部

屋
で
は
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
用
し
た
作
業
や
事
務
が
執
り
行
わ
れ
て

お
り
、
資
料
フ
ァ
イ
ル
、
書
籍
、
書
類
な
ど
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
部
屋
に
は
小

さ
な
窓
が
あ
る
。
こ
の
開
閉
可
能
な
窓
の
向
こ
う
側
は
な
ん
と
板
の
間
の
隣
に
あ
る

作
業
部
屋
で
あ
り
、
こ
の
窓
に
よ
っ
て
事
務
部
屋
と
作
業
部
屋
と
が
簡
単
に
情
報
交

換
が
で
き
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
（
図
⑨
）。
作
業
部
屋
の
出
入
り
口
は
棚
に
向

か
っ
て
右
側
に
あ
り
、
部
屋
の
広
さ
は
約
四
十
畳
も
あ
る
。
出
入
り
口
の
正
面
は
す

べ
て
窓
に
な
っ
て
お
り
、
自
然
光
が
ブ
ラ
イ
ン
ド
と
障
子
風
の
衝
立
で
調
整
さ
れ
、

修
復
に
必
要
な
照
度
を
得
る
こ
と
の
ほ
か
、
本
紙
の
折
れ
な
ど
を
確
認
し
や
す
い
側

光
と
し
て
も
有
効
で
あ
る
。
こ
の
部
屋
は
中
程
で
二
つ
に
区
切
ら
れ
て
お
り
、
出
入

り
口
に
近
い
箇
所
は
畳
が
敷
か
れ
装
潢
台
が
二
台
と
中
国
絵
画
の
修
理
に
使
用
さ
れ

る
装
潢
台
が
一
台
置
か
れ
て
い
る（
図
⑩
）。
奥
は
前
述
の
窓
で
事
務
部
屋
と
繋
が
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
、
床
に
敷
物
が
敷
か
れ
て
こ
こ
に
も
装
潢
台
が
一
台
置
か
れ
て
い

る
（
図
⑪
）。
こ
ち
ら
の
壁
に
は
大
小
様
々
な
仮
張
り
や
シ
ナ
ベ
ニ
ヤ
板
が
立
て
掛

け
て
あ
る
。
畳
を
敷
い
て
な
い
の
は
仮
張
り
や
シ
ナ
ベ
ニ
ヤ
板
を
移
動
さ
せ
る
時
に

そ
の
角
な
ど
が
畳
の
目
に
引
っ
か
か
る
危
険
を
防
ぐ
た
め
で
あ
ろ
う
。
壁
に
は
「
敷

居
」
と
「
か
も
い
」
が
取
り
付
け
ら
れ
て
お
り
板
戸
の
よ
う
に
仮
張
り
や
シ
ナ
ベ
ニ

ヤ
板
を
取
り
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
修
復
室
は
案
内
い
た
だ
い
た
修
復
師 

大
場
武
光
氏
の
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る
も

の
で
完
成
し
て
七
年
目
に
な
る
。
実
際
に
修
理
に
携
わ
っ
て
き
た
か
ら
こ
そ
考
案
で

き
る
様
々
な
工
夫
が
随
所
に
み
ら
れ
る
修
復
室
で
あ
る
。

お
わ
り
に

文
化
財
と
修
復
師
の
関
係
は
、
患
者
と
医
師
の
関
係
に
し
ば
し
ば
例
え
ら
れ
る
。

文
化
財
が
展
示
活
用
さ
れ
て
い
る
状
態
は
、人
間
に
置
き
換
え
る
と
仕
事
中
の
状
態
、

収
蔵
庫
な
ど
で
保
管
さ
れ
て
い
る
状
態
は
休
憩
中
で
あ
る
。
文
化
財
も
人
間
も
い
つ

ま
で
も
状
態
よ
く
健
康
で
い
ら
れ
る
と
よ
い
の
だ
が
、
時
に
は
怪
我
を
し
た
り
具
合

が
悪
く
な
っ
た
り
す
る
。
そ
う
な
る
と
医
師
に
診
て
も
ら
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

患
者
を
診
る
医
師
の
よ
う
に
、
修
復
師
も
文
化
財
の
様
子
を
詳
細
に
観
察
し
て
、
そ

の
原
因
を
探
り
、
悪
化
し
な
い
よ
う
処
置
し
、
状
態
が
深
刻
だ
と
解
体
修
理
と
い
う

図⑧　 入り口付近様子。
大場氏が棚をあけている

図⑨　 窓の向こうには事務処理をする
スタッフがいる

図⑩　 赤い天板の装潢台では
中国絵画の修復中であった

図⑪　絵巻物の補彩作業中であった
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手
術
も
施
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
例
え
で
い
う
と
修
復
室
は
文
化
財
に
と
っ

て
の
病
院
で
あ
り
病
室
で
あ
る
。
特
に
在
外
日
本
絵
画
は
祖
国
を
離
れ
、
慣
れ
な
い

土
地
で
一
生
懸
命
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
病
院
で
あ
る
修
復
室
は
よ
り
安
心
で

き
る
場
所
が
よ
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
在
外
日
本
絵
画
に
最
も
適
し
た
環
境
と
道
具
、

材
料
が
整
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
言
葉
を
話
さ
な
い
在
外
日
本
絵
画
を
理
解
し
て

あ
げ
ら
れ
る
心
強
い
修
復
師
が
い
る
こ
と
が
な
に
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
そ
の
修
復

師
に
と
っ
て
も
修
復
室
は
よ
り
よ
い
仕
事
を
す
る
た
め
に
機
能
的
で
使
い
や
す
く
、

緊
張
感
の
中
に
も
安
ら
ぎ
の
あ
る
空
間
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。
各
修
復
室
に
日
本

を
つ
く
り
だ
す
必
要
性
が
あ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

米
国
で
は
日
本
美
術
の
価
値
は
積
極
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
巨
額
な
人
件
費
や
設

備
費
な
ど
を
投
じ
て
財
産
で
あ
る
日
本
絵
画
を
確
実
に
守
り
継
承
し
て
い
る
。
そ
の

在
外
日
本
絵
画
は
日
本
文
化
を
国
外
の
多
く
の
人
々
に
伝
え
て
い
る
。
こ
の「
文
化
」

を
我
々
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
発
展
し
た
既
成
品
だ
け
を

鵜
呑
み
に
し
て
根
底
を
既
に
忘
れ
て
し
ま
い
、
再
度
、
国
外
か
ら
積
極
的
に
教
え
て

も
ら
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

註１ 

『
金
沢
美
術
工
芸
大
学
紀
要
第
五
十
二
号
』﹇
平
成
十
八
年
度
共
同
研
究
報
告　

十
五　

「SH
A
IH
EN
S

」̶

海
外
で
の
グ
ル
ー
プ
展
の
試
み
﹈　

参
照

２ 

平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）
九
月
十
一
日　

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
ア
ジ
ア
絵
画
修
復
室
見
学
、

十
三
日　

フ
リ
ー
ア
美
術
館
ア
ー
サ
ー
・
Ｍ
・
サ
ッ
ク
ラ
ー
美
術
館
保
存
科
学
部
絵
画
修
理
室

見
学
、
十
八
日　

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
の
東
洋
絵
画
修
復
室
（
正
式
名
称
は
今
回
確
認
で

き
な
か
っ
た
）
見
学

３ 

十
七
世
紀
頃
か
ら
日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
漆
器
や
磁
器
な
ど
を
大
量
に
輸
出
し
て
い
る
。
需
要

が
高
か
っ
た
の
は
現
代
で
い
う
工
芸
の
分
野
の
品
で
あ
っ
た
た
め
、
輸
出
品
の
な
か
に
日
本
絵

画
が
な
か
っ
た
と
は
い
い
き
れ
な
い
が
、
そ
の
数
は
少
数
で
あ
ろ
う
。

４ 

辻
善
之
助
著
『
日
本
文
化
史
』
春
秋
社

５ 

エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｓ
・
モ
ー
ス
（
一
八
三
八
〜
一
九
二
五
）
米
国
の
動
物
学
者

６ 

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｓ
・
ビ
ゲ
ロ
ー
（
一
八
五
〇
〜
一
九
二
六
）
米
国
の
医
学
者

７ 

ア
ー
ネ
ス
ト
・
Ｆ
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
（
一
八
五
三
〜
一
九
〇
三
）
米
国
の
哲
学
者
、
美
術
研
究
家

８ 

『
日
本
美
術
の
海
外
移
動
（
２
）
ア
メ
リ
カ
へ
の
移
動̶

明
治
期
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
を
中
心
に̶

』

山
口
静
一
著
『
在
外 

日
本
の
至
宝　

別
冊　

解
説
資
料
編
』
毎
日
新
聞
社　

参
照

9 

人
工
劣
化
絹
：
電
子
線
や
紫
外
線
な
ど
を
照
射
し
て
人
工
的
に
強
度
を
低
下
さ
せ
た
絵
絹
。
補

修
絹
に
使
用
す
る
。

10 

作
者
未
詳　

奈
良
時
代
末̶

平
安
時
代
初
期
（
八
世
紀̶

九
世
紀
）
麻
布
着
彩

11 

作
者
未
詳　

鎌
倉
時
代
（
十
三
世
紀
後
期
）
紙
本
着
彩　

絵
巻

12 

尾
形
光
琳　

江
戸
時
代
（
十
八
世
紀
初
期
）　

紙
本
金
地
着
彩　

六
曲
一
双
屏
風

13 

作
者
未
詳　

平
安
時
代
（
十
二
世
紀
末
）　

紙
本
着
彩　

絵
巻

14 

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｌ
・
フ
リ
ー
ア
（
一
八
五
六
〜
一
九
一
九
）
米
国
の
実
業
家

15 

作
者
未
詳　

藤
原
時
代
（
十
二
世
紀
）
絹
本
着
色
金
彩　

掛
幅

16 

野
々
村
宗
達　

江
戸
時
代　

紙
本
金
地
着
色　

六
曲
一
双
屏
風

17 

『
序
』
フ
リ
ー
ア
美
術
館
館
長
ジ
ョ
ン
・
Ａ
・
ポ
ー
プ
、
フ
リ
ー
ア
美
術
館
中
国
美
術
部
長
ト
ー

マ
ス
・
ロ
ー
ト
ン
著　

フ
リ
ー
ア
美
術
館
編
集
『
講
談
社
版　

世
界
の
美
術
館　

第
三
十
四
回

配
本　

フ
リ
ー
ア
美
術
館
Ⅰ
』
十
三
ペ
ー
ジ　

株
式
会
社
講
談
社　

一
九
七
一
年　

参
照

18 

17
と
同
様

19 

桐
材
か
ら
は
何
ら
か
の
ガ
ス
が
発
生
す
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
文
化
財
保
存
に
は
用

い
ら
れ
な
い
と
の
説
明
を
受
け
た
。
し
か
し
そ
の
有
害
性
に
関
し
て
は
不
明
。

20 

詞
書
に
関
し
て
は
菅
原
光
重
と
推
定
さ
れ
、
絵
に
関
し
て
は
作
者
未
詳　

正
嘉
元
年

（
一
二
五
七
）
紙
本
着
色　

絵
巻

21 

尾
形
光
琳　

江
戸
時
代　

絹
本
金
地
着
色　

六
曲
一
双
屏
風

22 

作
者
未
詳　

鎌
倉
時
代
（
十
三
世
紀
）
絹
本
着
色
金
彩　

掛
幅

23 

漉
填
ま
た
は
漉
嵌
と
も
書
く
。
古
文
書
や
典
籍
の
料
紙
の
修
復
方
法
の
一
つ
。
料
紙
の
欠
損
箇

所
に
和
紙
を
繊
維
状
に
戻
し
た
も
の
を
充
填
す
る
。
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最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
行
程
を
共
に
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
、
現
在
は
修
復
師

と
し
て
修
業
に
励
む
前
田
優
羽
さ
ん
、
在
学
中
の
高
岡
暁
さ
ん
に
も
こ
の
場
を
借
り

て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

本
研
究
は
平
成
十
九
年
度
（
二
〇
〇
七
）
金
沢
美
術
工
芸
大
学
教
員
奨
励
研
究
に

よ
っ
て
行
っ
た
成
果
報
告
で
あ
る

（
あ
ら
き
・
け
い
し
ん　

共
通
造
形
セ
ン
タ
ー
／

材
料
修
復
、
文
化
財
保
存
）

（
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
三
一
日
受
理
）


