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し
か
し
、
仏
教
伝
来
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
新
た
な
思
想
や
表
現
形
態
は
、

そ
れ
ま
で
の
呪
物
崇
拝
に
偶
像
崇
拝
が
加
わ
り
、
当
時
の
人
々
に
は
大
き
な
刺

激
と
な
っ
た
だ
ろ
う
。

ま
た
、
仏
像
を
伝
え
た
仏
師
は
伎
楽
面
も
伝
え
、
仮
面
を
使
用
す
る
意
図
や

仮
面
の
制
作
方
法
も
大
き
く
変
化
す
る
。
そ
れ
ま
で
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
首

か
ら
上
を
覆
う
形
体
は
、
顔
面
の
み
を
覆
う
仮
面
に
対
し
て
仮
頭
面
と
も
称
さ

れ
る
。

仏
教
伝
来
と
共
に
伝
わ
っ
た
伎
楽
は
、
大
仏
開
眼
会
な
ど
国
の
大
き
な
仏
教

儀
礼
の
際
に
大
衆
を
前
に
演
じ
ら
れ
た
古
代
日
本
に
お
け
る
最
初
の
演
劇
と
も

言
わ
れ
る
。
伎
楽
面
の
よ
う
な
仮
頭
面
を
使
用
し
た
演
劇
形
態
は
、
日
本
で
は

行
道
面
を
除
け
ば
後
に
も
先
に
も
飛
鳥
か
ら
奈
良
時
代
の
時
期
に
盛
ん
に
行
わ

れ
た
伎
楽
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。

飛
鳥
時
代
よ
り
遡
る
こ
と
お
よ
そ
一
〇
〇
〇
年
前
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
同

じ
よ
う
な
仮
頭
面
を
使
っ
た
演
劇
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ア

演
劇
も
宗
教
儀
式
か
ら
発
生
し
、
国
家
行
事
と
し
て
演
劇
の
祭
典
が
盛
ん
に
行

わ
れ
、
社
会
の
中
で
演
劇
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
っ
た
。

日
本
で
は
飛
鳥
か
ら
奈
良
時
代
に
は
国
家
行
事
と
し
て
盛
ん
に
行
わ
れ
た
伎

楽
だ
が
、
そ
の
後
演
劇
と
し
て
派
生
し
て
い
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

都
が
京
都
に
遷
り
、
貴
族
の
文
化
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
風
土
の
中
で
生
ま
れ

た
雅
な
美
意
識
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

平
安
以
後
、
盛
ん
に
は
行
わ
れ
な
く
な
り
、
ほ
ど
な
く
絶
え
て
し
ま
っ
た
伎

は
じ
め
に

今
日
の
日
本
で
は
、
出
土
遺
物
や
伝
世
品
に
よ
り
、
古
代
よ
り
現
在
ま
で
の

多
種
多
様
の
仮
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
祈
祷
や
儀
礼
、
祭
事
や
芸
能
、
そ

の
用
途
は
様
々
で
あ
り
、
素
材
や
造
形
も
多
岐
に
わ
た
る
。
中
で
も
、
主
に
飛

鳥
か
ら
奈
良
時
代
に
盛
ん
に
作
ら
れ
着
用
さ
れ
た
伎
楽
面
は
、
そ
の
大
き
さ
も

あ
り
圧
倒
的
な
存
在
感
で
、
何
も
語
ら
ず
と
も
古
の
華
や
か
な
風
景
を
想
像
さ

せ
る
。

仮
の
面
（
お
も
て
・
つ
ら
）
と
い
う
字
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
仮
面
と
は
、

顔
面
を
表
し
た
も
の
を
示
す
。
日
本
で
の
最
古
の
仮
面
と
称
さ
れ
る
も
の
は
、

土
製
や
木
製
、
あ
る
い
は
貝
な
ど
に
目
・
鼻
・
口
を
表
し
た
と
思
わ
れ
る
穴
が

開
け
ら
れ
た
最
小
限
の
平
面
的
な
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、
仮
面
土
偶
（
仮
面
を

着
け
た
人
型
の
土
偶
）
に
見
ら
れ
る
仮
面
も
抽
象
的
な
意
匠
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
仮
面
は
、
人
の
顔
面
を
積
極
的
に
模
倣
し
て
表
そ
う
と
は
せ
ず
、

抽
象
的
に
表
す
こ
と
で
、人
と
は
違
う
〈
何
モ
ノ
か
〉
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
人
物
を
模
っ
た
形
象
埴
輪
も
目
や
口
は
円
形
に
刳
り
貫
い
て
表
さ
れ

て
お
り
、
写
実
的
に
表
現
す
る
事
へ
の
抵
抗
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。

飛
鳥
～
奈
良
時
代
の
仮
面
の
造
形
と

制
作
技
法
の
考
察
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さ
れ
た
役
を
演
じ
る
た
め
に
、
仮
面
を
被
っ
た
役
者
が
発
生
す
る
。
屋
外
の
大

き
な
円
形
劇
場
で
も
目
立
つ
大
き
な
仮
面
を
被
り
、
体
も
肉
襦
袢
の
よ
う
な
も

の
を
着
用
し
て
大
き
く
見
せ
た
と
の
説
も
あ
る
。
仮
面
を
被
っ
た
役
者
が
一
人

か
ら
二
人
、
三
人
と
増
え
、
そ
の
構
成
が
変
化
し
て
い
く
と
、
コ
ロ
ス
の
合
唱

を
中
心
に
展
開
し
て
い
た
物
語
が
役
者
の
台
詞
に
よ
る
対
話
劇
へ
と
展
開
し
て

い
き
、
コ
ロ
ス
の
役
割
も
減
じ
て
い
く
。
す
る
と
よ
り
劇
的
な
深
み
を
増
す
た

め
に
は
、
表
情
が
固
定
さ
れ
た
仮
面
の
必
要
性
も
無
く
な
っ
て
い
っ
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。
頭
か
ら
被
る
大
き
な
仮
面
は
バ
ラ
ン
ス
も
悪
く
、
強
い
印
象
を
与

え
は
す
る
が
、
滑
稽
味
を
帯
び
や
す
く
悲
劇
の
よ
う
な
劇
的
展
開
に
は
向
か
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
悲
劇
と
喜
劇
と
サ
テ
ュ
ロ
ス
劇
の
三
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
が

生
ま
れ
、
サ
テ
ュ
ロ
ス
劇
は
神
話
を
戯
画
化
し
、
猥
雑
な
無
言
劇
と
し
て
演
じ

ら
れ
、
コ
ロ
ス
に
よ
る
合
唱
は
所
作
に
よ
る
無
言
劇
の
注
釈
と
し
て
の
役
割
を

担
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

サ
テ
ュ
ロ
ス
は
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
半
人
半
獣
の
姿
の
悪
戯
好
き
な
山
野
の
精

霊
で
、
巨
大
な
男
根
を
絶
え
ず
勃
起
さ
せ
た
姿
で
表
さ
れ
、
女
性
と
美
少
年
を

愛
し
、
卑
猥
な
台
詞
と
仕
草
で
笑
い
を
誘
う
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す

ぐ
に
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
伎
楽
の
崑
崙
で
あ
る
。『
旧
唐
書
』の
南
蛮
伝
に「
林

邑
以
南
に
巻
髪
の
黒
人
あ
り
、
崑
崙
と
通
号
す
」
と
あ
り
、
伎
楽
面
崑
崙
で
は

そ
の
意
匠
は
様
々
で
は
あ
る
が
、
共
通
し
て
尖
っ
た
耳
に
丸
く
大
き
く
飛
び
出

し
た
目
を
持
ち
、
口
に
は
牙
を
表
し
、
小
鼻
も
荒
々
し
く
大
き
く
開
い
た
獣
の

楽
だ
が
、
今
日
ま
で
残
る
伎
楽
面
や
装
束
か
ら
古
の
演
劇
の
様
子
を
想
像
し
、

そ
れ
以
後
の
仮
面
の
形
体
と
比
較
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

今
日
ま
で
一
四
〇
〇
年
の
時
を
越
え
伝
世
さ
れ
て
き
た
法
隆
寺
を
は
じ
め
、

東
大
寺
や
正
倉
院
に
残
る
総
計
二
〇
〇
面
を
超
え
る
伎
楽
面
は
我
々
に
何
を
語

り
か
け
て
く
れ
る
の
か
、
耳
を
傾
け
て
み
た
い
。

伎
楽
や
伎
楽
面
の
造
形
に
つ
い
て
の
考
察
―
崑
崙
・
呉
女
―

伎
楽
面
は
、
口
角
を
上
げ
笑
っ
て
い
る
様
な
表
情
を
し
た
も
の
が
多
い
。
ま

た
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
口
は
開
い
て
は
い
る
が
横
一
線
に
隙
間
程
度
の
も
の

で
あ
る
。
中
に
は
口
を
完
全
に
閉
じ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、

顎
か
ら
耳
や
頭
部
ま
で
覆
う
の
で
、
大
き
な
声
を
発
し
て
も
内
に
籠
も
っ
て
外

に
は
届
き
づ
ら
い
上
に
、
当
人
に
と
っ
て
は
け
た
た
ま
し
く
自
分
の
声
が
響
く

こ
と
で
あ
ろ
う
。
故
に
そ
の
造
形
か
ら
み
て
も
、
伎
楽
が
台
詞
な
ど
を
伴
わ
な

い
、
無
言
劇
の
よ
う
な
形
体
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
も
し
台
詞

を
伴
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
脚
本
の
よ
う
な
も
の
が
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
に
比
べ
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
仮
面
は
、
僅
か
に
残
る
陶
製
や
青
銅
製
の
仮

面
を
模
し
た
も
の
や
古
代
の
絵
画
に
描
か
れ
た
仮
面
を
見
る
と
、
口
を
大
き
く

開
き
、
目
も
見
開
い
た
劇
的
瞬
間
の
表
情
を
し
た
も
の
が
多
い
。
口
の
開
き
具

合
は
極
端
に
大
き
い
た
め
、
声
を
発
す
る
た
め
の
拡
声
器
の
よ
う
な
働
き
に
も

な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

古
代
ギ
リ
シ
ア
劇
は
コ
ロ
ス
と
い
う
コ
ー
ラ
ス
隊
で
構
成
さ
れ
る
が
、
固
定
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て
い
っ
た
伎
楽
が
、
鎌
倉
時
代
で
は
ど
の
程
度
そ
の
当
初
の
形
を
伝
え
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。裏
を
返
せ
ば
、鎌
倉
時
代
に
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
サ
キ
ュ

ロ
ス
劇
的
要
素
の
も
の
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
他
の
要
素
は
舞
楽
に
取
っ
て
代

わ
っ
て
い
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

古
代
ギ
リ
シ
ア
劇
は
、
仮
面
劇
と
し
て
の
形
態
は
消
え
て
し
ま
っ
た
が
、
何

よ
り
戯
曲
が
残
る
た
め
、
現
在
で
も
様
々
な
演
出
に
よ
っ
て
世
界
中
で
演
じ
ら

れ
て
い
る
。
特
定
の
役
柄
を
担
っ
た
仮
面
の
成
り
立
ち
は
伎
楽
面
と
共
通
す
る

部
分
で
も
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
の
仮
面
は
、
一
説
に
よ
る
と
、
亜
麻
布
を
型
に
押
し
つ
け
漆
喰
で

か
た
め
て
作
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
。
中
に
は
木
彫
に
漆
喰
地
を

施
し
彩
色
し
た
も
の
も
あ
っ
た
と
す
る
。
瞳
孔
と
口
を
開
け
る
が
、
ロ
ー
マ
時

代
に
な
る
と
、
眼
球
全
体
が
穴
に
な
り
、
口
も
異
様
な
程
大
き
く
開
け
ら
れ
た
。

頭
髪
と
髭
と
は
貼
り
付
け
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
、
ギ
リ
シ
ア
劇
の
仮
面
も
当
初
は
伎
楽
面
に
近
い
形

態
で
あ
り
、
そ
の
後
ロ
ー
マ
時
代
に
は
よ
り
劇
的
な
表
情
に
趣
向
が
変
化
し
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
仮
面
な
ど
に
見
ら
れ
る
形
態
の
変
化
か
ら
、
戯
曲
の

内
容
や
演
出
の
変
化
の
様
子
も
覗
え
る
。

伎
楽
面
は
当
初
か
ら
瞳
孔
部
分
の
み
が
開
け
ら
れ
て
い
る
が
、
視
野
を
広
げ

る
た
め
に
瞳
孔
の
周
り
も
刳
り
穴
を
広
げ
る
と
い
う
、
後
補
の
手
が
加
え
ら
れ

た
も
の
が
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
能
面
の
様
に
顔
面
に
直
に
着
け
る
形
体
と

は
違
い
、
頭
か
ら
被
る
形
体
な
の
で
、
当
人
の
目
と
面
の
目
の
穴
と
の
距
離
も

様
な
姿
で
あ
る
。

ま
た
、
狛
近
真
が
著
し
た
『
教
訓
抄
』
に
よ
る
と
、
崑
崙
は
呉
女
に
懸
想
し
、

卑
猥
な
仕
草
（
男
根
を
表
し
た
も
の
を
持
つ
）
で
追
い
求
め
る
の
だ
そ
う
だ
。

現
代
で
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
が
、古
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
、言
葉
を
伴
っ

た
笑
い
で
は
な
く
、
卑
猥
な
仕
草
か
ら
滑
稽
さ
を
感
じ
さ
せ
笑
い
を
誘
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
恐
ら
く
笑
い
と
い
う
こ
と
の
性
質
や
意
味
、
感
覚
が
根
本
的

に
違
う
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
崑
崙
も
終
に
は
力
士
に
よ
っ
て
懲
ら
し
め
ら
れ
る
筋
書
き
で
、
そ

れ
ら
の
背
景
に
は
仏
法
の
守
護
者
に
よ
る
異
教
者
の
調
伏
と
い
う
意
味
合
い
も

込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
論
も
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
国
家
的
仏

教
儀
礼
に
お
い
て
行
わ
れ
る
に
は
そ
の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

サ
テ
ュ
ロ
ス
も
時
代
に
よ
っ
て
絵
画
や
工
芸
品
な
ど
に
様
々
な
姿
で
表
さ
れ

る
が
、
巻
髪
に
、
尖
っ
た
大
き
な
耳
や
平
ら
な
鼻
、
中
に
は
山
羊
の
よ
う
な
角

も
あ
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
も
、
サ
テ
ュ
ロ
ス
と
崑
崙
の
酷
似
し
た
面

に
驚
か
さ
れ
る
が
、
な
ん
と
正
倉
院
に
は
角
の
あ
る
崑
崙
も
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
か
ら
イ
ン
ド
や
中
国
な
ど
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
じ
て
時
間
や
空
間

を
も
超
越
し
た
文
化
思
想
的
繋
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
。

鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
『
教
訓
抄
』
で
の
伎
楽
の
記
述
が
滑
稽
野
卑
な
無
言

劇
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
日
の
我
々
の
認
識
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
し
か

し
、
飛
鳥
か
ら
奈
良
時
代
に
盛
ん
に
な
り
、
都
が
京
都
に
遷
っ
て
か
ら
は
廃
れ
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る
事
で
、
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
仮
面
に
つ
い
て
、
特
に
平
安
時
代
以
降
の
仮
面

制
作
で
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
乾
漆
面
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

乾
漆
面
に
つ
い
て

主
な
乾
漆
製
伎
楽
面
は
法
隆
寺
に
3
面
、
正
倉
院
に
36
面
、
東
大
寺
に
1
面

及
び
3
面
分
の
断
片
が
現
存
す
る
。

飛
鳥
時
代
は
木
彫
の
仏
像
の
ほ
と
ん
ど
が
樟
材
で
あ
り
、
そ
の
頃
の
伎
楽
面

も
ま
た
樟
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
後
奈
良
時
代
に
か
け
て
桐
材
が
用
い
ら
れ
、

さ
ら
に
は
乾
漆
面
も
み
ら
れ
る
。
桐
で
作
ら
れ
た
仏
像
と
い
う
の
は
と
く
に
見

当
た
ら
な
い
が
、伎
楽
面
で
用
い
ら
れ
る
の
は
、や
は
り
軽
量
化
の
た
め
で
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
乾
漆
は
飛
鳥
か
ら
奈
良
時
代
に
か

け
て
仏
像
制
作
に
盛
ん
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
同
様
に
伎
楽
面
で
も
乾
漆
面
が
登

場
す
る
。
樟
材
よ
り
も
軽
量
化
さ
れ
た
桐
材
で
あ
っ
て
も
、
頭
部
ま
で
覆
い
隠

す
仮
頭
面
で
は
重
さ
が
あ
る
が
、
乾
漆
面
は
さ
ら
に
軽
量
化
が
進
み
、
動
き
や

す
く
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
舞
楽
の
様
に
手
や
足
な
ど
と
共
に
首
も

振
り
、
天
を
仰
ぐ
よ
う
な
全
身
を
使
っ
た
舞
に
は
仮
頭
型
は
大
変
不
向
き
で
あ

る
。
故
に
前
面
の
み
を
覆
う
半
仮
頭
へ
と
形
状
が
変
化
し
て
い
っ
た
も
の
と
考

え
る
。
ま
た
、動
的
に
洗
練
さ
れ
た
舞
に
は
、仮
面
に
も
動
的
効
果
が
工
夫
さ
れ
、

よ
り
複
雑
精
緻
な
造
形
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
造
形
に
は
乾
漆
技
法
で

は
と
て
も
困
難
で
手
間
も
掛
か
る
難
し
い
作
業
と
な
る
た
め
か
、
乾
漆
技
法
は

平
安
期
以
降
の
仮
面
で
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
く
な
る
。
し
か
し
、
近
代
以
降
の

よ
り
遠
く
な
り
、
視
界
も
そ
の
分
狭
く
な
る
。
し
か
し
、
制
作
当
初
の
ま
ま
の

小
さ
い
目
の
穴
の
も
の
も
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
面
の
大
き
さ

や
被
り
方
に
よ
っ
て
偶
然
に
も
口
の
隙
間
や
鼻
の
穴
に
よ
り
視
界
が
開
け
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
現
在
残
っ
て
い
る
全
て
の
呉
女
の
面
は
口
を
閉

じ
、
鼻
の
穴
も
小
さ
い
た
め
、
視
界
は
と
て
も
狭
い
と
思
わ
れ
る
が
、
後
か
ら

目
の
穴
を
刳
り
広
げ
ら
れ
た
も
の
も
な
い
。
そ
れ
ら
か
ら
、
呉
女
は
多
少
視
野

が
狭
く
て
も
さ
ほ
ど
問
題
の
な
い
大
き
な
動
作
を
伴
わ
な
い
演
出
だ
っ
た
と
も

想
像
で
き
る
。

伎
楽
面
で
唯
一
の
女
性
を
表
し
た
呉
女
は
、
頭
上
に
結
い
上
げ
ら
れ
た
頭
髪

や
ふ
く
よ
か
な
頬
、
切
れ
長
の
目
や
三
日
月
形
の
眉
に
そ
の
特
徴
が
み
ら
れ
、

正
倉
院
に
は
面
裏
に
「
呉
乎
斗
女
（
く
れ
お
と
め
）」
と
墨
書
の
あ
る
面
も
あ

る
こ
と
か
ら
、
呉
国
の
少
女
の
姿
を
表
す
。
ま
た
、
こ
の
様
な
容
姿
は
奈
良
時

代
の
高
位
の
女
性
に
も
み
ら
れ
、
当
時
の
女
性
の
流
行
の
ス
タ
イ
ル
で
も
あ
る
。

呉
女
の
面
は
法
隆
寺
に
樟
材
製
が
一
面
、
桐
材
製
が
一
面
、
正
倉
院
に
桐
材

製
二
面
、
脱
活
乾
漆
製
が
一
面
あ
り
、
計
五
面
現
存
す
る
。
こ
れ
ら
は
髪
型
や

容
貌
も
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
的
で
、
素
材
や
大
き
さ
も
様
々
で
あ
り
、
能
面
の
よ

う
に
あ
る
一
面
を
元
に
模
し
て
作
る
写
し
の
要
素
は
み
ら
れ
ず
、
先
に
あ
げ
た

呉
女
の
特
徴
を
擁
す
る
の
み
で
あ
る
。
同
じ
く
崑
崙
も
そ
の
特
徴
を
備
え
て
は

い
る
が
、
意
匠
は
様
々
で
写
し
の
要
素
は
み
ら
れ
な
い
。

本
研
究
で
は
、
現
在
の
能
面
制
作
の
立
場
か
ら
、
伎
楽
面
を
模
し
て
制
作
す
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【
工
程
三
】
目
地
を
錆
漆
で
目
止
め

 

錆
漆
は
砥
の
粉
を
水
で
粘
土
状
に
練
っ
た
も
の
に
生
漆
を
混
ぜ
て
使
用
。

【
工
程
四
】
二
枚
目
、
三
枚
目
も
同
様
に
貼
り
錆
漆
で
目
止
め

 

布
と
布
に
隙
間
が
出
来
な
い
よ
う
し
っ
か
り
目
止
め
を
し
、
強
度
を
出
す
。

【
工
程
五
】
粘
土
の
型
を
外
す

 

鑿
と
木
槌
で
粘
土
を
割
り
摘
出
す
る
。

【
工
程
六
】
面
裏
に
糊
漆
で
化
粧
布
を
貼
る
（
四
枚
目
）

【
工
程
七
】
面
表
に
木
屎
漆
（
木
屑
や
麻
の
繊
維
を
細
か
く
し
た
も
の
を
混

ぜ
た
も
の
）
を
盛
り
、
布
の
重
な
り
な
ど
の
凹
凸
を
平
に
し
、
細
部
の
造

形
を
整
え
る
。

【
工
程
八
】
錆
漆
で
固
め
る

【
工
程
九
】
面
表
全
面
に
生
漆
を
塗
布

【
工
程
十
】
頭
髪
に
黒
漆
、
顔
面
部
に
フ
ノ
リ
・
ニ
カ
ワ
入
り
漆
を
塗
布

 

顔
面
部
は
彩
色
の
接
着
を
良
く
す
る
た
め
に
ニ
カ
ワ
を
混
ぜ
た
フ
ノ
リ
を

生
漆
に
混
ぜ
た
も
の
を
塗
布
し
た
。

※
見
市
泰
男
氏
の
教
授
に
よ
る
。
詳
細
は
見
市
氏
の
論
考
に
同
じ
。

【
工
程
十
一
】
顔
面
部
を
研
磨
し
彩
色

 

研
磨
し
生
漆
に
混
ぜ
ら
れ
た
フ
ノ
リ
・
ニ
カ
ワ
の
粒
子
を
表
面
に
表
す
こ

と
で
、
そ
の
上
に
ニ
カ
ワ
で
溶
い
た
胡
粉
の
接
着
を
強
固
に
す
る
。

 
彩
色
の
手
順
は
能
面
の
彩
色
と
同
じ
よ
う
に
行
っ
た
。

一　

胡
粉
で
地
塗
り

舞
楽
面
で
は
4
面
一
組
の
面
な
ど
に
、
乾
漆
製
の
も
の
も
見
ら
れ
る
。
型
を
上

手
く
使
え
ば
、
複
雑
な
造
形
で
な
け
れ
ば
乾
漆
技
法
も
有
効
な
方
法
だ
と
思
わ

れ
る
。
能
面
で
は
ほ
と
ん
ど
乾
漆
面
は
試
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
狂
言
面

の
小
猿
の
面
な
ど
、
子
供
用
に
軽
い
乾
漆
面
が
作
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
。

し
か
し
、
木
を
削
っ
て
形
を
彫
り
起
こ
し
て
い
く
外
か
ら
内
へ
の
木
彫
技
法
と

は
逆
に
、
乾
漆
技
法
は
麻
布
を
固
め
て
木
屎
漆
で
盛
り
上
げ
て
形
を
作
っ
て
い

く
内
か
ら
外
へ
の
作
業
で
あ
り
、
制
作
工
程
が
異
な
る
上
に
、
漆
の
特
性
を
熟

知
し
て
い
な
い
と
乾
漆
技
法
は
難
し
い
作
業
で
あ
る
た
め
専
門
性
が
強
い
の
も

木
彫
の
能
面
が
主
流
で
あ
る
要
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

実
際
に
乾
漆
技
法
を
試
み
る
こ
と
で
、
そ
の
特
色
や
利
点
、
欠
点
な
ど
を
考

察
し
た
い
。

乾
漆
製
仮
面
の
制
作
―
呉
女
―

法
隆
寺
や
正
倉
院
、
東
大
寺
の
乾
漆
製
伎
楽
面
の
調
査
研
究
で
報
告
さ
れ
て

い
る
制
作
技
法
を
参
考
に
し
、
さ
ら
に
筆
者
自
身
が
こ
れ
ま
で
の
能
面
制
作
や

漆
芸
に
関
し
て
教
授
を
受
け
た
見
解
も
ふ
ま
え
、
現
存
す
る
唯
一
の
乾
漆
面
の

呉
女
（
正
倉
院
蔵
）
を
模
し
、
乾
漆
技
法
を
試
み
る
。

【
工
程
一
】
平
板
に
粘
土
で
雄
型
を
つ
く
る

 

粘
土
で
型
を
作
る
段
階
で
細
部
の
造
形
ま
で
凡
そ
整
え
た
。

【
工
程
二
】
型
に
麻
布
を
糊
漆
で
貼
っ
て
い
く

 

糊
漆
は
上
新
粉
で
糊
を
作
り
、
生
漆
に
混
ぜ
た
も
の
を
使
用
。
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最
小
限
に
抑
え
、
厚
み
を
軽
減
し
、
強
度
を
持
た
せ
な
が
ら
な
る
べ
く
軽
く
仕

上
げ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
制
作
し
た
。

《
法
量
》　

・
重
さ　

5
6
4
g　
　

・
最
長
縦
幅　

3
0
.
5
㎝

・
最
長
横
幅　

2
0
.
8
㎝

・
顎
か
ら
頭
頂
部　

2
6
.
6
㎝

・
平
に
置
い
た
時
の
高
さ　

1
6
.
4
㎝

・
面
裏
縦
幅　

2
3
.
2
㎝

・
面
裏
横
幅　

1
9
.
2
㎝

・
麻
布
（
1
㎝
に
10
本
の
編
み
目
）

3
枚
+
化
粧
布
一
枚

・
厚
み　

約
4
㎜
前
後

呉
女
は
頭
部
に
長
い
髪
を
結
い

上
げ
る
形
状
の
た
め
高
さ
が
出
る

が
、
今
回
制
作
し
た
乾
漆
で
は
、
双

髻
の
内
側
は
空
洞
の
た
め
、
見
た
目

よ
り
も
大
変
軽
い
。

能
面
は
、
縦
幅
は
凡
そ
顎
か
ら
額
ま
で
、
横
幅
は
こ
め
か
み
の
辺
り
ま
で
、

顔
の
前
面
に
着
け
る
形
態
で
あ
る
。
重
さ
は
、
軽
い
も
の
で
1
0
0
グ
ラ
ム

二　

肌
色
を
調
合
し
、
上
塗
り

三　

毛
描
き
（
眉
・
目
・
口
に
墨
・
朱
墨
を
入
れ
る
）

唇
に
墨
で
線
を
入
れ
る
（
能
面
で
は
し
な
い
が
、
現
存
す
る
伎
楽
面
に

は
口
や
鼻
孔
に
墨
で
輪
郭
線
を
入
れ
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
）

四　

油
研
ぎ
を
施
す

※
現
存
す
る
伎
楽
面
の
多
く
に
彩
色
の
表
面
に
油
が
塗
布
さ
れ
て
い

る
と
い
う
調
査
報
告
が
あ
る
。
そ
の
油
に
つ
い
て
の
詳
細
や
塗
布
の
理

由
な
ど
明
ら
か
に
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
能
面
で
は
古
く
か
ら

彩
色
の
表
面
に
油
研
ぎ
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。
そ

の
効
果
は
様
々
だ
が
、
彩
色
の
工
夫
の
一
つ
と
し
て
刷
毛
目
を
立
た
せ

た
上
で
油
研
ぎ
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
マ
チ
エ
ー
ル
を
出
し
た
り
、
上

塗
り
の
色
に
変
化
を
持
た
せ
た
り
、
表
面
を
滑
ら
か
に
し
た
り
、
光
沢

を
持
た
せ
た
り
と
、
様
々
な
表
現
を
出
す
た
め
に
創
意
工
夫
が
見
ら
れ

る
。

ま
た
、
彩
色
層
に
強
度
を
持
た
せ
る
役
割
も
あ
る
。

伎
楽
面
で
見
ら
れ
る
油
の
層
は
、
塗
布
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
ま
た
は

油
を
使
っ
て
研
が
れ
た
も
の
な
の
か
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
用
途
の
意
図

の
手
が
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

布
貼
り
を
重
ね
、
細
部
の
輪
郭
が
多
少
緩
く
は
な
っ
た
が
、
最
初
の
型
の
段

階
で
細
部
ま
で
凡
そ
整
え
て
い
た
た
め
、
木
屎
盛
り
で
細
部
を
整
え
る
工
程
を
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触
れ
た
皮
膚
は
か
ぶ
れ
や
す
く
、
刺
激
の
強
い
素
材
で
あ
る
。
ま
た
、
接
着
性

に
も
優
れ
て
お
り
、
乾
く
と
ど
ん
な
溶
剤
に
も
溶
け
な
い
強
さ
が
あ
る
。
と
て

も
優
れ
た
素
材
で
は
あ
る
が
、
そ
の
効
果
を
発
揮
さ
せ
る
に
は
、
適
度
な
湿
度

と
温
度
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
性
質
に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
な
け
れ
ば
簡
単
に

は
扱
え
な
い
。

正
倉
院
に
残
る
36
面
も
の
乾
漆
製
伎
楽
面
の
中
に
は
ほ
ぼ
完
全
な
姿
を
留
め

て
い
る
優
良
な
も
の
か
ら
、
原
形
を
留
め
な
い
も
の
ま
で
、
そ
の
状
態
は
様
々

で
あ
る
。

形
が
崩
れ
、
欠
損
し
て
い
る
面
が
多
い
た
め
、
乾
漆
面
の
耐
久
性
に
つ
い
て

疑
問
視
さ
れ
る
声
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
漆
を
扱
う
技
術
の
良
し
悪
し
に
よ
る
も

の
で
、
漆
の
性
質
を
把
握
し
、
し
っ
か
り
と
し
た
技
術
が
伴
え
ば
、
千
年
以
上

を
経
て
も
し
っ
か
り
と
保
つ
こ
と
の
出
来
る
と
て
も
優
良
な
技
法
で
あ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

現
在
、
能
面
の
制
作
で
漆
を
使
う
の
は
主
に
面
裏
に
塗
料
と
し
て
塗
る
く
ら

い
で
は
あ
る
が
、
そ
の
役
割
は
重
要
で
あ
る
。
能
面
の
裏
は
、
直
接
顔
に
当
て

声
を
発
す
る
こ
と
で
、
息
が
か
か
り
汗
が
流
れ
る
。
舞
台
の
後
は
、
消
毒
を
す

る
わ
け
で
も
な
く
、
面
裏
を
上
に
向
け
、
し
ば
ら
く
乾
か
す
く
ら
い
で
あ
る
。

そ
う
し
て
何
百
年
も
の
間
、
多
く
の
人
々
の
息
と
汗
が
染
み
込
ん
で
い
る
面
は

た
く
さ
ん
あ
る
が
、
恐
ら
く
面
裏
に
塗
ら
れ
た
漆
に
よ
っ
て
防
菌
・
防
腐
の
作

用
が
働
い
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

で
は
乾
漆
面
の
技
法
は
ど
れ
く
ら
い
能
面
に
活
か
せ
る
だ
ろ
う
か
。

弱
か
ら
、
重
い
も
の
で
は
2
0
0
グ
ラ
ム
強
あ
り
、
左
右
の
紐
穴
か
ら
紐
を

通
し
頭
の
後
ろ
で
強
く
縛
る
。
現
在
で
は
能
の
演
目
は
1
時
間
か
ら
2
時
間
あ

る
た
め
、
能
面
の
重
さ
で
負
担
も
大
き
く
な
る
。
ま
た
、
声
を
発
す
る
た
め
、

そ
の
厚
み
や
面
裏
の
口
や
鼻
の
刳
り
方
で
声
の
響
き
も
左
右
す
る
。
そ
し
て
少

し
の
角
度
で
そ
の
表
情
が
変
化
す
る
繊
細
な
彫
刻
に
お
い
て
は
、
能
面
を
着
け

た
時
の
顔
の
当
た
り
に
気
を
配
る
た
め
、
面
裏
の
彫
り
方
も
重
視
さ
れ
る
。
現

在
で
は
面
裏
に
当
て
を
付
け
角
度
を
調
整
す
る
が
、
古
い
面
で
は
顔
の
当
た
り

の
調
整
の
た
め
か
、
後
か
ら
面
裏
を
部
分
的
に
削
っ
て
い
る
面
も
多
く
み
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
能
面
は
誰
の
顔
に
も
着
け
る
こ
と
の
出
来
る
調
整
可
能
な

面
と
も
言
え
る
。

伎
楽
面
は
、
頭
か
ら
被
り
、
顎
か
ら
後
頭
部
ま
で
完
全
に
覆
い
隠
す
形
状
の

た
め
、
人
の
頭
よ
り
一
回
り
も
二
回
り
も
大
き
い
。
誰
で
も
被
れ
る
よ
う
に
余

裕
を
持
た
せ
て
大
き
め
に
作
ら
な
い
と
頭
の
大
き
い
人
で
は
被
れ
な
い
こ
と
も

あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
頭
と
体
の
大
き
さ
が
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
な
る
と
、

滑
稽
味
を
帯
び
た
容
姿
と
な
る
こ
と
か
ら
も
、
伎
楽
の
芸
質
が
う
か
が
い
知
れ

る
。漆

は
古
く
は
縄
文
時
代
の
出
土
遺
物
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
、
最
も
古
い
塗
料

で
あ
る
。
数
千
年
も
の
間
土
の
中
に
埋
も
れ
て
い
て
も
残
っ
て
い
る
耐
久
性
の

強
い
塗
料
と
も
言
え
る
。
ま
た
そ
の
成
分
は
防
腐
・
防
菌
性
に
優
れ
て
お
り
、

塗
料
と
し
て
と
て
も
有
効
な
素
材
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
、
生
の
漆
に
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の
違
い
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
画
を
描
く
際
に
人
に
よ
っ
て
は
膠
の
定
着
が
良
い
と
い
う
こ
と
で
、
下

地
に
白
緑
を
塗
る
こ
と
が
あ
る
。
現
代
の
日
本
画
で
は
岩
絵
具
を
厚
め
に
塗
り

重
ね
る
手
法
も
多
く
、
白
色
下
地
で
は
な
く
て
も
、
さ
ほ
ど
影
響
は
な
い
。
ま

た
、
塗
り
重
ね
る
絵
具
が
多
い
ほ
ど
、
上
か
ら
の
膠
の
引
っ
張
り
も
強
く
な
る

た
め
、
下
地
の
定
着
は
強
い
方
が
よ
い
。

白
緑
が
膠
の
定
着
が
良
く
、
下
地
と
し
て
適
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
寺
院

な
ど
の
建
造
物
彩
色
の
下
地
に
使
わ
れ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
事
例
は
ほ
と
ん
ど
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、

石
山
寺
多
宝
塔
内
部
柱
彩
色
保
存
処
置
の
研
究
報
告
（
東
京
文
化
財
研
究
所
）

で
柱
彩
色
の
下
地
が
白
緑
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
柱
の
木

地
の
上
に
麻
布
で
布
着
せ
が
さ
れ
た
上
に
漆
地
粉
を
厚
く
塗
り
固
め
、
そ
の
上

に
白
緑
下
地
を
施
し
、
彩
色
さ
れ
て
い
る
。

今
回
、
見
市
泰
男
氏
の
伎
楽
面
の
力
士
を
桐
材
で
制
作
す
る
際
に
白
緑
下
地

を
施
し
た
。
本
来
、
木
目
の
粗
い
桐
材
で
は
特
に
下
地
を
入
念
に
塗
ら
な
い
と

塗
り
む
ら
が
お
き
、
木
目
の
粗
さ
が
表
面
に
表
れ
て
し
ま
う
た
め
、
必
然
的
に

下
地
層
は
厚
く
な
り
や
す
い
。
し
か
し
、
桐
材
の
能
面
で
も
下
地
層
が
薄
い
も

の
も
た
く
さ
ん
現
存
す
る
。
そ
の
対
処
法
と
し
て
見
市
氏
は
フ
ノ
リ
を
含
ん
だ

膠
で
彩
色
前
の
木
地
に
捨
て
膠
を
し
た
上
に
白
緑
下
地
を
施
し
た
。（
詳
細
は

見
市
泰
男
氏
の
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
）

白
緑
下
地
を
施
し
て
も
そ
の
上
の
彩
色
に
は
特
に
影
響
な
い
と
思
わ
れ
る
。

能
面
の
中
で
も
一
番
大
振
り
の
面
は
釈
迦
の
面
で
あ
る
。「
大
会
」
と
い
う

能
で
、
癋
見
面
の
上
か
ら
二
重
掛
け
を
す
る
特
殊
な
面
で
あ
る
。
癋
見
面
も
割

合
大
き
な
作
り
の
た
め
、
そ
の
上
か
ら
一
回
り
大
き
な
釈
迦
の
面
を
着
け
る
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
顔
の
前
面
に
相
当
の
負
担
が
掛
か
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

例
え
ば
そ
の
釈
迦
面
を
乾
漆
技
法
で
作
る
と
、
木
地
の
重
さ
の
軽
減
に
加
え
、

釈
迦
の
顔
の
金
泥
彩
色
を
金
蒔
絵
に
す
る
事
で
、
胡
粉
下
地
の
重
さ
も
軽
減
で

き
る
だ
ろ
う
。

漆
の
他
に
伎
楽
面
に
見
ら
れ
る
特
殊
な
素
材
と
し
て
、
緑
青
が
あ
げ
ら
れ
る
。

彩
色
顔
料
と
し
て
は
古
く
か
ら
使
わ
れ
る
天
然
の
孔
雀
石
を
粉
砕
し
て
作
ら
れ

た
岩
絵
具
だ
が
、
桐
材
製
の
伎
楽
面
の
多
く
に
地
塗
り
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

る
と
い
う
調
査
報
告
が
あ
る
。

地
塗
り
と
し
て
使
わ
れ
る
顔
料
は
白
色
の
胡
粉
や
白
土
、
ま
た
は
鉛
白
が
用

い
ら
れ
る
が
、
緑
青
を
下
地
し
て
い
る
例
は
と
て
も
珍
し
い
。
そ
れ
も
樟
材
の

伎
楽
面
に
は
見
ら
れ
ず
、
桐
材
の
伎
楽
面
に
の
み
見
ら
れ
る
と
い
う
。

岩
絵
具
に
は
番
手
が
あ
り
、
粗
い
番
手
ほ
ど
色
が
濃
く
、
細
か
く
な
る
に
つ

れ
淡
く
な
る
。
中
で
も
一
番
細
か
く
淡
い
緑
青
は
白
（
び
ゃ
く
）
と
い
う
。

桐
製
伎
楽
面
の
下
地
に
使
わ
れ
る
緑
青
の
番
手
が
ど
れ
く
ら
い
の
粗
さ
は
分

か
ら
な
い
が
、
粗
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
上
に
上
塗
り
を
施
し
難
い
た
め
、

下
地
と
し
て
は
考
え
難
い
。
白
緑
で
あ
れ
ば
粒
子
も
細
か
く
、
桐
材
の
粗
い
目

地
を
埋
め
る
の
に
有
効
か
も
し
れ
な
い
が
、
胡
粉
や
白
土
に
比
べ
、
そ
の
効
果
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舞
楽
は
そ
の
発
生
か
ら
今
日
ま
で
、
脈
々
と
息
づ
い
て
お
り
、
近
世
頃
に
は

能
面
打
の
作
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
舞
楽
面
も
あ
り
、
造
形
的
に
も
技
法
的
に

も
共
通
点
は
た
く
さ
ん
見
出
せ
る
。

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
終
着
地
で
あ
り
、
大
陸
か
ら
の
様
々
な
文
物
を
受
け
入
れ

大
切
に
育
ん
で
き
た
歴
史
は
、
現
存
す
る
豊
富
な
仮
面
文
化
か
ら
も
覗
え
る
。

そ
れ
ら
の
仮
面
か
ら
先
人
達
の
息
づ
か
い
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

○
乾
漆
面
作
業
工
程
画
像
の
説
明

画
像
1　

雄
型
（
土
粘
土
）　

画
像
2　

粘
土
の
型
に
糊
漆
で
麻
布
を
一
枚
貼
り
、
錆
漆
で
目
止
め

画
像
3　

二
枚
目
の
麻
布
を
糊
漆
で
貼
る
作
業
の
様
子

画
像
4　

三
枚
目
の
麻
布
を
貼
り
終
え
る

画
像
5　

錆
漆
で
目
止
め
作
業
の
様
子

画
像
6　

粘
土
の
型
を
鑿
と
木
槌
で
取
り
除
く
作
業
の
様
子

画
像
7　

粘
土
の
型
を
全
て
取
り
除
い
た

画
像
8　

木
屎
漆
で
形
を
整
え
錆
漆
で
地
固
め

画
像
9　

頭
髪
部
分
に
黒
漆
を
塗
り
、
顔
面
部
分
に
フ
ノ
リ
を
含
ん
だ
膠
を

　
　
　
　

混
ぜ
た
漆
を
塗
布

画
像
10　

顔
面
部
分
を
研
磨
し
、
胡
粉
下
地
を
塗
る

画
像
11　

上
塗
り
、
毛
描
き
を
し
、
油
研
ぎ
を
し
て
仕
上
げ

木
地
へ
の
白
緑
の
定
着
も
良
く
、
塗
り
や
す
か
っ
た
。

今
回
白
緑
下
地
が
ど
れ
ほ
ど
定
着
が
良
い
か
、
曝
露
実
験
な
ど
を
行
う
機
会

が
持
て
な
か
っ
た
が
、
桐
材
の
伎
楽
面
に
の
み
緑
青
も
し
く
は
白
緑
の
下
地
が

見
ら
れ
る
の
は
、
桐
材
独
特
の
木
目
の
粗
さ
に
対
処
し
、
下
地
の
定
着
を
強
固

な
も
の
に
す
る
古
代
の
人
の
知
恵
だ
と
考
え
る
。
し
か
し
、
桐
材
で
白
緑
下
地

を
施
し
た
能
面
に
出
会
っ
た
こ
と
は
な
い
が
、
今
後
、
桐
材
で
能
面
を
作
る
際

に
有
効
な
素
材
の
一
つ
だ
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

能
面
が
仮
面
と
い
う
形
態
で
あ
る
必
然
性
は
そ
の
芸
態
に
も
表
さ
れ
る
。

舞
楽
面
の
半
仮
頭
型
の
重
厚
な
形
状
や
動
眼
な
ど
の
細
工
も
、
能
と
は
違
う

芸
態
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。

現
存
す
る
伎
楽
面
が
仮
頭
型
の
形
状
で
あ
る
こ
と
か
ら
伎
楽
の
芸
態
も
能
や

舞
楽
と
は
ま
た
違
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
が
ま
っ
た
く
無
関
係
の
芸
能
と
は
言
え
な
い
。

四
天
王
寺
に
残
る
胡
徳
楽
瓶
子
取
と
い
う
演
目
は
他
の
舞
楽
の
演
目
と
は
違

い
、
雅
楽
の
荘
厳
で
規
律
の
あ
る
リ
ズ
ム
の
中
で
舞
わ
れ
る
優
雅
な
舞
で
は
な

く
、
演
劇
的
要
素
の
あ
る
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、
瓶
子
取
の
面
は
伎
楽
面
の
酔

胡
従
に
も
似
た
意
匠
で
、
大
き
さ
も
仮
頭
型
の
面
で
あ
る
。
こ
の
面
の
復
元
を

制
作
し
た
見
市
泰
男
氏
も
実
際
に
制
作
し
た
立
場
か
ら
こ
の
面
が
伎
楽
面
由
来

の
面
で
あ
ろ
う
こ
と
を
思
慮
し
て
い
る
。
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画像 3 画像 2 画像 1

画像 4画像 5画像 7

画像 6
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画像 10 画像 9 画像 8

画像 11
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