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茶
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博
物
館
を
創
造
に
活
か
す
試
み

八

杉

佳

穂

や
す
ぎ
よ
し
ほ

-
特
別

展

「千
家
十
職

×
み
ん
ば
く

」
実
行
委

員
長

「美
と
い
う
も
の
は
、
単
に
対
象
の
事
物
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
眺
め
る
人
の
心
に
あ
る
の
で
す
。
魂
の
深
さ
が
、
普
通
の
人
に
は
平
凡

と
見
え
る
も
の
に
も
美
を
見
出
さ
せ
る
も

の
で
す
。
道
ば
た
に
落
ち
て
い
る

一
片

の
木
ぎ
れ
に
も
、
美
し
さ
は
あ
る
は
す
で
す
。
一
つ
の
も
の

を
美
し
い
と
感
す
る
か
、
否
か
は
、
そ
れ
を
見
る
人
が
ど
れ
だ
け
深
く
人
生
を
眺
め
、
ど
れ
だ
け
深
く
存
在
に
触
れ
て
い
る
か
に
か
か

っ
て
い

ま
す
。」
(澤
潟
久
敬

『哲
学
と
科
学
』
一
六
四
頁
)

1
社
会

の
情
勢
の
変
化
に
伴

い
、
博
物
館

の
展
示

も
変
わ

っ
て
き
て
お
り
、
最
近
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
か
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
と
か
い
っ
て
、
展
示

す
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
、
さ
ら
に
は
展
示
を
見
る
も
の
と
の
問
に
、
何
ら
か
の
関
係
や
つ
な
が
り
を
模
索
す
る
傾
向
が
強
ま

っ
て
き
て
い
る
。

国
立
民
族
学
博
物
館

(以
下
、
民
博
)
で
二
〇
〇
九
年
三
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
開
催
の

「千
家
十
職

×
み
ん
ば
く
"茶
の
湯

の
も
の
づ
く
り
と
世

界
の
わ
ざ
」
展
は
、
民
博
を
外
か
ら
利
用
し
た
ら
ど
う
な
る
か
と

い
う
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
民
博
は
民
族
学
、
文
化
人
類
学
を
研
究
す
る

研
究
所
で
あ
る
。
さ
ら
に
大
学
院
大
学
を
も

っ
て

い
る
の
で
、教
育
の
場
で
あ
り
、研
究
者
を
再
生
産
す
る
場
で
も
あ
る
。
そ
の
う
え
博
物
館
を
も

っ

て
い
る
。
そ
の
博
物
館
は
、
研
究
資
料
を
集
積
す
る
場
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
研
究

の
成
果
を
展
示
す
る
た
め
に
あ
る
。
世
界
を
カ
バ
ー
す
る
大

規
模
な
博
物
館
で
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
こ
に
来
た

ら
、
世
界

の
民
族
、
文
化
が
何
で
も
わ
か
る
と
い
う
博
物
館
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
使
命

を
持

っ
て
い
る
。
だ
が
、
研
究
所

の
も

つ
博
物
館
、
す
な
わ
ち
、
研
究
博
物
館
と

い
う
の
は
、
研
究
成
果
を
展
示
し
て
、
来
館
者
に
見
て
も
ら
う
だ
け

で
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
変
わ

っ
た
実
験
の
で
き
る
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
も
あ
る
。

民
博
は
三
十
年
あ
ま
り
の
間
に
、
民
族
資
料
と

し
て
二
十
六
万
点
ほ
ど
収
集
し
て
き
た
。
世
界
の
民
族
が
作
り
出
し
た
モ
ノ
を
、
そ
の
民
族
を
理

解
す
る
手
助
け
と
し
て
収
集
し
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
モ
ノ
そ
の
も
の
を
研
究

の
対
象
と
し
て
収
集
し
た
も
の
は
少
な
い
し
、
モ
ノ
そ
の
も
の

を
研
究
の
対
象
と
し
て
い
る
人
も
少
な

い
。
モ
ノ
よ
り
も
、
モ
ノ
を
作
り
出
し
た
人
々
、
文
化
を
研
究
の
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

収
集
さ
れ
た
モ
ノ
た
ち
は
、
生
活

に
必
需
な
も

の
か
ら
、
神
や
霊
な
ど
目
に
見
え
な
い
も

の
を
表
現
し
た
も

の
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ
れ

ら
は
作
り
出
し
た
民
族
、
文
化
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
収
集
さ
れ
た
モ
ノ
た
ち
が
そ
れ
だ
け
で
満
足
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
も

っ
と
モ
ノ
た
ち
を
活
か
す
方
法
が
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
。

巨
大
な
構
築
物
や
大
量
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
ふ
れ
て
い
る
現
代
社
会

で
は
、
手
仕
事
は
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
な
く
な

っ
た
。
し
か
し
人
間
の

サ
イ
ズ
に
あ
っ
た
手
仕
事
は
、
人
間
の
サ
イ
ズ
を
超
え
た
現
代
で
も
大
切
な
も

の
で
あ
り
、
人
間
性
の
回
復

の
た
め
に
か
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
見
直



さ
れ
て
き
た
。
民
博
の
資
料
は
ほ
と
ん
ど
が
手

仕
事
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
が
、
長

い
歴
史

の
中
で
手
を
使

っ
て
生
み
出
し
、
使

い
や
す
い
よ

う
に
洗
練
さ
せ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を

こ
れ
ま
で
と
は
違

っ
た
視
点
で
見
て
み
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

芸
術
家
や
工
芸
家
に
民
博

の
収
蔵
品
を
見
て
も
ら

っ
て
何
か
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
た
ら
、
民
博
は
研
究
所

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
美

の

源
泉
、
発
想

の
源
泉
と
も
な
り
得
る
の
で
は
な

い
か
。
美
は
西
洋

の
絵
画
や
彫
刻
に
ば
か
り
あ
る
の
で
は
な

い
。
長
く
使
わ
れ
て
き
た
道
具
や
工
芸

品
の
中
に
も
美
が
あ
る
。
用
い
ら
れ
て
、
研
ぎ
澄

ま
さ
れ
て
生
ま
れ
た
美
、
す
な
わ
ち
用
の
美
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
が
、
収
蔵
品

の
中
に
は
、
用
の
美

で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
、
根
源
美
と
で
も
い
っ
て
い
い
、
魂

の
奥
底
か
ら
生
ま
れ
出
た
よ
う
な
美
も
あ
る
。
人
間
が
生
活
の
た
め
に
作

っ
て
き
た
そ

う
し
た
モ
ノ
た
ち
が
、
創
造
の
刺
激
剤
に
な
り
得

る
の
で
は
な

い
か
。

11
民
博
を
見
て
何
か
を
選
び
何
か
を
作
れ
な

い
か
、
と
私
た
ち
が
提
案
し
た
の
は
、
千
家
十
職
の
方
々
で
あ
る
。
千
家
十
職
と

い
う
の
は
、
千
家

家
元
と
密
接
な
関
係
を
保
ち
な
が
ら
、
長

い
間
茶
道
具
を
制
作
し
て
き
た
十
家
で
あ
り
、
代
々
、
中
川
浮
益

(金
物
師
)
、
奥
村
吉
兵
衛

(表
具
師
)、

ひ

し
や
く

ど

ぶ

ろ

ひ

黒
田
正
玄

(竹
細
工
・
柄

杓
師
)、
土
田
友
湖

(袋
師
)
、
永
樂
善
五
郎

(土
風
炉

・
焼
物
師
)
、
樂
吉
左
衛
門

(茶
碗
師
)
、
大
西
清
右
衛
門

(釜
師
)、
飛

き

い
っ
か
ん

来

一
閑

(
一
閑
張
細
工
師
)、
中
村
宗
哲

(塗
師
)
、
駒
澤
利
斎

(指
物
師
)
の
名
を
受
け
継

い
で
い
る

(た
だ
し
歴
代
で
は
違
う
名
前
を
襲
名
し
た
こ

と
も
あ
る
。
巻
末
資
料
参
照
)。
当
代

で
、
十

一
代
か
ら
十
七
代
を
数
え
る
。
千
家
十
職
と
い
う
言
葉
で
十
家
が
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
、
大
正
四
年

(
一
九

一
五
)
に
大
阪
三
越
で
開
か
れ
た
十
職
展

が
は
じ
め
て
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
近

い
形
は
十
八
世
紀
前
半
に
さ
か
の
ぼ
れ
る
と
い
う

(第

二
章
熊
倉
解
説
文
参
照
)
。

茶

の
湯
の
道
具
は
も
ち
ろ
ん
千
利
休
以
前
か
ら
あ
る

(第
二
章
筒
井
解
説
文
参
照
)。
し
か
し
現
在
茶
道
具
の
基
本
と
な

っ
て
い
る
の
は
千
利
休

の
好
み
に
よ
る
形

や
色
で
あ
り
、
そ
れ
を
十
職

の
そ
れ
ぞ
れ
が
三
百
年
か
ら
四
百
年
以
上
の
長
い
間
守

っ
て
き
た
。
同
時
に
道
具
の
利
便
性
な
ど

を
考
え
創
意
工
夫
し
て
、
た
え
ず
新
し

い
形
を
創
造
し
て
き
た
。
だ
が
残
念
な
こ
と
に
、
天
明

の
大
火

(
一
七
八
八
)
で
京
都
で
は
多
く
が
失
わ
れ

た
ば
か
り
か
、
十
職
の
作
品
の
多
く
も
失
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
今
回
の
展
覧
会
で
、
全
代
の
作
品
が
そ
ろ

っ
て
い
る
の
は
三
家
だ
け
で
あ
る
。

十
職
は
茶
道
具
を
作
る
集
団
で
あ
る
。
表
舞
台
で
あ
る
茶
室
に
お

い
て
使
わ
れ
る
道
具
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
露
地
か
ら
茶
室
ま
で
に
必
要
な

箒
と
か
円
座
な
ど
茶
事
を
支
え
る
裏
方
と
も

い
え
る
道
具
類
も
作

っ
て
き
た

(
一
〇
八
頁
-

一
一
三
頁
参
照
)
。

長

い
伝
統
の
中

で
培
わ
れ
て
き
た
技
術
と
美
を
追
求
し
て
き
た
目
を
、
世
界
の
民
族
資
料
に
対
峙

さ
せ
る
と
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
か
。

茶
道
具
の
制
作
が
専
門
の
十
職
が
そ
の
よ
う
な
斬
新
な
試
み
に
参
加
し
た
の
で
あ
る
。
思
え
ば
、
千
利
休
の
時
代
か
ら
、
時
代
の
革
新
を
試
み
て
き

た
人
た
ち
で
あ
る
。
だ
か
ら
利
休

の
発
見
し
た
世
界
が
再
び
、
と
私
た
ち
は
思
う
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
に
と

っ
て
は
な
ん
ら
新
し
い
試
み
と
は
い
え

ぬ
も
の
で
あ

っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
す
十
職
の
皆
さ
ん
に
展
示
場
を
見
て
、
次

に
収
蔵
庫

に
入

っ
て
、
気

に
入

っ
た
も
の
を
選
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
か
ら
始
ま

っ
た
。
選
ん
だ
資
料

を
起
爆
剤
に
し
て
作
品
を
作

っ
て
も
ら
う
の
で
あ
る
が
、
作
品
を
作
る
と

い
う
目
的
の
た
め
に
収
蔵
品
を
見
る
と
、
そ
れ
に
縛
ら
れ
て
、
自
由
に
も

の
に
対
峙
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
作
品
を
作
る
と

い
う
こ
と
を
ひ
と
ま
ず
考
え
な

い
で
、
十
職
の
方
々
に
自
由
に
も
の
を
見
て
い
た
だ
く
よ
う
に
し

た
。
す
る
と
、
七

つ
あ
る
収
蔵
庫
を
、
一
日
に

一
つ
ず

つ
じ

っ
く
り
観
察
さ
れ
る
方

や
、
一
日
に
二
つ
三

つ
の
収
蔵
庫
を
見
て
ま
わ
る
方
も
い
た
が
、

博
物
館
を
創
造
に
活
か
す
試
み

○
〇
七



茶

の
湯

の
も
の
づ
く
り
と
世
界

の
わ
ざ

○
〇
八

い
す
れ
も
も
の
づ
く
り
を
専
門
と
し
て
い
る
人

た
ち
で
あ
る
。
世
界

の
民
族
が
作
り
出
し
た
二
十
六
万
点
ほ
ど
の
資
料
を
納
得

い
く
ま
で
観
察
さ

れ
た
。
そ
う
し
て
じ

っ
く
り
見
て
選
ば
れ
た
資
料
は
、
多
岐
に
わ
た

っ
た
。
世
界
を
す

べ
て
覆
う
く
ら
い
い
ろ
い
ろ
な
国
の
も
の
が
選
ば
れ
た
。
選

ば
れ
た
も

の
は
、
仮
面
や
土
器
な
ど
非
常

に
目

に
つ
く
も
の
か
ら
、
魚
籠
や
屋
根
飾
り
な
ど
も
含
ま
れ
、
バ
ラ

エ
テ
ィ
に
富
ん
で

い
た
。
そ
れ
ぞ
れ

の
人
と
な
り
が
わ
か
る
ほ
ど
、
選
択
さ
れ
た
も

の
は
、
個
性
あ
ふ
れ
る
も
の
と
な

っ
た
。

民
博
の
収
蔵
品
は
収
蔵
さ
れ
た
順
に
棚
に
並

ん
で
い
る
。
そ
れ
が

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
で
管
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
収
蔵
棚
に
は
、
ア
フ
リ
カ

の
仮
面
の
横

に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
屋
根
板
が
あ
る
と

い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
見
る
人
に
と

っ
て
、
そ
れ
は
渾
沌

の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
渾
沌
の
中
か

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
入
の
好
み
に
従

っ
て
選
ば
れ

た
も
の
は
、
た
と
え
厳
選
し
て
展
示
し
て
も
、
そ
れ
は
、
あ
る
民
族
な
り
文
化
な
り
を
、
も
の
を
通

し
て
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
学
問
的
に
体

系
立
て
て
行
な

っ
て
き
た
従
来
の
展
示
と
は
異
な
る
。
し
か
し
、
人
間
が
生
み
出
し
た
も
の
に
は
、

文
化
や
民
族
を
超
え
た
何
か
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
同
時
に
同
じ
民
族
、
同
じ
人
で
も
、
多
く
の
異
質
な
、
通
じ
な

い
も

の
を
抱
え
て
い
る
。
そ
う

し
た
民
族
を
超
え
て
共
通
す
る
も
の
や
異
質
な

も
の
を
、
千
家
十
職
と

い
う
伝
統
に
培
わ
れ
た
人
の
目
を
通
し
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て

彼
ら
が
民
博

の
収
蔵
品
を
見
て
、
自
ら
の
手
を
使
い
表
現
し
た
も
の
を
並

べ
て
み
た
。

我
々
の
美

の
基
準
は
、
学
校
教
育
の
ぜ
い
か
、
西
洋
の
美

の
基
準
が
唯

一
の
基
準
の
よ
う
に
思
い
こ
ま
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
民
博
の
収
蔵
庫
の

品
々
は
そ
う

い
う
基
準
を
い
と
も
簡
単
に
吹
き

飛
ば
す
。
そ
の
た
め
、
十
職
が
選
ん
だ
も

の
の
な
か
に
は
、
西
洋
の
美

の
基
準
に
慣
ら
さ
れ
た
目
か

ら
は
と
て
も
美
し
い
と
は
思
え
な
い
も

の
も
含

ま
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
選
ば
れ
た
も
の
は
、
一
見
す
る
と
美
し
い
と
感
じ
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
れ
ら
を
じ

っ
く
り
見
る
と
、
何
か
し
ら
感
じ
る
も
の
が
あ
る
。
魂
に
語
り
か
け
る
も
の
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
今
日
の
茶

の
湯
の
美

の
代
表
格

で
あ
る
十
職
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

十
職
は
茶
道
具
を
作
る
集
団
で
あ
る
。
だ
が
、
新
し
く
作
る
も
の
は
、
茶
道
具
を
超
え
て
自
由
に
創
作
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
頼
ん
だ
。
ま

っ
た

く
異
な
る
も

の
か
ら
少
し
す

つ
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ

(変
身
)
し
て
茶
道
具
に
な

っ
て
い
く
よ
う
な
作
品
も
あ

っ
て
も
い
い
の
で
は
と
提
案
し
た
。

し
か
し
彼
ら
は
茶
道
具
し
か
作
ら
な

い
と
い
う
制
限
を
意
識
的
に
自
分
た
ち
に
課
し
て
い
る
。

で
き
た
作
品
に
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
茶
の
道
具
を
超
え
た
も
の
も
あ
る

(第

一
章
)
。
そ
れ
は
与
え
ら
れ
た
仕
事
を
こ
な
し

て
い
く
と
い
う
職
人
魂
あ
ふ
れ
た
人
か
ら
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
集
団
で
あ
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

も
の
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
人
を
通
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
か
ら
す
そ
の
人
を
表
わ
す
。
十
職
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
表
わ
し
て

い
る
選
ば
れ
た
資
料
と
、
制
作
さ
れ
た
作
品
。
そ
れ
ら
に
は
多
様
性

の
な
か
に

一
つ
の
個
性
、
統

一
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
世
界
の
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ

の
個
性

に
よ

っ
て
切
り
取
り
、
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
世
界
を
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
切
り
取
る
文
化
の
原
型
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な

い
。

m
十
職
が
選
び
、
作
る
と

い
う
行
為
は
、
外

か
ら
博
物
館
を
見
て
創
造
す
る
試

み
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
内
か
ら
応
え
る
こ
と
。
そ
う
す
る
こ

と
で
、
「千
家
十
職

×
み
ん
ば
く
」
と
い
う
図
式

が
成
り
立

つ
。
そ
れ
は
足
し
算

で
は
な
く
、
か
け
算

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
私

た
ち
は
、
動
詞
で
応
え
る
こ
と
に
し
た
。
十
職
の
仕
事
は
、
手
仕
事

で
あ
る
。
手
を
使

っ
て
も
の
を
生
み
出
す
。
そ
の
行
為
を
動
詞
で
考
え
て
み
た
。



な
ぜ
動
詞
か
。
そ
れ
は
広
が
り
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
語
の
動
詞
は
、
抽
象
性
が
高
く
、
た
と
え
ば
、
「は
る
」
は
、漢
字
で
書
け
ば
、
「貼
る
」
、
「張

る
」
と
異
な
る
。
つ
ま
り
中
国
語
で
は
同
じ

「は
る
」
で
も
動
詞
で
区
別
さ
れ
、
そ
の
違

い
は
漢
字
の
違

い
で
表
わ
さ
れ
る
が
、
日
本
語
で
は

「貼
る
」

と

「張
る
」
と
を
区
別
ぜ
す

「は
る
」
一
つ
で
あ
り
、書
く
場
合
、訓
を
利
用
し
て
細
か
な
違
い
を
表
現
し
て
い
る
。
「く
む
」
で
は
ど
う
だ
ろ
う
。
「組
む
」

の
ほ
か
「汲
む
」
や

「酌
む
」
が
あ
る
が
、
「汲
む
」
や
「酌
む
」
は
「組
む
」
と
は
ア
ク
セ
ン
ト
(ピ
ッ
チ
)
の
位
置
が
異
な
る
か
ら
、異
な
る
語
彙

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
語
で
は
高
低
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
違

い
で
語
彙
を
区
別
す
る
。
そ
れ
は
漢
字
に
も
反
映
さ
れ
て

「組
む
」
と
は
違
う
字
が
用

い
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し

「汲
む
」
や

「酌
む
」
と

い
う
中
国
語

で
区
別
さ
れ
る
違

い
は
、
日
本
語
で
は
動
詞

一
つ
で
表
わ
さ
れ
る
。
つ
ま
り
日
本
語
の
方
が

抽
象
性
が
高

い
。
そ
の
お
蔭

で
、
連
想
が
広
が
る
。
そ
れ
を
利
用
し
て
、
世
界

の
民
族
の
生
み
出
し
た
用
具
の
多
様
性
を
十
職

の
作
品
と
関
連
づ
け

て
み
よ
う
と

い
う
の
で
あ
る
。

つ
く

選
ん
だ
動
詞
は
、
叩
く
、
鋳
こ
む
、
捏
ね
る
、
削
る
、
描
く
、
塗
る
、
張
る
、
組
む
、
曲
げ
る
、
切
る
、
縫
う
の
十

一
個
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
動

詞
の
間
に
十
家

の
仕
事
を
置
く
こ
と
で
、
手
仕
事
の
つ
な
が
り
を
示
そ
う
と
し
た
。
た
と
え
ば

「叩
く
」
と

「鋳

こ
む
」
の
中
間
に
中
川
浮
益
、
「鋳
こ

む
」
と

「捏
ね
る
」
の
中
間
に
大
西
清
右
衛
門
の
作
品
を
置

い
て
、
少
し
す

つ
重
な
り
合
い
な
が
ら
十
職
が

つ
な
が
り
あ

っ
て
い
る
こ
と
を
見
ぜ
よ

う
と
し
た

(第
三
章
小
林
解
説
文
参
照
)
。

十
職
の
仕
事
の
素
材
は
、
土
、
木
、
竹
、
金
、
布
、
紙

に
わ
け
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
素
材
で
応
え
る
方
法
も
あ

っ
た
。
ま
た
、
器
物
、
塗
物
、
縫
物
な
ど
、

用
途
や
仕
事
法

で
応
え
る
こ
と
も
あ
り
え
た
。
し
か
し
そ
れ
で
は
同
じ
よ
う
な
も
の
を
選
ぶ
こ
と
に
な
り
、
世
界
の
民
族
が
生
み
出
し
て
き
た
バ

ラ

エ
テ
ィ
を
う
ま
く
す
く

い
上
げ
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
動
詞
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
金
物
を

「叩
く
」
と

い
う
動
詞
で
表
わ
す
と
す

る
と
、
金
物
か
ら
始
ま
り
、
叩
く
も
の
は
、
タ
パ

の
よ
う
な
紙
や
叩
き
技
法

の
土
器
な
ど
、
材
質

や
形
、
用
途
を
超
え
て
、
人
間
の
手
に
よ
る
行
為
か

ら
生
み
出
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
広
が
る

。
そ
れ
が
民
博

の
お
も
し
ろ
さ
で
あ
る
。

世
界
に
は
王
家
御
用
達

の
よ
う
な
職
人
集
団
が

い
く

つ
も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
職
人
集
団
は
、
お
お
よ
そ
限
ら
れ
た
も
の
し
か
作
ら
な
い
。
た
と
え

ば
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
パ

ン
セ
ミ
ョ
と
呼
ば
れ
る
十
の
職
が
あ
る
。
ろ
く
ろ
、
絵
画
、
漆
、
鍛
冶
な
ど
の
職
人
で
あ
る
。
彼
ら
は
相
談
し
合

っ
て
何
か
を

作
る
こ
と
は
な
い

(第
四
章
田
村
解
説
文
参
照
)
。
し
か
し
、
千
家
十
職

の
作
る
も
の
の
中
に
は
、
何
家
か
が
共
同
し
て
作
る
も

の
が
あ
る
。
一
つ
の

な
つ
め

も
の
を
数
家
が
相
談
し
合

っ
て
作
る
場
合

(共
作
)
と
、
た
と
え
ば
茶
箱
の
よ
う
に
、
渠

や
茶
碗
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
を
、
取
り
合
わ
ぜ
て

一
つ

の
ま
と
ま
り
に
す
る
場
合

(合
作
)
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
こ
の
茶
碗
に
は
こ
の
掛
軸
と
か
こ
の
袋
と
か
、
そ
れ
ぞ
れ

の
格
に
あ

っ
た
も
の
を
取
り
合

わ
せ
て
構
成
す
る
、
総
合
芸
術
と
い
わ
れ
る
茶
道

の

一
つ
の
特
徴
を
表
わ
し
て
い
る
。

展
示
で
は
、
日
本
の
伝
統
を
背
負
う
千
家
十
職
と
、
世
界
の
民
族
資
料
を
集
め
研
究
し
て
き
た
民
博
が
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
。
一
見
し
た
と

こ
ろ
な
ん
の
関
係
も
見

つ
か
ら
な

い
両
者
で
あ
る
が
、
よ
く
考
え
る
と
、
手
仕
事
と

い
う
共
通
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
が
あ

っ
た
。
そ
れ
を
も
と
に
、
も

の
の
見
方
や
受
け
取
り
方
、
人
間

の
多
様
性
な
ど
を
考
え
る
材
料
が
与
え
ら
れ
、
博
物
館
の
可
能
性
を
拡
げ
る
こ
と
が
で
き
る
展
示
を
我
々
は
め

ざ
し
た
。
博
物
館
が
情
報
資
源

の
場
を
超
え
て
、
発
想
の
源
、
創
造
の
源
に
も
な
る
。
博
物
館
が
学
び
の
場
か
ら
思
索
の
場
に
、
さ
ら
に
は
各
自
が

各
自

の
思

い
で
利
用
で
き
る
場
に
な
る
。
そ
ん
な
願

い
を
込
め
た
。
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
入
に
と

っ
て
、
展
覧
会
と
そ
の
成
果
を
ま
と
め
た
本
書
が
、

そ

の
人
な
り
の
利
用
法
を
考
え
る

一
助
と
な
る

こ
と
を
願

っ
て
い
る
。

博
物
館
を
創
造
に
活
か
す
試
み

○
〇
九


