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古
く
か
ら
絵
画
や
彫
刻
な
ど
様
々
な
分
野
で
「
写
し
」
が
行
わ
れ
て
き
た
。「
写
し
」
と
は
す
で
に
あ
る
も
の
を
手
本
と
し
、
そ
れ

を
模
倣
し
て
作
る
こ
と
を
い
う
。

古
典
を
「
写
す
」
こ
と
で
作
品
に
込
め
ら
れ
た
精
神
ま
で
を
学
び
取
る
、
作
り
手
の
学
習
の
手
段
で
も
あ
り
、
な
か
な
か
見
る
こ

と
が
で
き
な
い
貴
重
な
作
品
の
姿
を
伝
え
る
手
段
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
古
典
の
「
写
し
」
を
通
し
て
、
新
し
い
造
形
が
生
み
だ
し

た
と
思
わ
れ
る
例
も
少
な
く
な
い
。
さ
ら
に
善
光
寺
式
阿
弥
陀
三
尊
像
や
清
凉
寺
式
釈
迦
如
来
像
な
ど
は
、
写
す
こ
と
で
そ
の
救
済

の
力
を
広
げ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
絵
画
や
彫
刻
を
は
じ
め
様
々
な
分
野
で
古
く
か
ら
「
写
し
」
が
行
わ
れ
て
来

た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

能
面
も
例
外
で
は
な
く
「
写
し
」
が
多
く
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
能
面
に
お
け
る
「
写
し
」
に
は
ほ
か
と
異
な
る
特
徴
が
認

め
ら
れ
る
。
今
回
は
主
に
東
京
国
立
博
物
館
の
所
蔵
の
能
面
で
「
写
し
」
の
特
徴
を
確
認
し
な
が
ら
、
能
面
に
お
け
る
「
写
し
」
に

つ
い
て
検
討
し
た
い
。

研
究
ノ
ー
ト

能
面
の
写
し
と
能
面
研
究
の
課
題
に
つ
い
て

川
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瀬

里
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創
作
と
写
し

能
は
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
た
散
楽
に
由
来
す
る
と
い
う
。
南
北
朝
時
代
、
十
四
世
紀
、
春
日
大
社
と
興
福
寺
で
猿
楽
を
勤
め
た
大
和

申
楽
四
座
の
ひ
と
つ
で
あ
る
結
崎
座
（
観
世
座
）
の
大
夫
・
観
阿
弥
（
一
三
三
三-

一
三
八
四
）
が
田
楽
や
曲
舞
な
ど
の
要
素
を
加
え

申
楽
の
芸
術
性
を
高
め
た
。
観
阿
弥
の
子
で
あ
る
世
阿
弥
（
一
三
六
三-

一
四
四
三
頃
）
が
室
町
幕
府
第
三
代
将
軍
で
あ
る
足
利
義
満

の
寵
愛
を
受
け
て
、
歌
舞
劇
と
し
て
の
能
を
完
成
さ
せ
た
と
い
う
が
能
の
成
立
に
は
不
明
な
点
も
多
い
。
そ
の
後
、
歴
代
将
軍
に
よ
っ

て
能
楽
は
愛
好
さ
れ
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
能
は
武
家
の
式
楽
と
な
り
、
諸
大
名
が
嗜
み
と
し
て
能
を
舞
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。能

で
使
わ
れ
る
能
面
の
成
立
も
ま
た
詳
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
南
北
朝
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
は
、
新
た
な
曲
が
次
々
と
生
ま

れ
、
能
楽
の
演
目
と
演
出
に
あ
わ
せ
て
工
夫
さ
れ
た
面
が
生
み
出
さ
れ
、
能
面
の
種
類
も
増
え
て
い
っ
た
。
型
に
は
ま
ら
な
い
独
創

的
な
造
形
が
見
ら
れ
る
こ
の
頃
に
、
現
在
あ
る
能
面
の
種
類
の
ほ
と
ん
ど
が
創
作
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
後
、
安
土
桃
山
時
代
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
能
は
武
家
の
式
楽
と
な
っ
た
。
大
名
家
が
そ
れ
ぞ
れ
に
能
を
催
す
た
め
、
能

面
の
需
要
が
飛
躍
的
に
高
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
式
楽
に
な
っ
た
能
自
体
が
次
第
に
形
式
化
さ
れ
て
い
き
、
そ
れ
に
伴
い
、

能
面
も
定
形
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
能
面
を
作
る
面
打
た
ち
は
、
新
た
な
種
類
の
能
面
を
創
作
す
る
の
で
は
な
く
、
い

わ
ゆ
る
名
物
面
と
さ
れ
る
古
面
を
模
作
す
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
に
作
ら
れ
た
能
面
を
、
型
に
従
い
写
す
こ
と
が
能

面
制
作
の
中
心
と
な
り
、
多
く
の
写
し
が
作
ら
れ
た
よ
う
だ
。
ま
た
、
能
に
傾
倒
し
た
豊
臣
秀
吉
は
、
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）、
写

し
の
名
人
で
あ
る
面
打
角す
み
の

坊ぼ
う

に
対
し
、「
天
下
一
」
の
称
号
を
与
え
た
。
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
に
「
天
下
一
」
号
の
使
用
が
禁



能面の写しと能面研究の課題について235

じ
ら
れ
る
ま
で
の
八
十
九
年
の
間
、
天
下
一
の
称
号
を
得
た
面
打
が
複
数
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
も
写
し
の
名
人
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
安
土
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
、
創
作
よ
り
も
写
し
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
だ
ろ
う
。
多
く
の
写
し
が
作
ら
れ
た
安
土
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
。

多
く
の
分
野
で
は
創
作
の
た
め
、
あ
る
い
は
技
術
伝
承
等
の
た
め
に
写
す
こ
と
が
行
わ
れ
て
き
た
。
よ
っ
て
創
作
と
写
し
が
並
行

し
て
行
わ
れ
る
が
、
能
面
で
は
ほ
と
ん
ど
の
能
面
は
室
町
時
代
こ
ろ
ま
で
に
創
作
さ
れ
、
そ
の
後
は
そ
れ
ら
を
写
す
こ
と
が
制
作
の

中
心
と
な
っ
た
。
創
作
と
写
し
が
時
代
に
よ
っ
て
切
り
分
け
ら
れ
て
い
る
点
は
、
能
面
に
お
け
る
写
し
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

ま
た
、
写
し
が
能
面
制
作
の
中
心
と
な
る
の
と
同
時
期
に
、
世
襲
面
打
家（1
）が

誕
生
し
た
。
安
土
桃
山
時
代
以
降
、
面
打
を
世
襲
す

る
よ
う
に
な
り
、
型
に
従
っ
て
能
面
を
制
作
す
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
能
の
形
式
化
に
伴
っ
て
、
能
面
の
制

作
も
代
々
受
け
継
が
れ
て
い
く
型
を
重
視
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
面
打
に
関
す
る
史
料
は
非
常
に
少
な
く
、
面
打
の
実
態
す
ら
わ
か
ら
な
い
状
況
の
中
で
、
写
し
の
伝
承
に
つ
い
て
も
ま

た
不
明
な
こ
と
が
多
い
。
写
し
に
つ
い
て
は
、
名
物
面
を
実
際
に
見
な
が
ら
作
っ
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
写
し
を
写
し
た
り
、
切

形
と
呼
ば
れ
る
能
面
の
断
面
図
や
型
紙
を
も
ち
い
て
制
作
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る（2
）も

の
の
、

実
際
に
、
写
し
の
制
作
方
法
を
具
体
的
か
つ
詳
細
に
記
し
た
史
料
は
未
だ
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。
切
形
な
ど
の
史
料
か
ら
断
片
的
に

推
測
す
る
の
み
で
あ
る
。
面
打
の
世
襲
制
の
始
ま
り
と
、
写
し
の
様
相
の
関
係
は
今
後
の
研
究
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。



236

能
面
の
写
し
か
ら
見
え
る
こ
と

能
面
の
写
し
の
特
徴
と
し
て
最
も
重
要
な
点
は
、
非
常
に
精
巧
で
あ
る
こ
と
だ
。
も
と
に
な
る
能
面
の
形
式
、
表
情
だ
け
で
な
く
、

面
裏
の
様
子
や
舞
台
で
の
使
用
で
つ
い
た
と
思
わ
れ
る
傷
、
彩
色
の
剥
落
や
修
理
の
跡
な
ど
に
至
る
ま
で
詳
細
に
写
す
こ
と
が
広
く

行
わ
れ
た
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
の
ふ
た
つ
の
鼻は
な

瘤こ
ぶ

悪あ
く

尉じ
ょ
う

を
み
て
み
よ
う
。

一
方
は
室
町
時
代
、
十
六
世
紀
の
作
と
思
わ
れ
る
「
文
蔵
作
」
と
す
る
極
書
を
持
つ
（
Ｃ-

二
六（3
）、

図
1
ａ
表
ｂ
面
裏
）。
こ
の
極

め
は
、
世
襲
面
打
家
で
あ
る
大
野
出
目
家
五
代
洞と
う

水す
い

満み
つ

昆の
り

に
よ
る
も
の
だ
。
文
蔵
は
世
阿
弥
の
『
申
楽
談
義
』
に
そ
の
名
が
あ
る
た

め
南
北
朝
時
代
の
面
打
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
造
形
か
ら
み
て
こ
の
面
が
南
北
朝
時
代
ま
で
遡
る
こ
と
は
な
い
が
、
大
野
出
目
家
で
は

文
蔵
の
作
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

も
う
一
方
の
鼻
瘤
悪
尉
は
面
裏
に
「
文
蔵
作
正
写
杢
之
助
打
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
Ｃ-

三
三
、
図
2
ａ
表
ｂ
面
裏
）。
杢
之
助
と

は
、
大
野
出
目
家
五
代
満
昆
も
し
く
は
七
代
友ゆ
う

水す
い

庸や
す

久ひ
さ

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
銘
を
信
じ
れ
ば
、
大
野
出
目
家
五
代
満
昆
が
極
め
を

記
し
た
「
文
蔵
作
」
と
あ
る
面
を
、
満
昆
本
人
も
し
く
は
七
代
庸
久
が
写
し
た
こ
と
に
な
る
。

両
者
を
比
較
し
て
み
る
と
、
両
者
の
顔
か
た
ち
は
一
見
よ
く
似
て
い
る
が
、
杢
之
助
に
よ
る
写
し
の
ほ
う
が
文
蔵
作
と
さ
れ
る
面

よ
り
も
彫
り
が
硬
く
、
頬
や
額
に
柔
ら
か
さ
が
な
い
。
写
し
を
重
ね
て
い
く
ほ
ど
、
手
本
を
忠
実
に
写
そ
う
と
す
る
あ
ま
り
自
然
な

彫
り
と
は
異
な
っ
て
い
く
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

ま
た
、
ど
ち
ら
の
面
も
面
裏
に
は
、
縦
に
二
筋
、
布
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
面
に
割
れ
や
ひ
び
が
生
じ
た
た
め
に
補
修
を
行
っ

た
痕
跡
で
あ
る
。
文
蔵
作
の
面
の
Ｘ
線
Ｃ
Ｔ
画
像
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
布
が
貼
ら
れ
た
部
分
が
実
際
に
割
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
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た
。
杢
之
助
に
よ
る
写
し
も
、
制
作
後
に
偶
然
、
文
蔵
作
と
同
じ
位
置
に
割
れ
が
生
じ
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。
割
れ
て
い
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
布
を
貼
り
、
文
蔵
作
に
あ
る
修
理
痕
を
写
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
だ
。

同
じ
く
面
裏
の
額
中
央
に
は
、
両
面
と
も
に
鑿
跡
が
あ
る
。
材
の
硬
い
部
分
を
削
る
た
め
に
平
鑿
を
打
ち
込
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

鑿
跡
は
杢
之
助
作
の
ほ
う
が
や
や
硬
い
。
修
理
痕
同
様
に
、
文
蔵
作
の
鑿
跡
を
杢
之
助
が
写
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
手

間
を
か
け
て
、
修
理
の
痕
や
鑿
跡
ま
で
写
す
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
ふ
た
つ
の
鼻
瘤
悪
尉
の
場
合
、
も
と
に
な
っ
た
面
と
写
し
の
関
係
性
や
作
者
に
関
す
る
情
報
が
銘
と
し
て
記
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
の
よ
う
な
例
は
稀
で
あ
る
。
似
た
も
の
が
あ
っ
て
も
、
銘
な
ど
の
手
が
か
り
が
な
い
場
合
、
写
し
に
共
通
す
る
造
形
的
特
徴
を
見

出
し
、
傷
や
剥
落
の
写
し
の
精
度
な
ど
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
制
作
時
期
の
特
定
と
は
い
か
な
い
が
、
写
し
の
時
期
の
前
後
関
係
あ

る
い
は
原
面
と
の
親
近
性
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
意
図
的
に
つ
け
た
傷
な
ど
を
精
査
し
、
写
し
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
写
し
の
中
に
垣
間
見
え
る
作
者
の
個

性
を
見
出
し
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
で
能
面
の
作
者
や
制
作
年
代
を
特
定
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
に
な
り
う
る
。
す
べ
て
の
写
し
が
、

同
じ
時
期
に
同
じ
名
物
面
を
見
な
が
ら
作
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
中
に
は
写
し
を
写
し
た
面
も
あ
る
は
ず
だ
。
つ
ま
り
、

同
じ
名
物
面
の
写
し
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
造
形
に
は
差
異
が
あ
る
は
ず
で
、
そ
の
違
い
が
示
す
の
が
、
写
さ
れ
た
時
期
、
作
者
の
個

性
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
写
し
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
作
者
や
制
作
年
代
の
検
討
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
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能
面
の
写
し
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

南
北
朝
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
奈
良
を
本
拠
と
し
て
い
た
大
和
申
楽
四
座
の
ひ
と
つ
が
金こ
ん

春ぱ
る

座ざ

で
あ
る
。
能
に
耽
溺
し
た

豊
臣
秀
吉
か
ら
絶
大
な
庇
護
を
受
け
た
金
春
座
は
、
そ
の
後
も
能
を
重
用
し
た
江
戸
幕
府
の
も
と
で
そ
の
格
式
を
重
ん
じ
ら
れ
た
。

安
土
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
の
優
品
が
金
春
家
伝
来
の
能
面
能
装
束
に
多
い
の
は
こ
う
し
た
こ
と
が
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、

あ
る
い
は
秀
吉
や
家
康
か
ら
下
賜
さ
れ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
当
時
の
金
春
大
夫
で
秀
吉
の
能
の
指
南
役
で
あ
っ
た
金
春

安
照
（
一
五
四
九-

一
六
二
一
）
以
降
も
奈
良
の
知
行
を
受
け
継
ぐ
が
、
そ
の
後
の
大
夫
が
早
逝
す
る
な
ど
不
安
定
な
時
期
が
続
い

た
。
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）、
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
に
敗
れ
た
幕
府
軍
が
奈
良
に
な
だ
れ
込
ん
だ
こ
と
で
混
乱
し
た
領
民
が
、
領
地

内
で
流
通
し
て
い
た
私
造
貨
幣
で
あ
る
金
春
札
の
兌
換
を
金
春
家
に
求
め
た
。
こ
の
騒
動
の
あ
と
、
金
春
家
は
多
く
の
能
面
・
能
装

束
を
売
り
に
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
部
は
散
逸
を
免
れ
、
奈
良
の
実
業
家
や
商
家
の
有
志
団
体
で
あ
っ
た
諦て
い

楽ら
く

舎し
ゃ

を
経
て（4
）、

現
在
は
東
京
国
立
博
物
館
の
所
蔵
と
な
り
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る（5
）。

そ
の
中
に
、
早
く
か
ら
名
物
面
と
し
て
知
ら
れ
、
非
常
に
多
く
の
写
し
が
作
ら
れ
た
「
能
面

曲
見
」
が
あ
る
（
Ｃ-

一
五
四
九
、

以
下
、
曲
見
本
面
と
す
る
。
図
3
ａ
表
ｂ
面
裏
）。
こ
こ
か
ら
は
、
こ
の
曲
見
を
例
に
し
て
、
そ
の
写
し
に
見
ら
れ
る
特
徴
を
具
体
的

に
確
認
し
て
い
く
。

曲
見
は
能
『
隅
田
川
』
や
『
桜
川
』
な
ど
で
生
き
別
れ
た
子
を
捜
し
歩
く
母
の
役
を
演
じ
る
際
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
面
で
あ
る
。

曲
見
本
面
は
ど
こ
か
う
つ
ろ
で
憂
い
を
湛
え
た
表
情
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
室
町
時
代
、
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
の
作
と
み
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て
よ
い
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
「
享
保
の
書
上
」
で
は
越え

智ち

の
作
と
さ
れ
る
。

や
は
り
金
春
家
伝
来
面
の
な
か
に
あ
る
、
こ
の
曲
見
の
写
し
二
面
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
一
面
は
江
戸
時
代
に
天
下
一
の
称

号
を
与
え
ら
れ
た
、
能
面
の
写
し
の
名
手
で
大
野
出
目
家
初
代
の
是ぜ

閑か
ん

吉や
す

満み
つ

（
？
〜
一
六
一
六
）
の
焼
印
の
あ
る
曲
見
で
、「
天
下

一
」
号
を
授
け
ら
れ
た
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
頃
か
ら
是
閑
が
没
す
る
ま
で
の
作
だ
ろ
う
（
Ｃ-

一
五
四
六
、
以
下
、
是
閑
作
と
す

る
。
図
4
ａ
表
ｂ
面
裏
）。
も
う
1
面
は
焼
印
も
銘
も
な
い
も
の
で
、
本
面
と
比
較
す
る
と
頬
が
あ
ま
り
そ
げ
て
お
ら
ず
、
表
情
の
雰

囲
気
が
異
な
る
。
江
戸
時
代
17
世
紀
の
作
と
み
て
い
る
（
Ｃ-

一
五
五
〇
、
以
下
、
無
銘
の
曲
見
と
す
る
。
図
5
ａ
表
ｂ
面
裏
）。

こ
の
3
面
を
並
べ
た
時
に
、
顔
立
ち
や
表
情
に
は
や
や
差
異
を
感
じ
る
が
、
是
閑
作
と
無
銘
の
曲
見
は
そ
れ
ぞ
れ
曲
見
本
面
を
写

し
た
も
の
だ
と
わ
か
る
。
な
ぜ
な
ら
、
曲
見
本
面
に
あ
る
三
種
の
傷
が
両
者
に
写
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

曲
見
本
面
に
あ
る
三
種
の
傷
と
は
、
額
左
に
あ
る
丸
み
の
あ
る
も
の
が
ぶ
つ
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
傷
（
図
6
）、
額
右
に
あ
る
角

ば
っ
た
も
の
が
ぶ
つ
か
っ
た
よ
う
な
傷
（
図
7
）、
顎
の
左
側
に
並
ぶ
、
Ｘ
字
を
連
ね
た
よ
う
な
複
数
の
小
さ
な
傷
（
図
8
）
の
こ
と

で
あ
る
。
是
閑
作
で
は
顎
の
傷
は
確
認
で
き
な
い
が
、
傷
の
形
状
は
異
な
る
も
の
の
額
の
傷
は
左
右
と
も
同
じ
位
置
に
表
さ
れ
て
い

る
。
無
銘
の
曲
見
で
は
3
種
の
傷
が
す
べ
て
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
左
頬
の
傷
は
筆
で
描
い
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。

曲
見
本
面
の
傷
は
、
舞
台
で
使
用
す
る
間
に
つ
い
た
本
物
の
傷
と
み
ら
れ
る
が
、
写
し
で
あ
る
是
閑
作
と
無
銘
の
曲
見
の
傷
は
、

偶
然
で
き
た
も
の
に
は
見
え
な
い
。
故
意
に
つ
け
た
「
写
し
傷
」
で
あ
る
。
曲
見
本
面
が
作
ら
れ
た
当
初
の
、
ま
だ
傷
の
な
い
姿
を

再
現
す
る
の
で
は
な
く
、
舞
台
に
か
か
り
使
用
さ
れ
、
愛
で
ら
れ
て
き
た
曲
見
本
面
の
た
ど
っ
た
時
間
ま
で
も
尊
重
す
る
か
の
よ
う

に
、
写
す
際
に
実
際
に
傷
を
つ
け
て
い
る
。
そ
れ
が
名
物
面
を
尊
重
す
る
姿
勢
、
あ
る
い
は
名
物
面
と
同
化
す
る
と
い
う
意
志
の
表

れ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

金
春
家
伝
来
面
以
外
に
も
、
曲
見
本
面
の
持
つ
傷
を
写
し
た
曲
見
は
、
現
在
文
化
庁
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
旧
鐘
紡
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
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や
、
根
津
美
術
館
、
根
来
寺
等
、
非
常
に
多
く
伝
わ
っ
て
い
る
。
や
は
り
造
形
の
出
来
栄
え
や
表
情
に
は
違
い
が
あ
り
、
三
種
す
べ

て
の
傷
が
必
ず
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
同
じ
位
置
に
意
図
的
に
傷
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
本
面
の
写
し

と
分
類
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
曲
見
本
面
の
鼻
先
に
は
、
彩
色
が
剥
落
し
た
部
分
が
あ
る
。
是
閑
作
、
無
銘
の
曲
見
と
も
に
そ
の

様
子
を
写
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
剥
落
を
写
し
て
い
る
面
も
存
在
す
る
。

さ
ら
に
曲
見
本
面
の
面
裏
に
注
目
す
る
と
、
光
沢
の
あ
る
黒
漆
が
厚
く
塗
ら
れ
、
鑿
跡
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
左
額
裏

に
小
さ
く
「
本
」
と
針
書
き
さ
れ
て
い
る
の
は
、
金
春
の
本
面
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か（6
）。

無
銘
の
曲
見
は
こ
の
面
裏

を
写
そ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
、「
本
」
の
針
書
き
は
な
い
が
光
沢
の
あ
る
黒
漆
で
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
是
閑
作
の
面
裏
は
黒

漆
塗
り
と
し
な
い
。
そ
の
た
め
鑿
跡
な
ど
彫
り
の
様
子
も
し
っ
か
り
と
見
え
る
。「
天
下
一
是
閑
」
の
焼
印
も
あ
り
、
曲
見
本
面
の
面

裏
を
写
そ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
面
裏
の
様
子
ま
で
写
す
こ
と
が
必
須
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
天
下
一
の
称
号
を
得
た
是

閑
が
写
し
た
と
い
う
こ
と
と
名
物
面
の
写
し
で
あ
る
こ
と
と
に
、
別
の
価
値
を
見
出
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

名
物
面
と
し
て
名
高
い
金
春
家
伝
来
の
曲
見
本
面
と
そ
の
写
し
を
例
に
見
て
き
た
が
、
写
し
の
精
度
だ
け
で
な
く
、
表
情
や
、
傷

や
面
裏
を
ど
う
写
す
か
に
つ
い
て
差
異
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
差
異
が
生
じ
た
理
由
は
様
々
想
像
さ
れ
る
。
注
文
主
で
あ
る
大
名
家

な
ど
の
意
向
か
、
同
じ
名
物
面
の
写
し
に
も
複
数
の
型
が
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
後
世
の
修
理
で
直
さ
れ
た
の
か
、
世
襲
面
打
家

毎
に
型
が
異
な
る
の
か
な
ど
様
々
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
が
、
現
状
で
は
不
明
で
あ
る
。
写
し
の
精
度
の
差
異
に
は
、
曲
見
本
面
を

見
な
が
ら
写
し
た
も
の
、
曲
見
本
面
の
写
し
を
手
本
と
し
て
さ
ら
に
写
し
た
も
の
、
手
本
で
は
な
く
記
憶
に
よ
っ
て
写
し
た
も
の
な

ど
写
し
の
方
法
の
違
い
に
よ
る
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
曲
見
本
面
が
使
用
さ
れ
続
け
て
い
た
と
す
れ
ば
、
写
し
を
制
作
し
た

時
期
に
よ
っ
て
は
、
曲
見
本
面
の
傷
の
様
相
が
変
わ
っ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
曲
見
本
面
ほ
ど
の

名
物
面
で
、
時
代
を
超
え
て
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
写
し
が
作
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
写
す
際
に
面
打
た
ち
が
こ
の
曲
見
の
特
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徴
を
表
現
す
べ
き
シ
ル
シ
と
し
て
認
識
し
、
一
方
で
面
打
た
ち
が
そ
の
シ
ル
シ
を
厳
密
に
写
す
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

原
面
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
で
き
た
か
ど
う
か
な
ど
写
す
際
の
事
情
や
、
発
注
者
の
意
向
な
ど
に
よ
り
写
し
に
は
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ

り
、
お
そ
ら
く
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

曲
見
の
ほ
か
に
も
写
し
が
多
く
作
ら
れ
た
能
面
が
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
「
雪
の
小
面
」
で
あ
る
。

雪
の
小
面
は
、
室
町
時
代
初
期
に
活
躍
し
た
面
打
龍
右
衛
門（8
）の

作
で
、
豊
臣
秀
吉
が
所
持
し
た
雪
・
月
・
花
の
三
面
の
小
面
の
ひ

と
つ
と
い
う
伝
承
を
も
つ
。
月
の
小
面
は
江
戸
城
で
焼
け
て
し
ま
っ
た
と
い
い
、
現
在
、
三
井
記
念
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
小

面
が
、
花
の
小
面
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
。
雪
の
小
面
は
、
秀
吉
か
ら
金
春
大
夫
に
贈
ら
れ
た
の
ち
、
金
春
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
が

流
出
し
て
し
ま
っ
た（7
）。

現
在
、
京
都
金
剛
家
に
所
蔵
さ
れ
る
小
面
（
図
9
ａ
表
ｂ
面
裏
）
が
そ
の
雪
の
小
面
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
。

月
と
花
の
小
面
の
写
し
は
知
ら
れ
な
い
が
、
雪
の
小
面
の
写
し
だ
け
が
非
常
に
多
く
伝
わ
っ
て
い
る
。

京
都
金
剛
家
の
雪
の
小
面
は
や
や
ふ
っ
く
ら
と
し
た
若
い
女
性
の
華
や
か
な
顔
立
ち
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
。
面
裏
に
は
「
金
春

本
面

正
」
と
い
う
金
蒔
絵
の
銘
が
あ
る
。

京
都
金
剛
家
の
雪
の
小
面
の
写
し
が
、
金
春
家
伝
来
面
に
も
複
数
あ
る
。
今
回
は
世
襲
面
打
家
で
あ
る
近
江
井
関
家
四
代
で
あ
り
、

能
面
の
写
し
の
名
手
と
し
て
天
下
一
の
称
号
を
得
た
河か
わ

内ち

家い
え

重し
げ

（
一
五
八
一
？-

一
六
五
七
）
の
「
天
下
一
河
内
」
の
焼
印
の
あ
る

小
面
（
Ｃ-

一
五
五
一
、
以
下
、
河
内
印
の
小
面
と
す
る
。
図
10
ａ
表
ｂ
面
裏
）
と
、
大
野
出
目
家
の
「
出
目
満
昆
」
の
焼
印
の
あ

る
小
面
（
Ｃ-

一
五
五
二
、
以
下
、
満
昆
印
の
小
面
と
す
る
。
図
11
ａ
表
ｂ
面
裏
）
に
注
目
す
る
。
ど
ち
ら
も
、
金
剛
家
の
雪
の
小

面
の
明
る
い
華
や
か
さ
の
あ
る
顔
立
ち
と
い
う
よ
り
は
、
や
や
落
ち
着
い
た
柔
和
な
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
る
顔
立
ち
で
あ
る
。
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先
に
あ
げ
た
曲
見
の
例
を
み
て
も
、
顔
立
ち
が
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
写
し
の
絶
対
条
件
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、

曲
見
に
み
ら
れ
た
三
種
の
傷
の
よ
う
に
、
雪
の
小
面
の
写
し
に
も
共
通
す
る
い
く
つ
か
の
特
徴
が
あ
る
。

ま
ず
ひ
と
つ
目
の
特
徴
は
、
面
裏
の
両
頬
が
、
三
角
状
に
焦
げ
た
よ
う
な
濃
い
色
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
河
内
印
の
小
面
の

面
裏
両
頬
は
雪
の
小
面
と
同
じ
く
、
濃
く
は
っ
き
り
と
三
角
が
表
さ
れ
る
が
、
満
昆
印
の
小
面
の
頬
の
色
は
薄
く
、
三
角
の
形
も
あ

い
ま
い
で
あ
る
。
金
剛
家
の
雪
の
小
面
の
面
裏
を
一
見
す
れ
ば
気
づ
く
こ
の
特
徴
を
、
満
昆
は
な
ぜ
写
さ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
鼻
の
刳
り
の
輪
郭
部
分
に
見
ら
れ
る
連
続
す
る
鑿
跡
も
共
通
し
た
特
徴
だ
。
こ
の
鑿
跡
は
、
京
都
金
剛
家
の
雪
の
小
面
、

河
内
印
の
小
面
、
満
昆
印
の
小
面
の
い
ず
れ
に
も
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
満
昆
印
の
小
面
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
か
鼻
の
左
右
の
輪

郭
に
連
続
し
た
鑿
跡
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
鼻
の
輪
郭
に
沿
っ
て
施
さ
れ
た
連
続
し
た
鑿
跡
か
ら
、
根
立
研
介
氏
は
満
昆
印
の
小
面
に
つ
い
て
以
下
の
指
摘
を
し
て
い
る
。

満
昆
印
の
小
面
の
鑿
跡
が
形
式
化
し
て
い
る
こ
と
、
本
面
で
あ
る
雪
の
小
面
を
見
て
写
し
た
の
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
満

昆
印
の
小
面
は
満
昆
が
河
内
印
の
小
面
を
写
し
つ
つ
、
別
ル
ー
ト
で
入
っ
て
き
た
雪
の
小
面
の
情
報
も
得
て
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が

あ
る
こ
と
で
あ
る（9
）。

金
春
家
が
満
昆
に
写
し
の
制
作
を
注
文
し
た
頃
に
は
、
本
面
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
金
剛
家
の
雪
の
小
面
も
、
河
内
印
の
小
面
も
金

春
家
が
所
持
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
通
り
顔
立
ち
の
異
な
る
二
面
の
う
ち
、
河
内
印
の
小
面
の
ほ
う
が
満
昆
印
の
小
面

に
顔
立
ち
は
近
し
い
。
し
か
し
、
手
元
に
あ
る
は
ず
の
本
面
の
精
巧
な
写
し
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
写
し
で
あ
る
河
内
の
小
面
を

写
す
よ
う
に
満
昆
に
注
文
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
河
内
作
と
い
う
こ
と
に
当
時
は
価
値
が
あ
っ
た
の
か
、
河
内

の
作
風
が
当
時
の
好
み
に
合
っ
た
の
か
、
河
内
ら
し
い
雪
の
小
面
の
写
し
を
あ
え
て
求
め
た
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
確
か

に
、
顔
立
ち
が
金
剛
家
の
雪
の
小
面
よ
り
も
、
河
内
印
の
小
面
に
似
た
写
し
が
各
地
に
伝
来
し
て
い
る
。
名
物
面
そ
の
も
の
の
写
し
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で
は
な
く
、
河
内
の
写
し
た
雪
の
小
面
の
写
し
と
い
う
系
統
が
あ
り
、
そ
れ
が
広
く
受
容
さ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
多
く
の
能
面
が
ヒ
ノ
キ
ま
た
は
サ
ワ
ラ
と
思
わ
れ
る
針
葉
樹
を
材
と
す
る
が
、
金
剛
家
の
雪
の
小
面
と
河
内
印
の
小
面
は

樹
種
の
特
定
は
で
き
な
い
も
の
の
広
葉
樹
を
材
と
し
て
い
る
。
金
剛
家
の
雪
の
小
面
と
河
内
印
の
小
面
の
材
は
よ
く
似
て
い
る
た
め
、

河
内
印
の
小
面
を
制
作
す
る
時
に
は
、
雪
の
小
面
に
倣
っ
て
材
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
満
昆
印
は
ヒ
ノ
キ
材
と
思
わ
れ
る（10
）。

写
し
の

材
の
選
択
に
ど
こ
ま
で
こ
だ
わ
り
や
自
由
が
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
名
家
の
道
具
帳
な
ど
で
樹
種
に
関
す
る
記

述
が
さ
れ
た
も
の
は
管
見
の
限
り
な
い
た
め
、
実
際
に
見
る
機
会
が
あ
っ
た
場
合
、
も
し
く
は
口
伝
で
の
情
報
が
あ
る
場
合
の
み
倣

う
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
河
内
印
の
小
面
に
は
鼻
の
先
に
小
さ
な
傷
（
図
12
）
が
あ
る
。
よ
く
見
る
と
小
さ
な
傷
を
複
数
打
ち
刻
ん
で
お
り
、
故
意

に
つ
け
た
写
し
傷
で
あ
る
。
そ
の
形
状
か
ら
雪
の
小
面
を
使
用
す
る
過
程
で
鼻
の
部
分
を
何
か
に
打
っ
た
こ
と
で
つ
い
て
し
ま
っ
た
、

彩
色
層
の
ひ
び
割
れ
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
か
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
、
後
世
の
修
理
で
こ
の
傷
を
治
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、

京
都
金
剛
家
の
雪
の
小
面
の
鼻
に
は
現
在
こ
の
傷
が
確
認
で
き
な
い
。

満
昆
印
の
小
面
で
も
、
河
内
印
の
写
し
傷
と
同
じ
鼻
先
に
小
さ
な
傷
を
複
数
作
り
、
二
重
丸
の
よ
う
に
並
べ
て
い
る
（
図
13
）。
満

昆
印
の
小
面
の
写
し
傷
は
、
河
内
印
の
小
面
の
そ
れ
よ
り
形
式
化
し
て
お
り
、
彩
色
の
複
雑
な
ひ
び
割
れ
を
表
現
し
た
よ
う
に
は
見

え
な
い
。

仮
に
満
昆
印
の
小
面
が
、
本
面
で
あ
る
雪
の
小
面
や
河
内
印
の
小
面
を
写
す
よ
う
に
注
文
さ
れ
て
い
た
場
合
、
満
昆
は
ひ
び
割
れ

を
意
識
し
た
造
形
を
し
た
は
ず
だ
。
こ
の
二
重
丸
の
よ
う
な
傷
を
持
つ
小
面
も
ま
た
各
地
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
点
か
ら
、

明
ら
か
に
形
式
化
し
た
二
重
丸
の
傷
を
も
つ
雪
の
小
面
の
写
し
の
系
統
が
別
に
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
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そ
の
顔
立
ち
か
ら
、
二
重
丸
の
傷
の
小
面
の
系
統
は
、
河
内
の
雪
の
小
面
を
写
し
て
い
く
系
統
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
可
能
性

が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
河
内
印
の
小
面
の
左
頬
に
も
意
図
的
に
つ
け
た
と
思
わ
れ
る
傷
が
あ
る
。
こ
の
傷
は
、
豊
橋
市
の
魚
町
能
楽
保
存
会
が
管

理
す
る
小
面
に
も
あ
る
。
こ
の
小
面
の
面
裏
に
は
「
寛
永
乙
亥
／
井
関
写
／
家
重
（
花
押（11
））」

と
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
出
来
栄
え
か

ら
も
河
内
が
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
魚
町
能
楽
保
存
会
の
小
面
に
は
鼻
先
の
傷
が
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
左
頬
の
傷

を
共
有
す
る
雪
の
小
面
の
写
し
は
多
い
。
し
か
し
、
京
都
金
剛
家
の
雪
の
小
面
に
は
鼻
先
の
傷
も
、
左
頬
の
傷
も
確
認
で
き
な
い
。

金
剛
家
の
雪
の
小
面
は
後
世
の
修
理
で
こ
れ
ら
の
傷
を
治
し
た
な
ど
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
想
像
の
域
を
出
な
い
。

現
在
、
雪
の
小
面
の
写
し
と
さ
れ
て
い
る
多
く
の
小
面
の
中
に
は
、
金
剛
家
の
雪
の
小
面
を
写
し
た
系
統
、
河
内
の
小
面
を
写
し

た
系
統
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
二
重
丸
の
傷
を
持
つ
系
統
な
ど
複
数
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
金
春
家
が
秀
吉
か

ら
拝
領
し
た
雪
の
小
面
と
さ
れ
る
面
と
、
そ
れ
を
も
と
に
し
な
が
ら
異
な
る
顔
立
ち
を
し
た
当
時
の
名
人
河
内
が
打
っ
た
面
、
そ
れ

と
も
異
な
る
系
統
の
二
重
丸
の
傷
を
持
つ
面
が
金
春
家
に
あ
っ
た
こ
と
は
写
し
に
対
す
る
考
え
方
を
考
察
す
る
際
に
、
非
常
に
興
味

深
い
こ
と
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
名
物
面
、
本
面
の
み
が
重
要
視
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
写
し
に
も
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い

た
の
だ
ろ
う
。
名
物
面
や
本
面
を
写
す
こ
と
が
叶
わ
な
い
た
め
の
妥
協
と
し
て
写
し
を
写
す
、
い
わ
ゆ
る
孫
写
し
が
あ
っ
た
の
で
は

な
く
、
写
し
を
写
す
こ
と
に
一
定
の
意
味
を
見
出
し
て
い
た
と
考
え
た
い
。
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写
し
の
制
作
に
必
要
な
情
報
の
継
承
に
つ
い
て

面
裏
の
色
、
鼻
の
刳
り
の
輪
郭
の
鑿
跡
、
鼻
先
の
傷
の
三
点
を
、
雪
の
小
面
の
写
し
に
よ
く
見
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
挙
げ
て
き
た
。

こ
れ
ら
が
例
外
は
あ
る
も
の
の
系
統
を
超
え
て
雪
の
小
面
の
多
く
の
写
し
に
共
通
す
る
こ
と
か
ら
、
雪
の
小
面
の
写
し
を
作
る
際
に

面
打
が
残
す
べ
き
証
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

こ
の
写
し
傷
が
雪
の
小
面
の
写
し
に
必
要
な
要
件
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
し
て
、
そ
の
認
識
は
ど
の
よ
う
に
伝
承
さ
れ
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。

写
し
の
制
作
の
際
に
参
考
に
し
て
い
た
の
は
、
元
に
な
る
面
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
見
た
記
憶
、
つ
ま
り
遠
目
に
能
面
を

見
た
記
憶
な
ど
の
ほ
か
に
、
当
時
世
襲
面
打
家
に
伝
わ
っ
て
い
た
切
型
が
挙
げ
ら
れ
る
。
切
型
は
、
能
面
の
縦
、
横
の
断
面
を
薄
い

板
に
切
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
面
打
は
能
面
の
形
を
作
る
彫
り
の
工
程
で
、
切
型
を
当
て
そ
れ
を
見
当
と
し
て
彫
り
進
め
て
い
た
。

中
村
保
雄
氏
は
、
喜
多
古
能
の
『
面
目
利
書
』
に
「
惣
て
古
作
ニ
は
切
型
無
キ
故
、
写
し
と
云
う
物
無
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
写
し

が
近
世
以
降
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る（12
）。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
記
述
か
ら
は
江
戸
時
代
に
は
切
型
は
写
し
の
制
作
に
お

い
て
ご
く
当
た
り
前
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
現
在
切
型
は
ほ
と
ん
ど
現
存
し
な
い
。
数
少
な
い
例
と

し
て
、
井
伊
家
伝
来
の
能
面
切
型（13
）、

鍋
島
藩
に
伝
来
し
た
祐
徳
稲
荷
神
社
の
能
面
切
型
図
が
知
ら
れ
て
い
る（14
）。

祐
徳
稲
荷
神
社
伝
来
の
能
面
切
型
図
を
見
る
と
、
正
面
、
側
面
の
図
に
は
、「
平
」「
ヒ
ク
」
な
ど
と
の
書
き
込
み
が
顔
の
各
所
に

見
ら
れ
る
。
こ
の
部
分
は
平
ら
に
、
こ
の
部
分
は
低
く
、
と
い
う
彫
り
に
関
す
る
指
示
だ
ろ
う
。
正
面
と
側
面
の
図
の
間
に
は
、
複

数
の
断
面
図
と
と
も
に
鼻
の
か
た
ち
、
口
の
開
き
の
具
合
な
ど
が
わ
か
る
よ
う
な
図
も
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
図
が
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ど
こ
の
断
面
か
は
、
文
字
で
短
く
説
明
が
添
え
ら
れ
、「
ハ
サ
キ
テ
イ
（
歯
先
泥
）」
な
ど
と
彩
色
に
関
す
る
情
報
も
確
認
で
き
る
。

明
ら
か
に
能
面
を
作
る
と
き
に
参
照
し
た
史
料
で
あ
る
。

祐
徳
稲
荷
神
社
伝
来
の
能
面
切
型
図
は
巻
子
で
、
複
数
の
面
の
図
が
描
か
れ
て
お
り
、
金
春
大
夫
の
小
面
の
切
型
図
も
あ
る
。
金

春
家
に
は
雪
の
小
面
と
異
な
る
小
面
も
あ
り
、
本
史
料
に
あ
る
金
春
大
夫
の
小
面
が
雪
の
小
面
で
あ
っ
た
確
証
は
な
い
が
、
大
量
の

写
し
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
雪
の
小
面
の
図
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
金
春
大
夫
小
面
の
切
型
図
に
は
、

額
上
部
か
ら
13
箇
所
の
横
の
断
面
と
、
左
右
の
眼
の
孔
を
通
る
縦
の
断
面
、
唇
の
輪
郭
が
描
か
れ
て
い
る
。
眼
や
鼻
の
孔
、
歯
の
位

置
や
幅
、
振
り
分
け
た
髪
筋
の
幅
な
ど
が
わ
か
る
よ
う
に
見
当
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
彩
色
な
ど
に
関
す
る
細
か
な
指

示
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
本
稿
で
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
多
く
の
雪
の
小
面
の
写
し
に
確
認
で
き
る
写
し
傷
や
、
面
裏
の
特

徴
は
祐
徳
稲
荷
神
社
伝
来
の
能
面
切
型
図
に
は
確
認
で
き
な
い
。

雪
の
小
面
の
図
で
は
な
い
が
、
先
に
述
べ
た
井
伊
家
伝
来
の
能
面
切
型
や
、
現
在
法
政
大
学
鴻
山
文
庫
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
矢
野

重
光
筆
「
能
面
切
型
図
・
見
取
図
」
に
も
写
し
傷
や
面
裏
の
情
報
は
な
い
よ
う
だ
。
写
し
傷
や
面
裏
と
い
っ
た
、
雪
の
小
面
の
写
し

の
要
件
と
も
い
え
る
、
か
な
り
多
く
の
重
要
な
情
報
が
、
写
し
の
制
作
の
史
料
に
記
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。
多
く
の
切
型
図
が
伝
存

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
あ
え
て
記
さ
な
か
っ
た
、
記
さ
な
い
情
報
で
あ
る
と
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

山
﨑
和
文
氏
は
本
史
料
の
痩
男
の
部
分
の
「
サ
イ
シ
キ
ゴ
フ
ン
黄
土
朱
加
ル
／
口
傳
在
之
」
の
記
述
か
ら
「
能
面
の
制
作
に
お
い
て
、

特
に
重
要
な
事
柄
は
文
字
や
図
と
し
て
示
さ
ず
、
口
伝
と
い
う
方
法
で
代
々
伝
え
て
き
た
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（15
）。

写
し
傷
や
、

面
裏
に
つ
い
て
は
重
要
な
事
柄
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
口
伝
で
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
詳
細
に
河
内
印
の
雪
の
小
面
を
観
察
す
る
と
、
前
述
し
た
雪
の
小
面
の
特
徴
三
点
に
加
え
、
墨
で
描
い
た
写
し
傷
も
見
え

て
く
る
。
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河
内
印
の
小
面
は
、
髪
際
や
右
眼
瞼
の
上
、
鼻
の
左
か
ら
口
角
に
か
け
て
、
ま
た
口
元
な
ど
に
細
く
薄
い
墨
線
が
複
数
引
か
れ
て

お
り
、
こ
れ
も
彩
色
層
に
生
じ
た
細
い
ひ
び
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
（
図
14
）。
満
昆
印
の
小
面
に
も
同
様
に
墨
の
細
い
線

で
描
か
れ
た
、
ひ
び
の
よ
う
な
傷
を
表
す
線
が
あ
る
（
図
15
）。
し
か
し
両
者
を
比
較
し
て
み
る
と
、
微
妙
に
そ
の
位
置
や
数
、
形
状

が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
満
昆
印
の
小
面
が
、
実
際
に
河
内
印
の
小
面
を
見
な
が
ら
、
全
く
正
確
に
写
そ
う
と
し
た
の
で
あ
れ
ば

生
じ
な
い
差
異
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
傷
の
位
置
や
形
状
、
表
し
方
な
ど
も
口
伝
に
よ
る
と
す
れ
ば
、
当
然
こ
う
し
た
墨
で
描

く
傷
も
口
伝
に
よ
る
情
報
と
な
る
は
ず
だ
。
口
伝
す
る
に
は
情
報
の
分
量
も
多
く
、
そ
の
内
容
も
複
雑
に
思
え
る
が
、
そ
れ
が
表
現

の
揺
ら
ぎ
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
金
剛
家
の
雪
の
小
面
に
も
ま
た
、
こ
の
墨
で
描
い
た
傷
が
あ
る
。
先
に
指
摘
し
た
の
は
、
他
の
写
し
に
あ
る
傷
が
金
剛
家

の
小
面
に
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
墨
で
描
い
た
写
し
傷
が
あ
る
こ
と
の
意
味
や
理
由
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

現
状
で
は
、
雪
の
小
面
の
写
し
に
多
く
見
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
、
鼻
先
の
傷
、
面
裏
の
焦
げ
た
よ
う
な
色
と
鼻
の
刳
り
部
分
の
鑿

跡
の
ほ
か
、
頬
の
傷
、
墨
で
描
か
れ
た
傷
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
全
く
同
じ
も
の
は
な
い
。
こ
れ
が
同
じ
面
の

写
し
で
あ
っ
て
も
複
数
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
た
め
に
生
じ
た
差
異
、
口
伝
で
あ
る
が
ゆ
え
に
生
じ
た
差
異
、
あ
る
い
は
そ

れ
ら
が
複
合
的
に
影
響
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

能
面
の
写
し
の
在
り
方
は
、
焼
印
や
傷
ま
で
写
す
ほ
ど
精
巧
で
あ
る
こ
と
と
い
う
点
で
特
殊
だ
と
い
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
が
あ
る

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
能
面
で
は
写
し
と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
制
作
の
様
相
は
ほ
か
の
分
野
で
い
う
写
し
の
制
作
と
大
き
く
異

な
り
、
よ
り
複
雑
で
難
解
な
も
の
で
あ
り
、
簡
単
に
は
紐
解
け
な
い
よ
う
に
思
う
。

一
方
、
写
し
の
関
係
性
を
考
え
る
こ
と
が
、
能
面
の
作
者
や
制
作
時
期
の
特
定
に
近
づ
く
手
が
か
り
と
も
な
る
だ
ろ
う
。
写
し
に
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関
す
る
調
査
に
よ
っ
て
、
古
く
か
ら
の
伝
承
と
は
異
な
る
関
係
性
が
見
え
、
制
作
年
代
の
特
定
に
至
ら
ず
と
も
、
制
作
の
順
は
明
確

に
な
っ
て
い
く
。
美
術
史
の
分
野
で
は
歴
史
の
浅
い
能
面
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
デ
ー
タ
を
蓄
積
、
公
開

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
課
題
で
も
あ
る
。

注

（
1
）
世
襲
面
打
家
は
、
越
前
出
目
家
、
近
江
井
関
家
、
大
野
出
目
家
に
代
表
さ
れ
る
。

（
2
）
中
村
保
雄
「
能
面
模
作
の
技
術
―
そ
の
実
態
と
能
面
作
家
に
つ
い
て
」『
演
劇
研
究
』
第
十
八
号
、
一
九
九
四
、
演
劇

博
物
館
。

（
3
）
本
稿
に
お
け
る
こ
の
種
の
番
号
は
、
東
京
国
立
博
物
館
の
所
蔵
品
に
つ
け
ら
れ
た
管
理
番
号
で
あ
る
。

（
4
）
現
在
の
奈
良
新
聞
で
あ
る
「
大
和
タ
イ
ム
ス
」
に
昭
和
二
十
七
年
二
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
掲
載
さ
れ
た
関
新
太
郎
氏

の
連
載
記
事
「
奈
良
回
顧
六
十
年
」
に
よ
る
。
関
新
太
郎
氏
は
諦
楽
舎
の
一
員
で
あ
っ
た
。
諦
楽
舎
に
よ
る
能
装
束
の
管

理
や
経
緯
に
つ
い
て
は
、
小
山
弓
弦
葉
「
奈
良
金
春
座
伝
来
能
装
束
の
調
査
か
ら
―
能
装
束
の
形
態
に
見
る
芸
能
の
特
質

―
」『
文
化
資
源
学
』
第
2
号
、
文
化
資
源
学
会
、
二
〇
〇
四
年
等
に
詳
し
い
。

（
5
）
東
京
国
立
博
物
館
に
は
、
金
春
家
に
伝
来
し
た
能
狂
言
面
四
十
七
面
と
、
能
装
束
類
百
九
十
六
件
が
所
蔵
さ
れ
て
い

る
。
能
狂
言
面
す
べ
て
と
、
能
装
束
類
の
一
部
に
つ
い
て
は
二
〇
一
七
年
に
東
京
国
立
博
物
館
で
行
っ
た
特
集
『
金
春
家

伝
来
の
能
面
・
能
装
束
』
の
図
録
に
画
像
や
作
品
デ
ー
タ
を
掲
載
し
て
い
る
。

（
6
）
た
だ
し
、
光
沢
の
あ
る
漆
塗
に
本
面
と
針
書
き
す
る
例
は
管
見
の
限
り
ほ
か
に
、
佐
野
美
術
館
の
中
将
に
見
ら
れ
る
だ

け
で
、
金
春
本
面
の
可
能
性
の
あ
る
他
の
面
に
は
な
い
細
工
で
あ
る
。
曲
見
本
面
の
面
裏
が
当
初
か
ら
黒
漆
塗
だ
っ
た
か

は
不
明
だ
が
写
し
の
多
く
が
こ
れ
に
倣
う
。
曲
見
本
面
と
中
将
は
後
世
の
同
じ
時
期
、
漆
を
塗
り
、
針
書
き
し
た
可
能
性

も
あ
る
。

（
7
）
雪
月
花
の
小
面
の
伝
承
は
典
拠
は
不
明
な
が
ら
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
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（
8
）
喜
多
古
能
『
仮
面
譜
』
に
よ
れ
ば
、
石
川
龍
右
衛
門
重
政
と
い
い
、
辰
右
衛
門
と
も
表
記
し
た
よ
う
で
あ
る
。『
申
楽

談
義
』
に
は
越
前
の
面
打
で
あ
る
と
記
述
さ
れ
、
す
で
に
そ
の
当
時
若
い
男
面
が
高
い
評
価
を
得
て
い
た
と
い
う
。
現
在

京
都
金
剛
家
が
所
蔵
す
る
「
雪
の
小
面
」、
三
井
記
念
美
術
館
が
所
蔵
す
る
「
花
の
小
面
」
は
と
も
に
龍
右
衛
門
の
作
と

さ
れ
て
い
る
が
、
確
実
な
作
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

（
9
）
根
立
研
介
「
能
面
に
お
け
る
模
倣
の
概
念
に
つ
い
て
」『
能
面
を
科
学
す
る

世
界
の
仮
面
と
演
劇
』
神
戸
女
子
大
学

古
典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
編
、
二
〇
一
六
年
、
勉
誠
出
版

（
10
）
能
面
の
用
材
の
樹
種
に
つ
い
て
は
、
藤
井
智
之
氏
に
多
く
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

（
11
）
寛
永
乙
亥
は
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
で
こ
の
銘
を
信
じ
る
な
ら
ば
河
内
五
十
四
歳
の
頃
の
写
し
で
あ
る
。

（
12
）
前
掲

中
村
保
雄
氏
論
文

（
13
）
齋
藤
望
「
井
伊
家
伝
来
の
能
面
切
型
に
つ
い
て
」『
彦
根
城
博
物
館
研
究
紀
要
二
〇
』
二
〇
〇
九
年

（
14
）
ア
ダ
ム
・
ゾ
ー
リ
ン
ジ
ャ
ー
「
佐
賀
鍋
島
藩
の
能
と
能
面
（
2
）
『
能
面
切
型
図
』
と
近
江
井
関
」『
演
劇
研
究
28
』

二
〇
〇
五
年
、
山
﨑
和
文
「
祐
徳
稲
荷
神
社
所
蔵
能
面
切
型
図
」『
調
査
研
究
書
二
八
』
佐
賀
県
立
博
物
館
二
〇
〇
四
年

（
15
）
前
掲
山
﨑
氏
論
文

参
考
文
献

田
邉
三
郎
助
『
論
集
日
本
の
仮
面
下
巻
』
二
〇
一
九
年

中
央
公
論
美
術
出
版

神
戸
女
子
大
学
古
典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
能
面
を
科
学
す
る

世
界
の
仮
面
と
演
劇
』
二
〇
一
六
年

ア
ダ
ム
・
ゾ
ー
リ
ン
ジ
ャ
ー
『
佐
賀
鍋
島
の
伝
世
史
料
か
ら
み
た
「
大
名
面
」
の
制
作
と
蒐
集
の
実
態
』
二
〇
一
〇
年

風

間
書
房

本
稿
は
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
B
）「
能
狂
言
面
の
制
作
年
代
お
よ
び
作
者
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」（
研
究
代
表
者
：
浅
見

龍
介
、19 H

01216

）
の
成
果
の
一
部
で
す
。
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図 1 　能面 鼻瘤悪尉
「文蔵作／満昆（花押）」金字銘　室町時代・16世紀

a表

a表

b面裏

b面裏
図 2　能面 鼻瘤悪尉

「文蔵作正写杢之助打」朱書　江戸時代・17～18世紀
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a表b面裏
図 3　◎能面　曲見（曲見本面）

室町時代・15～16世紀

図 8　曲見本面（図版 3）の顎左側の傷

図 6　曲見本面（図版 3）の額左の傷図 7　曲見本面（図版 3）の額右の傷
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図 5 　◎能面　曲見（無銘の曲見）
江戸時代・17世紀

a表b面裏

a表b面裏
図 4　◎能面　曲見（是閑作）

「天下一是閑」焼印　安土桃山～江戸時代・16～17世紀
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図 9 　能面　小面（雪の小面）
室町時代　京都金剛家所蔵

図10　◎能面　小面（河内印の小面）
「天下一河内」焼印　江戸時代・17世紀

a表

a表

b面裏

b面裏
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図11　◎能面　小面（満昆印の小面）
「出目満昆」焼印　江戸時代・17世紀

図12　河内印の小面（図版10）の鼻先図13　満昆印の小面（図版11）の鼻先

a表b面裏
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図14　河内印の小面（図版10）の右上瞼の写し傷

図15　満昆印の小面（図版11）の右上瞼の写し傷

図16　能面　小面（京都金剛家蔵）の右上瞼の写し傷




