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陽
明
門
、
唐
門
、
そ
し
て
本
殿
の
透
き
塀
…
。
日
光

の
社
寺
群
の
中
で
も
特
に
多
く
の
人
の
目
に
触
れ
る
建

物
の
漆
塗
り
修
復
全
体
を
取
り
仕
切
る
職
人
・
佐
藤
則

武
。
そ
の
「
か
つ
て
の
技
法
や
使
わ
れ
た
顔
料
の
再
現
」

へ
の
こ
だ
わ
り
の
強
さ
は
、
職
人
と
い
う
枠
を
超
え
、

ま
る
で
化
学
者
や
考
古
学
者
の
そ
れ
を
思
わ
せ
る
。

　「
寛
永
の
造
営
帳
に
『
シ
ン
ヌ
リ（
真
塗
り
）』っ
て
い

う
言
葉
が
載
っ
て
る
ん
で
す
よ
。
で
も
今
は
使
わ
れ
て

な
く
て
、『
ツ
ヤ
の
な
い
黒
の
塗
装
』
ら
し
い
け
ど
誰
も

見
た
こ
と
が
な
い
か
ら
具
体
的
に
は
わ
か
ら
な
い
。
長

年
謎
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
今
回
の
修
復
で
見
つ
か
っ
た

ん
で
す
」

　
寛
永
十
三
年
に
塗
ら
れ
た
部
分
で
、
そ
の
上
に
別
の

部
材
が
取
り
付
け
ら
れ
て
外
気
に
触
れ
て
い
な
か
っ
た

の
で
、
そ
の
色
合
い
が
「
シ
ン
ヌ
リ
」
だ
と
判
明
し
た
。

　「
最
高
の
出
会
い
で
す
ね
。
テ
レ
ビ
の
取
材
で
『
初
恋

の
人
に
会
っ
た
み
た
い
』
っ
て
冗
談
で
言
っ
た
ら
そ
の
ま

ま
放
送
さ
れ
て
、
カ
ミ
さ
ん
に
怒
ら
れ
ま
し
た
（
笑
）。

探
し
続
け
た
も
の
に
や
っ
と
出
会
え
た
感
じ
で
し
た
」

　
ま
た
、
赤
の
顔
料
の
一
種
に
「
弁
柄
」
と
い
う
も
の

が
あ
る
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
は
「bengala

」
と
書

き
、
江
戸
時
代
に
イ
ン
ド
の
ベ
ン
ガ
ル
地
方
で
採
れ
た

も
の
が
伝
来
し
た
こ
と
か
ら
こ
の
名
で
呼
ば
れ
る
。

　「
だ
い
た
い
元
禄
の
こ
ろ
か
ら
使
わ
れ
て
る
ら
し
い

ん
で
す
が
、
天
然
の
も
の
は
ザ
ラ
ザ
ラ
し
て
粗
い
か
ら

使
い
づ
ら
く
て
、
日
光
の
修
復
で
も
い
つ
の
間
に
か
人

工
の
使
い
や
す
い
も
の
に
切
り
替
わ
っ
て
た
。
で
、
今

で
も
わ
ず
か
に
作
ら
れ
て
る
天
然
製
法
の
弁
柄
を
使
っ

て
み
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
そ
ち
ら
の
方
が
江
戸
時
代
の
も

の
に
近
い
色
合
い
が
出
る
ん
で
す
よ
。
漆
を
漉
す
時
に

紙
が
破
れ
た
り
し
て
扱
い
づ
ら
い
け
ど
、
当
時
こ
れ
を

使
っ
て
た
の
な
ら
こ
っ
ち
を
採
用
し
た
い
な
、
と
」

　「
い
ろ
ん
な
道
具
に
し
て
も
、
今
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー

に
行
け
ば
も
っ
と
便
利
な
工
具
が
い
く
ら
で
も
あ
る
。

で
も
そ
れ
を
や
っ
ち
ゃ
う
と
、
こ
の
道
具
を
作
る
人
が

い
な
く
な
っ
て
、
言
葉
だ
け
が
残
る
。
ど
ん
な
道
具
な

の
か
、
使
い
方
も
わ
か
ら
な
く
な
る
。
だ
か
ら
、
め
ん

現在の弟子の一人、鈴木晶子さん。親方同様、細かい部分の塗りもしっかりできる頼もしい存在だ。

漆
塗
り
職
人

江
戸
時
代
の
顔
料
の
成
分
分
析
か
ら
、

使
わ
れ
な
く
な
っ
た
技
法
・
用
語
の
研
究
ま
で
、

ま
る
で
研
究
者
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で

「
漆
塗
り
」の
道
を
追
究
す
る
職
人
・
佐
藤
則
武
に
、

漆
塗
り
修
復
へ
の
思
い
と
後
進
の
育
成
に
つ
い
て

語
っ
て
も
ら
っ
た
。
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探
し
続
け
た「
幻
の
技
法
」

か
つ
て
の
用
語
、
道
具
を「
保
護
」す
る

日
本
職
人
紀
行

佐
藤
則
武
【
後
編
】

透き塀の彫刻は取り外して修復される
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寛永当時のシンヌリ

ど
く
さ
く
て
使
い
づ
ら
く
て
も
、
江
戸
時
代
の
職
人
に

な
り
き
っ
て
使
い
続
け
る
ん
で
す
。
ま
、
も
と
も
と
そ

う
い
う
昔
な
が
ら
の
も
の
が
好
き
な
ん
で
す
ね
」

　
修
復
の
過
程
で
、
漆
塗
り
の
下
地
の
材
料
そ
の
も
の

は
変
え
ら
れ
な
い
が
、
比
率
を
工
夫
し
て
長
く
持
た
せ

る
こ
と
に
成
功
し
た
、
と
い
う
談
話
を
前
編
で
紹
介
し

た
。
し
か
し
そ
れ
も
実
は
か
つ
て
の
技
法
を
な
ぞ
っ
た

に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
あ
と
か
ら
わ
か
っ
た
。

　「
最
初
は
自
分
で
も
う
ま
い
こ
と
い
っ
た
な
、
と
思
っ

て
た
ん
で
す
よ
。
で
も
よ
く
よ
く
分
析
し
た
ら
、
昔
の

職
人
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
試
し
て
た
。
新
た
な
方
法

を
自
分
で
発
見
し
た
と
思
っ
た
ん
だ
け
ど
、
人
間
、
時

代
は
違
っ
て
も
考
え
る
こ
と
は
同
じ
だ
な
、
と
」

　「
結
局
、
昔
か
ら
何
百
年
も
続
け
ら
れ
て
き
た
方
法

が
理
に
か
な
っ
て
る
。
今
の
方
法
よ
り
い
い
や
り
方
を

探
っ
て
た
ら
、
最
終
的
に
江
戸
時
代
の
方
法
に
行
き
着

い
た
り
と
か
。
工
期
の
関
係
で
無
理
矢
理
乾
く
速
度
を

上
げ
た
つ
も
り
で
も
、
漆
の
方
が
本
来
の
ペ
ー
ス
で
乾

い
て
こ
っ
ち
の
都
合
に
合
わ
せ
て
く
れ
て
る
だ
け
で
、

人
間
が
自
然
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
ん
だ
よ
ね
」

　
師
匠
が
い
な
い
佐
藤
に
と
っ
て
は
、
後
進
を
育
て
る

こ
と
も
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
の
こ
と
だ
っ
た
。

　「
施
工
管
理
す
る
立
場
に
な
っ
て
、
毎
年
講
師
み
た

い
な
こ
と
を
や
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
け
ど
、
そ
の
時

に
な
っ
て
『
自
分
で
勉
強
し
て
な
い
と
教
え
る
こ
と
も

で
き
な
い
』
っ
て
こ
と
に
気
づ
い
た
ん
で
す
」

　
佐
藤
が
若
手
を
育
成
す
る
時
の
コ
ツ
は
、
必
ず
「
先

輩
と
後
輩
を
二
人
一
組
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
。

　「
後
輩
に
あ
れ
こ
れ
聞
か
れ
た
先
輩
が
、
も
し
答
え

ら
れ
な
け
れ
ば
自
分
で
勉
強
す
る
か
、
聞
き
に
来
る
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
う
す
る
こ
と
で
二
人
と
も
一
緒
に

勉
強
し
な
が
ら
伸
び
る
。
私
が
一
人
ひ
と
り
に
同
じ
こ

と
を
教
え
て
回
る
よ
り
ず
っ
と
い
い
し
、
こ
の
組
み
合
わ

せ
な
ら
教
え
方
の
勉
強
に
な
っ
て
覚
え
も
早
く
な
る
」

　
ま
た
、
研
究
熱
心
な
佐
藤
な
ら
で
は
の
修
練
法
が
、

建
物
の
修
復
と
は
別
に
漆
器
の
塗
り
も
手
が
け
る
こ
と
。

　「
細
か
い
作
業
を
で
き
る
人
が
、
大
き
な
建
物
の
漆

塗
り
を
や
る
。
そ
の
方
が
細
部
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
も

思
い
も
違
っ
て
く
る
し
、
こ
れ
だ
け
の
お
客
さ
ん
に
見

ら
れ
て
も
恥
ず
か
し
く
な
い
も
の
に
し
な
き
ゃ
っ
て
思

う
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
勉
強
も
し
て
ま
す
」

　「
若
い
人
も
好
き
で
こ
の
道
に
入
っ
た
だ
け
あ
っ
て
、

親
方
の
私
の
言
い
な
り
じ
ゃ
な
く
て
、
ち
ゃ
ん
と
自
分

な
り
に
方
法
を
考
え
た
り
解
釈
し
た
り
し
て
や
っ
て
ま

す
ね
。
そ
う
い
う
人
に
は
私
も
余
計
な
こ
と
言
わ
ず
、

あ
る
程
度
任
せ
て
や
る
よ
う
に
し
て
ま
す
」

　「
漆
塗
り
っ
て
い
う
の
は
、
一
つ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
な

ん
で
す
よ
。
最
初
に
込
め
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
、
後

世
の
修
復
に
当
た
っ
た
職
人
が
受
け
取
っ
た
メ
ッ
セ
ー

ジ
、
今
の
時
代
の
人
が
見
て
感
じ
る
も
の
、
み
ん
な
違

う
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
で
も
い
い
。
自
分
た
ち
に
で
き

る
の
は
過
去
の
職
人
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
そ
の
ま
ま
伝
え

る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
ど
う
受
け
取
る
か
は
見
た

人
し
だ
い
な
の
で
」

　「
個
人
的
に
、一
番
手
が
け
た
い
の
は
本
殿（
二
〇
一
三

年
現
在
、
未
修
復
）。
漆
と
し
て
は
陽
明
門
よ
り
グ
レ
ー

ド
が
上
な
ん
で
す
。
何
と
か
定
年
前
に
…
と
思
っ
て
た

ん
で
す
け
ど
、
定
年
延
長
に
な
っ
た
か
ら
、
一
応
か
か

わ
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。
や
っ
ぱ
り
メ
イ
ン
に
な

る
建
物
だ
か
ら
、
い
ろ
ん
な
も
の
が
残
っ
て
る
は
ず
で
、

今
か
ら
楽
し
み
で
す
ね
」

　
ま
る
で
少
年
の
よ
う
に
目
を
輝
か
せ
る
佐
藤
の
談
話

は
、
根
っ
か
ら
の
職
人
だ
か
ら
こ
そ
発
す
る
こ
と
が
で

き
る
熱
い
言
葉
で
締
め
く
く
ら
れ
た
。
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漆
塗
り
の
修
復
は
、

昔
の
人
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

そ
の
ま
ま
現
代
に
伝
え
る
、

と
い
う
こ
と
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日
本
職
人
紀
行

「
漆
塗
り
」へ
の
尽
き
な
い
思
い
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佐
藤
流
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果
的
な
後
進
の
育
成
法

手に馴染むよう自らつくる木ベラ


