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太
い
木
材
を
鋸
で
切
り
、
鑿の

み
を
ふ
る
い
細
か
な

処
理
を
施
す
。
別
の
部
屋
で
は
粘
土
で
仏
像
の
形

を
つ
く
り
、
ま
た
漆
を
こ
ね
る
学
生
も
見
受
け
ら

れ
る
。
上
野
キ
ャ
ン
パ
ス
、
美
術
学
部
中
央
棟
の

地
下
に
あ
る
保
存
修
復
彫
刻
研
究
室
は
、
ま
さ
に

現
代
の
「
工
房
」
と
い
っ
た
趣
だ
。

こ
の
研
究
室
は
、
一
九
六
八（
昭
和
四
十
三
）年

に
文
化
財
保
護
委
員
会
か
ら
文
化
庁
が
生
ま
れ
た

時
代
に
、
文
化
財
保
護
の
現
場
で
働
く
人
材
を
育

成
す
る
た
め
に
、
藝
大
の
修
士
課
程
に
設
置
さ
れ

た
文
化
財
保
存
修
復
技
術
講
座
彫
刻
研
究
室
が
も

と
に
な
っ
て
い
る
。
一
九
九
五（
平
成
七
）年
に
は

大
学
院
美
術
研
究
科
文
化
財
保
存
学
専
攻
が
組
織

さ
れ
、
保
存
修
復
、
保
存
科
学
、
シ
ス
テ
ム
保
存

学
の
三
つ
の
研
究
分
野
の
う
ち
、
保
存
修
復
の
中

の
彫
刻
研
究
室
と
し
て
現
在
に
至
る
。

「
藝
大
の
前
身
で
あ
る
東
京
美
術
学
校
の
設
立

に
大
き
く
貢
献
し
た
岡
倉
天
心
は
、
日
本
の
伝
統

美
術
の
研
究
と
技
術
の
保
存
を
重
要
な
課
題
と
位

置
づ
け
、文
化
財
保
護
の
原
点
を
つ
く
り
ま
し
た
。

そ
の
意
味
で
こ
の
研
究
室
自
体
の
歴
史
は
古
い
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
東
京
美
術
学
校
創
立
の

理
念
を
正
統
的
に
引
き
継
ぐ
も
の
だ
と
言
え
る
で

し
ょ
う
」。

こ
の
よ
う
に
語
る
籔
内
佐
斗
司
教
授
は
、
藝
大

美
術
学
部
と
大
学
院
美
術
研
究
科
で
彫
刻
を
学

ん
だ
後
、
当
時
は
ま
だ
小
さ
か
っ
た
保
存
修
復

技
術
研
究
室
で
六
年
間
、
仏
像
の
修
復
に
携
わ
っ

た
。
そ
の
後
独
立
し
て
二
十
数
年
間
、
彫
刻
家

と
し
て
個
性
的
な
作
品
を
次
々
と
発
表
し
た
。
と

く
に
二
〇
一
〇（
平
成
二
十
二
）年
の
平
城
遷
都

一
三
〇
〇
年
祭
公
式
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
せ
ん
と
く

ん
」
は
大
き
な
注
目
を
集
め
た
。 

日
本
に
お
け
る
彫
刻
文
化
財
の
大
半
は
仏
教

藝
大
の
教
員
た
ち
が
、

日
々
の
研
究
や
レ
ッ
ス
ン
に
勤
し
む

「
研
究
室
」
の
な
か
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
？

な
か
な
か
見
る
機
会
の
な
い

部
屋
を
潜
入
ル
ポ
す
る
。
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彫
刻
で
、
研
究
室
で
扱
う
の
も
木
彫
仏
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
木
彫
仏
を
含
め
、
文

化
財
修
理
の
基
本
原
則
で
は
、
現
状
を
優
先
す

る
か
、
当
初
部
材
を
優
先
す
る
か
が
大
き
な
分

か
れ
目
に
な
る
と
い
う
。
何
百
年
も
前
に
つ
く

ら
れ
、
い
ま
わ
れ
わ
れ
の
眼
の
前
に
あ
る
仏
像

を
後
世
に
ど
の
よ
う
に
伝
え
る
か
と
い
う
と
き
、

単
な
る
資
料
で
は
な
く
仏
教
的
世
界
観
を
表
現

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
学
生
に
は
ま
ず
学
ん

で
も
ら
う
そ
う
だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
歴
史
的
彫

刻
を
同
じ
材
で
忠
実
に
模
刻
す
る
こ
と
が
、
重

要
な
研
究
課
題
と
な
る
。

藝
大
美
術
学
部
の
彫
刻
科
を
卒
業
し
た
小
島

久
典
さ
ん（
博
士
一
年
）は
、「
も
の
を
一
か
ら
つ

く
る
こ
と
も
有
意
義
だ
け
れ
ど
、
直
し
て
喜
ば

れ
る
こ
と
は
も
っ
と
シ
ン
プ
ル
に
幸
せ
な
こ
と

じ
ゃ
な
い
か
」
と
保
存
修
復
を
志
し
た
理
由
を

述
べ
る
。
さ
ら
に
西
洋
の
彫
刻
技
法
と
は
異
な

る
、
日
本
の
伝
統
技
法
に
刺
激
を
受
け
続
け
て

い
る
と
い
う
。
田
之
上
愛
さ
ん（
修
士
一
年
）は

多
摩
美
術
大
学
美
術
学
部
の
彫
刻
学
科
卒
業
。

大
学
一
年
の
と
き
、
高
知
県
の
山
間
の
お
堂
に

お
祀
り
さ
れ
て
い
た
平
安
時
代
の
木
彫
仏
を
さ

わ
ら
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
、
修
復
家
を
め
ざ

す
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。
地
域
の
住
民
か
ら
大

切
に
信
仰
さ
れ
て
き
た
歴
史
の
重
み
を
感
じ
、

こ
う
い
っ
た
文
化
遺
産
を
守
り
、
伝
え
て
い
き

た
い
と
思
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。

研
究
室
で
は
、
教
育
研
究
活
動
の
ほ
か
に
、
出

版
事
業
や
研
究
発
表
報
告
展
、
加
え
て
受
託
事
業

に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。
文
化
財
修
復
の
意
義
に

対
す
る
認
識
が
広
が
る
な
か
で
、
保
存
修
復
が
果

た
す
役
割
は
い
ま
ま
で
以
上
に
大
き
く
な
っ
て
き

て
い
る
。
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日本が誇る彫刻文化財である仏像の修復と保存を、大学で学ぶ意義は大きい。


