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序日
仏
会
館
で
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
生
誕
二
百
年
に
あ
た
る
二
〇
二
一
年
、「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
詩
と
芸
術
」
と
題
す
る
二
日
間
の
国

際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
た
。「
芸
術
照
応
の
魅
惑
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
「
日
仏
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
の
一
環
で
、
二
〇
一
五
年
に

三
浦
篤
氏
が
企
画
し
た
「
近
代
パ
リ
に
お
け
る
文
学
、
美
術
、
音
楽
の
交
差
」
を
嚆
矢
と
し
て
、
翌
一
六
年
に
は
澤
田
直
氏
の
企
画

に
よ
る
「
異
貌
の
パ
リ 1919-1939

―
―
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
、
黒
人
芸
術
、
大
衆
文
化
」、
一
七
年
に
は
三
浦
信
孝
氏
の
イ
ニ
シ

ア
テ
ィ
ヴ
と
塚
本
昌
則
氏
の
協
力
に
よ
る
「
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
お
け
る
詩
と
芸
術
」
が
続
き
、
コ
ロ
ナ
下
の
二
一
年
に
は
吉
川
一
義
氏

を
学
術
責
任
者
と
し
て
「
プ
ル
ー
ス
ト
と
芸
術
」
が
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
で
開
催
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
と
も
に
盛
況
で
充
実
し
た
催
し

と
な
り
、
最
初
の
試
み
を
除
き
、
そ
の
成
果
が
書
籍
の
形
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る）

1
（

。
同
シ
リ
ー
ズ
五
回
目
に
当
た
る
今
回
よ
り
、
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
集
が
「
日
仏
会
館
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」 « B

ibliothèque de la M
aison franco-japonaise »

と
し
て
水
声
社
よ
り
シ
リ
ー

ズ
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
向
け
て
、
二
〇
一
九
年
よ
り
鈴
木
啓
二
、
海
老
根
龍
介
、
畠
山
達
の
三
氏
と
筆
者
と
で
数
度
の
会
合
を
も
ち
、

構
想
を
固
め
、
発
表
者
の
陣
容
も
ほ
ぼ
固
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
翌
二
〇
年
春
に
始
ま
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
世
界
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的
拡
大
の
影
響
を
受
け
、
二
〇
二
一
年
五
月
の
開
催
を
一
年
延
期
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
一
年
後
の
二
二
年
六
月
に
至
っ
て
も
、

感
染
状
況
は
収
ま
る
気
配
が
な
く
、
出
入
国
手
続
き
が
煩
雑
で
来
訪
者
の
自
由
行
動
も
ま
ま
な
ら
な
い
事
態
が
続
い
た
。
そ
の
た
め
、

時
差
を
考
慮
し
各
人
の
発
表
時
間
を
短
縮
し
た
う
え
で
、
会
館
ホ
ー
ル
に
参
集
し
た
発
表
者
と
国
内
外
の
各
地
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で

参
加
す
る
発
表
者
と
を
結
ぶ
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
形
式
」
が
採
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
六
月
十
八
、
十
九
日
）。
こ
う
し
た
状
況
下

で
、
海
外
か
ら
の
招
聘
者
の
大
半
が
来
日
を
断
念
し
た
。
直
前
に
体
調
を
崩
し
た
来
日
予
定
者
も
お
り
、
結
局
来
日
が
叶
っ
た
の
は

ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
コ
ン
パ
ニ
ョ
ン
氏
一
人
だ
っ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
効
用
は
、
発
表
の
中
身
も
さ
な
が
ら
、
休
憩
時
間
中
の
情
報
交
換
や
雑
談
か
ら
思
わ
ぬ
触
発
が
生
ま
れ
る
点
に

あ
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
そ
う
し
た
余
白

0

0

は
あ
ら
か
じ
め
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
当
日
は
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
形
式
に
付
き
物
の
技
術
的
ア

ク
シ
デ
ン
ト
も
少
な
か
ら
ず
発
生
し
た
。
そ
れ
で
も
、
ど
の
発
表
者
も
限
ら
れ
た
持
ち
時
間
の
な
か
に
論
点
を
凝
縮
し
、
ボ
ー
ド
レ

ー
ル
研
究
の
膨
大
な
蓄
積
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
切
り
口
か
ら
新
た
な
地
平
を
切
り
拓
い
て
み
せ
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
上

の
視
聴
者
は
、
両
日
と
も
に
三
百
数
十
名
か
ら
四
百
余
名
を
数
え
た
。
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ア
メ
リ
カ
、
中
国
な
ど
八
つ
の
外

国
か
ら
も
延
べ
数
十
名
の
視
聴
が
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
充
実
し
た
内
容
を
、
従
来
の
開
催
形
式
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
聴

衆
に
届
け
ら
れ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
二
週
間
ほ
ど
先
立
っ
て
、
鈴
木
啓
二
、
野
平
一
郎
両
氏
の
企
画
・
解
説
に

よ
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
・
コ
ン
サ
ー
ト
が
会
館
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
（
六
月
二
日
）、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
華
を
添
え
た
。
そ
こ
で
は
ボ

ー
ド
レ
ー
ル
が
聴
い
た
は
ず
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
や
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
器
楽
、
彼
も
口
ず
さ
ん
だ
は
ず
の
友
人
ピ
エ
ー
ル
・
デ
ュ
ポ
ン
の

シ
ャ
ン
ソ
ン
に
加
え
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
に
基
づ
く
歌
曲
が
、
第
一
線
で
活
躍
す
る
音
楽
家
た
ち
に
よ
っ
て
披
露
さ
れ
た
。

精
神
性
の
反
映
と
し
て
の
芸
術

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
定
型
韻
文
の
伝
統
を
担
い
な
が
ら
も
近
現
代
詩
の
起
点
に
立
つ
詩
人
で
あ
り
、
近
代
芸
術
批
評
の
起
点
に
位
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置
す
る
批
評
家
で
も
あ
る
。「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
　
詩
と
芸
術
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
、
私
た
ち
が
新
た
な
光
を
当
て
よ
う
と
試

み
た
の
は
、
一
方
で
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
詩
と
批
評
の
交
差
、
詩
人
と
批
評
家
の
協
働
の
あ
り
さ
ま
で
あ
り
、
他
方
で
は
彼

が
感
知
す
る
芸
術
諸
ジ
ャ
ン
ル
間
の
照
コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

応
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
こ
そ
は
「
芸
術
照
応
の
魅
惑
」
と
銘
打
た
れ
た
日
仏
会
館
の

「
日
仏
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
シ
リ
ー
ズ
に
ふ
さ
わ
し
い
作
家
で
あ
り
、
彼
に
お
け
る
詩
と
芸
術
批
評
の
関
係
、
芸
術
諸
ジ
ャ
ン
ル
間
の

共
鳴
を
考
え
る
こ
と
は
、
近
代
詩
、
近
代
批
評
の
基
本
的
な
方
向
づ
け
を
め
ぐ
る
認
識
を
深
め
る
こ
と
に
通
じ
る
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
の
絵
画
作
品
か
ら
の
発
想
を
扱
っ
た
先
駆
的
研
究
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
執
筆
さ
れ
、
著
者
の
戦
死
後

に
刊
行
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
・
プ
レ
ヴ
ォ
ー
『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル）

2
（

』（
一
九
五
三
／
一
九
六
四
年
）
か
ら
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
美
術
批
評
に

通
底
す
る
記
憶
の
問
題
を
ポ
ー
や
ド
・
ク
イ
ン
シ
ー
を
め
ぐ
る
文
芸
批
評
を
も
射
程
に
入
れ
て
論
じ
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
大
学
出
身
の
気

鋭
の
研
究
者
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ザ
ネ
ッ
タ
の
『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
記
憶
と
芸
術）

3
（

』（
二
〇
一
九
年
）
に
至
る
ま
で
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に

お
け
る
詩
人
と
批
評
家
、
文
学
と
芸
術
の
相
関
性
を
扱
っ
た
研
究
は
数
多
い
。
ま
た
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
発
表
者
で
本
書
の

執
筆
者
の
一
人
で
も
あ
る
ア
ン
リ
・
セ
ッ
ピ
の
編
集
で
二
〇
二
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
ほ
と
ん
ど
全
集
版
と
も
い
え
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

選
集
『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
　
イ
メ
ー
ジ
へ
の
情
熱）

4
（

』
は
、
ま
さ
に
画
家
と
詩
人
が
想
像
力
の
圏
域
を
共
有
す
る
と
い
う
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

的
確
信
を
編
集
基
盤
に
据
え
て
い
る
。
わ
が
国
で
も
個
人
訳
『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
』（
全
六
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
三
―
九
三

年
）
を
実
現
し
た
阿
部
良
雄
の
数
多
く
の
仕
事
は
、
詩
作
品
、
文
芸
評
論
、
美
術
評
論
を
綿
密
に
交
差
さ
せ
な
が
ら
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

の
多
面
性
の
入
り
組
み
を
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

実
際
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
芸
術
観
の
根
底
に
は
、
絵
画
に
せ
よ
、
詩
に
せ
よ
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
は
一
個
の
精
神
性
の
反
映
、
作
者

の
主
観
の
炉
床
か
ら
発
さ
れ
る
光
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
あ
り
、
画
家
も
詩
人
も
作
品
を
通
じ
て
そ
の
精
神
性
、
内
面
性
を
感
知

さ
せ
な
け
れ
ば
な
い
と
い
う
要
請
が
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
批
評
的
出
発
点
で
あ
る
『
一
八
四
五
年
の
サ
ロ
ン
』
末
尾
の
留
保
に
早
く

も
明
確
に
見
て
と
れ
る
―
―「
だ
れ
も
が
技
術
的
に
は
ま
す
ま
す
上
手
に
描
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
﹇
…
…
﹈
し
か
し
創
意
も
、
着

想
も
、
気
質
も
、
以
前
よ
り
増
し
た
わ
け
で
は
な
い
」（II, 407

）。
同
じ
考
え
は
『
一
八
四
六
年
の
サ
ロ
ン
』
に
お
け
る
ロ
マ
ン
主
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義
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
も
表
明
さ
れ
る
―
―「
あ
る
者
た
ち
は
主
題
の
選
択
に
し
か
傾
注
し
な
か
っ
た
、
主
題
に
ふ
さ
わ
し
い
気
質

を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。﹇
…
…
﹈
ロ
マ
ン
主
義
と
は
ま
さ
し
く
、
主
題
の
選
択
の
な
か
で
も
正
確
な
真
実
の
な
か
で
も
な
く
、

感
じ
方
の
な
か
に
こ
そ
あ
る
」（II, 420

）。
彼
が
担
当
し
た
最
後
の
官
展
評
で
あ
る
『
一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
』
で
も
、
想
像
力
豊

か
な
芸
術
家
に
「
私
は
物
た
ち
を
私
の
精
神
で
照
ら
し
出
し
、
そ
の
反
映
を
他
の
精
神
た
ち
の
う
え
に
投
影
し
た
い
の
で
す
」（II, 

627

）
と
言
わ
し
め
、
風
景
画
を
批
評
す
る
く
だ
り
で
「
か
り
に
、
わ
れ
わ
れ
が
風
景
と
呼
ぶ
、
木
、
山
、
水
、
家
の
な
に
が
し
か

の
集
ま
り
が
美
し
い
と
す
る
と
、
そ
れ
は
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
美
し
い
の
で
は
な
く
、
私
に
よ
っ
て
、
私
の
お
か
げ
で
、
私
が
そ
こ

に
付
与
す
る
観
念
や
感
情
に
よ
っ
て
美
し
い
の
で
す
」（II, 660

）
と
説
く
。

こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
主
観
主
義
に
お
い
て
、
創
作
原
理
と
批
評
原
理
と
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
な
か
で
重
な
り
合
う
。
画
家
が
形

態
を
内
面
化
し
現
実
を
精
神
化
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
批
評
家
の
任
務
は
ひ
と
え
に
絵
画
に
表
象
さ
れ
た
形
態
や
現

実
が
纏
っ
て
い
る
内
面
性
、
精
神
性
を
解
読
す
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
芸
術
家
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
固
有
の
感
覚
的

技
術
的
資
源
を
通
し
て
自
ら
の
内
面
、
自
ら
の
精
神
を
感
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
批
評
家
は
作
品
の
感
覚
的
表
層
を
手
が
か
り

に
、
し
か
し
そ
れ
を
突
き
抜
け
て
、
芸
術
家
の
創
意
や
気
質
を
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
感
覚
的
次
元
は
芸
術
に
と
っ
て
不
可
欠

だ
が
、
そ
れ
は
精
神
的
次
元
が
開
示
さ
れ
る
た
め
の
不
可
分
な
媒
介
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

逆
に
言
え
ば
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
見
る
と
こ
ろ
、
芸
術
作
品
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
感
覚
的
な
も
の
は
精
神
的
な
も
の
を
反
映
し

て
お
り
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
の
間
に
も
、
そ
れ
ら
が
と
も
に
精

神
的
次
元
に
根
ざ
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
反
響
や
共
鳴
の
現
象
が
起
き
う
る
は
ず
で
あ
る
。「
一
枚
の
絵
の
最
良
の
解
説
は
、
一
篇
の

十ソ

ネ

四
行
詩
あ
る
い
は
哀エ
レ
ジ
ー歌

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」（II, 418

）
と
い
う
有
名
な
一
句
は
、
詩
が
批
評
た
り
う
る
こ
と
、
詩
人
の
内

な
る
批
評
家
の
存
在
を
言
い
当
て
て
い
る
。「
大
詩
人
は
だ
れ
も
が
、
自
然
に
、
運
命
的
に
、
批
評
家
に
な
る
﹇
…
…
﹈
批
評
家
が

詩
人
に
な
っ
た
り
し
た
ら
奇
妙
な
こ
と
だ
ろ
う
が
、
詩
人
が
批
評
家
を
内
包
し
な
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」（II, 793

）
と
語
る
ボ

ー
ド
レ
ー
ル
は
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
を
論
じ
な
が
ら
、
お
の
ず
と
彼
自
身
を
語
っ
て
い
る
。
同
時
に
こ
の
一
句
は
、
芸
術
諸
ジ
ャ
ン
ル


