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円
城
寺
天
井
画
の
復
元
に
取
り
組
ん
で 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

調
査
研
究
係 

 
 

 

松
田 

和
子 

円
城
寺
に
つ
い
て 

岡
山
県
加
賀
郡
吉
備
中
央
町
は
吉
備
高
原
の
一
角
に
あ
る
町
で
、
県
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
あ
た
り
、
岡
山

県
の
臍
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
国
道
４
２
９
号
線
を
旧
加
茂
川
町
の
役
場
が
あ
っ
た
下
加
茂
か
ら
北
上
す

る
こ
と
約
六
キ
ロ
、
「
円
城
道
の
駅
」
を
過
ぎ
る
と
「
円
城
ふ
る
さ
と
村
入
り
口
」
と
い
う
看
板
が
目
に

つ
く
。
傾
斜
の
急
な
道
を
丘
の
上
ま
で
上
っ
て
い
く
と
、
本
宮
山
円
城
寺
参
道
に
た
ど
り
つ
く
。 

 

「 

天
台
宗
本
宮
山
観
音
院
圓
城
寺 

」
は
七
一
五
年
行
基
菩
薩
開
祖
と
伝
え
ら
れ
る
古
刹
で
あ
る
。
も
と

は
本
宮
山
頂
に
あ
り
、
正
法
寺
と
号
し
て
い
た
が
、
鎌
倉
中
期
に
大
火
に
遭
い
現
在
の
地
に
移
っ
て
円
城

寺
と
改
称
さ
れ
て
い
る
。
徳
川
時
代
に
は
備
前
藩
主
池
田
候
よ
り
寺
領
二
十
石
が
付
与
せ
ら
れ
、
本
堂
正

面
に
掛
か
る
山
号
の
扁
額
は
備
前
藩
主
池
田
治
正
公
の
筆
で
あ
る
。
客
殿
に
は
池
田
家
の
使
者
を
迎
え
る

大
名
玄
関
が
残
っ
て
い
る
。 

現
在
の
本
堂
は
、
一
八
三
三
年(

天
保
四
年
）
大
火
に
遭
い
一
八
四
六
年(

弘

化
三
年)

当
時
数
々
の
名
刹
を
手
掛
け
た
宮
大
工
田
淵
家
の
棟
梁
、
田
淵
勝
芳
の
手
に
よ
り
再
建
さ
れ
た
。

ま
た
、
桁
上
等
の
見
事
な
彫
刻
は
、
そ
の
息
子
で
あ
る
「
邑
久
郡
宿
毛
村
、
田
淵
栄
造
源
勝
永
」
の
作
で

あ
る
。
本
尊
は
千
手
観
音
菩
薩
像
、
三
十
三
年
に
一
度
開
扉
供
養
が
行
わ
れ
る
秘
仏
で
あ
る
。 

 
 

境
内
に
は 

弁
財
天
を
祀
っ
た
堤
婆
宮
が
あ
り
、
本
殿
は
本
堂
と
同
じ
く
弘
化
三
年
再
建
、
棟
梁
田
淵
勝

芳
の
作
で
、
広
く
民
間
信
仰
を
集
め
て
い
る
。
ま
た
、
画
家
岸
田
劉
生
の
父
で
も
あ
り
日
本
で
最
初
の
日

刊
新
聞
を
創
刊
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
草
分
け
で
も
あ
る
岸
田
吟
香
の
落
書
き
が
残
さ
れ
て
い
る
。 
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復
元
の
発
端 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

円
城
寺
本
堂
は
内
陣
・
外
陣
と
も
格
天
井
で
、
一
格
子
間
ご
と
に
極
彩
色
の
絵
が
は
め
て
あ
り
、
多
く
は

花
、
ご
く
少
数
の
鳥
、
動
物
の
図
が
あ
り
一
枚
ご
と
に
奉
納
寄
進
者
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。
季
節
に
よ
っ

て
深
い
霧
に
包
ま
れ
る
本
堂
は
、
外
気
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
外
陣
の
天
井
画
の
剥
落
が
進
ん
で
い
た
。
２

０
１
５
年
の
開
山
千
三
百
年
に
あ
た
り
、
傷
み
の
激
し
い
外
陣
天
井
画
１
６
１
枚
の
修
復
が
で
き
な
い
か

と
い
う
ご
相
談
を
い
た
だ
い
た
。
円
城
の
地
は
戦
前
ま
で
門
前
町
と
し
て
大
い
に
栄
え
て
い
た
が
、
戦
後

は
過
疎
化
が
進
み
、
近
年
は
地
域
を
あ
げ
て
活
性
化
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
江
戸
期
の
天
井
画
を
蘇
ら
せ

る
こ
と
で
参
拝
者
が
増
え
、
地
域
活
性
化
の
一
助
に
な
れ
ば
と
い
う
住
職
の
ご
意
向
で
あ
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。 
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制
作
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て 

 
 

本
会
副
理
事
長
の
小
川
尊
一
先
生(

岡
山
大
学
名
誉
教
授)

は
寺
院
襖
絵
に
取
り
組
ま
れ
た
実
績
が
あ
り

(

会
報
１
５
８
号
参
照
）
、
先
生
を
中
心
に
岡
山
大
学
特
美
卒
業
生
と
留
学
生
の
８
人
で
取
り
組
む
こ
と
と

な
っ
た
。
８
人
の
内
、
小
川
尊
一
・
松
田
和
子
・
田
中
晶
子
・
池
上
わ
か
な
・
松
尾
紘
子
・
ダ
バ
ラ
ガ
ン

と
メ
ン
バ
ー
の
６
人
が
創
元
会
に
関
与
し
て
い
る
者
で
あ
る
。 

 

復
元
の
経
過 

 

○
「
修
復
」
を
探
る 

  

 

最
初
は
「
修
復
」
が
で
き
な
い
か
と
い
う
ご
相
談
で
あ
っ
た
。
内
陣
に
は
江
戸
期
の
も
の
が
色
鮮
や
か 

に
現
存
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
江
戸
期
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
残
せ
た
ら
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
だ
と

思
わ
れ
る
。 
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３
、
４
枚
天
井
か
ら
下
ろ
し
て
試
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
。
雲
母
を
使
用
し
顔
料
を
厚
く
塗
っ
て
あ
る

が
、
剥
落
が
進
み
下
書
き
の
墨
線
さ
え
消
え
か
け
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。
埃
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
と

顔
料
が
落
ち
て
し
ま
っ
た
。
何
よ
り
描
か
れ
て
い
る
杉
板
が
や
せ
細
っ
て
お
り
、
殆
ど
す
ぐ
に
ヒ
ビ
が
入

っ
て
割
れ
て
し
ま
っ
た
。
日
本
画
の
専
門
家
に
も
見
て
も
ら
っ
た
が
修
復
は
技
術
的
に
も
難
し
い
し
、
当

時
の
顔
料
に
近
い
も
の
を
使
用
す
る
と
莫
大
な
資
金
が
必
要
と
言
わ
れ
た
。
ま
た
、
何
が
描
か
れ
て
い
る

か
判
別
の
難
し
い
も
の
が
多
数
あ
り
、
原
板
で
の
修
復
は
不
可
能
と
判
断
し
た
。 

○
「
復
元
」
に
向
け
て
の
準
備 

 
 
 

ま
ず
材
料
の
杉
板
の
調
達
か
ら
始
ま
っ
た
。
約
５
０
㎝
四
方
、
厚
さ
１
・
５
㎝
の
杉
板
２
０
０
枚
の
調

達
は
、
円
城
寺
よ
り
北
部
美
咲
町
の
古
く
か
ら
の
檀
家
で
あ
る
製
材
会
社
が
調
達
し
て
く
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
そ
こ
で
製
材
し
た
も
の
を
、
岡
山
市
の
同
じ
く
檀
家
で
あ
る
建
設
会
社
が
天
井
画
用
に
切
断
、
一

枚
々
に
木
枠
を
か
け
て
反
り
防
止
を
施
し
、
ゆ
っ
く
り
と
乾
燥
さ
せ
て
く
れ
た
。
こ
の
乾
燥
に
は
約
１
年

を
費
や
し
、
担
当
者
が
状
態
を
綿
密
に
点
検
し
な
が
ら
作
業
を
進
め
て
く
れ
た
。
江
戸
期
と
同
じ
質
で
、

こ
の
大
き
さ
の
杉
板
を
多
数
揃
え
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
と
い
う
こ
と
が
、
あ
ち
こ
ち
の
天
井
画
を
見

て
歩
く
う
ち
に
わ
か
っ
た
。
近
隣
の
寺
の
中
で
は
大
き
な
サ
イ
ズ
で
あ
っ
た
。 

暇
を
み
つ
け
て
は
天
井
画
を
見
て
歩
い
た
。
特
に
同
時
期
に
田
淵
家
が
手
掛
け
た
寺
に
残
っ
て
い
る
天

井
画
を
探
し
、
撮
影
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
円
城
寺
の
図
柄
と
よ
く
似
た
も
の
が
残
っ
て
い
る
寺
の
天
井

画
は
何
度
か
見
せ
て
い
た
だ
き
、
参
考
に
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
新
し
く
発
注
し
て
設
置
し
た
寺
、
四
国 

金
比
羅
宮
・
伊
藤
若
冲
の
作
品
、
四
国
八
十
八
カ
所
の
寺
々
、
奄
美
・
田
中
一
村
美
術
館
に
あ
る
天
井
画

の
作
品
、
そ
の
他
寺
社
に
行
け
ば
天
井
画
は
な
い
か
と
探
し
回
っ
た
。
多
く
の
作
品
に
出
会
う
こ
と
が
「
復

元
」
の
力
と
な
っ
た
。 
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○
図
柄
の
復
元 

 

図
柄
復
元
の
た
め
の
作
業
を
並
行
し
て
始
め
た
。
本
堂
外
陣
の
天
井
画
を
下
ろ
す
わ
け
に
は
い
か
ず
、

専
門
家
に
写
真
撮
影
を
お
願
い
し
、
こ
れ
を
基
に
パ
ソ
コ
ン
で
原
寸
大
の
下
絵
を
制
作
し
た
。
し
か
し
図

柄
の
多
く
は
何
が
描
か
れ
て
い
る
か
判
別
で
き
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
残
っ
た
線
を
手
が
か
り
に
図
鑑
や

パ
ソ
コ
ン
検
索
で
の
原
図
探
し
で
あ
る
。
花
の
名
前
が
わ
か
ら
ず
、
理
科
の
教
員
や
生
け
花
の
先
生
に
見

て
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
る
。
植
物
同
好
会
や
個
人
的
に
検
索
し
て
下
さ
る
方
に
も
協
力
を
仰
い
だ
。
大

根
に
食
い
つ
い
て
い
る
ネ
ズ
ミ
と
共
に
描
か
れ
て
い
る
図
柄
が
わ
か
ら
な
い
時
、
「
大
根
食
う
」
で
大
黒

天
、
大
黒
様
は
槌
を
振
っ
て
宝
物
を
出
す
の
で
、
こ
の
図
柄
は
七
宝
で
あ
ろ
う
と
解
釈
し
た
こ
と
も
あ
っ

た
。
ま
た
九
官
鳥
が
江
戸
期
に
日
本
に
い
た
か
と
い
う
話
に
、
江
戸
期
に
大
名
が
飼
っ
て
い
た
と
い
う
記

録
が
あ
る
と
小
川
先
生
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
る
。
刀
枕
な
ど
は
最
初
「
虫
」
か
と
思
っ
て

い
た
が
わ
か
ら
ず
そ
の
ま
ま
再
現
し
、
「
天
井
画
展
」
で
専
門
の
方
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
あ
と
で

図
柄
か
ら
検
索
し
て
み
る
と
刀
枕
と
わ
か
っ
た
。 

 
 

 



- 6 - 

 
困
っ
た
の
は
原
画
の
方
が
明
ら
か
に
間
違
っ
て
い
る
と
思
え
る
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
図
鑑
を
再
現
し

て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
、
で
き
る
限
り
原
画
の
表
現
を
尊
重
し
た
。
実
物
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
も
の
も
あ

る
。
そ
れ
で
も
再
現
で
き
な
い
も
の
も
多
数
あ
り
、
そ
の
場
合
は
内
陣
の
図
柄
を
使
っ
た
り
、
一
部
変
更

し
て
使
用
し
た
も
の
も
あ
る
。 

 
 

こ
の
作
業
は
最
後
ま
で
続
い
た
。
皆
で
検
討
会
を
す
る
の
だ
が
意
見
百
出
、
な
か
な
か
分
か
ら
ず
ど
う

処
理
す
る
か
最
後
ま
で
苦
闘
の
連
続
で
あ
っ
た
。
一
番
難
し
く
一
番
長
い
時
間
を
要
し
た
。 

○
杉
板
の
下
地
処
理 

 

そ
り
止
め
板
の
ネ
ジ
釘
を
外
し
、
板
の
両
面
に
サ
ン
ド
ペ
ー
パ
ー
を
か
け
る
。
表
に
は
再
度
目
の
細
か

い
ペ
ー
パ
ー
を
か
け
仕
上
げ
る
。
ヤ
ニ
止
め
の
た
め
エ
ポ
キ
シ
シ
ー
ラ
ー
で
素
地
調
整
を
施
す
。
メ
ン
バ

ー
が
集
ま
っ
て
小
川
ア
ト
リ
エ
内
や
庭
に
出
て
行
う
の
だ
が
、
も
う
も
う
た
る
木
地
の
粉
塵
と
シ
ン
ナ
ー

の
匂
い
で
、
皆
気
分
が
悪
く
な
り
そ
う
に
な
る
。
と
て
も
一
度
で
は
で
き
ず
、
数
回
に
分
け
て
実
施
し
た
。

八
月
の
暑
い
日
、
冬
場
の
寒
い
日
の
作
業
は
大
変
だ
っ
た
。
腕
肩
腰
の
痛
み
を
訴
え
る
者
も
い
た
。
シ
ー

ラ
ー
の
２
度
塗
り
は
夏
は
早
く
乾
く
の
で
都
合
は
良
か
っ
た
が
、
冬
は
反
対
で 

作
業
の
迅
速
化
と
広
げ
る

場
所
確
保
の
た
め
、
乾
燥
棚
を
購
入
し
た
。 

○
彩
色
に
つ
い
て 

 
 
 

 

何
よ
り
も
湿
気
に
強
く
色
落
ち
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
ア
ク
リ
ル
絵
具
を
使
用
し
た
。
日
光
東
照

宮
に
使
用
し
て
い
る
繧
繝
彩
色
絵
具
を
２
４
色
ホ
ル
ベ
イ
ン
に
発
注
し
た
。
８
人
が
で
き
る
限
り
同
じ
仕

上
が
り
に
す
る
た
め
、
混
色
を
し
な
い
、
絵
具
の
濃
度
を
一
定
に
す
る
な
ど
の
約
束
事
を
決
め
た
。
し
か

し
混
色
を
せ
ず
に
は
描
け
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
に
ま
か
せ
た
。
ま
た
、
原
画
は
岩
絵
具
の
た
め
盛
り
上

が
っ
て
彩
色
し
て
い
る
が
、
ア
ク
リ
ル
絵
具
で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
繧
繝
彩
色
絵
具
は
ア
ク
リ
ル
で
は
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あ
っ
て
も
落
ち
着
い
た
色
調
で
仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 
 

天
井
画
制
作
は
各
自
が
持
ち
帰
っ
て
作
業
す
る
の
だ
が
、
途
中
の
検
討
会
は
小
川
ア
ト
リ
エ
に
集
ま
っ

て
先
生
の
指
導
を
仰
い
だ
。
彩
色
の
仕
上
が
り
を
揃
え
る
た
め
、
合
宿
制
作
も
行
っ
た
。
最
後
は
ア
ト
リ

エ
に
外
陣
と
同
じ
順
番
に
並
べ
、
彩
色
等
の
手
直
し
を
行
っ
た
。
こ
の
頃
に
は
皆
、
か
な
り
疲
労
が
重
な

っ
て
い
た
。 

 

制
作
メ
ン
バ
ー
は
自
己
の
作
品
制
作
を
行
う
絵
描
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
今
回
の
仕
事
は
江
戸
期

職
人
の
仕
事
を
再
現
す
る
こ
と
で
あ
り
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
追
求
は
で
き
な
い
仕
事
で
あ
っ
た
。
色
と

形
を
模
索
し
続
け
、
悪
戦
苦
闘
の
連
続
で
あ
っ
た
。 
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完
成
し
た
天
井
画
に
は
江
戸
時
代
と
同
じ
く
、
寄
進
者
の
名
前
を
墨
で
書
き
入
れ
、
最
後
に
防
水
処
理

と
し
て
フ
ッ
素
樹
脂
コ
ー
ト
を
施
し
、
仕
上
げ
を
し
た
。 
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天
井
画
修
復
展
の
開
催 

 
 

寄
進
者
氏
名
を
記
入
す
る
前
に
、
岡
山
県
天
神
山
文
化
プ
ラ
ザ
に
お
い
て
円
城
寺
天
井
画
修
復
展
を
開

催
し
た
。
取
り
か
か
り
時
は
復
元
で
は
な
く
、
修
復
を
想
定
し
て
い
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名
を
「
円
城
寺

天
井
画
修
復
会
」
と
し
て
い
た
た
め
、
こ
の
名
称
を
使
用
し
た
。 

 
 

地
域
へ
の
発
信
も
交
え
た
こ
の
事
業
は
、
単
に
江
戸
期
天
井
画
の
復
元
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず 

地
域
活
性
化
の
一
助
に
も
な
り
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
新
聞
各
社
に
は
カ
ラ
ー
写
真
入
り
で
大
き
く

取
り
上
げ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
地
元
テ
レ
ビ
局
も
放
映
し
て
下
さ
り
、 

連
日
大
勢
の
入
場
者
で
賑
わ
っ

た
。 

 

落
慶
法
要
ま
で 

 
 

外
陣
に
取
り
付
け
る
に
あ
た
り
、
天
井
の
格
子
を
新
し
く
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
格
子
は
ま
だ
そ
れ
程

傷
ん
で
な
か
っ
た
の
で
、
江
戸
期
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
や
は
り
新
し

い
方
が
い
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
急
遽
決
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
隣
で
は
こ
の
大
き
さ

の
木
材
は
調
達
で
き
ず
吉
野
あ
た
り
ま
で
探
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
鳥
取
県
智
頭
町
か
ら
調
達
し
た
檜
材

と
聞
い
て
い
る
。
自
然
乾
燥
で
は
間
に
合
わ
ず
、
乾
燥
機
も
使
用
し
て
の
仕
事
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。 

 
 

取
り
付
け
は
寺
社
建
築
を
多
く
手
が
け
て
い
る
檀
家
の
工
務
店
で
、
手
慣
れ
た
様
子
で
取
り
付
け
て
下

さ
っ
た
が
、
取
り
付
け
だ
け
で
三
日
を
要
し
た
。
一
枚
一
枚
取
り
付
け
ら
れ
、
外
陣
が
埋
ま
っ
て
い
く
様

子
は
、
新
し
い
空
間
が
生
ま
れ
て
い
く
よ
う
で
と
て
も
楽
し
み
で
あ
り
嬉
し
か
っ
た
。
作
業
の
様
子
は
テ

レ
ビ
で
放
映
さ
れ
、
皆
が
期
待
し
て
下
さ
り
、
完
成
を
待
っ
て
い
て
下
さ
る
様
子
が
伺
え
た
。 

 
 
 

落
慶
法
要
の
当
日
は
「
晴
れ
の
国
岡
山
」
に
似
合
わ
ず
、
大
雨
の
台
風
で
あ
っ
た
。
檀
家
の
方
た
ち
が
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境
内
に
テ
ン
ト
を
張
り
、
五
色
の
吹
き
流
し
を
上
げ
、
紅
白
の
幕
を
張
り
巡
ら
し
、
外
陣
天
井
下
に
は
白

い
幕
で
お
披
露
目
を
待
っ
て
い
た
。
し
か
し
激
し
い
風
雨
で
、
外
陣
で
法
要
を
待
っ
て
い
て
下
さ
っ
た
方

々
に
も
雨
が
降
り
込
む
荒
天
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
小
川
先
生
を
初
め
制
作
メ
ン
バ
ー
も
参
加
し
て
、

法
要
が
営
ま
れ
、
読
経
の
後
、
住
職
よ
り
感
謝
状
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
本
堂
に
は
制
作
メ
ン
バ
ー
の
紹

介
パ
ネ
ル
と
作
品
も
展
示
さ
れ
た
。 

 
 

雨
が
降
る
の
は
「
降
り
込
む
」
と
言
っ
て 
、
そ
こ
に
深
く
根
付
く
と
い
う
意
味
で
「
吉
兆
」
な
の
だ
と

住
職
は
言
わ
れ
て
い
た
が
、
翌
日
か
ら
は
前
日
の
風
雨
が
嘘
の
よ
う
に
晴
れ
渡
り
、
一
週
間
特
別
公
開
の

本
堂
は
連
日
大
勢
の
参
拝
客
で
賑
わ
っ
た
。 

 
 

古
い
本
堂
に
新
し
い
天
井
画
は
違
和
感
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
心
配
し
て
い
た
が
、
見
事
に
マ
ッ
チ
し

て
清
々
し
い
空
間
が
生
ま
れ
て
い
る
。
本
堂
前
に
制
作
メ
ン
バ
ー
の
氏
名
を
記
し
た
墨
痕
鮮
や
か
な
棟
板 

が
置
か
れ
て
い
た
。
お
披
露
目
が
済
め
ば
こ
の
板
は
本
堂
天
井
裏
に
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
板
を
次
に
見
て

下
さ
る
の
は
何
十
年
何
百
年
後
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
も
う
い
な
い
が
、
棟
板
の
名
前
と
こ
の
天
井
画
は

時
を
刻
ん
で
い
く
。
こ
れ
か
ら
も
そ
れ
に
恥
じ
な
い
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
と
改
め
て
感
じ
た
次
第
で
あ
る
。 
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復
元
経
過
の
概
略 

 
 

数
え
て
見
れ
ば
計
画
か
ら
完
成
ま
で
、
足
か
け
八
年
を
要
し
て
い
た
。
経
過
の
概
略
を
紹
介
し
た
い
。 

平
成
十
九
年 

秋 
 

小
川
尊
一
先
生
ら
が
現
地
視
察
、
修
復
方
法
の
検
討
に
入
る
。
し
か
し
傷
み
が
激 

 
 

 
 

 
 

 
 

し
く
、
試
行
錯
誤
の
後
、
原
板
で
の
修
復
は
不
可
能
と
判
断
し
、
新
し
い
杉
板
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
復
元
と
決
め
る
。 

平
成
二
十
年 

五
月 

 

本
堂
建
立
の
棟
梁
で
あ
る
田
淵
勝
芳
が
手
掛
け
た
寺
を
中
心
に
、
県
内
外
の
天
井 

 
 

 
 

 
 

 
 

画
を
見
て
歩
き
、
参
考
資
料
を
作
成
し
た
。 

平
成
二
十
年 

十
月 

原
画
再
生
の
た
め
、
本
堂
全
て
の
天
井
画
の
写
真
撮
影
を
行
う
。
美
咲
町
の
製
材 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
と
岡
山
市
の
建
設
会
社
で
天
井
画
の
杉
板
を
作
成
。
ア
ク
リ
ル
絵
具
（
繧
繝
彩 

 
 

 
 

 
 

 
 

色
）
を
ホ
ル
ベ
イ
ン
に
特
注
し
た
。 

平
成
二
十
一
年
一
月 

 

復
元
メ
ン
バ
ー
が
決
ま
り
、
全
員
が
円
城
寺
に
参
拝
す
る
。 
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三
月 

福
武
教
育
文
化
振
興
財
団
よ
り
文
化
活
動
助
成
が
決
ま
る
。
二
十
四
年
度
ま
で
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
年
間
継
続
さ
れ
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

四
月 

復
元
図
を
起
こ
し
は
じ
め
る
。
何
が
描
か
れ
て
い
る
か
判
別
で
き
な
い
も
の
も
多 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

く
、
資
料
を
探
し
検
討
会
を
重
ね
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

八
月 

各
メ
ン
バ
ー
の
分
担
を
決
め
、
復
元
作
業
に
入
る
。
消
え
て
い
る
部
分
の
復
元
が 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

難
し
く
、
他
寺
の
作
品
を
参
考
に
し
た
り
、
現
物
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
り
、
内
陣
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

図
柄
を
模
写
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
彩
色
に
つ
い
て
は
内
陣
の
天
井
画
を
参
考
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

し
た
。 

平
成
二
十
二
年 

～ 
 

 

小
川
先
生
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
各
メ
ン
バ
ー
は
担
当
し
た
天
井
画
の
復
元
を 

 
 

 
 

二
十
三
年 

 

進
め
て
い
っ
た
。 

平
成
二
十
四
年
七
月 

岡
山
県
美
作
市
東
粟
倉
の
民
宿
と
「
お
も
ち
ゃ
村
」
で
制
作
合
宿
を
行
う
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

十
月 

 

岡
山
市
西
大
寺
百
花
プ
ラ
ザ
で
制
作
会
を
実
施
す
る
。 

平
成
二
十
五
年
十
月 

１
６
１
枚
の
復
元
天
井
画
が
完
成
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

十
二
月 

岡
山
県
天
神
山
文
化
プ
ラ
ザ
で
「
円
城
寺
天
井
画
修
復
展
」
を
開
催
。
多
数
の
入 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

場
者
が
あ
り
、
新
聞
各
社
や
テ
レ
ビ
局
を
通
じ
て
報
道
さ
れ
た
。 

平
成
二
十
六
年
四
月 

寄
進
者
の
氏
名
記
入
作
業
を
始
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

八
月 

 

天
井
画
に
防
水
加
工
を
施
す
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

九
月 

天
井
画
を
本
堂
外
陣
に
取
り
付
け
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

十
月 

落
慶
法
要
が
行
わ
れ
る
。 
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開
山
１
３
０
０
年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て 

(

天
井
画
修
復
展
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
よ
り)

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

円
城
寺
住
職 

天
艸 

眞
諦 

 

古
来
、
寺
院
は
僧
侶
の
修
行
の
場
で
あ
っ
た
。
や
が
て
仏
教
の
大
衆
化
と
共
に
、
そ
れ
は
民
衆
教
化
の

拠
点
と
い
う
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
「
荘
厳
」(

寺
院
等
の
装
飾
を
意
味
す
る)

は
、
も
ち
ろ
ん
先

ず
第
一
に
、
仏
に
対
す
る
御
供
の
意
で
あ
る
が
、
第
二
に
は
、
そ
こ
に
参
る
人
々
が
そ
の
美
し
さ
に
心
を

打
た
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
の
威
光
を
高
め
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
以
前
の
世
に
お
い
て
、
日
常
を

我
々
の
時
代
よ
り
は
る
か
に
地
味
な
色
彩
の
中
に
暮
ら
し
て
い
た
人
々
が
、
寺
院
の
荘
厳
に
仏
の
世
界
を

感
得
し
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。 

 

当
山
、
本
堂
外
陣
の
天
井
画
１
６
１
枚
が
、
１
６
０
年
の
間
に
そ
の
色
彩
を
失
い
、
か
ろ
う
じ
て
描
線

が
判
読
で
き
る
ば
か
り
の
も
の
に
な
っ
た
の
は
、
い
つ
頃
の
こ
と
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
諸
般
の
事
情
か
ら

あ
き
ら
め
て
い
た
天
井
画
の
「
修
復
」
が
、
仏
縁
を
い
た
だ
い
て
、
小
川
尊
一
先
生
の
御
厚
情
に
よ
っ
て

実
現
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
今
よ
り
５
年
ば
か
り
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

そ
の
後
の
経
緯
に
よ
り
、
原
画
を
模
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
復
元
」
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
な

っ
た
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
が
、
江
戸
期
の
天
井
画
に
現
代
的

な
意
味
を
見
い
出
し
、
そ
こ
に
現
代
の
「
解
釈
」
を
こ
め
て
、
再
度
本
堂
外
陣
を
荘
厳
し
て
下
さ
っ
た
も

の
だ
と
言
え
よ
う
。 

 

「
平
成
の
復
元
」
は
当
山
に
と
っ
て
の
み
で
な
く
、
広
く
、
あ
り
が
た
く
、
意
義
深
い
も
の
だ
と
信
じ

て
い
る
。 
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天
井
画
復
元
を
終
え
て 

（
復
元
図
録
よ
り
抜
粋
）  

 
 

 
 
 

 
 

小
川 

尊
一 

 
 

天
台
宗
格
天
井
に
み
る
天
井
画
が
何
を
意
味
す
る
か
は
、
天
艸
住
職
の
お
言
葉
「
荘
厳
」
と
「
極
楽
浄

土
」
で
理
解
し
た
が
、
歴
史
的
に
ど
う
い
っ
た
人
達
で
描
か
れ
て
き
た
か
が
今
一
つ
解
ら
な
い
。
天
井
画

に
関
す
る
論
文
も
明
治
の
頃
に
、
「
日
本
建
築
に
於
け
る
天
井
画
の
変
遷
」
と
い
う
の
が
一
編
あ
る
が
、

文
中
で
は
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
。
仏
画
師
、
襖
絵
師
と
同
じ
よ
う
に
天
井
画
師
と
は
い
か
な
い

よ
う
で
あ
る
。
私
の
友
人
の
父
が
昭
和
３
０
年
代
ま
で
看
板
業
に
就
い
て
お
り
、
看
板
や
商
店
の
広
告
等

に
加
え
天
井
画
も
手
仕
事
で
請
け
負
っ
て
い
た
。
ま
た
、
近
隣
の
お
寺
に
同
じ
デ
ザ
イ
ン
の
天
井
画
を
多

々
見
る
こ
と
か
ら
も
、
天
井
画
は
専
門
の
絵
師
で
は
な
く
名
も
な
き
職
人
に
よ
る
も
の
と
見
る
の
が
妥
当

と
結
論
づ
け
た
。
こ
の
事
が
か
え
っ
て
興
味
深
く
、
純
粋
に
職
人
と
し
て
の
技
量
の
確
か
さ
を
見
る
こ
と

が
で
き
た
。
図
柄
は
引
き
継
が
れ
た
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
そ
の
手
本
帳
を
み
な
が
ら
泥
絵
の
具
と

い
う
安
価
な
塗
料
で
は
あ
る
が
天
然
顔
料
を
膠
で
融
い
て
活
き
良
く
描
か
れ
て
い
る
。
図
柄
が
足
ら
な
く

な
れ
ば
、
同
じ
デ
ザ
イ
ン
で
色
を
変
え
た
り
、
向
き
を
変
え
た
り
、
中
に
は
他
の
デ
ザ
イ
ン
の
一
部
を
加

え
た
り
し
て
数
を
増
や
し
て
い
る
。 

 

何
は
と
も
あ
れ
、
現
物
か
ら
受
け
る
迫
力
は
我
々
の
か
細
い
感
覚
で
は
到
底
か
な
わ
な
い
。
が
し
か
し

ご
住
職
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
ど
こ
の
お
寺
さ
ん
も
希
望
は
「
常
若
」
で
あ
る
。
風
化
剥
落
が
日
本
人
の
心

を
虜
に
し
た
時
期
が
未
だ
あ
る
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
を
全
て
取
り
除
き
ア
ク
リ
ル
と
い
う
現
代
の
塗
料
で
対

等
に
迫
る
域
ま
で
ス
タ
ッ
フ
一
同
懸
命
に
取
り
組
ん
で
く
れ
た
事
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。 

 

重
ね
て
幾
多
の
檀
家
さ
ん
の
ご
協
力
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 
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お
わ
り
に 

 
 

円
城
ふ
る
さ
と
村
は
、
現
代
の
喧
噪
か
ら
は
か
け
離
れ
た
か
の
よ
う
な
時
間
を
過
ご
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
そ
の
村
の
小
高
い
丘
の
上
に
静
か
に
佇
む
円
城
寺
も
、
ま
た
静
謐
な
時
が
過
ぎ
て
い
る
。
し
か

し
今
も
昔
も
「
生
き
る
」
と
い
う
営
み
に
苦
し
み
は
付
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
天
井
画
の
下
に
佇
み
、
ほ
ん

の
少
し
で
も
何
か
癒
や
さ
れ
る
も
の
に
出
逢
っ
て
欲
し
い
と
願
う
の
は
、
制
作
者
の
欲
が
深
す
ぎ
る
で
あ

ろ
う
か
。 

 
 

も
し
ご
縁
が
あ
れ
ば
山
里
に
足
を
運
ん
で
、
天
井
画
を
み
て
い
た
だ
け
れ
ば
こ
の
上
な
い
幸
せ
で
す
。 
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