
覧
会
と
い
う
も
の
の
常
識
を
覆
す

展
箆
釜
が
現
在
、
大
阪
・
千
里
万
博
公
固

め
一
内
の
国
立
民
族
学
博
物
館
で
催
さ
れ
て

胤
一
い
る
0
4館
二
十
周
年
記
念
の
特
別
展

使
一
「
異
文
化
へ
の
ま
な
ざ
し

l

大
英
博
物

制
一
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
さ
ぐ
る
」

0

総
出

店
一
品
点
数
が
一
万
点
に
上
る
と
い
う
だ
け

G
一
で
も
、
常
軌
を
逸
し
て
い
る
。
だ
が
観

一
客
に
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら

一
の
展
示
品
を
眺
め
る
こ
と
で
は
な
い
。

一
む
し
ろ
展
示
品
を
眺
め
る
と
い
う
態
度

一
そ
の
も
の
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の

一
だ
。
博
物
館
の
展
示
と
は
、
そ
も
そ
も

一
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

n f? 乙6 fJ

出
現
す
る
大
英
博
物
館

伴、

入
り
口
の
写
真
パ
ネ
ル
の
ト
ン
ネ
ル

を
潜
っ
て
ゆ
く
と
、
カ
ラ
ー
か
ら
モ
ノ

ク
ロ
へ
と
だ
ん
だ
ん
に
写
真
が
時
代
を

一
測
っ
て
ゆ
〈
の
に
気
づ
く
。
は
て
な
、

一
と
思
っ
た
頃
合
い
に
、
眼
前
に
は
、
一

一
九
一O
年
当
時
の
大
英
博
物
館
の
姿
が

一
現
れ
る
。
当
時
最
新
の
白
熱
灯
の
下
、

一
ガ
ラ
ス
貼
り
の
木
製
陳
列
ケ
l

ス
に

一
は
、
か
つ
て
大
英
帝
国
が
蒐
集
し
展
示

一
し
た
ま
ま
の
有
り
様
で
、
ア
フ
リ
カ
や

j

一
オ
セ
ア
ニ
ア
の
槍
や
壷
、
道
具
や
祭
器

干
一
が
、
整
然
と
再
現
さ
れ
る
。

タ
一
狩
猟
の
ト
ロ
フ
ィ
ー
・
デ
ィ
ス
プ
レ

一
ー
そ
の
ま
ま
の
装
飾
的
背
景
。
そ
し
て

九件析 l匂
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そ
の
前
に
は
、
キ
ャ
プ
テ
ン

4

・
ク
ッ
ク

が
ハ
ワ
イ
か
ら
招
来
し
た
人
面
大
鉢

や
、
エ
ミ
l

ル
・
ト
ル
デ
イ
が
ク
パ
王

国
(
現
在
の
コ
ン
ゴ
人
民
共
和
国
中
央

部
〉
か
ら
持
ち
帰
っ
た
ム
ボ
ッ
プ
・
ペ

リ
エ
!
ン
・
ア
ン
チ
ェ
王
の
肖
像
と
称

す
る
木
彫
な
ど
の
「
名
品
」
が
、
宝
物

よ
ろ
し
く
鎮
座
し
て
い
る
。

aそ
こ
に
漂
う
不
思
議
な
ノ
ス
タ
ル
少

!
と
微
か
な
違
和
感
は
ど
こ
か
ら
来
る

の
か
。
そ
の
答
え
は
続
く
日
本
の
陳
列 う

し
た
盲
点
を
検
証
す
る
の
が
二
階
の

展
示
だ
。

例
え
ば
、
現
在
の
ガ
l

ナ
共
和
国
ギ

ニ
ア
湾
沿
岸
の
民
族
、
フ
ァ
ン
テ
ィ
の

社
会
で
は
、
植
民
地
時
代
、
ア
サ
フ
ォ

と
呼
ば
れ
る
軍
事
結
社
が
存
在
し
た
。

そ
の
旗
に
は
頻
繁
に
ユ
ニ
オ
ン
・
少
ヤ

ッ
ク
が
縫
い
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

ど
う
や
ら
強
大
な
軍
事
力
の
暗
愉
と
し

て
の
意
味
を
担
っ
て
い
た
ら
し
い
。
だ

が
こ
う
し
た
外
来
の
要
素
の
混
入
は
、 純

粋
な
民
族
学
資
料
と
い
う
定
義
と
は

折
り
合
わ
ず
、
意
図
的
に
無
視
さ
れ
た
。

文
化
イ
メ
ー
ジ
の
決
定
権

翻
っ
て
日
本
の
こ
と
を
考
え
て
み
よ

う
。
李
姉
淑
(
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
〉
さ
ん
の

名
著
『
「
国
語
」
と
い
う
思
想
』
が
明
快

に
説
く
と
お
り
、
「
純
正
な
日
本
語
」

な
ど
と
い
っ
た
も
の
は
明
治
こ
の
か

た
、
こ
の
国
に
は
存
在
し
て
い
な
か
っ

た
。
朝
鮮
半
島
や
満
州
固
な
ど
の
「
外

理
解
が
、
当
時
「
内
地
」
で
な
お
確
立

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
植
民
地
経

営
を
通
じ
て
は
じ
め
て
露
呈
し
た
。

国
語
の
規
範
性
に
せ
よ
、
文
化
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
基
礎
に
せ
よ
、

そ
れ
ら
は
自
然
の
現
象
で
あ
る
ど
こ
ろ

か
、
対
外
的
な
プ
ロ
パ
ガ
ジ
ダ
と
そ
れ

に
即
応
す
る
内
的
な
整
合
性
確
立
の
政

治
的
な
意
思
と
の
相
乗
の
う
え
に
築
か

れ
る
、
擬
制
的
な
再
構
築
物
と
い
っ
た

ほ
う
が
正
確
だ
。
そ
れ
は
弱
い
立
場
に

を
見
る
と
合
点
が
ゆ
く
。
万
剣
と
甲
由
同

と
兜
、
工
芸
品
ば
か
り
。
そ
こ
に
あ
る

の
は
、
我
々
が
常
識
的
に
想
定
す
る
日

本
の
姿
と
は
異
質
な
る
日
本
像
だ
。
一

見
客
観
性
を
保
証
さ
れ
て
い
る
か
に
見

え
る
博
物
館
の
展
示
も
、
実
は
あ
く
ま

で
当
時
の
大
英
帝
国
の
作
り
上
げ
た
異

文
化
像
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ

で
は
反
対
に
ア
フ
リ
カ
や
オ
セ
ア
ニ
ア

の
人
々
は
ど
の
よ
う
な
西
欧
観
を
抱
い

て
い
た
の
か
。
こ
う
問
う
て
み
る
と
、

そ
の
部
分
の
知
識
が
、
い
わ
ゆ
る
民
族

学
博
物
館
か
ら
は
、
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り

排
除
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
気
づ
く
。
そ

い
な
が
・
し
げ
み
国
際
日
本
文
化
研

究
セ
ン
タ
ー
研
究
部
助
教
捜
。
昭
和
犯

年
、
東
京
生
ま
れ
。
東
京
大
学
大
学
院
比

較
文
学
比
較
文
化
課
程
単
位
取
得
退
学
、

パ
リ
第
七
大
学
博
士
課
程
終
了
。
三
重
大

学
人
文
学
部
助
教
授
を
経
て
、
今
年
か
ら

現
職
。
著
書
に
『
絵
画
の
黄
昏
』
(
渋
沢

ク
ロ
l

デ
ル
賞
、
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
)
。

共
替
に
『
異
文
化
へ
の
視
線
』
な
ど
。

地
」
で
日
本
語
教
育
に
携
わ
っ
た
責
任
置
か
れ
た
民
に
と
っ

・
て
は
、
虐
げ
ら
れ

者
た
ち
は
、
規
範
と
す
べ
き
日
本
語
の
た
自
己
イ
メ
!
?
を
克
服
す
る
た
め
の

確
立
を
、
文
部
省
当
局
に
対
し
て
、
急
励
ま
し
と
も
な
る
。
だ
が
逆
に
そ
れ
は
、

務
と
し
て
要
請
し
た
。
つ
ま
り
、
「
日
強
い
立
場
に
立
っ
た
者
に
よ
っ
て
、
白

本
語
」
な
る
も
の
を
教
え
よ
う
に
も
、
己
正
当
化
の
た
め
に
悪
用
さ
れ
る
こ
と

そ
の
文
法
規
範
や
発
音
・
綴
り
の
共
通
も
少
な
く
な
い
。
「
国
際
社
会
」
で
流

稲賀繁美
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