
竹
内
栖
鳳
の
人
体
表
現
︱
東
本
願
寺
御
影
堂
門
天
井
画
を
中
心
に

貝

田

圭

子

は
じ
め
に

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
竹
内
栖
鳳
は
日
本
画
の
歴
史
の
中
で
極
め
て

重
要
な
画
家
で
あ
る
。
昭
和
一
七
年
に
没
す
る
ま
で
の
長
い
画
業
の
中
で
、
栖

鳳
は
絶
え
ず
絵
を
描
き
続
け
た
。
そ
の
中
で
、
栖
鳳
は
人
物
画
を
あ
ま
り
描
い

て
は
い
な
い
。
公
設
展
覧
会
に
出
品
さ
れ
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
人
物
画
は
文

部
省
美
術
展
覧
会
︵
以
下
、
文
展
︶
に
出
品
さ
れ
た
、︽
ア
レ
夕
立
に
︾︵
明
治

四
二
年
第
三
回
文
展
︶、︽
絵
に
な
る
最
初
︾︵
大
正
二
年
第
七
回
文
展
︶、︽
日

稼
︾︵
大
正
六
年
第
一
一
回
文
展
︶
の
三
作
品
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
四

三
年
頃
に
は
東
本
願
寺
よ
り
天
井
画
の
制
作
を
依
頼
さ
れ
、
そ
こ
に
天
女
を
描

く
構
想
を
練
っ
て
お
り
、
栖
鳳
が
人
体
描
写
に
取
り
組
ん
だ
期
間
は
お
よ
そ
初

期
文
展
の
時
期
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
本
論
で
は
栖
鳳
の
人
体
表

現
の
中
核
を
な
す
東
本
願
寺
御
影
堂
門
天
井
画
制
作
を
中
心
に
、
栖
鳳
の
人
体

表
現
へ
の
取
り
組
み
を
検
証
し
て
い
く
。

今
回
、
栖
鳳
が
ど
の
よ
う
に
人
体
表
現
に
取
り
組
ん
で
い
っ
た
の
か
を
探
る

た
め
、
特
に
初
期
文
展
期
に
あ
た
る
明
治
四
〇
年
か
ら
大
正
七
年
ま
で
の
﹃
京

都
日
出
新
聞
﹄
を
調
査
し
た
。
栖
鳳
に
関
す
る
証
言
は
息
子
で
あ
る
竹
内
逸
を

筆
頭
に
、
弟
子
や
当
時
の
美
術
記
者
と
い
っ
た
文
字
資
料
を
多
く
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
資
料
は
後
の
回
想
が
多
く
を
占
め
て
い
る
た

め
信
憑
性
に
欠
け
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
記
者
が
直
接
画

家
に
取
材
を
行
い
、
制
作
と
同
じ
時
期
に
掲
載
さ
れ
た
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
記

事
を
調
査
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

平
野
重
光
氏
や
廣
田
孝
氏
に
よ
っ
て
そ
の
重
要
性
と
栖
鳳
関
連
記
事
の
指
摘
が

1

2

さ
れ
て
い
る
が
、
再
調
査
と
精
読
に
よ
り
栖
鳳
が
ど
の
時
期
に
ど
の
よ
う
な
研

究
を
行
っ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
表
題
で
は
﹁
竹
内
栖
鳳
の
人
体
表
現
﹂
と
し
て
い
る
。
天
女
は
正
し

く
人
体
と
い
え
る
の
か
と
い
う
ご
指
摘
も
考
え
ら
れ
る
が
、
本
発
表
で
は
人
体

を
描
こ
う
と
準
備
を
行
っ
た
と
い
う
点
で
、
広
義
の
人
体
表
現
と
と
ら
え
て
い

る
。
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一

栖
鳳
の
略
歴
と
先
行
研
究
の
確
認

栖
鳳
は
元
治
元
︵
一
八
六
四
︶
年
に
京
都
に
生
ま
れ
た
。
何
歳
か
ら
絵
を
習

い
始
め
た
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
昭
和
三
二
年
に
開
催
さ
れ
た
﹁
栖
鳳

名
作
展
﹂
図
録
の
中
で
、
竹
内
逸
は
一
四
歳
こ
ろ
か
ら
絵
を
習
い
始
め
た
と

語
っ
て
い
る
。
内
国
勧
業
博
覧
会
や
新
古
美
術
展
覧
会
な
ど
に
出
品
を
重
ね
、

3

着
々
と
実
力
を
つ
け
て
い
く
。
同
時
に
明
治
一
三
年
に
開
校
し
た
京
都
府
画
学

校
に
出
仕
し
、
後
進
の
指
導
に
も
あ
た
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
中
、
一
九
〇
〇
年

パ
リ
万
国
博
覧
会
開
催
に
際
し
て
、
農
商
務
省
よ
り
視
察
を
命
じ
ら
れ
る
。
栖

鳳
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
精
力
的
に
研
究
を
行
っ
た
。
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
の
動
物
園
で

ラ
イ
オ
ン
の
写
生
を
行
っ
た
り
、
ド
レ
ス
デ
ン
の
美
術
学
校
で
裸
体
デ
ッ
サ
ン

を
見
学
し
た
り
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
帰
国
後
、
栖
鳳
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
行
っ
た
写
生
を
も
と
に
、
ラ
イ
オ
ン
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
風
景
を
描
い

た
。
そ
し
て
帰
国
か
ら
七
年
後
、
明
治
四
〇
年
に
文
部
省
美
術
展
覧
会
が
開
催

さ
れ
、
栖
鳳
は
第
一
回
か
ら
審
査
委
員
に
任
命
さ
れ
る
。︽
雨
霽
︾︵
明
治
四
〇

年
第
一
回
文
展
︶、︽
飼
わ
れ
た
る
猿
と
兎
︾︵
明
治
四
一
年
第
二
回
文
展
︶、

︽
ア
レ
夕
立
に
︾︵
明
治
四
二
年
第
三
回
文
展
︶
と
栖
鳳
は
連
続
し
て
文
展
に
出

品
し
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
帰
国
し
た
後
に
栖
鳳
が
取
り
組
ん
だ
人
物
表
現
に
関
す
る

資
料
と
し
て
は
多
く
の
文
献
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
も
﹃
京
都
日
出
新

聞
﹄
記
事
に
着
目
し
て
い
る
先
行
研
究
で
は
平
野
重
光
氏
、
廣
田
孝
氏
の
著
書

が
重
要
で
あ
る
。
と
く
に
東
本
願
寺
天
井
画
に
つ
い
て
の
詳
し
い
論
考
は
、
平

4

野
重
光
氏
の
著
書
﹃
竹
内
栖
鳳

芸
苑
余
話
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
﹁
昇
天
し

て
し
ま
っ
た
雀
と
天
女
の
話
︱
︱
東
本
願
寺
の
襖
絵
と
天
井
画
の
事
﹂
が
ほ
と

5

ん
ど
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。
廣
田
氏
は
近
代
日
本
画
に
栖
鳳
が
与
え
た
影
響

と
い
う
観
点
で
論
を
進
め
た
著
書
の
中
で
、
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
の
調
査
や
京

都
市
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
資
料
な
ど
を
調
査
し
、
﹁
大
谷
派
東
本
願
寺

大
師
堂
門
天
井
画
・
関
連
事
項
年
表
﹂
を
作
成
し
制
作
過
程
な
ど
を
詳
し
く
ま

と
め
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
栖
鳳
は
天
井
画
を
制
作
す
る
上
で
様
々
な
イ
メ
ー

ジ
ソ
ー
ス
を
研
究
し
裸
体
デ
ッ
サ
ン
を
行
い
、
天
井
画
と
い
う
よ
り
も
裸
体
女

性
の
群
像
表
現
に
執
念
を
燃
や
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
廣
田
氏
は
天
井
画
以
外

の
栖
鳳
の
人
物
画
へ
の
取
り
組
み
に
も
言
及
し
て
お
り
、
栖
鳳
は
渡
欧
以
前
か

ら
人
体
を
描
く
こ
と
に
興
味
を
持
ち
、
栖
鳳
塾
で
は
講
師
を
招
い
て
解
剖
学
の

講
義
を
行
い
、
骸
骨
の
写
生
も
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
報
告
し
て
い
る
。

こ
の
他
に
も
東
本
願
寺
天
井
画
に
つ
い
て
は
近
年
ま
で
た
び
た
び
関
心
が
寄

せ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
参
照
に
し
つ
つ
論
を
進
め
て
い
き
た

い
。

6二

︽
ア
レ
夕
立
に
︾

こ
こ
で
栖
鳳
が
第
三
回
文
展
に
出
品
し
た
人
物
画
︽
ア
レ
夕
立
に
︵
図
一
︶︾

に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
指
摘
を
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
作
品
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

か
ら
帰
国
し
た
後
に
描
か
れ
た
人
物
画
で
あ
り
、
文
展
と
い
う
大
き
な
展
覧
会

に
出
品
さ
れ
た
最
初
の
人
物
画
で
も
あ
る
。

栖
鳳
は
こ
の
作
品
を
描
く
に
あ
た
っ
て
多
く
の
写
生
を
行
っ
て
お
り
、
モ
デ

ル
と
し
て
祇
園
の
舞
妓
浅
子
と
、
栖
鳳
の
娘
園
子
が
画
室
に
通
っ
た
と
竹
内
逸

に
よ
っ
て
回
想
さ
れ
て
い
る
。

7

︽
ア
レ
夕
立
に
︾
は
当
時
そ
う
と
う
の
評
判
に
な
っ
た
ら
し
く
、﹃
京
都
日
出
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新
聞
﹄
で
は
﹁
大
容
堂
主
人
﹂
と
称
す
る
人
物
に
よ
っ
て
、
新
聞
や
雑
誌
に
掲

載
さ
れ
た
批
評
を
ま
と
め
た
﹁
栖
鳳
の
舞
妓
と
世
評
﹂
が
三
回
に
わ
た
っ
て
掲

8

載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、﹁
頭
が
大
き
く
て
体
に
平
均
は
ぬ
不
恰
好
な
姿
﹂

﹁
姿
態
の
不
自
然
﹂
と
い
う
人
体
描
写
の
不
正
確
さ
に
つ
い
て
の
指
摘
が
見
ら

れ
る
。
こ
の
他
に
も
、
洋
画
家
の
鹿
子
木
孟
郎
は
﹁
公
設
展
覧
会
の
日
本
画
管

9

見
﹂
に
お
い
て
﹁
人
体
を
生
理
的
、
物
理
的
に
研
究
し
た
も
の
の
眼
か
ら
見
る

と
、﹁
ア
レ
夕
立
に
﹂
の
舞
妓
は
ほ
と
ん
ど
形
を
成
し
て
居
ら
ぬ
﹂
と
き
び
し

10

く
批
判
し
て
い
る
。
確
か
に
︽
ア
レ
夕
立
に
︾
は
着
物
の
下
に
肉
体
を
感
じ
さ

せ
る
よ
う
な
ボ
リ
ュ
ー
ム
感
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
特
に
肩
や
胸
の
あ
た
り
は
よ

り
平
面
的
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
陰
影
や
明
暗
を
つ
け
て
立
体
感
を
表
す

と
い
う
こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、︽
ア
レ
夕
立
に
︾
は
着
物

を
塗
り
残
す
こ
と
に
よ
っ
て
光
を
描
き
出
し
、
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
た
よ

う
に
舞
妓
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
立
体
感
を
描
き

出
す
た
め
の
光
で
は
な
い
、
異
な
る
種
類
の
光
を
栖
鳳
は
描
き
出
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

︽
ア
レ
夕
立
に
︾
へ
の
批
評
に
対
し
て
、
栖
鳳
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い

る
。

舞
妓
の
姿
を
描
く
に
就
い
て
は
、
唯
一
つ
の
意
外
の
困
難
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
姿
の
不
自
然
な
事
で
す
。
裸
に
す
る
と
蛙
の
よ
う
な
十
二
、
三

の
少
女
が
、
パ
ツ
と
し
た
華
や
か
な
あ
の
衣
装
を
着
け
る
と
、
忽
ち
目

も
覚
む
る
計
り
に
見
ゆ
る
と
同
時
に
、
何
と
な
く
不
自
然
に
見
ゆ
る
。

頭
の
髷
は
大
き
く
、
顔
は
広
い
、
衣
服
は
長
い
、
不
自
然
に
見
え
る
の

は
当
然
で
す
。
そ
の
不
自
然
な
と
こ
ろ
に
畢
竟
舞
妓
の
美
と
申
す
も
の

が
あ
る
と
思
ふ
の
で
す
。

11

つ
ま
り
人
体
描
写
が
不
自
然
な
の
は
日
本
人
で
あ
る
舞
妓
の
身
体
の
問
題
で

あ
り
、
着
物
を
着
る
こ
と
に
よ
っ
て
美
し
く
変
貌
す
る
こ
と
が
舞
妓
の
特
性
で

あ
る
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

栖
鳳
は
西
洋
に
行
く
以
前
か
ら
人
体
表
現
の
研
究
を
行
っ
て
い
た
。
さ
ら
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
実
際
に
裸
体
デ
ッ
サ
ン
を
見
学
し
、
帰
国
後
も
研
究
に
役
立

て
る
よ
う
石
膏
像
と
作
品
の
写
真
を
大
量
に
購
入
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
京
都

市
立
美
術
工
芸
学
校
と
栖
鳳
の
私
塾
に
保
管
さ
れ
、
門
弟
た
ち
の
助
け
に
な
っ

た
こ
と
が
小
野
竹
喬
の
回
想
や
竹
内
逸
の
言
葉
か
ら
わ
か
る
。
栖
鳳
は
人
体
を

12

正
確
に
描
写
し
よ
う
と
す
る
準
備
を
行
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
体
を

正
確
に
描
写
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

栖
鳳
は
︽
ア
レ
夕
立
に
︾
を
描
く
に
あ
た
り
、﹁
舞
妓
の
美
﹂
を
描
こ
う
と

し
て
い
た
。
こ
の
﹁
舞
妓
の
美
﹂
は
華
や
か
な
着
物
を
描
く
こ
と
で
完
成
す
る

と
栖
鳳
が
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
前
出
の
︽
ア
レ
夕
立
に
︾
の
解
説
を
行
っ
た

栖
鳳
の
言
葉
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
栖
鳳
が
着
物
を
描
く
に
あ
た
り
種

類
や
柄
な
ど
に
注
意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
は
た
び
た
び
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
で

も
語
ら
れ
て
い
る
。
人
体
を
理
想
化
し
て
描
き
出
す
こ
と
が
西
洋
の
ア
カ
デ
ミ

13

ズ
ム
で
あ
る
が
、
︽
ア
レ
夕
立
に
︾
に
お
い
て
栖
鳳
が
考
え
た
理
想
化
と
は
、

着
物
を
描
く
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
着
物
を

鮮
や
か
な
色
彩
で
描
き
出
す
こ
と
で
理
想
化
す
る
と
い
う
、
西
洋
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
と
は
異
な
る
方
法
を
と
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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三

東
本
願
寺
山
門
天
井
画

﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
に
み
る
制
作
過
程

東
本
願
寺
は
蛤
御
門
の
変
に
よ
り
大
部
分
の
施
設
が
焼
失
し
て
お
り
、
栖
鳳

14

が
天
井
画
を
依
頼
さ
れ
た
御
影
堂
門
も
焼
失
し
た
一
つ
で
あ
っ
た
。
東
本
願
寺

再
建
は
明
治
一
二
年
に
大
谷
光
勝
に
よ
っ
て
発
示
さ
れ
て
い
る
。
再
建
は
ま
ず

御
影
堂
か
ら
始
ま
り
、
次
い
で
阿
弥
陀
堂
、
そ
し
て
御
影
堂
門
へ
と
続
い
て
い

く
。
天
井
画
依
頼
は
明
治
四
四
年
の
親
鸞
六
五
〇
回
御
遠
忌
法
要
に
合
わ
せ
た

依
頼
で
あ
る
。
東
本
願
寺
の
再
建
と
親
鸞
の
遠
忌
法
要
が
重
な
っ
た
た
め
、
大

谷
派
本
願
寺
挙
げ
て
の
大
事
業
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

三
︱
一

﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
記
事
確
認
と
制
作
過
程

東
本
願
寺
遠
忌
法
要
に
ま
つ
わ
る
依
頼
は
、
明
治
四
三
年
三
月
五
日
の
﹃
京

都
日
出
新
聞
﹄
に
よ
り
、
打
敷
の
下
絵
を
制
作
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

15

の
記
事
に
よ
る
と
打
敷
下
絵
の
依
頼
は
前
年
の
明
治
四
二
年
頃
に
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
そ
の
後
初
め
て
東
本
願
寺
の
天
井
画
が
依
頼
さ
れ
た
こ
と
が
報
じ
ら

れ
て
い
る
の
は
明
治
四
三
年
五
月
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。

16

﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
に
よ
る
と
、
明
治
四
三
年
は
、
五
月
一
日
の
記
事
か
ら

長
浜
大
通
寺
を
訪
れ
天
女
を
描
く
構
想
を
決
定
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
さ

ら
に
六
月
十
九
日
の
記
事
で
は
、
東
京
で
﹁
恵
心
僧
都
の
筆
と
伝
え
ら
れ
る
二

十
五
菩
薩
の
図
﹂
の
研
究
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
か
ら
約
半
年
の

間
は
構
想
を
ね
り
、
一
一
月
一
七
日
の
報
道
で
は
大
下
画
の
準
備
を
行
う
と
こ

ろ
ま
で
制
作
が
進
ん
で
い
る
。
一
一
月
一
九
日
に
は
帝
国
劇
場
の
見
学
を
し
て

お
り
、
そ
こ
で
何
ら
か
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
た
の
か
、
一
二
月
一

九
日
に
は
草
稿
を
変
更
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
明
治
四
三
年
は
非
常
に

精
力
的
に
研
究
活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
明
治
四
四
年
は
制
作
に

従
事
し
て
い
る
こ
と
の
み
が
報
じ
ら
れ
、
具
体
的
な
構
図
に
関
し
て
は
報
道
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
明
治
四
四
年
一
一
月
一
四
日
に
モ
デ
ル
で
あ
る
岡
田
み

ど
り
が
死
去
し
、
翌
明
治
四
五
年
二
月
一
一
日
に
は
新
し
い
モ
デ
ル
を
雇
う

も
、
扱
い
に
苦
心
し
て
い
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
間
も
構
図
に
つ
い
て

は
一
切
報
じ
ら
れ
ず
、
よ
う
や
く
大
正
二
年
一
月
七
日
に
な
っ
て
天
女
が
七
人

描
か
れ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
草
稿
も
破
棄
さ
れ

て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
そ
こ
か
ら
天
井
画
制
作
は
再
び
膠
着
状
態
に
入
る
。
大

正
四
年
一
月
一
日
の
栖
鳳
の
談
話
﹁
栖
鳳
画
伯
筆
納
の
兎
﹂
で
、
中
央
の
二
人

の
天
女
の
構
図
が
語
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
一
人
は
鼗
鼓
と
鶏
婁
を
持

ち
、
一
人
は
三
鼓
を
持
っ
て
舞
っ
て
い
る
構
図
で
あ
る
よ
う
だ
。
そ
し
て
同
年

17

の
四
月
二
一
日
に
は
三
門
供
養
が
行
わ
れ
た
。﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
で
エ
ッ
セ

イ
の
コ
ー
ナ
ー
を
持
つ
﹁
小
自
在
庵
﹂
と
名
乗
る
人
物
に
よ
る
と
、
山
門
供
養

18

の
記
念
品
と
し
て
作
ら
れ
た
常
葉
帖
に
シ
ル
エ
ッ
ト
風
の
天
女
が
描
か
れ
て
い

た
よ
う
だ
。

そ
の
後
も
一
年
に
一
度
は
天
井
画
に
つ
い
て
の
報
道
が
さ
れ
る
。
大
正
七
年

ま
で
の
調
査
で
は
、
大
正
六
年
二
月
七
日
の
﹁
栖
鳳
氏
が
本
願
寺
の
天
井
揮
毫

を
辞
し
た
と
の
説
が
一
二
の
新
聞
に
出
て
居
る
が
全
く
訛
伝
で
あ
る
氏
は
新
に

若
い
モ
デ
ル
雇
入
れ
の
交
渉
中
で
あ
る
﹃
先
方
か
ら
断
ら
れ
た
ら
兎
に
角
私
か

ら
は
辞
し
ま
せ
ぬ
﹄
と
氏
は
語
つ
た
﹂
と
い
う
天
井
画
の
揮
毫
を
辞
し
た
と
の

19

噂
を
報
じ
る
記
事
が
最
後
と
な
っ
た
。
以
上
の
流
れ
に
つ
い
て
は
資
料
と
し
て

年
表
と
、
元
と
な
っ
た
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
記
事
を
添
付
し
た
。

今
回
の
調
査
で
、
栖
鳳
が
天
井
画
だ
け
で
な
く
法
要
に
使
用
す
る
打
敷
の
刺

− 94−



繍
下
絵
や
、
記
念
品
の
た
め
に
天
女
を
描
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
大
正

四
年
四
月
二
三
日
の
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
に
は
、
三
門
供
養
の
時
に
栖
鳳
が
制

作
し
た
扇
子
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︵
図
二
︶。
こ
の
時
に
作
成
さ
れ
た

記
念
品
に
も
栖
鳳
は
天
女
を
描
い
て
お
り
、
こ
の
扇
子
に
描
か
れ
た
天
女
の
下

絵
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
﹃
国
画
﹄
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
︵
図
三
︶。﹃
国
画
﹄

20

に
掲
載
時
は
︽
天
女
舞
楽
図
画
稿
︵
京
都
東
本
願
寺
山
門
天
井
絵
︶︾
と
表
記

さ
れ
て
お
り
、
東
本
願
寺
天
井
画
に
ま
つ
わ
る
画
稿
の
一
種
と
考
え
ら
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
が
、
体
を
横
に
反
ら
せ
た
ポ
ー
ズ
や
、
花
を
さ
さ
げ
持
つ
姿
は

共
通
し
て
お
り
、
シ
ル
エ
ッ
ト
の
み
で
判
断
す
る
だ
け
で
も
両
者
が
酷
似
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
天
井
画
制
作
の
お
お
よ
そ
の
流
れ
を
確
認
し
て
き
た
。
明

治
四
三
年
と
い
う
、
依
頼
さ
れ
て
か
ら
時
間
が
た
っ
て
い
な
い
時
期
は
、
精
力

的
に
栖
鳳
が
天
井
画
制
作
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
、
新
聞
記
事
の
内
容
、
頻

度
か
ら
も
わ
か
る
。
し
か
し
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
モ
デ
ル
の
み
ど
り

が
、
明
治
四
五
年
突
然
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
み
ど
り
の
死
は
東
本
願
寺
天
井

画
制
作
が
停
滞
す
る
一
つ
の
要
因
と
な
っ
た
だ
ろ
う
。
大
正
期
に
入
る
と
、
天

井
画
に
つ
い
て
は
遅
々
と
し
て
制
作
が
進
ま
な
か
っ
た
。
悠
紀
・
主
基
屏
風
の

制
作
や
青
山
御
所
の
杉
戸
画
、
渋
沢
家
の
屏
風
制
作
と
い
う
大
き
な
依
頼
が
重

な
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
原
因
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
︱
二

構
想
の
変
遷

で
は
次
に
、
栖
鳳
が
天
井
画
の
た
め
に
制
作
し
た
と
考
え
ら
れ
る
下
絵
類
を

確
認
し
て
い
こ
う
。
栖
鳳
が
天
井
画
の
構
想
を
練
っ
た
と
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
も
の
は
、
京
都
市
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
、
試
作
品
と
考
え
ら
れ
て
い

る
︽
散
華
︾
二
点
と
下
絵
五
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
京
都
市
美
術
館
に
よ
る
と
、

下
絵
の
内
一
点
は
︽
散
華
︵
図
四
︶︾
の
も
の
で
、
残
り
が
東
本
願
寺
天
井
画

の
下
絵
で
あ
る
と
し
、︽
天
女
・
素
描
︾
の
制
作
順
に
つ
い
て
は
﹃
竹
内
栖
鳳

の
資
料
と
解
題

資
料
研
究
﹄
で
言
及
し
て
い
る
。
本
論
で
も
こ
の
制
作
順
を

21

採
用
し
、
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
番
号
を
振
っ
た
︵
図
六
～
八
参
照
︶。
ま
た
、

東
本
願
寺
に
納
め
ら
れ
た
作
品
と
し
て
︽
飛
天
舞
楽
図
︾
草
稿
︵
図
九
︶
が
あ

げ
ら
れ
る
。︽
飛
天
舞
楽
図
︾
草
稿
は
、
東
本
願
寺
に
納
め
ら
れ
て
い
る
点
か

ら
、
最
終
的
な
大
下
画
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
は
三
幅
の
形
式
を
と
っ

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
縦
七
二
〇
㎝
、
横
三
五
〇
㎝
の
巨
大
な
画
面
で
あ
る
。
本

論
で
は
三
幅
を
一
つ
の
画
面
と
し
て
言
及
し
て
い
く
。

天
井
画
の
構
想
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
に
分
類
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、

︽
散
華
︾
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
描
か
れ
た
天
女
の
一
群
が
画
面
の
左
下
か

ら
右
上
へ
続
く
導
線
上
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
Ａ
群
と
す
る
。
も

う
一
つ
は
天
女
が
一
体
一
体
独
立
し
て
描
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
っ
た
姿
勢

で
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
Ｂ
群
と
す
る
。

Ａ
群
に
は
︽
散
華
︾、︽
散
華
・
下
絵
︾、︽
天
女
・
素
描
①
︾
が
分
類
さ
れ
る

だ
ろ
う
。

︽
散
華
︾
は
画
面
の
大
き
さ
が
異
な
る
二
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。
背
景
が
金

22

地
の
︽
散
華
︵
図
四
︶︾
は
、
天
女
の
衣
や
装
飾
具
が
華
や
か
に
彩
ら
れ
、
画

面
の
左
下
か
ら
右
上
へ
向
か
っ
て
い
く
よ
う
な
穏
や
か
な
運
動
を
感
じ
さ
せ

る
。
人
体
描
写
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
は
、
衣
に
脚
が
透
け
て
い
る

点
で
あ
る
。︽
ア
レ
夕
立
に
︾
に
お
い
て
、
栖
鳳
は
着
物
を
鮮
や
か
に
描
き
出
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す
こ
と
に
こ
だ
わ
る
あ
ま
り
、
着
物
の
中
に
人
体
を
描
く
こ
と
に
拘
泥
し
な

か
っ
た
。
し
か
し
︽
散
華
︾
に
お
い
て
は
人
体
を
描
い
た
上
に
衣
を
着
せ
る
と

い
う
手
順
を
踏
ん
で
お
り
、
栖
鳳
が
人
体
描
写
に
接
近
し
て
い
っ
た
跡
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

︽
散
華
︾
の
下
絵
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、︽
散
華
・
下
絵
︵
図
五
︶︾
で

あ
る
。
こ
の
作
品
は
天
女
が
描
か
れ
た
紙
が
い
く
つ
か
貼
り
合
わ
せ
ら
れ
て
お

り
、
構
図
を
練
る
の
で
は
な
く
、
最
終
的
な
大
下
画
を
制
作
す
る
た
め
整
理
す

る
段
階
へ
と
入
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
顔
貌
表
現
に
は
い
く
つ
か
の
差
異
が
あ

り
、
こ
の
異
な
る
表
現
に
よ
り
、
栖
鳳
の
弟
子
た
ち
が
代
わ
り
に
描
い
て
い
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

23

︽
天
女
・
素
描
①
︵
図
六
︶︾
は
二
枚
の
紙
を
継
ぎ
、
大
ま
か
に
構
図
を
構
想

し
て
い
る
よ
う
だ
。
人
体
も
あ
た
り
を
つ
け
る
よ
う
に
細
い
線
で
ぼ
ん
や
り
と

描
か
れ
た
も
の
が
多
い
。
そ
の
中
で
比
較
的
し
っ
か
り
と
輪
郭
線
が
描
か
れ
て

い
る
も
の
に
関
し
て
観
察
し
て
み
る
と
、
腕
の
関
節
が
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
人

体
表
現
に
稚
拙
さ
を
残
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

Ａ
群
は
多
く
の
天
女
が
一
団
と
な
っ
て
空
間
を
飛
翔
す
る
様
子
を
描
い
て
い

る
た
め
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
天
女
は
顔
を
画
面
右
手
に
向
け
、
体
を
反
ら
し
て
飛

翔
す
る
と
い
う
類
型
的
な
ポ
ー
ズ
が
多
い
。
ま
た
、
手
を
返
し
て
い
る
表
現
、

斜
め
か
ら
見
た
腕
と
肩
の
関
係
性
、
首
か
ら
肩
に
か
け
て
の
輪
郭
の
取
り
方
な

ど
、
人
体
描
写
に
つ
い
て
も
稚
拙
さ
が
残
る
部
分
が
あ
る
。

Ｂ
群
に
は
︽
飛
天
舞
楽
図
︾
草
稿
と
︽
天
女
・
素
描
③
︾
が
あ
て
は
ま
る
だ

ろ
う
。

︽
飛
天
舞
楽
図
︾
草
稿
︵
図
九
︶
は
画
面
の
ほ
ぼ
全
体
に
散
ら
ば
る
よ
う
に
、

天
女
が
配
置
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
体
を
反
ら
し
た
り
ひ
ね
っ
た
り
す
る
ポ
ー
ズ
を

と
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
天
井
画
と
い
う
、
様
々
な
方
向
か
ら
見
ら
れ
る
画
面

で
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
た
め
の
構
図
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
中
央
に
い

る
天
女
は
よ
ど
み
な
い
線
で
描
か
れ
、
衣
を
着
た
状
態
で
描
か
れ
て
い
る
が
、

そ
の
他
の
天
女
は
朱
線
で
裸
体
の
状
態
で
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
構
図
に
最
も
近
い
も
の
が
、︽
天
女
・
素
描
③
︵
図
八
︶︾
で
あ
る
。
こ

の
下
絵
は
台
紙
と
な
る
紙
に
一
体
ず
つ
別
の
紙
に
描
い
た
天
女
を
貼
り
合
わ
せ

て
お
り
、
空
間
を
浮
遊
し
て
い
る
状
態
を
表
す
た
め
に
栖
鳳
が
様
々
な
角
度
を

試
み
、
構
図
を
決
定
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
胸
を
張
り
だ
さ
せ
、
腰
を
引
き
、

脚
を
奥
に
伸
ば
す
と
い
う
ポ
ー
ズ
が
三
体
の
天
女
に
共
通
し
て
お
り
、
腕
の
付

き
方
や
腰
の
描
き
方
な
ど
、
人
体
デ
ッ
サ
ン
を
学
ん
だ
あ
と
が
認
め
ら
れ
る
表

現
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
天
女
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
姿
勢
を
と
っ
て
お
り
、
腕

を
高
く
上
げ
た
り
、
背
中
を
大
き
く
反
ら
せ
た
り
と
、
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な

姿
勢
で
描
か
れ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
中
心
に
向
か
っ
て
い
く
よ
う
な
動
き
を

示
唆
さ
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
天
に
向
か
っ
て
い
く
よ
う
な
効
果
を
生
み
出
し

て
い
る
よ
う
だ
。
こ
れ
ら
は
デ
ッ
サ
ン
に
基
づ
い
た
と
い
え
る
よ
う
な
人
体
表

現
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、︽
天
女
・
素
描
③
︾
の
中
央
に
描
か
れ
た
天
女
を
取
り
出
し
て
描
い

て
い
る
の
が
︽
天
女
・
素
描
・
部
分
︵
図
一
〇
︶︾
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
本
画

を
意
識
し
た
、
か
な
り
整
え
ら
れ
た
線
で
描
か
れ
て
い
る
。

Ａ
群
、
Ｂ
群
の
過
渡
期
に
あ
た
る
も
の
が
︽
天
女
・
素
描
②
︵
図
七
︶︾
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
も
、
二
枚
の
紙
を
継
い
で
一
枚
の
紙
に
仕
立
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て
て
お
り
、
全
体
の
構
想
を
練
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
人
体
に
関
し
て
も
大

ま
か
な
輪
郭
で
描
か
れ
て
お
り
、
デ
ッ
サ
ン
の
正
確
さ
は
特
に
意
識
し
て
い
な

い
よ
う
だ
。
多
く
の
天
女
が
う
ご
め
く
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り
、
画
面
の
中
心

に
描
き
こ
ま
れ
た
十
字
に
向
か
い
、
渦
を
巻
く
よ
う
に
進
ん
で
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
こ
の
よ
う
な
構
成
は
、
天
井
に
描
い
た
時
、
空
間
上
の
上
は
、
画
面
の

奥
で
あ
り
、
天
井
に
描
く
こ
と
、
天
井
画
と
現
実
の
空
間
を
一
体
化
さ
せ
る
と

い
う
こ
と
が
初
め
て
意
識
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
渦
を
描
く
こ
と
に

よ
っ
て
視
線
を
奥
へ
と
導
き
、
そ
の
渦
の
動
き
に
沿
う
よ
う
に
天
女
が
異
な
る

ポ
ー
ズ
で
描
か
れ
て
い
る
。
異
な
る
ポ
ー
ズ
が
出
現
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
Ａ

群
と
比
較
す
る
と
大
き
な
変
化
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
を
通
覧
し
て
み
る
と
、
栖
鳳
が
天
井
画
を
制
作
す
る
う
え
で
重
視
し

て
い
た
こ
と
が
だ
ん
だ
ん
と
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
栖
鳳

は
当
初
か
ら
天
井
に
天
女
を
描
く
こ
と
を
構
想
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
、
Ａ

群
で
は
仏
画
を
研
究
し
、
平
安
時
代
の
仏
画
の
特
徴
で
あ
る
華
や
か
な
色
彩
や

持
物
を
再
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
女
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
。︽
天

女
・
素
描
②
︾
に
な
る
と
天
井
に
描
く
と
い
う
こ
と
が
強
く
意
識
さ
れ
、
人
物

を
描
く
と
い
う
よ
り
も
、
人
物
を
描
い
て
、
そ
の
全
体
の
動
き
で
空
間
を
表
現

し
よ
う
と
し
た
意
識
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て
Ｂ
群
に
な
る
と
一
変
し
、
下
か

ら
仰
ぎ
見
る
人
体
を
描
く
こ
と
に
努
力
を
傾
け
た
よ
う
だ
。
人
体
を
大
き
く
描

き
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
ポ
ー
ズ
を
描
き
分
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
実
際
の
モ
デ

ル
を
使
っ
て
描
い
た
こ
と
が
、
栖
鳳
の
興
味
が
人
体
を
正
確
に
描
き
出
す
こ
と

に
移
行
し
て
い
っ
た
証
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

三
︱
三

︽
阿
弥
陀
聖
衆
来
迎
図
︾

で
は
、
栖
鳳
が
実
際
、
ど
の
よ
う
な
研
究
を
行
い
制
作
し
て
い
っ
た
の
か
を

検
証
し
た
い
。

Ａ
群
は
仏
画
を
研
究
し
て
制
作
さ
れ
た
と
い
え
る
一
群
で
あ
る
が
、
栖
鳳
は

天
井
画
を
描
く
際
に
長
浜
の
大
通
寺
や
、
法
界
寺
の
飛
天
像
を
研
究
し
て
い
た

こ
と
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
。

24

ま
た
、﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
明
治
四
三
年
六
月
一
九
日
付
の
記
事
で
は
、﹁
恵

25

心
僧
都
の
筆
と
伝
え
ら
れ
る
二
十
五
菩
薩
の
図
﹂
を
栖
鳳
が
研
究
し
て
い
る
と

報
じ
て
い
る
。﹃
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
﹄
に
は
﹁
伝
恵
心
僧
都
筆
阿
弥
陀

二
十
五
菩
薩
来
迎
図
﹂
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
作
品
が
あ
り
、
こ
の
作
品
は
現
在

で
は
高
野
山
有
志
八
幡
講
十
八
箇
院
所
蔵
の
︽
阿
弥
陀
聖
衆
来
迎
図
︾
の
名
前

で
知
ら
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
栖
鳳
は
一
九
〇
〇
年
パ
リ
万
博
に
際
し
て
渡

欧
し
て
お
り
、
一
九
〇
〇
年
パ
リ
万
博
に
向
け
て
作
成
さ
れ
た
﹃
稿
本
日
本
帝

国
美
術
略
史
﹄
を
見
て
い
る
と
考
え
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
明
治
四

四
年
六
月
二
〇
日
付
の
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
栖
鳳
の
談
話

﹁
耕
魚
荘
清
談
﹂
に
以
下
の
証
言
が
あ
る
。

私
が
本
願
寺
天
女
の
参
考
に
つ
き
東
京
の
美
術
学
校
か
ら
借
て
来
た
恵
心

の
来
迎
仏
、
並
に
二
十
五
菩
薩
な
ど
も
模
写
を
さ
せ
ま
し
た
が
、
東
京
か

ら
八
釜
ま
し
く
返
せ
と
の
こ
と
で
一
幅
は
返
し
一
幅
は
残
し
て
お
き
ま
し

た
所
、
返
し
た
も
の
は
あ
の
火
事
で
焼
け
て
し
ま
ひ
、
残
し
て
置
い
た
も

の
は
其
為
助
か
り
ま
し
た
。

26

東
京
美
術
学
校
に
は
︽
高
野
山
二
十
五
菩
薩
︾
の
模
写
が
収
蔵
さ
れ
て
お

り
、
栖
鳳
は
こ
れ
を
用
い
て
研
究
を
試
み
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
栖
鳳
が

27
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語
っ
て
い
る
作
品
の
借
入
時
期
が
、
絵
画
専
門
学
校
の
命
に
よ
る
東
京
出
張
中

か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
栖
鳳
が
東
本
願
寺
天
井
画
制
作
の
為
に
東
京
美
術
学
校

か
ら
資
料
を
持
ち
帰
り
研
究
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
だ
。
こ
の
記
事
で

栖
鳳
が
言
っ
て
い
る
火
事
と
は
、
明
治
四
四
年
一
月
二
五
日
に
起
こ
っ
た
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
火
事
の
詳
細
は
、﹃
東
京
芸
術
大
学
百
年
史
﹄

に
記
載
さ
れ
て
お
り
、﹁
高
野
山
国
宝
恵
心
僧
都
筆
廿
五
菩
薩
来
迎
図
の
模
写

28

三
幅
と
な
り
居
る
中
の
一
幅
﹂
が
焼
失
し
た
と
伝
え
て
い
る
。
現
在
の
東
京
芸

術
大
学
美
術
館
所
蔵
の
︽
高
野
山
有
志
八
幡
講
十
八
箇
院
阿
弥
陀
聖
衆
来
迎

図
︾
の
う
ち
、
左
幅
の
み
明
治
四
四
年
に
買
い
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
明
治
四
四

29

年
は
火
事
に
よ
り
焼
失
し
た
資
料
類
を
再
度
購
入
す
る
た
め
に
特
別
予
算
が
組

ま
れ
て
お
り
、
焼
失
し
た
左
幅
も
こ
れ
に
よ
り
再
購
入
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

今
回
、
東
京
芸
術
大
学
付
属
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︽
高
野
山
有
志
八

幡
講
十
八
箇
院
阿
弥
陀
聖
衆
来
迎
図
︾
の
う
ち
、
左
幅
、
右
幅
を
実
見
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
実
見
す
る
と
、
こ
の
模
本
は
粗
い
筆
致
の
も
の
で
あ
り
、
本
画

の
技
法
を
学
べ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
栖
鳳
が
実
際
に

参
考
に
で
き
た
部
分
と
い
え
ば
、
構
図
や
装
飾
品
、
衣
の
文
様
と
い
っ
た
部
分

で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
持
っ
て
い
る
楽
器
類
は
も
ち
ろ
ん
、
器
に

花
を
入
れ
て
い
る
も
の
や
、
首
飾
り
の
形
、
冠
の
縁
の
デ
ザ
イ
ン
な
ど
に
︽
散

華
︾
と
の
共
通
点
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
衣
の
文
様
に
つ
い
て
、
栖
鳳
が
実
際
の
作
品
だ
け
で
は
な
く
、
資
料

類
か
ら
研
究
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
画
面
の
下
方
に
描
か
れ
て
い
る

首
か
ら
太
鼓
を
下
げ
た
天
女
の
衣
装
の
柄
は
﹃
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
﹄
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
の
︽
普
賢
菩
薩
像
︾
と
ほ
ぼ
同
じ
文

様
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
円
を
分
割
す
る
よ
う
に
十
字
が
走
り
、
そ
の

線
の
間
に
花
を
描
く
と
い
う
構
造
は
ど
ち
ら
も
共
通
す
る
。
し
か
し
、
現
在
公

開
さ
れ
て
い
る
画
像
を
確
認
す
る
と
、︽
普
賢
菩
薩
像
︾
の
衣
の
文
様
は
厳
密

に
円
を
四
分
割
す
る
よ
う
な
印
象
は
な
く
、
描
か
れ
た
花
も
幾
重
に
も
花
弁
が

重
な
っ
て
い
る
た
め
、﹃
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
﹄
と
は
異
な
る
印
象
を
受

け
る
。﹃
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
﹄
は
木
版
刷
り
で
あ
る
た
め
実
際
の
作
品

と
は
異
な
り
、
こ
の
﹃
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
図
像
と

︽
散
華
︾
に
描
か
れ
た
文
様
と
が
酷
似
し
て
い
る
こ
と
は
、
栖
鳳
が
天
井
画
制

作
に
﹃
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
﹄
を
用
い
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
と

い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
人
体
表
現
に
つ
い
て
は
特
に
参
照
し
た
よ
う
な
点
を
見
出
す

こ
と
は
難
し
い
た
め
、︽
阿
弥
陀
聖
衆
来
迎
図
︾
は
持
物
や
装
身
具
な
ど
の
細

か
い
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
研
究
し
、
ポ
ー
ズ
や
構
図
な
ど
は
他
の
作
品
を
研
究

し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
後
、
栖
鳳
が
ど
ん
な
き
っ
か
け
で
空
間
構
成
を
変
更
し
Ｂ
群
制
作
に
移

行
し
て
い
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
明
治
四
三
年
一
一
月
一
九
日

に
栖
鳳
が
帝
国
劇
場
天
井
画
を
見
学
し
た
こ
と
が
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
で
報
じ

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
後
一
二
月
一
九
日
の
記
事
で
は
下
絵
を
改
変
し
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。

三
︱
四

帝
国
劇
場
客
席
天
井
画
︽
羽
衣
︾

帝
国
劇
場
は
明
治
四
四
年
三
月
一
日
に
会
場
式
が
行
わ
れ
、
同
月
四
日
に
第

30
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一
回
興
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
帝
国
劇
場
客
席
の
天
井
画
︽
羽
衣
︾
は
和

田
英
作
が
指
揮
を
執
り
、
東
京
美
術
学
校
卒
業
生
ら
が
そ
の
制
作
に
あ
た
っ
て

い
た
。
帝
国
劇
場
は
大
正
一
二
年
関
東
大
震
災
に
よ
り
焼
失
し
て
い
る
が
、
平

成
一
四
年
に
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
﹁
よ
み
が
え
る
帝
国
劇

場
﹂
展
で
Ｃ
Ｇ
や
模
型
で
の
復
元
が
試
み
ら
れ
、
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
で
そ
の
成

果
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
論
で
は
﹁
よ
み
が
え
る
帝
国
劇
場
﹂
展
の

31

図
録
に
掲
載
さ
れ
た
再
現
図
版
に
よ
り
論
を
進
め
て
い
く
。
ま
た
、
和
田
の
壁

画
制
作
に
つ
い
て
は
手
塚
恵
美
子
氏
の
﹁
和
田
英
作
と
装
飾
美
術
﹂
に
詳
し
い

報
告
が
さ
れ
て
い
る
。

32

和
田
が
制
作
し
た
帝
国
劇
場
客
席
天
井
画
︽
羽
衣
︾
を
栖
鳳
が
見
学
し
た
こ

と
は
明
治
四
三
年
一
一
月
一
九
日
の
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
記
事
で
確
認
で
き

る
。
栖
鳳
と
同
様
、
和
田
英
作
も
一
九
〇
〇
年
パ
リ
万
博
に
際
し
て
渡
欧
し
て

33い
た
。
当
時
パ
リ
に
留
学
し
て
い
た
日
本
人
た
ち
が
結
成
し
た
パ
ン
テ
オ
ン
会

に
栖
鳳
は
﹁
ド
ス
カ
﹂
と
い
う
渾
名
で
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
お

り
、
こ
の
パ
ン
テ
オ
ン
会
を
通
じ
て
和
田
と
交
流
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
栖
鳳

34

が
東
京
美
術
学
校
か
ら
作
品
を
借
用
し
て
い
た
こ
と
、
二
度
に
わ
た
り
東
京
美

術
学
校
教
授
就
任
を
要
請
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
、
東
京
美
術
学
校
と
栖
鳳
は

35

い
く
つ
か
の
関
わ
り
が
あ
り
、
美
術
学
校
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
和
田
と
帰
国

後
も
、
親
交
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
で
き
る
。
大
正
二
年
六
月
一
五

日
の
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
で
も
、
和
田
と
栖
鳳
が
パ
リ
時
代
に
親
交
を
持
っ
て

い
た
こ
と
、
そ
の
伝
手
で
和
田
が
国
民
美
術
協
会
に
、
栖
鳳
を
勧
誘
す
る
た
め

に
京
都
を
訪
れ
て
い
た
こ
と
を
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
国
民
美
術
協
会
と
栖
鳳
と

36

の
関
係
は
山
梨
絵
美
子
氏
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
和
田

37

と
の
親
交
に
よ
り
、
天
井
画
を
描
く
参
考
と
し
て
栖
鳳
が
和
田
の
制
作
を
見
学

す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

和
田
の
天
井
画
︽
羽
衣
︾
は
一
三
の
画
面
か
ら
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に

一
～
一
二
人
ほ
ど
の
天
女
が
描
か
れ
て
い
る
。
天
女
た
ち
の
姿
勢
は
そ
れ
ぞ
れ

異
な
っ
て
お
り
、
様
々
な
方
向
を
向
い
て
画
面
に
複
雑
な
動
き
を
与
え
て
い

る
。
体
の
上
下
の
向
き
や
正
面
・
背
面
が
混
在
し
て
お
り
、
体
の
ひ
ね
り
方
、

背
面
を
描
き
同
時
に
顔
も
描
く
と
い
っ
た
体
を
反
ら
す
人
体
表
現
は
デ
ッ
サ
ン

の
修
練
を
し
た
洋
画
家
ら
し
い
現
実
感
が
あ
る
。
ま
た
、
空
間
を
飛
翔
す
る
様

子
を
表
現
す
る
た
め
に
、
和
田
は
天
女
を
と
ら
え
る
視
点
に
仰
角
の
視
点
を
採

用
し
て
い
る
。
体
を
下
か
ら
仰
ぎ
見
る
視
点
で
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
り
、
現
実

の
空
間
と
絵
画
上
の
空
間
を
一
致
さ
せ
、
よ
り
現
実
に
即
し
て
再
現
し
て
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
栖
鳳
は
こ
の
仰
角
の
視
点
を
作
品
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

仰
角
の
視
点
は
、︽
飛
天
舞
楽
図
︾
草
稿
の
下
絵
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

︽
天
女
・
素
描
③
︾
に
強
く
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
仰
角
の
視
線
を
感

じ
さ
せ
る
表
現
と
し
て
、
反
ら
し
た
体
と
奥
へ
延
ば
さ
れ
た
脚
が
あ
げ
ら
れ

る
。
栖
鳳
は
こ
の
ポ
ー
ズ
を
重
視
し
て
い
た
の
か
、
︽
天
女
・
素
描
③
︾
に
お

い
て
六
体
中
四
体
の
ポ
ー
ズ
を
、
胸
を
画
面
の
前
方
に
向
け
る
よ
う
に
体
を
反

ら
せ
、、
後
方
に
向
か
っ
て
足
を
伸
ば
す
と
い
う
ポ
ー
ズ
を
採
用
し
て
い
る
。

こ
の
ポ
ー
ズ
は
前
後
の
運
動
を
示
唆
し
、
下
か
ら
見
上
げ
た
時
に
空
中
か
ら
舞

い
降
り
て
く
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
と
く
に
脚
の
表
現
に
関
し
て
は
、
ど

の
天
女
も
奥
へ
と
足
を
伸
ば
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
︽
羽
衣
︾
に

描
か
れ
て
い
る
多
く
の
天
女
に
も
共
通
す
る
部
分
で
あ
る
。
栖
鳳
は
こ
れ
ら
の
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二
点
を
仰
角
の
視
点
を
強
調
す
る
ポ
ー
ズ
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

栖
鳳
は
仰
角
の
視
点
を
重
視
し
天
井
画
を
制
作
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
仰
角
の
視
点
は
人
体
の
前
後
の
向
き
や
運
動
の
方
向
に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
、
そ
れ
は
︽
羽
衣
︾
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
そ
れ
を
可
能
と
し
た
大
き
な
要
因
と
し
て
、
裸

体
モ
デ
ル
を
用
い
て
人
体
デ
ッ
サ
ン
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

人
体
表
現
の
根
幹
を
な
す
モ
デ
ル
は
非
常
に
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。
天
女
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
岡
田
み
ど
り
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
こ
と
と

し
、
次
に
栖
鳳
が
行
っ
た
裸
体
デ
ッ
サ
ン
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
こ
う
。

三
︱
五

人
体
デ
ッ
サ
ン

京
都
市
美
術
館
に
は
モ
デ
ル
を
写
し
た
写
生
図
が
残
さ
れ
て
お
り
、
栖
鳳
の

デ
ッ
サ
ン
へ
の
取
り
組
み
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど

は
縦
三
八
㎝
、
横
五
八
㎝
の
西
洋
紙
に
描
か
れ
、
サ
ン
ギ
ー
ヌ
や
コ
ン
テ
、
青

チ
ョ
ー
ク
を
用
い
て
描
か
れ
て
い
る
。
写
生
の
中
に
は
稚
拙
さ
を
残
し
た
も
の

や
、
か
な
り
習
熟
し
た
筆
致
で
描
か
れ
て
い
る
も
の
ま
で
が
混
在
し
て
い
る
。

表
現
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
た
め
、
書
き
手
が
複
数
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な

い
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
デ
ッ
サ
ン
が
ど
の
よ
う
に
作
品
に
反
映
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、

︽
天
女
・
素
描
③
︾
の
う
ち
、
重
視
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
、
胸
を
張
り
、

腰
を
引
く
ポ
ー
ズ
の
描
か
れ
た
過
程
を
追
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

こ
の
写
生
群
の
中
で
散
見
で
き
る
ポ
ー
ズ
の
う
ち
、
膝
を
つ
い
て
胸
を
張
り

だ
し
、
腰
を
引
く
ポ
ー
ズ
が
あ
る
︵
図
一
一
︶。
こ
の
ポ
ー
ズ
は
描
写
が
ぎ
こ

ち
な
い
も
の
か
ら
習
熟
し
て
い
る
も
の
ま
で
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の

中
で
特
に
モ
デ
ル
の
取
っ
て
い
る
ポ
ー
ズ
が
わ
か
り
や
す
く
書
か
れ
て
い
る
も

の
と
し
て
、
図
一
二
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
左
手
を
伸
ば
し
て
い
る
の
は
何

か
を
つ
か
み
、
体
を
支
え
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
立
膝
を
つ
い

て
上
半
身
を
前
方
に
倒
す
こ
と
で
、︽
天
女
・
素
描
③
︾
で
描
か
れ
た
姿
勢
を

再
現
で
き
る
。
さ
ら
に
、
脚
の
デ
ッ
サ
ン
を
行
っ
て
い
る
︵
図
一
三
︶。
脚
は

奥
に
入
る
描
写
が
困
難
で
あ
る
が
、
よ
く
描
写
で
き
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ

れ
ら
の
立
膝
を
つ
い
た
ポ
ー
ズ
と
、
脚
を
組
み
合
わ
せ
て
︽
天
女
・
素
描
③
︾

に
あ
る
、
胸
を
張
り
だ
し
て
脚
を
奥
に
伸
ば
す
と
い
う
ポ
ー
ズ
が
出
来
あ
が
っ

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
写
生
群
に
は
後
の
回
想
を
裏
付
け
る
と
考
え
ら
れ
る
要
素
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
神
崎
憲
一
の
言
葉
に
よ
る
と
、
高
い
足
場
の
上
か
ら
床

に
寝
か
せ
た
モ
デ
ル
を
写
生
し
た
ら
し
い
。
図
一
四
は
床
に
寝
こ
ろ
ん
だ
モ
デ

38

ル
を
描
い
た
と
考
え
ら
れ
る
写
生
で
あ
る
。
し
か
し
神
崎
の
い
う
よ
う
な
﹁
高

い
足
場
﹂
で
写
生
し
た
と
い
う
距
離
感
で
は
な
く
、
モ
デ
ル
が
寝
こ
ろ
び
、
画

家
が
立
っ
て
い
る
状
態
で
写
生
を
し
た
よ
う
な
高
低
差
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
写
生
群
の
紹
介
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
特
徴
と
し
て
、
写

生
が
洋
画
で
用
い
ら
れ
る
画
材
を
使
っ
て
い
る
こ
と
、
デ
ッ
サ
ン
は
稚
拙
な
も

の
か
ら
習
熟
し
た
も
の
ま
で
混
在
し
て
い
る
こ
と
、
段
階
を
経
て
デ
ッ
サ
ン
を

行
っ
て
い
る
こ
と
、
神
崎
の
証
言
を
裏
付
け
る
要
素
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
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三
︱
六

天
女
の
モ
デ
ル

こ
の
よ
う
な
デ
ッ
サ
ン
を
可
能
に
し
た
の
は
栖
鳳
が
東
京
か
ら
裸
体
モ
デ
ル

を
雇
っ
て
き
た
た
め
で
あ
る
と
い
え
る
。
栖
鳳
が
東
京
か
ら
連
れ
て
き
た
岡
田

み
ど
り
は
、
明
治
四
三
年
一
二
月
こ
ろ
京
都
に
や
っ
て
き
た
。
天
井
画
制
作
だ

け
で
な
く
、
み
ど
り
は
洋
画
家
の
津
田
青
楓
や
黒
猫
会
、
仮
面
会
の
モ
デ
ル
も

つ
と
め
た
。
ま
た
、
モ
デ
ル
と
し
て
ポ
ー
ズ
を
と
る
だ
け
で
は
な
く
、
仮
面
会

39

の
比
叡
山
登
山
に
同
行
す
る
予
定
で
あ
っ
た
り
、
文
学
者
と
も
交
流
が
あ
っ
た

り
と
、
み
ど
り
の
交
友
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
断
続
的
に
﹃
京

40

都
日
出
新
聞
﹄
で
報
じ
ら
れ
、
京
都
市
民
の
み
ど
り
へ
の
興
味
と
、
天
井
画
へ

の
関
心
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
明
治
四
四
年
み
ど
り
は
東
京
に
帰
省
し
た
折
、
突
然
亡
く
な
っ
て

し
ま
う
。
そ
の
第
一
報
は
一
一
月
一
二
日
に
な
る
が
、
そ
の
約
三
ヶ
月
後
の
明

41

治
四
五
年
二
月
五
日
に
追
悼
記
事
﹁
天
女
の
モ
デ
ル
︱
死
ん
だ
み
ど
り
の
事

共
﹂
が
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
。
み
ど
り
の
写
真
を
配
し
、
一
面

42

の
ほ
ぼ
半
分
の
量
を
割
い
た
大
き
な
記
事
で
あ
る
。
み
ど
り
が
東
京
で
モ
デ
ル

を
つ
と
め
て
い
た
岡
田
三
郎
助
の
妻
、
八
千
代
の
手
記
を
引
用
し
、
東
京
で
の

み
ど
り
を
紹
介
し
た
後
、
栖
鳳
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
筆
者
が
見
知
っ
た
京
都
で

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
。
追
悼
記
事
の
後
も
、
茅
野
蕭
々
が
み
ど
り

を
モ
デ
ル
に
詩
を
書
く
予
定
で
あ
っ
た
り
、
北
野
恒
富
の
︽
浴
後
︾
を
見
た
記

43

者
が
み
ど
り
を
思
い
出
し
た
り
と
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
も
み
ど
り
に
関
す
る
記

44

事
が
見
出
せ
る
。

こ
れ
ら
の
記
事
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
み
ど
り
は
栖
鳳
の
天
井
画
制
作

や
、
栖
鳳
に
関
わ
り
の
深
い
画
家
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
仮
面
会
と
い
う
洋
画

家
も
参
加
し
て
い
た
美
術
団
体
で
も
モ
デ
ル
を
つ
と
め
、
ま
た
、
詩
人
や
新
聞

に
記
事
を
書
く
よ
う
な
文
学
者
と
の
交
流
も
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
み
ど
り

が
京
都
に
お
け
る
男
性
た
ち
の
文
化
的
サ
ロ
ン
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
と
見

る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

さ
て
、
こ
れ
ま
で
栖
鳳
の
人
体
表
現
に
つ
い
て
、
東
本
願
寺
天
井
画
制
作
を

中
心
に
確
認
し
て
き
た
。

栖
鳳
は
制
作
に
あ
た
り
、
様
々
な
仏
画
を
研
究
し
て
き
た
が
、
最
終
的
な
構

想
と
考
え
ら
れ
る
東
本
願
寺
に
納
め
ら
れ
た
︽
飛
天
舞
楽
図
︾
草
稿
は
仏
画
を

研
究
し
た
要
素
が
希
薄
で
あ
る
。
天
女
は
一
人
一
人
異
な
る
姿
勢
を
し
、
独
立

し
て
空
中
を
舞
う
よ
う
に
飛
翔
し
て
い
る
。
こ
れ
は
実
際
の
空
間
と
作
品
の
中

の
空
間
を
一
本
化
し
よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
空
間
を

描
き
出
す
た
め
に
、
帝
国
劇
場
客
席
天
井
画
を
見
学
し
、
栖
鳳
は
仰
角
の
視
線

を
採
用
し
た
。
仰
ぎ
見
る
視
線
で
天
女
を
描
く
た
め
に
は
裸
体
モ
デ
ル
を
デ
ッ

サ
ン
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
た
め
、
東
京
で
モ
デ
ル
を
雇
い
人
体
デ
ッ

サ
ン
に
励
ん
だ
。
結
局
天
井
画
は
完
成
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
東
本
願
寺
三
門
供

養
の
記
念
品
と
し
て
天
女
を
扇
子
に
描
い
た
こ
と
や
、
親
鸞
の
遠
忌
法
要
の
た

め
の
打
敷
の
下
絵
を
描
い
た
こ
と
な
ど
、
東
本
願
寺
に
ま
つ
わ
る
仕
事
の
中

で
、
栖
鳳
が
天
女
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

ま
た
、
栖
鳳
と
東
京
の
美
術
家
た
ち
と
の
交
流
も
重
要
で
あ
る
。
栖
鳳
は
文

展
開
設
以
後
、
審
査
の
た
め
毎
年
東
上
し
、
し
ば
ら
く
東
京
に
滞
在
し
て
い

た
。
文
展
日
本
画
の
審
査
委
員
と
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
は
簡
単
に
想
像
で
き
る

− 101 −



が
、
美
術
学
校
か
ら
作
品
を
借
り
出
し
て
い
た
り
、
教
授
就
任
を
要
請
さ
れ
た

り
と
、
美
術
学
校
と
い
う
組
織
と
の
や
り
取
り
も
あ
っ
た
こ
と
は
注
視
す
べ
き

点
で
あ
ろ
う
。

東
本
願
寺
天
井
画
に
つ
い
て
は
、
栖
鳳
の
人
物
画
を
検
証
す
る
う
え
で
非
常

に
重
要
な
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
は
共
通
に
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

今
回
、
東
本
願
寺
天
井
画
制
作
を
、﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
記
事
か
ら
読
み
取
れ

る
制
作
過
程
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
栖
鳳
が
研
究
し
た
作
品
、
天
井
画
の

た
め
の
構
想
や
デ
ッ
サ
ン
を
一
つ
の
流
れ
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
こ
と
は
本
論
で
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
︽
絵
に

な
る
最
初
︾、︽
日
稼
︾
と
い
っ
た
人
物
画
を
検
証
す
る
重
要
な
手
が
か
り
に
な

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
１

平
野
重
光
﹃
栖
鳳
芸
談

﹁
日
出
新
聞
﹂
切
抜
帳
﹄
、
京
都
新
聞
社
、
平
成
六
年
。

２

廣
田
孝
﹃
竹
内
栖
鳳

近
代
日
本
画
の
源
流
﹄
、
思
文
閣
出
版
、
平
成
一
二
年
。

３

竹
内
逸
﹁
栖
鳳
と
い
ふ
人
﹂
、
﹁
栖
鳳
名
作
展
﹂
目
録
、
昭
和
三
二
年
、
二
頁
。

４

平
野
重
光
﹃
竹
内
栖
鳳

芸
苑
余
話
﹄
、
京
都
新
聞
社
、
昭
和
六
一
年
。

平
野
重
光
﹃
栖
鳳
芸
談

﹁
日
出
新
聞
﹂
切
抜
帳
﹄
、
京
都
新
聞
社
、
平
成
六
年
。

廣
田
孝
﹃
竹
内
栖
鳳

近
代
日
本
画
の
源
流
﹄
、
思
文
閣
出
版
、
平
成
一
二
年
。

５

平
野
重
光
﹁
昇
天
し
て
し
ま
っ
た
雀
と
天
女
の
話
︱
︱
東
本
願
寺
の
付
図
前
と
天
井

画
の
事
﹂
、
﹃
竹
内
栖
鳳

芸
苑
余
話
﹄
、
京
都
新
聞
社
、
平
成
六
一
年
、
三
一
～
六
〇

頁
。

６

東
本
願
寺
天
井
画
に
つ
い
て
は
主
に
次
の
文
献
を
参
照
し
た
。

●
田
中
日
佐
夫
﹃
竹
内
栖
鳳
﹄、
岩
波
書
店
、
昭
和
六
三
年
。

●
塩
川
京
子
﹁
︿
研
究
レ
ポ
ー
ト
﹀
三
点
の
人
物
画
に
つ
い
て
﹂、﹃
叢
書
﹁
京
都
の
美

術
﹂
Ⅳ

竹
内
栖
鳳
の
資
料
と
解
題

資
料
研
究
﹄、
京
都
市
美
術
館
、
平
成
二

年
、
二
～
一
五
頁
。

●
﹁
解
題

４
、﹁
散
華
﹂。
５
、
６
、
７
、﹁
天
女
﹂。﹂﹃
叢
書
﹁
京
都
の
美
術
﹂

Ⅳ

竹
内
栖
鳳
の
資
料
と
解
題

資
料
研
究
﹄、
京
都
市
美
術
館
、
平
成
二
年
、
五

六
～
五
七
頁
。

●
﹁
作
品
解
説

③
散
華
︵
下
絵
︶、
④
天
女
︵
下
絵
︶﹂、﹃﹁
栖
鳳
・
松
園

:

本
画
と

下
絵
﹂
展
図
録
﹄、
京
都
新
聞
社
、
平
成
六
年
、
一
一
〇
～
一
一
一
頁
。

●
廣
田
孝
﹃
竹
内
栖
鳳

近
代
日
本
画
の
源
流
﹄、
思
文
閣
出
版
、
平
成
一
二
年
。

●
吉
中
充
代
﹁
近
代
日
本
の
百
貨
店
と
美
術
︱
高
島
屋
資
料
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
み

る
﹂、﹃﹁
高
島
屋
百
華
展
﹂
図
録
﹄、
朝
日
新
聞
社
、
平
成
二
二
年
、
八
～
一
五
頁
。

●
後
藤
結
美
子
﹁
竹
内
栖
鳳
の
東
本
願
寺
御
影
堂
門
天
井
画
︽
飛
天
舞
楽
図
︾
草
稿

を
見
て
﹂、﹃
視
覚
の
現
場
︱
季
節
の
綻
び
﹄
第
九
号
、
平
成
二
三
年
六
月
、
五
六

～
五
七
頁
。

７

竹
内
逸
﹁︽
ア
レ
夕
立
に
︾
作
品
解
説
﹂、﹁
竹
内
栖
鳳
名
作
展
﹂
図
録
、
昭
和
三
二

年
、
一
〇
頁
。

８

三
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
。

●
大
容
堂
主
人
﹁
栖
鳳
の
舞
妓
と
世
評
︵
上
︶﹂、﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄、
明
治
四
二
年

一
〇
月
二
四
日
、
五
頁
。

●
大
容
堂
主
人
﹁
栖
鳳
の
舞
妓
と
世
評
︵
中
︶﹂、﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄、
明
治
四
二
年

一
〇
月
三
一
日
、
五
頁
。
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●
大
容
堂
主
人
﹁
栖
鳳
の
舞
妓
と
世
評
︵
下
︶
﹂
、
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄、
明
治
四
二
年

一
一
月
一
四
日
、
五
頁
。

９

前
掲
８
﹁
栖
鳳
の
舞
妓
と
世
評
︵
上
︶
﹂
。

鹿
子
木
孟
郎
﹁
公
設
展
覧
会
の
日
本
画
管
見
﹂
、
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄、
明
治
四
二
年
年

10
一
一
月
七
日
、
五
頁
。

前
掲
８
﹁
栖
鳳
の
舞
妓
と
世
評
︵
下
︶
﹂

11

小
野
竹
喬
﹃
冬
日
帖
﹄
、
求
龍
堂
、
昭
和
五
四
年
、
九
五
頁
。

12

竹
内
逸
﹃
栖
鳳
閑
話
﹄
、
改
造
社
、
昭
和
一
一
年
、
八
七
～
八
九
頁
。

た
と
え
ば
、
竹
内
栖
鳳
﹁
画
談
数
則
﹂
、
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
、
明
治
四
二
年
一
〇
月
三

13
日
、
五
頁
。

東
本
願
寺
に
つ
い
て
は
主
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
た
。

14h
ttp

:

/
/hig

ash
ih
o
n
g
an
ji

.or

.jp

/

﹁
美
術
工
芸
﹂
、
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
、
明
治
四
三
年
三
月
五
日
、
三
頁
。

15

﹁
美
術
工
芸
﹂
、
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
、
明
治
四
三
年
五
月
一
日
、
一
頁
。

16

﹁
栖
鳳
画
伯
筆
納
の
兎
﹂
、
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
、
大
正
四
年
一
月
一
日
、
一
頁
。

17

小
自
在
庵
﹁
遅
桜
﹂
、
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
、
大
正
四
年
四
月
二
七
日
、
三
頁
。

18

﹁
美
術
工
芸
﹂
、
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
、
大
正
六
年
二
月
七
日
、
一
頁
。

19

﹁
天
女
舞
楽
図
画
稿
﹂
、
﹃
国
画
﹄
、
昭
和
一
七
年
年
一
二
月
、
八
頁
。

20

﹁
解
題

４
、
﹁
散
華
﹂
。
５
、
６
、
７
、
﹁
天
女
﹂
。
﹂
﹃
叢
書
﹁
京
都
の
美
術
﹂
Ⅳ

21
竹
内
栖
鳳
の
資
料
と
解
題

資
料
研
究
﹄
、
京
都
市
美
術
館
、
平
成
二
年
、
五
六
～
五
七

頁
。

︽
散
華
︾
は
画
面
の
大
き
さ
が
異
な
る
二
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
紙
面
の
関

22
係
上
︽
散
華
・
下
絵
︾
、
︽
天
女
・
素
描
︾
と
画
面
の
形
状
、
天
女
群
の
描
か
れ
方
に
共

通
点
が
多
く
見
出
せ
る
背
景
が
金
地
の
︽
散
華
︾
の
み
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

描
き
手
が
複
数
存
在
す
る
可
能
性
は
京
都
市
美
術
館
後
藤
結
美
子
氏
よ
り
ご
教
示
い

23
た
だ
い
た
。

た
と
え
ば
、
前
掲
４
平
野
重
光
﹁﹁
昇
天
し
て
し
ま
っ
た
雀
と
天
女
の
話
︱
︱
東
本
願

24
寺
の
付
図
前
と
天
井
画
の
事
﹂。

﹁
美
術
工
芸
﹂、﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄、
明
治
四
三
年
六
月
一
九
日
、
一
頁
。

25

竹
内
栖
鳳
談
﹁
耕
魚
荘
清
談
﹂、﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄、
明
治
四
四
年
六
月
二
〇
日
、
三

26
頁
。東

京
芸
術
大
学
美
術
館
編
﹃
東
京
芸
術
大
学
大
学
美
術
館
蔵
品
目
録

東
洋
画
模
本

27
Ⅰ
～
Ⅴ
﹄、
第
一
法
規
、
平
成
一
一
年
。

東
京
芸
術
大
学
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
東
京
芸
術
大
学
百
年
史

東
京
美
術
学
校

28
篇

第
二
巻
﹄、
ぎ
ょ
う
せ
い
、
昭
和
六
二
年
、
四
七
九
～
四
八
二
頁
。

前
掲

を
参
照
。

29

27

帝
国
劇
場
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
し
た
。

30

●
﹁
よ
み
が
え
る
帝
国
劇
場
﹂
展
図
録
、
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
、
平
成
一
四
年
。

●
﹁
新
た
に
成
れ
る
帝
国
劇
場
﹂、﹃
美
術
新
報
﹄、
一
〇
巻
五
号
、
明
治
四
四
年
五

月
、
二
三
～
二
九
頁
。

前
掲

﹁
よ
み
が
え
る
帝
国
劇
場
﹂
展
図
録
、
八
頁
。

31

30

手
塚
恵
美
子
﹁
和
田
英
作
と
装
飾
美
術
﹂、﹃
鹿
島
美
術
財
団
年
報
﹄
二
十
四
号
、
平

32
成
一
六
年
、
一
八
八
～
二
〇
二
頁
。

﹁
美
術
工
芸
﹂、﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄、
明
治
四
三
年
一
一
月
一
九
日
、
二
頁
。

33

パ
ン
テ
オ
ン
会
の
活
動
に
つ
い
て
は
、﹃
パ
ン
テ
オ
ン
会
雑
誌
﹄
研
究
会
編
﹃
パ
リ

34

1900

年
・
日
本
人
留
学
生
の
交
遊
：﹃
パ
ン
テ
オ
ン
会
雑
誌
﹄
資
料
と
研
究
﹄、
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
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平
成
一
六
年
を
参
照
。

東
京
芸
術
大
学
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
東
京
芸
術
大
学
百
年
史

東
京
美
術
学
校

35
篇

第
二
巻
﹄
、
ぎ
ょ
う
せ
い
、
昭
和
六
二
年
、
四
三
六
～
四
三
九
頁
、
五
三
二
頁
。

﹁
国
民
美
術
協
会
と
日
本
画
家
﹂
、
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
、
大
正
二
年
六
月
一
五
日
、
一

36
頁
。山

梨
絵
美
子
﹁
黒
田
清
輝
の
二
度
目
の
渡
欧
︱
︱
そ
し
て
パ
ン
テ
オ
ン
会
と
の
関
わ

37
り
﹂
、
﹃
パ
ン
テ
オ
ン
会
雑
誌
﹄
研
究
会
編
﹃
パ
リ

年
・
日
本
人
留
学
生
の
交
遊
：﹃
パ

1900

ン
テ
オ
ン
会
雑
誌
﹄
資
料
と
研
究
﹄
、
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
平
成
一
六
年
、
四
四
七
～
四
五
七

頁
。神

崎
憲
一
﹁
栖
鳳
追
悼
号
掲
出
作
解
説

東
本
願
寺
山
門
天
井
絵

天
女
舞
楽
図
下

38
図
﹂
、
﹃
国
画
﹄
、
昭
和
一
七
年
一
二
月
、
九
頁
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
次
の
記
事
に
見
出
せ
る
。

39

﹁
美
術
工
芸
﹂
、
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
、
明
治
四
四
年
四
月
二
六
日
、
二
頁
、
八
月
三
一

日
、
一
頁
、
津
田
清
風
が
使
用
。

﹁
美
術
工
芸
﹂
、
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
、
明
治
四
四
年
、
四
月
二
八
日
、
二
頁
、
黒
猫
会

が
使
用
。

比
叡
山
登
山
に
つ
い
て
は
﹁
美
術
工
芸
﹂
、
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
、
明
治
四
四
年
六
月
四

40
日
、
一
頁
に
、
仮
面
会
の
比
叡
山
登
山
に
み
ど
り
が
同
行
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
雨

天
の
た
め
中
止
さ
れ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
文
学
者
と
の
交
流
に
関
し
て
は
、

み
ど
り
の
追
悼
記
事
を
書
い
た
﹁
隅
の
人
﹂
や
、
詩
人
の
茅
野
蕭
々
と
の
交
流
が
示
唆

さ
れ
る
記
事
が
、
そ
れ
ぞ
れ
明
治
四
五
年
二
月
五
日
﹁
天
女
の
モ
デ
ル

死
ん
だ
み
ど

り
の
事
共
﹂
、
二
月
九
日
﹁
美
術
工
芸
﹂
の
記
事
か
ら
読
み
取
れ
る
。

﹁
美
術
工
芸
﹂
、
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
、
明
治
四
四
年
一
一
月
一
二
日
、
一
頁
。

41

隅
の
人
﹁
天
女
の
モ
デ
ル

死
ん
だ
み
ど
り
の
事
共
﹂、﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄、
明
治
四

42
五
年
二
月
五
日
、
六
頁
。

﹁
美
術
工
芸
﹂、﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄、
明
治
四
五
年
二
月
九
日
、
二
頁
。

43

﹁
美
術
工
芸
﹂、﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄、
明
治
四
五
年
五
月
三
一
日
、
一
頁
。

44謝
辞

本
論
は
実
践
女
子
大
学
大
学
院
平
成
二
三
年
度
提
出
修
士
論
文
﹁
竹
内
栖
鳳
の

人
物
画
﹂
を
も
と
に
、
平
成
二
四
年
九
月
一
日
に
明
治
美
術
学
会
で
発
表
し
た

﹁
竹
内
栖
鳳
の
人
物
表
現
︱
東
本
願
寺
天
井
画
を
中
心
に
﹂
の
内
容
に
加
筆
・

修
正
を
行
っ
た
も
の
で
す
。
執
筆
に
当
た
り
京
都
市
美
術
館

後
藤
結
美
子

氏
、
東
京
芸
術
大
学

吉
田
千
鶴
子
氏
、
東
京
芸
術
大
学
美
術
館

古
田
亮

氏
、
手
塚
恵
美
子
氏
に
ご
協
力
と
多
く
の
ご
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の

場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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