
会
　
報

昭
和
四
三
年
二
月
例
会

　
二
月
三
日
（
土
）
午
後
一
時
よ
り

　
於
　
京
都
大
学
文
学
部
第
一
講
義
室

藤
原
宮
跡
出
土
の
木
簡
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岸
　
俊
男
氏

　
藤
原
宮
跡
の
発
掘
が
進
展
す
る
に
従
い
、
多
数

の
木
簡
が
出
土
し
て
学
界
に
多
く
の
話
題
を
提
供

し
て
い
る
が
、
発
掘
調
査
の
概
況
と
、
出
土
し
た

木
簡
に
つ
い
て
カ
ラ
ー
ス
ラ
イ
ド
を
多
数
使
用
し

つ
つ
詳
細
に
報
告
さ
れ
た
。

六
月
例
会

　
六
ロ
月
一
日
　
（
土
）
偏
十
後
一
時
よ
り

　
於
　
　
山
尽
十
ハ
文
学
部
　
　
第
六
講
義
室

　
第
七
回
京
都
大
学
イ
ラ
ン
・
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

　
ソ
．
・
パ
キ
ス
タ
ン
学
術
調
査
隊
報
告
会

ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
発
掘
調
査
　
　
　
西
川
幸
治
氏

　
京
都
大
学
第
七
次
イ
ラ
ン
・
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
・
パ
キ
ス
タ
ン
学
術
調
査
隊
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
と
パ
キ
ス
タ
ン
の
二
班
に
分
れ
、
発
掘
調
査

を
つ
づ
け
た
。
パ
キ
ス
タ
ン
班
は
一
九
六
七
年
九

月
末
か
ら
翌
一
月
上
旬
ま
で
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
西

北
部
マ
ル
ダ
ソ
地
区
、
か
つ
て
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の

地
で
、
前
半
を
シ
ヤ
バ
ズ
ガ
リ
に
宿
舎
を
設
け
、

チ
ャ
ナ
カ
、
デ
ー
リ
、
メ
ハ
サ
ソ
ダ
、
ア
ン
タ
の

三
遺
跡
、
後
半
は
パ
ロ
ー
・
デ
リ
ー
に
宿
舎
を
移

し
、
タ
レ
リ
ー
遺
跡
の
調
査
を
つ
づ
け
た
。

　
シ
ャ
バ
ズ
・
ガ
リ
は
ア
シ
ョ
カ
王
碑
文
の
あ
る

地
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
、
カ
ニ
ソ
ガ
ム
や
フ
ー
シ

エ
に
よ
っ
て
宋
雲
の
い
う
仏
沙
伏
城
（
洛
陽
伽
藍

軽
軽
五
）
玄
奨
の
老
婦
様
態
（
大

唐
西
域
記
巻
二
）
に
比
定
さ
れ
た

チ
ャ
ナ
カ
デ
ー
リ
は
シ
ャ
バ

ズ
・
ガ
リ
の
北
二
粁
に
あ
り
フ

ー
シ
エ
に
よ
っ
て
宋
雲
の
い
う

白
象
宮
に
あ
て
ら
れ
た
地
で
、

一
九
五
九
年
よ
リ
パ
キ
ス
タ
ソ

に
お
け
る
主
要
発
掘
地
点
と
し

て
継
続
的
に
調
査
を
つ
づ
け
て

き
た
。
今
回
は
調
査
未
了
の
北

院
西
北
部
の
調
査
を
終
り
遣
跡

の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
チ
ャ
ナ
カ
・
デ
リ

ー
は
中
院
・
北
院
・
西
北
．
院
か

ら
成
り
、
中
央
院
（
四
〇
×
五

八
m
）
は
六
柱
の
間
を
中
心
に

北
と
西
に
小
室
が
な
ら
び
、
北

僥
（
一
二
〇
×
四
七
m
）
は
中

院
の
北
に
広
い
中
庭
．
と
そ
の
周

り
に
小
房
が
な
ら
ぶ
。
北
院
の

西
に
あ
る
西
北
院
（
三
七
×
一
八
m
）
は
大
き
な
構

築
物
の
基
台
で
あ
る
。
出
土
遺
物
か
ら
宗
教
建
築

で
は
な
く
、
ク
シ
ャ
ン
初
期
の
離
宮
の
よ
う
な
世

俗
建
築
と
し
て
構
築
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

そ
の
巨
大
な
石
積
と
強
固
な
基
礎
工
事
を
も
つ
建

築
遺
跡
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
域
で
も
例
を
み
ず
、
注

建
議

慧
護
灘

雛電乾鵡∴9

タレリー寺院趾
灘

去
勢
馨

ユ55 （609）



国
さ
れ
る
。

　
メ
ハ
サ
ン
ダ
奪
院
肚
は
シ
ャ
バ
ズ
・
ガ
リ
の
北

東
、
カ
ラ
マ
ル
山
塊
に
つ
づ
く
メ
ハ
サ
ン
ダ
由
の

南
の
尾
根
に
築
か
れ
た
山
群
で
一
九
六
一
年
い
ら

い
調
査
を
つ
づ
け
今
國
の
僧
房
群
の
調
査
に
よ
っ

て
遺
跡
全
体
の
調
査
を
完
了
し
た
。

　
ア
ン
タ
の
ス
ト
ー
ン
・
サ
ー
ク
ル
は
シ
ャ
バ

ズ
・
ガ
リ
か
ら
ス
ワ
ビ
へ
向
う
途
中
ナ
ワ
カ
ジ
で

シ
エ
ヴ
ァ
村
に
向
う
道
を
と
っ
て
北
上
す
る
と
、

一
廻
路
弧
偵
い
の
宙
小
に
あ
る
。
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
域
に
は

稀
で
、
カ
シ
ユ
ミ
ル
の
ブ
ル
ザ
ホ
ー
ム
と
類
似
さ

れ
よ
う
。
こ
の
ス
ト
ー
ン
・
サ
ー
ク
ル
は
経
由
十

六
米
、
南
東
部
は
石
柱
が
欠
け
倒
壊
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
今
國
は
現
状
実
測
と
東
西
の
直
径
方
向

に
巾
一
m
の
ト
レ
ン
チ
を
設
け
試
掘
し
た
。
こ
の

予
備
調
甕
で
は
石
櫨
の
構
築
手
法
や
束
の
部
分
で

倒
壊
し
た
石
柱
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は

で
き
た
が
、
出
土
遺
物
は
殆
ん
ど
な
く
そ
の
性
格

は
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
。
全
体
の
構
成
と
機

能
の
解
明
は
今
後
の
調
査
を
ま
た
な
く
て
は
な
ら

な
い
。

　
タ
レ
ジ
ー
寺
院
祉
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
平
野
の
北
縁
、

ス
ワ
ッ
ト
に
近
い
山
中
に
ひ
ら
け
た
寺
院
で
一
九

六
三
年
中
ら
い
今
回
ま
で
三
度
の
調
査
で
こ
の
タ

ク
テ
ィ
・
バ
イ
や
ジ
や
噂
、
ル
ガ
ジ
ー
寺
院
祉
に
匹

敵
す
る
広
大
な
山
専
の
中
央
部
の
構
成
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ぎ
に
メ
ハ
サ
ソ
ダ
、
タ

レ
リ
ー
両
足
院
肚
の
構
成
に
つ
い
て
概
述
し
た
い
。

　
鼻
翼
サ
ソ
ダ
、
タ
レ
リ
ー
寺
院
祉
は
と
も
に
人

里
を
は
な
れ
た
山
間
に
構
築
さ
れ
た
仏
等
で
あ
る
。

メ
ハ
サ
ソ
ダ
寺
院
姫
は
、
鞭
晒
堂
山
・
胤
樹
一
房
、
僧
一
図
群

か
ら
な
る
。
塔
院
は
礼
拝
の
対
象
と
な
っ
た
主
塔

を
中
心
に
、
そ
の
前
後
左
右
に
奉
献
小
塔
が
信
者

に
よ
っ
て
嵜
進
さ
れ
、
羅
根
上
に
ひ
ら
か
れ
た
塔

院
の
基
台
も
拡
大
し
た
痕
跡
を
の
こ
し
て
い
る
。

こ
の
塔
院
の
ま
わ
り
に
は
四
面
を
綱
堂
が
な
ら
び
、

こ
こ
に
は
仏
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
主
塔

の
正
面
に
つ
づ
く
参
道
の
階
段
の
爾
側
に
も
騰
堂

が
な
ら
ん
で
い
た
。
階
段
の
踊
場
に
も
奉
献
小
塔

が
み
ら
れ
た
。
塔
院
の
東
と
尾
根
に
そ
う
南
に
は

会
堂
、
厨
房
・
講
堂
な
ど
の
諸
国
が
な
ら
ぶ
。
こ

れ
・
与
は
信
者
と
は
隔
離
さ
れ
た
僧
侶
の
修
行
な
ど

の
寡
少
の
生
活
心
象
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
さ
ら
に

尾
根
ぞ
い
に
下
へ
、
ま
た
谷
を
へ
だ
て
て
西
に
は

僧
房
群
が
点
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
僧
房
で
も
搭
院

に
近
い
僧
房
群
は
そ
の
生
活
機
能
の
多
く
を
塔
院

に
近
い
厨
房
な
ど
の
施
設
に
負
う
て
い
る
が
、
塔

院
か
ら
は
な
れ
た
僧
房
群
で
は
そ
の
生
活
が
完
全

に
独
立
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
出
土
遺
物

と
そ
の
量
か
ら
う
か
が
え
る
。
な
お
貴
院
に
つ
な

が
る
尾
根
の
突
端
に
あ
る
僧
房
に
は
小
塔
｝
墓
が

お
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
僧
侶
が
独
自
の
小
聖
を

も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
塔
崇
拝
の
習
籔
が
僧

侶
の
生
活
に
ま
で
根
を
お
ろ
し
て
い
た
こ
と
を
も

の
が
た
り
注
目
さ
れ
る
。

　
タ
レ
リ
i
病
院
祉
に
は
三
つ
の
塔
院
が
あ
る
。

西
の
谷
間
に
ひ
ら
け
る
塔
院
は
心
心
に
奉
献
小
塔

が
な
ら
び
そ
の
三
方
を
祠
堂
列
が
と
り
ま
き
、
と

く
に
東
の
山
沿
い
に
な
ら
び
南
へ
の
び
る
薩
堂
列

は
規
模
も
大
き
く
、
せ
り
拙
し
ド
ー
ム
状
の
屋
蓋

部
の
保
存
も
よ
い
。
こ
の
谷
闘
の
興
国
か
ら
東
の

中
央
丘
へ
の
ぼ
る
参
道
に
そ
う
て
八
小
野
と
こ
れ

を
囲
む
祠
堂
列
か
ら
な
る
小
さ
い
赤
埴
が
あ
る
。

中
小
塔
や
祠
堂
は
基
台
下
部
を
の
こ
す
の
み
で
保

存
は
き
わ
め
て
わ
る
か
っ
た
。
中
央
丘
に
も
塔
院

が
あ
る
。
こ
の
皇
院
は
三
つ
の
南
北
に
な
ら
ぶ
大

塔
と
西
に
小
舞
群
、
東
と
北
に
な
ら
ぶ
嗣
堂
列
か

ら
な
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
三
つ
の
大
塔
の

う
ち
南
の
大
塔
で
、
こ
の
大
塔
は
南
半
が
著
し
く

崩
壊
し
て
い
る
が
、
北
半
を
精
査
し
た
と
こ
ろ
三

つ
の
小
塔
を
覆
う
形
で
大
塔
が
建
設
さ
れ
た
こ
と

が
判
明
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
南
の
大
塔
と
連
続
し

て
北
へ
一
一
つ
の
大
塔
が
附
加
さ
れ
た
こ
と
も
わ
か

っ
た
。
こ
れ
は
仏
塔
の
増
広
の
過
程
を
示
す
特
殊

な
例
と
い
え
よ
う
。
こ
の
中
央
丘
の
塔
院
の
西
に

は
厨
房
、
中
庭
を
も
ち
そ
の
三
面
に
小
房
が
連
続

す
る
僧
房
が
あ
り
、
北
の
や
や
低
い
台
地
に
は
会

堂
が
た
つ
。
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中
央
丘
や
谷
間
の
塔
院
を
か
こ
ん
で
、
東
に
の

び
た
尾
根
や
北
か
ら
西
の
山
腹
に
は
数
十
の
独
立

し
た
僧
房
群
が
点
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
僧
房
の

規
模
は
多
様
で
当
室
、
二
室
か
ら
数
室
構
成
の
も

の
ま
で
あ
る
。
そ
し
て
塔
が
増
広
を
重
ね
た
よ
う

に
、
僧
房
も
ま
た
、
改
築
と
拡
大
を
と
げ
て
い
た

こ
と
も
明
ら
か
に
な
た
、
僧
房
群
に
は
ま
た
小
雛

と
祠
堂
が
四
ケ
所
に
お
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
メ

ハ
サ
ソ
ダ
寺
院
趾
の
尾
根
の
先
端
の
僧
房
の
そ
れ

と
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
出
土
遺
物
を
み
る
と
、
仏
像
、
仏
伝
を
示
す
浮

彫
、
建
築
細
部
、
金
具
、
僧
房
群
か
ら
土
器
片
な

ど
が
多
数
出
土
し
た
。
仏
像
片
は
メ
ハ
サ
ン
ダ
で

は
ス
ト
ゥ
ッ
コ
像
が
か
な
り
多
く
、
タ
レ
リ
ー
で

は
石
嫁
が
多
か
っ
た
。
出
土
貨
幣
な
ど
も
考
慮
し

て
タ
レ
リ
ー
を
紀
元
一
世
紀
か
ら
四
世
紀
、
メ
ハ

サ
ン
ダ
を
二
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
に
わ
た
る
も

の
と
推
定
で
き
る
。

　
今
後
、
タ
レ
リ
寺
院
肚
の
僧
房
群
の
調
査
を
継

続
し
、
関
連
す
る
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
寺
院
を
塔
院
の

み
な
ら
ず
僧
房
群
ま
で
調
査
し
、
と
も
す
れ
ば
遺

跡
と
遊
離
し
た
彫
刻
が
研
究
の
対
象
と
さ
れ
が
ち

で
あ
っ
た
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
や
建
築
を
解
明
し
、

寺
院
の
構
成
と
変
遷
の
な
か
に
把
え
、
適
確
に
位

置
づ
け
る
こ
と
に
力
を
つ
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
川
幸
治
）

チ
ャ
カ
ラ
ク
・
テ
ペ
の
発
掘
　
　
桑
山
　
正
進
氏

　
ア
ム
・
ダ
リ
ア
に
流
れ
こ
む
ク
ソ
ド
ゥ
ズ
川
の

流
域
に
は
数
十
に
の
ぼ
る
大
小
の
テ
ペ
豊
艶
跡
が

存
在
す
る
。
チ
ャ
カ
ラ
ク
・
テ
ペ
も
そ
の
ひ
と
つ

で
、
ク
ソ
ド
ゥ
ズ
市
の
西
南
一
一
キ
ロ
に
あ
り
、

広
大
な
河
岸
段
丘
の
麓
に
位
置
し
て
い

る
。
東
北
か
ら
西
南
に
長
軸
を
お
い
た

平
面
楕
円
形
を
な
し
、
長
径
一
五
〇
メ

ー
ト
ル
、
短
径
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
、
古
酒

さ
一
三
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
雲
頂
形
で
大

形
の
テ
ペ
で
あ
る
。
付
近
に
は
高
さ
五

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
小
さ
い
テ
ペ
が
三
つ

付
属
し
て
い
る
。

　
バ
ク
ト
リ
ア
南
部
の
仏
教
寺
院
に
つ

い
て
は
伽
藍
配
置
と
い
う
基
礎
的
な
事

柄
も
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
一
方
で

は
仏
教
時
代
の
遺
構
が
あ
る
こ
と
を
示

唆
す
る
菩
薩
像
や
仏
伝
の
浮
彫
が
出
土

し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
組
織
的

な
発
掘
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
偶
然
に

・
発
見
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。

　
．
二
〇
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
高
さ
の
チ
ャ

カ
ラ
ク
・
テ
ペ
が
ス
ト
ゥ
ー
パ
と
そ
れ

に
伴
な
う
僧
坊
を
か
く
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る

の
は
、
右
の
事
情
と
バ
ク
ト
リ
ア
踏
査

と
の
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
デ
ペ
の
一
九

六
四
、
六
五
、
六
七
年
の
三
シ
ー
ズ
ン
の
発
掘
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
遺
跡
は
高
さ

一
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
自
然
学
が
も
と
あ
り
、
そ

の
上
に
三
時
期
の
建
物
が
あ
い
か
さ
な
っ
た
と
い

　
麟
雛

謎膿

　…

チヤカラク・テペの遠望

乱57 （611）

、



ヶ
こ
之
で
あ
る
。
自
然
丘
直
上
の
遺
捻
は
濃
鼠
…

ト
ル
の
厚
さ
の
日
乾
煉
瓦
積
が
み
と
め
ら
れ
る
に

と
ど
ま
ρ
た
。
そ
の
上
の
第
三
期
建
物
は
非
常
に

残
り
が
よ
く
、
家
壁
の
高
さ
は
三
メ
ー
ト
ル
に
も

及
ぶ
も
の
が
あ
り
、
も
と
漆
喰
を
塗
装
し
て
壁
面

を
か
ざ
っ
て
い
た
。
壁
の
厚
さ
は
ほ
ぼ
一
五
〇
セ

ン
チ
で
ぶ
あ
つ
く
、
そ
れ
に
仕
切
ら
れ
た
大
小
十

二
の
部
屋
が
あ
る
。
当
初
の
床
上
に
は
火
災
の
た

め
に
焼
け
落
ち
た
太
い
梁
が
発
見
さ
れ
た
。
火
災

後
に
は
焼
け
木
を
と
り
か
た
づ
け
る
こ
と
な
く
、

土
を
入
れ
て
床
を
か
た
め
、
出
入
口
を
閉
鎖
し
、

別
に
あ
ら
た
に
壁
を
付
加
し
て
、
大
改
築
の
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

も
あ
る
甕
を
多
数
す
え
て
貯
蔵
室
と
し
た
の
も
こ

の
時
期
で
あ
り
、
礎
石
が
石
臼
と
し
て
利
用
さ
れ

て
い
た
こ
と
も
、
臼
の
上
石
が
礎
石
の
ぞ
ば
か
ら

必
ず
心
土
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
。
第
H

期
の
建
物
群
は
巨
大
な
周
壁
に
よ
っ
て
防
禦
さ
れ

て
い
た
。
周
壁
は
テ
ペ
頂
上
の
平
坦
部
が
急
麟
薗

に
か
わ
る
と
こ
ろ
ニ
ケ
所
で
確
認
さ
れ
、
東
に
む

い
た
門
も
あ
ら
わ
れ
た
。
門
外
の
斜
面
に
も
建
物

が
存
在
し
、
室
内
に
は
甕
が
す
え
ら
れ
て
い
た
。

　
最
後
の
第
皿
期
の
建
物
は
非
常
に
残
り
が
わ
る

く
、
建
物
と
建
物
と
の
相
互
関
係
を
明
確
に
つ
か

め
な
い
。
し
か
し
、
大
き
く
二
つ
の
時
期
を
示
す

遣
構
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
日
乾

煉
瓦
を
積
ん
だ
輻
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
、
方
角
に

無
関
係
に
た
て
ら
れ
た
壁
が
使
用
さ
れ
た
時
期
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
こ
の
壁
を
埋
め
立
て
て
全
体
に

一
重
ま
た
は
二
重
に
臼
乾
煉
瓦
を
敷
い
た
時
期
で

あ
る
。
発
掘
を
は
じ
め
る
と
こ
の
煉
瓦
敷
が
至
る

と
こ
ろ
で
ま
ず
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
聾
期

の
周
壁
は
、
第
法
認
で
は
防
禦
的
な
機
能
を
果
し

て
い
な
い
。
埋
没
と
か
な
り
な
崩
壊
と
が
こ
の
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
門
の
み
は
日
乾
煉
瓦
で

補
修
さ
れ
、
天
井
部
は
崩
壊
し
て
い
た
が
ア
ー
チ

状
を
呈
し
て
い
た
ら
し
い
。
門
の
榔
分
の
床
は
第

H
期
の
レ
ベ
ル
よ
り
約
一
二
〇
セ
ン
チ
高
ま
っ
て

い
て
、
そ
の
上
は
崩
壌
土
で
お
お
わ
れ
て
い
た
。

　
第
－
期
か
ら
謹
選
期
ま
で
全
体
を
通
じ
て
主
流

に
な
っ
て
い
た
土
器
は
聾
形
土
器
で
あ
る
。
口
縁

部
だ
け
を
み
て
も
降
期
ご
と
に
わ
ず
か
ず
つ
の
差

異
が
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
の
差
異
に
よ
り
、
第
－

期
と
第
寒
期
と
の
年
代
差
は
第
、
H
期
と
第
皿
期
と

の
年
代
差
よ
り
小
さ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず

れ
の
時
期
に
も
箆
磨
き
を
施
し
た
ア
ソ
フ
ォ
ラ
型

壼
形
土
器
が
み
ら
れ
る
が
、
第
∬
期
に
お
い
て
も

っ
と
も
整
美
で
あ
る
。
細
頸
の
水
瓶
も
出
土
し
た
。

　
と
く
に
重
要
な
点
は
、
建
築
遺
構
が
ま
っ
た
く

宗
教
的
性
格
を
示
し
て
い
な
い
の
に
、
仏
教
関
係

の
遺
物
が
三
点
鵠
土
し
た
こ
ど
で
あ
る
。
ひ
と
つ

は
石
灰
岩
の
仏
頭
で
第
皿
期
の
最
後
の
口
乾
煉
瓦

敷
が
破
壕
さ
れ
て
深
い
ピ
ッ
ト
を
な
し
た
と
こ
ろ

が
ら
禺
土
。
ひ
と
つ
は
頭
部
を
欠
い
た
未
成
品
の

禅
定
仏
で
、
あ
き
ら
か
に
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
荘
厳
と

し
て
用
い
ら
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
が
、
第
皿

期
の
B
乾
煉
瓦
壁
の
下
の
堆
積
中
で
出
土
。
他
の

ひ
と
つ
は
菩
薩
像
と
供
養
者
と
が
灘
交
す
る
各
面

に
お
の
く
浮
彫
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り
、
ス
ト

ゥ
ー
パ
基
壇
の
隅
石
で
あ
っ
た
も
の
が
、
周
壁
の

外
に
遺
棄
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
三
点
の
す
べ
て

が
原
位
躍
で
発
見
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
ま
っ
た

く
捨
て
虫
ら
れ
た
状
態
で
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
は
、
お
そ
く
と
も
第
納
期
に
と
っ
て
仏
教
は
無

関
係
の
宗
教
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
そ
れ
禽
身
に
実
年
代
を
も
っ
て
い
る
遺
物
は
貨

幣
で
あ
る
。
第
H
期
と
第
皿
期
と
の
間
の
層
か
ら

サ
サ
ソ
朝
の
パ
フ
ラ
ー
ム
四
二
の
銅
貨
が
一
枚
と

半
片
、
第
恥
期
最
後
の
田
園
煉
瓦
敷
よ
り
も
上
で

ホ
ス
μ
1
一
一
世
に
図
文
が
近
い
銅
貨
と
ア
ラ
ブ
・

サ
サ
ソ
銅
貨
が
各
一
枚
撫
乱
し
、
さ
ら
に
同
じ
層

で
、
中
央
に
方
孔
の
あ
る
申
国
式
の
銅
貨
が
出
土

し
た
。
ソ
グ
ド
留
め
可
能
盤
が
あ
る
。

　
報
告
書
を
作
製
中
で
あ
る
。
　
　
（
桑
山
正
進
）
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