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は
じ
め
に

　…（
前
略
）…
彫
刻
室
に
何
度
も
何
時
間
も
私
は
居
ま
し
た
。
そ
し
て
私
は
二
つ
の
量
に
於
て
小
さ
な
作
品
に
こ
れ
ま
で
に
持
た
な
い

大
き
な
驚
き
と
慶
び
と
教
へ
と
を
受
け
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
多
く
の
展
覽
會
（
会
）を

見
ま
し
た
。
世
間
的
に
評
判
の
よ
い
大
作
を
も
見
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
何
點
（
点
）心

か
ら
敬
服
し
た
作
が

あ
り
ま
し
た
で
せ
う
か
、
五
指
を
數
（
数
）へ

る
こ
と
は
大
分
に
難
儀
な
く
ら
ゐ
で
す
。
こ
ゝ
で
木
彫
の
五
寸
に
も
足
ら
ぬ「
曇
」と
題
す
る

能
樂
の
、
胸
よ
り
上
の
素
彫
の
未
完
成
の
も
の
で
す
。
何
と
い
ふ
尊
い
作
者
の
心
で
せ
う
。
殊
に
あ
の
側
面
は
言
葉
に
は
出
せ
な
い

立
體
（
体
）藝

術
の
持
つ
、
い
や
眞
の
作
品
の
持
つ
、
す
べ
て
を
持
つ
て
私
に
せ
ま
つ
て
來
ま
す
、
い
や
せ
ま
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
そ
こ

に
あ
る
の
で
す
。
今
一
つ
は
尺
五
寸
ば
か
り
の
鑄
（
鋳
）銅
せ
る「
ト
ル
ソ
ー
」で
す
。
私
は
こ
れ
く
ら
ゐ
合
體
し
た
作
品
を
見
た
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
。
ロ
ダ
ン
が
ど
う
し
た
の
、マ
イ
ヨ
ー
ル
が
ど
う
し
た
の
と
言
つ
て
も
、一
つ
も
の
た
り
な
い
も
の
を
私
は
感
じ
て
ゐ
ま
し

た
。
が
、こ
ゝ
に
初
め
て
眞
に
初
め
て
で
す
、鑄
銅
の
色
か
ら
、す
べ
て
に
合
致
し
た
も
の
を
で
す
。
彫
刻
の
多
く
が
、そ
の「
臺
（
台
）」に

さ

へ
何
か
不
一
致
を
見
ま
し
た
。
色
に
、肌
に
、作
風
に
、そ
の
技
術
と
、作
者
の「
願
ひ
」と
が
、こ
れ
ほ
ど
合
致
し
た
作
を
見
た
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
。
眞
に
自
然
そ
の
も
の
で
し
た
。

　
モ
デ
ル
で
は
な
し
、
質
材
の
味
で
な
し
、
手
法
で
な
し
、
要
す
る
に
こ
れ
が
藝
術
で
す
。

　
こ
ん
な
下
手
な
説
明
で
は
駄
目
で
す
。
現
代
の
作
者
が
古
今
東
西
を
通
じ
、現
代
の
人
間
と
し
て
生
き
、そ
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で

な
く
て
何
で
せ
う
。
こ
う
し
た
作
を
、「
藝
術
品
」と
言
つ
て
よ
い
と
思
ひ
ま
す
。
こ
ゝ
に
至
つ
て
初
め
て
作
家
と
い
へ
ま
せ
う
。
世
間

的
な
名
利
に
は
し
る
人
間
が
何
で
行
か
れ
得
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
作
者
は
毛
利
教
武
氏
で
す
。
世
間
的
な
派
手
な
生
活
か
ら
隱
れ
、二
十
年
默
々
と
し
て
研
究
さ
れ
た
苦
し
さ
切
な
さ
が
、初
め
て
具

体
化
さ
れ
た
の
で
す
。
同
氏
も
皮
肉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、都
會
の
會
に
は
一
切
出
さ
ず
に
、こ
ゝ
一
二
年
愛
知
社
に
出
品
さ
れ
丈
け

で
、
こ
ん
な
山
奥
の
あ
ま
り
人
の
觀
に
來
な
い
展
覽
會
に
出
品
し
て
獨
（
独
）り
う
な
づ
い
て
居
ら
れ
る
の
で
す
。
自
然
と
見
く
ら
べ
て
ゐ

ら
れ
る
の
で
す
。
何
と
い
ふ
尊
い
眞
心
で
あ
り
、
作
品
で
せ
う
。
作
品
卽
（
即
）眞
心
で
す
。
こ
の
腐
り
切
つ
た
藝
術
界
に
こ
う
し
た
人
の
あ

る
の
は
、
何
と
嬉
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
…
（
後
略
）
…1

新
収
蔵
作
品
紹
介‒

彫
刻
家
・
毛
利
教
武
と
そ
の
作
品‒

　

　
土
生
　
和
彦
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図1 毛利教武《手》

　
冒
頭
か
ら
長
い
引
用
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
藤
井
達
吉
が
随
筆「
無
風
帯
」に
記
し
た
、
彫
刻
家
・
毛
利
教
武
の
作
品
を
評
し
た
部
分

で
あ
る
。
某
山
荘
で
開
か
れ
て
い
た
美
術
展
に
出
か
け
た
時
の
感
想
を
記
し
た
も
の
だ
が
、
当
時
の
展
覧
会
評
な
ど
に
お
い
て
は
辛

口
な
発
言
で
知
ら
れ
る
藤
井
が
、
こ
こ
で
は
毛
利
と
そ
の
作
品
を
言
葉
を
尽
く
し
て
称
賛
し
て
い
る
。
毛
利
は
藤
井
と
同
時
代
に
活

動
し
た
彫
刻
家
で
、
藤
井
も
参
加
し
た
第
一
回
ヒ
ユ
ウ
ザ
ン
会
展
覧
会
に
は
彫
刻
を
出
品
し
た
人
物
で
あ
る
。
戦
時
中
の
空
襲
で
ア

ト
リ
エ
を
焼
失
し
て
い
る
こ
と
な
ど
も
あ
っ
て
残
さ
れ
た
作
品
が
少
な
く
、
現
在
の
知
名
度
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
も
の
の
、
近
代

彫
刻
史
の
中
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
彫
刻
家
の
一
人
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
二
〇
一
三（
平
成
二
五
）年
一
一
月
、
当
館
に
お
い
て『
生
誕
一
三
〇
年

　
彫
刻
家

　
高
村
光
太
郎
展
』を
開
催
し
た
が
、

こ
の
展
覧
会
の
中
で
関
連
作
品
の
ひ
と
つ
と
し
て
紹
介
し
た
の
が
毛
利
の《
手
》（
図
1
）で
あ
っ
た
。
毛
利
の
ご
家
族
の
も
と
に
伝
え

ら
れ
て
き
た
本
作
は
、展
覧
会
を
き
っ
か
け
と
し
て
、こ
の
度
当
館
の
収
蔵
に
帰
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
本
作
の
収
蔵
に
あ
わ

せ
て
、
ご
家
族
か
ら
は
小
品
や
日
展
出
品
作
品
な
ど
計
一
三
点
を
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た2
。
こ
れ
ら
は
ご
家
族
の
も
と
に
伝
わ
っ
て
い

た
と
い
う
経
緯
か
ら
考
え
て
も
、
こ
れ
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
度
収

蔵
さ
れ
た
毛
利
教
武
の
作
品
に
つ
い
て
こ
こ
で
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

毛
利
教
武
の
生
涯

　
ま
ず
毛
利
教
武
と
は
ど
の
よ
う
な
彫
刻
家
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
ら
た
め
て
彼
の
生
涯
を
簡
単
に
で
は
あ
る
が
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う3
。

毛
利
は
一
八
八
四(

明
治
一
七)
年
四
月
二
日
、
東
京
は
浅
草
小
島
町（
現
・
台
東
区
小
島
）に
、
旧
尾
張
藩
士
・
毛
利
教
房
の
三
男
と

し
て
生
ま
れ
た
。
父
・
教
房
は
明
治
一
〇
年
頃
ま
で
は
名
古
屋
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る4
が
、
教
武
が
生
ま
れ
た
時
に
は
既
に

上
京
し
て
い
た5
。
教
房
の
詳
細
に
つ
い
て
は
良
く
分
か
ら
な
い
が
、香
牛
と
号
し
て
篆
刻
を
能
く
し
、和
歌
を
嗜
ん
だ
人
物
で
あ
っ
た

と
い
う6
。

　
さ
て
、
毛
利
は
は
じ
め
松
本
正
春
に
彫
刻
の
初
歩
を
学
ん
だ
と
い
い
、
そ
の
後
、
一
八
九
九
年
に
高
村
光
雲
に
師
事
、
さ
ら
に
は
東

京
美
術
学
校
彫
刻
撰
科
に
入
学
す
る
。
在
学
中
の
一
九
〇
二
年
に
は
第
一
七
回
彫
刻
競
技
会
で
褒
状
一
等
を
得
る
な
ど
注
目
さ
れ
、

一
九
〇
三
年
卒
業
し
た
。
そ
の
後
、第
一
回
文
展
に
出
品
し
た《
ゆ
く
へ
》が
、高
村
光
雲
の
高
弟
で
あ
っ
た
米
原
雲
海
と
共
に
三
等
賞

を
受
賞
し
、
続
く
第
二
回
、
第
三
回
展
へ
連
続
入
選
し
た
も
の
の
、
第
四
回
展
で
の
落
選
を
期
に
、
一
時
官
展
か
ら
は
距
離
を
置
く
よ

う
に
な
る
。

　
一
方
で
新
し
い
芸
術
を
求
め
る
若
手
芸
術
家
ら
と
は
積
極
的
に
交
流
を
持
っ
た
よ
う
で
、
一
九
一
一（
明
治
四
四
）年
の
白
樺
主
催

洋
画
展
覧
会
に
は
彫
刻
二
点
を
、
翌
一
二(

大
正
元)

年
の
第
一
回
ヒ
ュ
ウ
ザ
ン
会
展
覧
会
に
は
彫
刻
一
点
を
出
品
し
て
い
る
。
こ
の

彫
刻
家
・
毛
利
教
武
と
そ
の
作
品



52

研
究
紀
要

53

研
究
紀
要

彫
刻
家
・
毛
利
教
武
と
そ
の
作
品

図1 毛利教武《手》

　
冒
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い
引
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と
な
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た
が
、
こ
れ
は
藤
井
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が
随
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無
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」に
記
し
た
、
彫
刻
家
・
毛
利
教
武
の
作
品
を
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し
た
部
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で
あ
る
。
某
山
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で
開
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れ
て
い
た
美
術
展
に
出
か
け
た
時
の
感
想
を
記
し
た
も
の
だ
が
、
当
時
の
展
覧
会
評
な
ど
に
お
い
て
は
辛

口
な
発
言
で
知
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れ
る
藤
井
が
、
こ
こ
で
は
毛
利
と
そ
の
作
品
を
言
葉
を
尽
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し
て
称
賛
し
て
い
る
。
毛
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は
藤
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と
同
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に
活
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彫
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で
、
藤
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参
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し
た
第
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回
ヒ
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ザ
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展
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に
は
彫
刻
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出
品
し
た
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で
あ
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。
戦
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空
襲
で
ア

ト
リ
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を
焼
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こ
と
な
ど
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あ
っ
て
残
さ
れ
た
作
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が
少
な
く
、
現
在
の
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度
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ほ
ど
高
く
な
い
も
の
の
、
近
代

彫
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の
中
で
忘
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て
は
な
ら
な
い
彫
刻
家
の
一
人
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
二
〇
一
三（
平
成
二
五
）年
一
一
月
、
当
館
に
お
い
て『
生
誕
一
三
〇
年

　
彫
刻
家

　
高
村
光
太
郎
展
』を
開
催
し
た
が
、

こ
の
展
覧
会
の
中
で
関
連
作
品
の
ひ
と
つ
と
し
て
紹
介
し
た
の
が
毛
利
の《
手
》（
図
1
）で
あ
っ
た
。
毛
利
の
ご
家
族
の
も
と
に
伝
え

ら
れ
て
き
た
本
作
は
、展
覧
会
を
き
っ
か
け
と
し
て
、こ
の
度
当
館
の
収
蔵
に
帰
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
本
作
の
収
蔵
に
あ
わ

せ
て
、
ご
家
族
か
ら
は
小
品
や
日
展
出
品
作
品
な
ど
計
一
三
点
を
ご
寄
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い
た
だ
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。
こ
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は
ご
家
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に
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た
と
い
う
経
緯
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考
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て
も
、
こ
れ
ま
で
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さ
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る
こ
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が
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ど
知
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れ
て
い
な
か
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た
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で
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。
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で
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の
度
収
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さ
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た
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利
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の
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に
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こ
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で
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し
て
お
き
た
い
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毛
利
教
武
の
生
涯

　
ま
ず
毛
利
教
武
と
は
ど
の
よ
う
な
彫
刻
家
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
ら
た
め
て
彼
の
生
涯
を
簡
単
に
で
は
あ
る
が
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う3
。

毛
利
は
一
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明
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一
七)

年
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二
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、
東
京
は
浅
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小
島
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現
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台
東
区
小
島
）に
、
旧
尾
張
藩
士
・
毛
利
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の
三
男
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し
て
生
ま
れ
た
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・
教
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は
明
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一
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ま
で
は
名
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屋
に
住
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い
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ら
れ
る4
が
、
教
武
が
生
ま
れ
た
時
に
は
既
に

上
京
し
て
い
た5
。
教
房
の
詳
細
に
つ
い
て
は
良
く
分
か
ら
な
い
が
、香
牛
と
号
し
て
篆
刻
を
能
く
し
、和
歌
を
嗜
ん
だ
人
物
で
あ
っ
た

と
い
う6
。
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を
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、
そ
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後
、
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光
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、
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に
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。
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。
そ
の
後
、第
一
回
文
展
に
出
品
し
た《
ゆ
く
へ
》が
、高
村
光
雲
の
高
弟
で
あ
っ
た
米
原
雲
海
と
共
に
三
等
賞

を
受
賞
し
、
続
く
第
二
回
、
第
三
回
展
へ
連
続
入
選
し
た
も
の
の
、
第
四
回
展
で
の
落
選
を
期
に
、
一
時
官
展
か
ら
は
距
離
を
置
く
よ

う
に
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。
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で
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に
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で
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明
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四
四
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の
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寄
贈
さ
れ
た
作
品

　
さ
て
、《
手
》の
収
蔵
に
合
わ
せ
て
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
作
品
は
、
木
彫
、
ブ
ロ
ン
ズ
、
石
膏
に
よ
る
作
品（
と
原
型
）を
合
わ
せ
て
計

一
三
点
で
あ
る
。
以
下
順
に
基
本
デ
ー
タ
及
び
現
在
判
明
し
て
い
る
知
見
を
紹
介
す
る
。

①
白
拍
子
1（
木
彫
　
五
九
・
〇
×
二
五
・
五
×
二
一
・
〇
㎝
）（
挿
図
3
）

　
烏
帽
子
を
か
ぶ
り
、
能
面
を
つ
け
、
扇
子
を
持
っ
た
右
手
を
挙
げ
て
舞
を
舞
う
姿
を
表
す
。
台
座
部
も
含
め
た
一
木
造
で
あ
る
。

簡
素
な
衣
の
表
現
や
表
面
に
鑿
跡
が
残
る
様
子
か
ら
は
、
制
作
途
上
の
印
象
も
受
け
る
。
そ
の
姿
の
通
り
能
楽
に
由
来
す
る
主
題

と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
演
目
は
定
か
で
は
な
く
、
作
品
名
は
収
蔵
に
あ
た
っ
て
便
宜
的
に
付
け
て
い
る
。

②
白
拍
子
2（
ブ
ロ
ン
ズ
　
三
八
・
五
×
一
八
・
〇
×
一
八
・
〇
）（
挿
図
4
）

③
白
拍
子
2（
②
の
石
膏
型
）（
挿
図
5
）

　
烏
帽
子
を
か
ぶ
り
、能
面
を
つ
け
、扇
子
を
持
っ
た
左
手
を
前
に
突
き
出
し
て
舞
う
姿
を
表
し
た
ブ
ロ
ン
ズ
像
と
、そ
の
原
型
で

あ
る
石
膏
像
。
ブ
ロ
ン
ズ
作
品
と
状
態
良
好
な
石
膏
原
型
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
は
貴
重
で
あ
る
。
丁
寧
に
仕
上
げ
ら
れ
た
能
面
に

比
べ
て
、
烏
帽
子
や
装
束
等
は
粗
い
仕
上
げ
で
あ
る
が
、
こ
の
仕
上
げ
の
差
は
能
面
の
象
徴
性
を
強
調
す
る
た
め
の
意
図
的
な
も

の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
台
座
部
上
面
に「
教
武
」の
陰
刻
銘
が
刻
ま
れ
る（
挿
図
6
）。
①
の
作
品
と
同
様
に
能
楽
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
る
が
演
目
は
定
か
で
は
な
く
、
作
品
名
も
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
毛
利
と
能
楽
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
幼
い
頃
か
ら
宝
生
流
の
能
楽
を
修
め
て
い
た

と
い
う11
。
し
か
し
な
が
ら
、
ご
家
族
の
も
と
に
残
さ
れ
て
い
る
毛
利
の
長
女
に
よ
る「
父
の
思
い
出
」と
題
さ
れ
た
ラ
ジ
オ
出
演
の

た
め
の
草
稿
に
よ
れ
ば
、「
彫
刻
一
途
に
生
き
る
た
め
小
さ
い
時
か
ら
習
っ
た
能
を
、
あ
と
を
継
ぐ
事
を
懇
願
さ
れ
て
か
ら
一
切

た
っ
て
し
ま
っ
た
」と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
跡
を
継
ぐ
と
い
う
話
が
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
技
量
は
か
な
り
の
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
ま
た
、あ
る
会
合
で
哲
学
者
の
阿
部
能
成
と
同
席
し
た
長
男
武
彦
が
、か
つ
て
見
た
教
武
の
能
が
忘
れ
ら
れ
な
い
と
い

う
趣
旨
の
言
葉
を
、阿
部
か
ら
告
げ
ら
れ
感
激
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
残
さ
れ
て
い
る12
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
、彫
刻
の
題

材
と
し
て
能
楽
を
し
ば
し
ば
用
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
冒
頭
の
引
用
内
で
藤
井
が
評
価
し
た
二
体
の
う
ち
の
一
体
も
能

楽
に
由
来
す
る
作
品
で
あ
っ
た
。

　

④
修
験（
木
彫
　
三
四
・
五
×
一
三
・
〇
×
九
・
〇
㎝
）（
挿
図
7
）

　
直
立
す
る
修
験
者
の
姿
を
表
し
た
一
木
造
に
よ
る
木
彫
作
品
。
頭
に
は
修
験
者
の
頭
巾
の
一
種
で
あ
る
布
に
よ
る
宝
冠
を
巻
き
、

彫
刻
家
・
毛
利
教
武
と
そ
の
作
品
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第
一
回
ヒ
ュ
ウ
ザ
ン
会
展
覧
会
は
藤
井
達
吉
も
工
芸
作
品
を
出
品
し
て
お
り
、
毛
利
と
藤
井
の
交
友
の
端
緒
は
こ
こ
に
求
め
る
こ
と

が
出
来
よ
う
。
な
お
毛
利
自
身
は
東
京
の
生
ま
れ
で
あ
る
が
、
父
親
の
出
自
な
ど
か
ら
名
古
屋
出
身
の
彫
刻
家
と
見
ら
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
よ
う
で
、後
の
愛
知
社7
へ
の
参
加
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、本
人
も
愛
知
の
地
に
は
強
い
意
識
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
藤
井

も
愛
知
県
出
身
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
二
人
を
近
づ
け
る
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
以
後
、
官
展
・
在
野
と
に
こ
だ
わ
ら
な
い
姿
勢
で
、
帝
展
や
新
文
展
へ
出
品
し
た
ほ
か
、
愛
知
社
な
ど
の
グ
ル
ー
プ
に
も
参
加
し
た

が
、当
時
の
美
術
全
集
に
作
品
が
掲
載
さ
れ
た
際
に
、評
者
に
よ
っ
て「
爾
來
公
會
に
多
く
作
品
を
出
品
せ
ず
し
て
今
日
に
至
る
」「
其

後
作
品
の
公
表
な
き
は
惜
し
む
可
き
も
の
な
り8
」と
記
さ
れ
た
よ
う
に
、
作
品
の
発
表
に
関
し
て
は
慎
重
で
あ
っ
た
。
一
九
二
九（
昭

和
四
）年
か
ら
は
名
古
屋
市
民
美
術
展
で
彫
刻
部
門
の
審
査
員
を
務
め
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
先
に
触
れ
た
よ
う
な
名
古
屋
出
身
の

彫
刻
家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
と
も
に
、
同
展
の
創
設
に
尽
力
し
た
藤
井
の
働
き
か
け
が
大
き
か
っ
た
と
い
わ
れ
る9
。

　
戦
災
で
そ
れ
以
前
の
作
品
の
多
く
を
ア
ト
リ
エ
と
と
も
に
焼
失
し
、戦
後
は
主
に
日
展
や
日
本
彫
塑
展
に
作
品
を
発
表
し
た
が
、美

術
界
の
人
事
等
か
ら
は
距
離
を
置
き
、
時
流
に
流
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
制
作
活
動
を
展
開
し
た
。
そ
の
中
で
藤
井
と
は
終
生
交
誼
を

結
ん
だ
よ
う
で
、
一
九
四
九（
昭
和
二
四
）年
に
藤
井
を
訪
ね
た
際
に
写
さ
れ
た
写
真
が
残
さ
れ
て
い
る（
挿
図
1
）。
一
九
六
三（
昭
和

三
八
）年
八
月
二
七
日
、
東
京
に
て
没
。
長
男
武
彦
が
日
本
画
家
、
次
男
武
士
郎
が
彫
刻
家
、三
男
武
信
が
建
築
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

毛
利
教
武《
手
》

　
ま
ず
は
展
覧
会
を
契
機
の
ひ
と
つ
と
し
て
収
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ブ
ロ
ン
ズ
作
品《
手
》を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
あ
た
か
も
地

面
か
ら
左
手
が
突
き
出
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
表
さ
れ
た
、力
強
い
作
品
で
あ
る
。
刻
ま
れ
た
陰
刻
銘（
挿
図
2
）か
ら
、高
村
光
太
郎
の

《
手
》と
ほ
ぼ
同
時
期
、一
九
一
九（
大
正
八
）年
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
、毛
利
の
代
表
作
で
あ
る
と
と
も
に
、大
正
期

の
彫
刻
と
い
う
そ
の
時
代
性
を
も
よ
く
表
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
手
や
胴
体
な
ど
の
人
体
の
一
部
を
独
立
し
た
作

品
の
題
材
と
す
る
こ
と
は
ロ
ダ
ン
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
と
さ
れ
、
以
後
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
多
く
の
彫
刻
家
に
よ
っ
て
作
品
が

生
み
出
さ
れ
て
い
る
が
、
本
作
は
高
村
の
作
品
と
並
ん
で
日
本
の
彫
刻
家
に
よ
る
早
い
時
期
の
作
品
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。『
生
誕

一
三
〇
年

　
彫
刻
家

　
高
村
光
太
郎
展
』に
お
い
て
も
、
同
時
代
、
同
主
題
の
作
品
と
い
う
こ
と
で
高
村
の
作
品
と
あ
わ
せ
て
展
示
す

る
こ
と
で
比
較
を
試
み
た
。
静
謐
さ
の
強
い
高
村
の《
手
》と
比
べ
る
と
、
よ
り
生
々
し
い
力
強
さ
が
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
藤
井
と
強
い
関
わ
り
の
あ
る
作
家
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
日
本
近
代
彫
刻
の
重
要
な
作
家
の
ひ
と
り
で
あ
る
毛
利
は
、
特
に
現
存

す
る
大
正
期
の
作
品
が
少
な
い
た
め
、
そ
の
点
に
お
い
て
も
貴
重
な
本
作
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
収
蔵
で
き
た
こ
と
は
、
当
館
に
と
っ
て

意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る10
。

彫
刻
家
・
毛
利
教
武
と
そ
の
作
品

挿図2《手》陰刻銘 挿図1 後列、白髭を蓄えた藤井の向かって左隣に眼
鏡をかけた毛利が写る
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寄
贈
さ
れ
た
作
品

　
さ
て
、《
手
》の
収
蔵
に
合
わ
せ
て
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
作
品
は
、
木
彫
、
ブ
ロ
ン
ズ
、
石
膏
に
よ
る
作
品（
と
原
型
）を
合
わ
せ
て
計

一
三
点
で
あ
る
。
以
下
順
に
基
本
デ
ー
タ
及
び
現
在
判
明
し
て
い
る
知
見
を
紹
介
す
る
。

①
白
拍
子
1（
木
彫
　
五
九
・
〇
×
二
五
・
五
×
二
一
・
〇
㎝
）（
挿
図
3
）

　
烏
帽
子
を
か
ぶ
り
、
能
面
を
つ
け
、
扇
子
を
持
っ
た
右
手
を
挙
げ
て
舞
を
舞
う
姿
を
表
す
。
台
座
部
も
含
め
た
一
木
造
で
あ
る
。

簡
素
な
衣
の
表
現
や
表
面
に
鑿
跡
が
残
る
様
子
か
ら
は
、
制
作
途
上
の
印
象
も
受
け
る
。
そ
の
姿
の
通
り
能
楽
に
由
来
す
る
主
題

と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
演
目
は
定
か
で
は
な
く
、
作
品
名
は
収
蔵
に
あ
た
っ
て
便
宜
的
に
付
け
て
い
る
。

②
白
拍
子
2（
ブ
ロ
ン
ズ
　
三
八
・
五
×
一
八
・
〇
×
一
八
・
〇
）（
挿
図
4
）

③
白
拍
子
2（
②
の
石
膏
型
）（
挿
図
5
）

　
烏
帽
子
を
か
ぶ
り
、能
面
を
つ
け
、扇
子
を
持
っ
た
左
手
を
前
に
突
き
出
し
て
舞
う
姿
を
表
し
た
ブ
ロ
ン
ズ
像
と
、そ
の
原
型
で

あ
る
石
膏
像
。
ブ
ロ
ン
ズ
作
品
と
状
態
良
好
な
石
膏
原
型
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
は
貴
重
で
あ
る
。
丁
寧
に
仕
上
げ
ら
れ
た
能
面
に

比
べ
て
、
烏
帽
子
や
装
束
等
は
粗
い
仕
上
げ
で
あ
る
が
、
こ
の
仕
上
げ
の
差
は
能
面
の
象
徴
性
を
強
調
す
る
た
め
の
意
図
的
な
も

の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
台
座
部
上
面
に「
教
武
」の
陰
刻
銘
が
刻
ま
れ
る（
挿
図
6
）。
①
の
作
品
と
同
様
に
能
楽
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
る
が
演
目
は
定
か
で
は
な
く
、
作
品
名
も
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
毛
利
と
能
楽
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
幼
い
頃
か
ら
宝
生
流
の
能
楽
を
修
め
て
い
た

と
い
う11
。
し
か
し
な
が
ら
、
ご
家
族
の
も
と
に
残
さ
れ
て
い
る
毛
利
の
長
女
に
よ
る「
父
の
思
い
出
」と
題
さ
れ
た
ラ
ジ
オ
出
演
の

た
め
の
草
稿
に
よ
れ
ば
、「
彫
刻
一
途
に
生
き
る
た
め
小
さ
い
時
か
ら
習
っ
た
能
を
、
あ
と
を
継
ぐ
事
を
懇
願
さ
れ
て
か
ら
一
切

た
っ
て
し
ま
っ
た
」と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
跡
を
継
ぐ
と
い
う
話
が
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
技
量
は
か
な
り
の
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
ま
た
、あ
る
会
合
で
哲
学
者
の
阿
部
能
成
と
同
席
し
た
長
男
武
彦
が
、か
つ
て
見
た
教
武
の
能
が
忘
れ
ら
れ
な
い
と
い

う
趣
旨
の
言
葉
を
、阿
部
か
ら
告
げ
ら
れ
感
激
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
残
さ
れ
て
い
る12
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
、彫
刻
の
題

材
と
し
て
能
楽
を
し
ば
し
ば
用
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
冒
頭
の
引
用
内
で
藤
井
が
評
価
し
た
二
体
の
う
ち
の
一
体
も
能

楽
に
由
来
す
る
作
品
で
あ
っ
た
。

　

④
修
験（
木
彫

　
三
四
・
五
×
一
三
・
〇
×
九
・
〇
㎝
）（
挿
図
7
）

　
直
立
す
る
修
験
者
の
姿
を
表
し
た
一
木
造
に
よ
る
木
彫
作
品
。
頭
に
は
修
験
者
の
頭
巾
の
一
種
で
あ
る
布
に
よ
る
宝
冠
を
巻
き
、

彫
刻
家
・
毛
利
教
武
と
そ
の
作
品
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第
一
回
ヒ
ュ
ウ
ザ
ン
会
展
覧
会
は
藤
井
達
吉
も
工
芸
作
品
を
出
品
し
て
お
り
、
毛
利
と
藤
井
の
交
友
の
端
緒
は
こ
こ
に
求
め
る
こ
と

が
出
来
よ
う
。
な
お
毛
利
自
身
は
東
京
の
生
ま
れ
で
あ
る
が
、
父
親
の
出
自
な
ど
か
ら
名
古
屋
出
身
の
彫
刻
家
と
見
ら
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
よ
う
で
、後
の
愛
知
社7
へ
の
参
加
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、本
人
も
愛
知
の
地
に
は
強
い
意
識
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
藤
井

も
愛
知
県
出
身
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
二
人
を
近
づ
け
る
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
以
後
、
官
展
・
在
野
と
に
こ
だ
わ
ら
な
い
姿
勢
で
、
帝
展
や
新
文
展
へ
出
品
し
た
ほ
か
、
愛
知
社
な
ど
の
グ
ル
ー
プ
に
も
参
加
し
た

が
、当
時
の
美
術
全
集
に
作
品
が
掲
載
さ
れ
た
際
に
、評
者
に
よ
っ
て「
爾
來
公
會
に
多
く
作
品
を
出
品
せ
ず
し
て
今
日
に
至
る
」「
其

後
作
品
の
公
表
な
き
は
惜
し
む
可
き
も
の
な
り8
」と
記
さ
れ
た
よ
う
に
、
作
品
の
発
表
に
関
し
て
は
慎
重
で
あ
っ
た
。
一
九
二
九（
昭

和
四
）年
か
ら
は
名
古
屋
市
民
美
術
展
で
彫
刻
部
門
の
審
査
員
を
務
め
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
先
に
触
れ
た
よ
う
な
名
古
屋
出
身
の

彫
刻
家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
と
も
に
、
同
展
の
創
設
に
尽
力
し
た
藤
井
の
働
き
か
け
が
大
き
か
っ
た
と
い
わ
れ
る9
。

　
戦
災
で
そ
れ
以
前
の
作
品
の
多
く
を
ア
ト
リ
エ
と
と
も
に
焼
失
し
、戦
後
は
主
に
日
展
や
日
本
彫
塑
展
に
作
品
を
発
表
し
た
が
、美

術
界
の
人
事
等
か
ら
は
距
離
を
置
き
、
時
流
に
流
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
制
作
活
動
を
展
開
し
た
。
そ
の
中
で
藤
井
と
は
終
生
交
誼
を

結
ん
だ
よ
う
で
、
一
九
四
九（
昭
和
二
四
）年
に
藤
井
を
訪
ね
た
際
に
写
さ
れ
た
写
真
が
残
さ
れ
て
い
る（
挿
図
1
）。
一
九
六
三（
昭
和

三
八
）年
八
月
二
七
日
、
東
京
に
て
没
。
長
男
武
彦
が
日
本
画
家
、
次
男
武
士
郎
が
彫
刻
家
、三
男
武
信
が
建
築
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

毛
利
教
武《
手
》

　
ま
ず
は
展
覧
会
を
契
機
の
ひ
と
つ
と
し
て
収
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ブ
ロ
ン
ズ
作
品《
手
》を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
あ
た
か
も
地

面
か
ら
左
手
が
突
き
出
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
表
さ
れ
た
、力
強
い
作
品
で
あ
る
。
刻
ま
れ
た
陰
刻
銘（
挿
図
2
）か
ら
、高
村
光
太
郎
の

《
手
》と
ほ
ぼ
同
時
期
、一
九
一
九（
大
正
八
）年
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
、毛
利
の
代
表
作
で
あ
る
と
と
も
に
、大
正
期

の
彫
刻
と
い
う
そ
の
時
代
性
を
も
よ
く
表
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
手
や
胴
体
な
ど
の
人
体
の
一
部
を
独
立
し
た
作

品
の
題
材
と
す
る
こ
と
は
ロ
ダ
ン
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
と
さ
れ
、
以
後
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
多
く
の
彫
刻
家
に
よ
っ
て
作
品
が

生
み
出
さ
れ
て
い
る
が
、
本
作
は
高
村
の
作
品
と
並
ん
で
日
本
の
彫
刻
家
に
よ
る
早
い
時
期
の
作
品
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。『
生
誕

一
三
〇
年

　
彫
刻
家

　
高
村
光
太
郎
展
』に
お
い
て
も
、
同
時
代
、
同
主
題
の
作
品
と
い
う
こ
と
で
高
村
の
作
品
と
あ
わ
せ
て
展
示
す

る
こ
と
で
比
較
を
試
み
た
。
静
謐
さ
の
強
い
高
村
の《
手
》と
比
べ
る
と
、
よ
り
生
々
し
い
力
強
さ
が
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
藤
井
と
強
い
関
わ
り
の
あ
る
作
家
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
日
本
近
代
彫
刻
の
重
要
な
作
家
の
ひ
と
り
で
あ
る
毛
利
は
、
特
に
現
存

す
る
大
正
期
の
作
品
が
少
な
い
た
め
、
そ
の
点
に
お
い
て
も
貴
重
な
本
作
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
収
蔵
で
き
た
こ
と
は
、
当
館
に
と
っ
て

意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る10
。

彫
刻
家
・
毛
利
教
武
と
そ
の
作
品

挿図2《手》陰刻銘 挿図1 後列、白髭を蓄えた藤井の向かって左隣に眼
鏡をかけた毛利が写る
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い
て
銘
記
は
見
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
⑧
の
像
と
同
様
の
記
録
か
ら
一
九
五
七（
昭
和
三
二
）年
、
第
一
三
回
日
展
の
出
品
作
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る16（
挿
図
16
）。
地
山
部
を
中
心
に
傷
み
が
生
じ
て
い
る
。

⑩
丈
髪（
ブ
ロ
ン
ズ
　
四
三
・
五
×
一
六
・
〇
×
一
六
・
〇
㎝
　
一
九
五
八
年
）（
挿
図
17
）

　
ひ
ざ
ま
ず
い
て
長
い
髪
を
束
ね
上
げ
る
裸
婦
を
表
し
た
秀
作
。
戦
後
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
に
あ
げ
ら
れ
る
。
本
体
地
山
部
に「
教

武
」の
陰
刻
銘（
挿
図
18
）が
あ
る
ほ
か
、
付
属
の
木
箱
蓋
表
に
墨
書
で
作
品
名「
丈
髪
」が
書
か
れ
、
蓋
裏
に
は「
教
武
作
」の
墨
書
と

「
教
武
」の
朱
文
方
印
が
捺
さ
れ
る（
挿
図
19
・
20
）。
一
九
五
八（
昭
和
三
三
）年
の
第
六
回
日
彫
展
目
録
に
そ
の
名
が
見
え
る17
ほ
か
、

同
年
の
第
一
回
新
日
展
に
は
同
趣
向
の
作
品《
髪
を
あ
げ
る
女
》が
出
品
さ
れ
て
お
り18（
挿
図
21
）、
こ
の
時
期
髪
を
上
げ
る
女
性
の

姿
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
た
様
子
が
感
じ
ら
れ
る
。
な
お
、
東
京
都
現
代
美
術
館
に
寄
贈
先
の
異
な
る
同
一
作
品
が
収
蔵
さ
れ
て
お

り19
、
複
数
鋳
造
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑪
丈
髪
習
作（
石
膏
・
着
色
　
二
二
・
〇
×
七
・
〇
×
七
・
五
㎝
　
一
九
五
八
年
頃
）（
挿
図
22
）

　
石
膏
に
よ
る
裸
婦
の
小
像
で
あ
る
が
、
そ
の
姿
態
か
ら
⑩
の
像
あ
る
い
は
第
一
回
新
日
展
出
品
作
品
の
習
作
と
思
わ
れ
る
。
像

底
に「
教
武
」の
陰
刻
が
刻
ま
れ
る（
挿
図
23
）。

⑫
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン（
石
膏
・
着
色

　
一
二
・
五
×
二
一
・
〇
×
七
・
〇
㎝

　
一
九
五
九
年
頃
）（
挿
図
24
）

　
石
膏
に
よ
る
小
像
で
、
両
膝
と
頭
を
地
面
に
つ
け
て
体
を
大
き
く
屈
曲
さ
せ
た
人
体
を
表
す
。
一
九
五
九（
昭
和
三
四
）年
の
第

二
回
新
日
展
に
出
品
さ
れ
た《
作
品20
》（
挿
図
25
）に
そ
の
形
態
が
酷
似
す
る
こ
と
か
ら
、
同
作
品
の
習
作
と
考
え
ら
れ
る
。
晩
年
に

お
い
て
も
人
体
や
そ
の
周
囲
の
空
間
に
つ
い
て
の
様
々
な
実
験
を
続
け
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
作
品
で
あ
る
。
作
品
名
の

「
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」は
毛
利
家
で
の
呼
び
名
を
採
用
し
た
。

⑬
観
音
菩
薩
坐
像（
ブ
ロ
ン
ズ
　
五
六
・
〇
×
四
四
・
〇
×
三
五
・
〇
　
一
九
四
八
年
／
一
九
六
三
年
鋳
造
）（
挿
図
26
）

　
本
像
は「
毛
利
が
亡
く
な
っ
た
際
に
、
毛
利
作
の
仏
像
を
原
型
と
し
て
次
男
・
武
士
郎
が
関
わ
っ
て
三
体
鋳
造
し
、
兄
弟
で
分
蔵

し
た
内
の
一
つ
で
あ
る
」と
い
う
由
来
と
と
も
に
寄
贈
を
受
け
た
。
寄
贈
の
時
点
で
は
原
像
の
所
在
は
不
明
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後

調
査
を
進
め
た
と
こ
ろ
、
東
京
都
台
東
区
の
寺
院
・
全
生
庵21
の
位
牌
堂
に
奉
ら
れ
て
い
る
観
音
菩
薩
坐
像（
挿
図
27
　
以
下
、
全
生

庵
像
）で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
い
ま
全
生
庵
像
と
当
館
に
寄
贈
さ
れ
た
像
を
比
べ
れ
ば
、
そ
の
姿
の
相
似
か
ら
も
全
生
庵
像
が

原
像
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
全
生
庵
像
は
寄
木
造
で
あ
り
、
軽
く
刳
ら
れ
た
両
脚
部
像
底
に
次
の
よ
う
な
墨
書
が

記
さ
れ
て
い
る（
挿
図
28
）。

彫
刻
家
・
毛
利
教
武
と
そ
の
作
品

挿図15《見
みる

》挿図16《見
みる

》（『日展史20』より転載）挿図17《丈髪》挿図18《丈髪》地山陰刻挿図19《丈髪》
箱蓋表墨書

挿図14《女子像》
（『日展史19』より転載）

顔
の
左
右
か
ら
腰
ま
で
垂
ら
し
た
そ
の
先
端
を
腹
の
前
で
握
っ
て
い
る
。
具
体
的
な
主
題
は
不
明
で
あ
り
、
作
品
名
も
便
宜
的
な

も
の
で
あ
る
が
、
先
述
の
作
品
同
様
能
楽
に
関
わ
る
作
品
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑤
ト
ル
ソ（
木
彫

　
三
〇
・
〇
×
一
五
・
〇
×
一
〇
・
〇
㎝
）（
挿
図
8
）

　
木
彫
に
よ
る
女
性
の
ト
ル
ソ
ー
。
台
座
部
を
含
め
た
一
木
造
り
で
あ
る
が
、
左
肩
先
に
わ
ず
か
に
別
材
を
矧は

ぎ
合
せ
る
。
表
面

に
残
さ
れ
た
鑿
跡
は
、
意
図
的
な
表
現
と
も
未
完
成
作
の
た
め
と
も
判
断
し
が
た
い
が
、
星
取
り
の
跡
と
思
わ
れ
る
点
が
見
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
形
態
と
し
て
は
完
成
さ
れ
た
も
の
と
み
な
せ
よ
う
か
。
本
作
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
毛
利
は
愛
知
社
に「
ト

ル
ソ
」「
ク
ロ
ッ
キ
ー
」と
呼
ぶ
作
品
を
出
品
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り13
、ま
た
、冒
頭
の
引
用
内
で
藤
井
が
評
価
し
た
二
体
の
う

ち
の
一
体
は
ブ
ロ
ン
ズ
の
ト
ル
ソ
ー
で
あ
っ
た
。

⑥
手（
石
膏

　
九
・
五
×
二
七
・
五
×
二
一
・
〇
㎝
）（
挿
図
9
）

　
布
の
よ
う
な
も
の
を
軽
く
掴
ん
だ
右
手
首
か
ら
先
の
石
膏
像
。
内
部
は
中
空
で
あ
る
。
一
部
破
損
が
あ
り
接
着
剤
で
接
合
さ
れ

て
い
る
。
他
の
毛
利
作
品
と
一
緒
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
毛
利
の
作
品
で
あ
る
か
は
検
討
の
余

地
が
あ
る
。
毛
利
の
作
品
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
先
述
の
ブ
ロ
ン
ズ
作
品《
手
》と
の
関
連
性
な
ど
も
視
野
に
入
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

⑦
観
音
立
像（
石
膏

　
三
八
・
五
×
一
五
・
〇
×
一
二
・
〇
㎝

　
一
九
四
六
年
頃
）（
挿
図
10
）

　
石
膏
に
よ
る
観
音
菩
薩
の
立
像
。
別
製
の
光
背
が
付
属
す
る
。
本
作
に
つ
い
て
は
、
同
型
の
木
彫
像
が
毛
利
家
に
伝
存
し
て
お

り
、お
そ
ら
く
は
木
彫
か
ら
石
膏
に
移
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、一
九
四
六（
昭
和
二
一
）年
春
の
第
一
回
日
展

に
、
本
像
と
よ
く
似
た
作
品《
觀
音
》を
出
品
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る14（
挿
図
11
）。
た
だ
し
出
品
作
に
つ
い
て
は
寸
法
や
材

質
の
情
報
が
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、ま
た
写
真
の
角
度
に
よ
る
も
の
か
、右
手
指
先
の
形
が
異
な
る
よ
う
に
も
見
え
る
た
め
、毛
利
家

の
木
彫
像
あ
る
い
は
本
石
膏
像
と
の
関
係
は
即
断
で
き
な
い
。

⑧
女
子
像（
石
膏

　
九
九
・
五
×
七
三
・
〇
×
五
〇
・
〇
㎝

　
一
九
五
六
年
）（
挿
図
12
）

　
両
手
を
上
げ
、
や
や
う
つ
む
い
た
ポ
ー
ズ
で
座
る
等
身
大
の
裸
婦
像
。
像
底
に「
昭
和
三
十
一
年
秋
／
教
武
作
」の
墨
書
が
あ
り

（
挿
図
13
）、
記
録
か
ら
一
九
五
六（
昭
和
三
一
）年
の
第
一
二
回
日
展
出
品
作
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る15（
挿
図
14
）。
大
型
の

石
膏
像
で
あ
り
欠
損
部
分
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
保
存
状
態
は
比
較
的
良
い
像
で
あ
る
。

⑨
見み
る（

石
膏

　
五
九
・
〇
×
六
〇
・
〇
×
三
〇
・
〇
㎝

　
一
九
五
七
年
）（
挿
図
15
）

　
膝
を
立
て
て
地
面
に
座
る
女
性
が
背
後
を
振
り
か
え
る
姿
を
表
し
た
裸
婦
像
で
、
半
等
身
ほ
ど
の
大
き
さ
で
あ
る
。
本
作
に
つ

彫
刻
家
・
毛
利
教
武
と
そ
の
作
品

挿図10《観音》挿図11《觀音》
（『日展史16』より転載）

挿図12《女子像》挿図13《女子像》像底墨書
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い
て
銘
記
は
見
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
⑧
の
像
と
同
様
の
記
録
か
ら
一
九
五
七（
昭
和
三
二
）年
、
第
一
三
回
日
展
の
出
品
作
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る16（
挿
図
16
）。
地
山
部
を
中
心
に
傷
み
が
生
じ
て
い
る
。

⑩
丈
髪（
ブ
ロ
ン
ズ
　
四
三
・
五
×
一
六
・
〇
×
一
六
・
〇
㎝
　
一
九
五
八
年
）（
挿
図
17
）

　
ひ
ざ
ま
ず
い
て
長
い
髪
を
束
ね
上
げ
る
裸
婦
を
表
し
た
秀
作
。
戦
後
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
に
あ
げ
ら
れ
る
。
本
体
地
山
部
に「
教

武
」の
陰
刻
銘（
挿
図
18
）が
あ
る
ほ
か
、
付
属
の
木
箱
蓋
表
に
墨
書
で
作
品
名「
丈
髪
」が
書
か
れ
、
蓋
裏
に
は「
教
武
作
」の
墨
書
と

「
教
武
」の
朱
文
方
印
が
捺
さ
れ
る（
挿
図
19
・
20
）。
一
九
五
八（
昭
和
三
三
）年
の
第
六
回
日
彫
展
目
録
に
そ
の
名
が
見
え
る17
ほ
か
、

同
年
の
第
一
回
新
日
展
に
は
同
趣
向
の
作
品《
髪
を
あ
げ
る
女
》が
出
品
さ
れ
て
お
り18（
挿
図
21
）、
こ
の
時
期
髪
を
上
げ
る
女
性
の

姿
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
た
様
子
が
感
じ
ら
れ
る
。
な
お
、
東
京
都
現
代
美
術
館
に
寄
贈
先
の
異
な
る
同
一
作
品
が
収
蔵
さ
れ
て
お

り19
、
複
数
鋳
造
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑪
丈
髪
習
作（
石
膏
・
着
色
　
二
二
・
〇
×
七
・
〇
×
七
・
五
㎝
　
一
九
五
八
年
頃
）（
挿
図
22
）

　
石
膏
に
よ
る
裸
婦
の
小
像
で
あ
る
が
、
そ
の
姿
態
か
ら
⑩
の
像
あ
る
い
は
第
一
回
新
日
展
出
品
作
品
の
習
作
と
思
わ
れ
る
。
像

底
に「
教
武
」の
陰
刻
が
刻
ま
れ
る（
挿
図
23
）。

⑫
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン（
石
膏
・
着
色
　
一
二
・
五
×
二
一
・
〇
×
七
・
〇
㎝
　
一
九
五
九
年
頃
）（
挿
図
24
）

　
石
膏
に
よ
る
小
像
で
、
両
膝
と
頭
を
地
面
に
つ
け
て
体
を
大
き
く
屈
曲
さ
せ
た
人
体
を
表
す
。
一
九
五
九（
昭
和
三
四
）年
の
第

二
回
新
日
展
に
出
品
さ
れ
た《
作
品20
》（
挿
図
25
）に
そ
の
形
態
が
酷
似
す
る
こ
と
か
ら
、
同
作
品
の
習
作
と
考
え
ら
れ
る
。
晩
年
に

お
い
て
も
人
体
や
そ
の
周
囲
の
空
間
に
つ
い
て
の
様
々
な
実
験
を
続
け
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
作
品
で
あ
る
。
作
品
名
の

「
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」は
毛
利
家
で
の
呼
び
名
を
採
用
し
た
。

⑬
観
音
菩
薩
坐
像（
ブ
ロ
ン
ズ
　
五
六
・
〇
×
四
四
・
〇
×
三
五
・
〇
　
一
九
四
八
年
／
一
九
六
三
年
鋳
造
）（
挿
図
26
）

　
本
像
は「
毛
利
が
亡
く
な
っ
た
際
に
、
毛
利
作
の
仏
像
を
原
型
と
し
て
次
男
・
武
士
郎
が
関
わ
っ
て
三
体
鋳
造
し
、
兄
弟
で
分
蔵

し
た
内
の
一
つ
で
あ
る
」と
い
う
由
来
と
と
も
に
寄
贈
を
受
け
た
。
寄
贈
の
時
点
で
は
原
像
の
所
在
は
不
明
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後

調
査
を
進
め
た
と
こ
ろ
、
東
京
都
台
東
区
の
寺
院
・
全
生
庵21
の
位
牌
堂
に
奉
ら
れ
て
い
る
観
音
菩
薩
坐
像（
挿
図
27
　
以
下
、
全
生

庵
像
）で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
い
ま
全
生
庵
像
と
当
館
に
寄
贈
さ
れ
た
像
を
比
べ
れ
ば
、
そ
の
姿
の
相
似
か
ら
も
全
生
庵
像
が

原
像
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
全
生
庵
像
は
寄
木
造
で
あ
り
、
軽
く
刳
ら
れ
た
両
脚
部
像
底
に
次
の
よ
う
な
墨
書
が

記
さ
れ
て
い
る（
挿
図
28
）。

彫
刻
家
・
毛
利
教
武
と
そ
の
作
品

挿図15《見
みる

》挿図16《見
みる

》（『日展史20』より転載）挿図17《丈髪》挿図18《丈髪》地山陰刻挿図19《丈髪》
箱蓋表墨書

挿図14《女子像》
（『日展史19』より転載）

顔
の
左
右
か
ら
腰
ま
で
垂
ら
し
た
そ
の
先
端
を
腹
の
前
で
握
っ
て
い
る
。
具
体
的
な
主
題
は
不
明
で
あ
り
、
作
品
名
も
便
宜
的
な

も
の
で
あ
る
が
、
先
述
の
作
品
同
様
能
楽
に
関
わ
る
作
品
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑤
ト
ル
ソ（
木
彫

　
三
〇
・
〇
×
一
五
・
〇
×
一
〇
・
〇
㎝
）（
挿
図
8
）

　
木
彫
に
よ
る
女
性
の
ト
ル
ソ
ー
。
台
座
部
を
含
め
た
一
木
造
り
で
あ
る
が
、
左
肩
先
に
わ
ず
か
に
別
材
を
矧は

ぎ
合
せ
る
。
表
面

に
残
さ
れ
た
鑿
跡
は
、
意
図
的
な
表
現
と
も
未
完
成
作
の
た
め
と
も
判
断
し
が
た
い
が
、
星
取
り
の
跡
と
思
わ
れ
る
点
が
見
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
形
態
と
し
て
は
完
成
さ
れ
た
も
の
と
み
な
せ
よ
う
か
。
本
作
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
毛
利
は
愛
知
社
に「
ト

ル
ソ
」「
ク
ロ
ッ
キ
ー
」と
呼
ぶ
作
品
を
出
品
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り13
、ま
た
、冒
頭
の
引
用
内
で
藤
井
が
評
価
し
た
二
体
の
う

ち
の
一
体
は
ブ
ロ
ン
ズ
の
ト
ル
ソ
ー
で
あ
っ
た
。

⑥
手（
石
膏

　
九
・
五
×
二
七
・
五
×
二
一
・
〇
㎝
）（
挿
図
9
）

　
布
の
よ
う
な
も
の
を
軽
く
掴
ん
だ
右
手
首
か
ら
先
の
石
膏
像
。
内
部
は
中
空
で
あ
る
。
一
部
破
損
が
あ
り
接
着
剤
で
接
合
さ
れ

て
い
る
。
他
の
毛
利
作
品
と
一
緒
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
毛
利
の
作
品
で
あ
る
か
は
検
討
の
余

地
が
あ
る
。
毛
利
の
作
品
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
先
述
の
ブ
ロ
ン
ズ
作
品《
手
》と
の
関
連
性
な
ど
も
視
野
に
入
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

⑦
観
音
立
像（
石
膏

　
三
八
・
五
×
一
五
・
〇
×
一
二
・
〇
㎝

　
一
九
四
六
年
頃
）（
挿
図
10
）

　
石
膏
に
よ
る
観
音
菩
薩
の
立
像
。
別
製
の
光
背
が
付
属
す
る
。
本
作
に
つ
い
て
は
、
同
型
の
木
彫
像
が
毛
利
家
に
伝
存
し
て
お

り
、お
そ
ら
く
は
木
彫
か
ら
石
膏
に
移
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、一
九
四
六（
昭
和
二
一
）年
春
の
第
一
回
日
展

に
、
本
像
と
よ
く
似
た
作
品《
觀
音
》を
出
品
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る14（
挿
図
11
）。
た
だ
し
出
品
作
に
つ
い
て
は
寸
法
や
材

質
の
情
報
が
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、ま
た
写
真
の
角
度
に
よ
る
も
の
か
、右
手
指
先
の
形
が
異
な
る
よ
う
に
も
見
え
る
た
め
、毛
利
家

の
木
彫
像
あ
る
い
は
本
石
膏
像
と
の
関
係
は
即
断
で
き
な
い
。

⑧
女
子
像（
石
膏

　
九
九
・
五
×
七
三
・
〇
×
五
〇
・
〇
㎝

　
一
九
五
六
年
）（
挿
図
12
）

　
両
手
を
上
げ
、
や
や
う
つ
む
い
た
ポ
ー
ズ
で
座
る
等
身
大
の
裸
婦
像
。
像
底
に「
昭
和
三
十
一
年
秋
／
教
武
作
」の
墨
書
が
あ
り

（
挿
図
13
）、
記
録
か
ら
一
九
五
六（
昭
和
三
一
）年
の
第
一
二
回
日
展
出
品
作
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る15（
挿
図
14
）。
大
型
の

石
膏
像
で
あ
り
欠
損
部
分
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
保
存
状
態
は
比
較
的
良
い
像
で
あ
る
。

⑨
見み
る（

石
膏

　
五
九
・
〇
×
六
〇
・
〇
×
三
〇
・
〇
㎝

　
一
九
五
七
年
）（
挿
図
15
）

　
膝
を
立
て
て
地
面
に
座
る
女
性
が
背
後
を
振
り
か
え
る
姿
を
表
し
た
裸
婦
像
で
、
半
等
身
ほ
ど
の
大
き
さ
で
あ
る
。
本
作
に
つ

彫
刻
家
・
毛
利
教
武
と
そ
の
作
品

挿図10《観音》挿図11《觀音》
（『日展史16』より転載）

挿図12《女子像》挿図13《女子像》像底墨書
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た
自
分
が
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
得
意
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
は
困
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
に
対

し
藤
井
は「
御
詫
び
す
る
」と
は
言
い
な
が
ら
、
毛
利
に
対
す
る
そ
の
評
価
を
変
え
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
賞
賛
に
対
し
て
そ
れ
は
褒

め
過
ぎ
で
あ
る
と
本
心
か
ら
抗
議
す
る
毛
利
の
態
度
を
、
芸
術
家
の
あ
る
べ
き
態
度
と
し
て
好
ま
し
く
と
ら
え
て
い
た
節
が
あ
る
。

こ
う
し
た
や
り
取
り
と
の
関
係
は
不
詳
だ
が
、
こ
の
随
筆
の
書
か
れ
た
一
九
二
九（
昭
和
四
）年
に
、
中
央
か
ら
は
一
歩
身
を
引
い
て

い
た
毛
利
が
、
お
そ
ら
く
は
藤
井
の
関
与
の
も
と
で
、
名
古
屋
市
民
美
術
展
で
彫
刻
部
門
の
審
査
員
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る25
。
こ
の
時
期
の
藤
井
は
ま
だ
中
央
を
拠
点
に
活
動
し
て
い
る
が26
、
数
年
後
に
は
毛
利
の
よ
う
に
世
間
か
ら
一
歩
引
い
た
形
で
の

活
動
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る27
こ
と
を
考
え
る
と
、
藤
井
に
と
っ
て
毛
利
は
、
自
ら
の
理
想
の
芸
術
家
像
を
体
現
し
て
い
た
作

家
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
今
回
の
縁
に
よ
っ
て
そ
の
毛
利
の
代
表
作
で
あ
る《
手
》を
は
じ
め
、
本
稿
で
紹
介
し
た
作
品
が
当
館
に
収
蔵
さ
れ
る
事
に
な
っ
た
。

こ
れ
を
機
に
彫
刻
家
・
毛
利
教
武
の
活
動
や
藤
井
と
毛
利
の
関
係
に
つ
い
て
、
今
後
と
も
調
査
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。

（
註
）

1 

藤
井
達
吉「
無
風
帯（
九
）
―
山
荘
よ
り
―
」『
ア
ヲ
ミ
』昭
和
四
年
九
月
号（
一
九
二
九
年
　
碧
海
吟
社
）。『
ア
ヲ
ミ
』は
碧
海
郡
大
浜（
現
在
の
碧
南
市
）の
俳
人
・
永
井
賓
水
に
よ
っ

て
創
刊
さ
れ
た
月
刊
の
俳
句
雑
誌
で
、
藤
井
は
同
郷
の
縁
も
あ
っ
て
か
多
く
の
号
の
表
紙
絵
を
提
供
す
る
と
と
も
に
寄
稿
も
し
て
い
る
。「
無
風
帯
」は
、
昭
和
四
年
の
一
月
号
か

ら
一
二
月
号
ま
で
藤
井
が
連
載
し
て
い
た
随
筆
。
藤
井
と『
ア
ヲ
ミ
』の
関
係
に
つ
い
て
は
、
石
川
博
章「
藤
井
達
吉
と『
ア
ヲ
ミ
』そ
の
一
」『
愛
知
学
泉
大
学
・
短
期
大
学
紀
要
』四

〇（
二
〇
〇
五
年
）に
詳
し
い
。

2 

た
だ
し
い
ず
れ
も
収
蔵
年
度
が
二
〇
一
四（
平
成
二
六
）年
度
の
た
め
、
本
書
年
報
編
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

3 

毛
利
の
履
歴
を
記
す
に
あ
た
っ
て
は
次
の
文
献
か
ら
多
く
を
参
照
し
た
。

・『
日
本
美
術
年
鑑
　
昭
和
三
九
年
版
』（
一
九
六
五
年
　
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
）

・
田
中
修
二
編『
近
代
日
本
彫
刻
集
成
　
第
二
巻
　
明
治
後
期
・
大
正
編
』（
二
〇
一
二
年
　
国
書
刊
行
会
）

4 

大
正
期
の
人
名
辞
典
に
教
房
の
長
男
・
毛
利
教
明
の
項
が
あ
り
、
教
明
が
生
ま
れ
た
明
治
九
年
一
二
月
の
時
点
で
は
名
古
屋
市
に
居
住
し
て
お
り
、
そ
の
後
上
京
し
た
旨
が
記
さ

れ
て
い
る
。

・
小
林
亀
治
郎
編『
現
代
人
名
辞
典
』第
二
版﹇
一
九
一
二
年
、
中
央
通
信
社
／
『
明
治
人
名
辞
典
　
下
巻
』　（
一
九
八
七
年
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
）所
収
﹈

5 

註
4
と
は
別
の
人
名
辞
典
に
掲
載
さ
れ
た
教
房
の
二
男
・
毛
利
教
定
の
項
に
は
、
東
京
の
画
家
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
出
生
地
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
い
。
そ
の
た
め
教
定

の
生
ま
れ
た
明
治
一
二
年
一
一
月
に
は
毛
利
家
は
東
京
に
移
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
同
書
に
は
東
京
の
木
彫
家
と
し
て
教
武
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

・
成
瀬
麟
、
土
屋
周
太
郎
編『
大
日
本
人
物
誌
』﹇
一
九
一
三
年
、
八
紘
社
／
『
明
治
人
名
辞
典
Ⅲ
　
下
巻
』（
一
九
九
四
年
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
）所
収
﹈

6 

註
5
前
掲
書
の
毛
利
教
定
の
項
に
よ
る
。

7 

日
本
画
家
・
川
崎
小
虎
ら
が
中
心
と
な
っ
た「
愛
知
県
出
身
の
美
術
家
に
し
て
東
京
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
確
実
な
地
位
を
占
め
て
い
る
」作
家
に
よ
る
展
覧
会
。
毛
利
は
藤
井
ら
と

と
も
に
一
九
二
七（
昭
和
二
）年
よ
り
参
加
。

8 

田
邊
孝
次「
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
と
カ
ル
ミ
ニ
ヨ
ン
」『
世
界
美
術
全
集
　
第
三
三
巻
』（
一
九
二
九
年
　
平
凡
社
）

9 

た
だ
し
藤
井
自
身
が
審
査
員
を
務
め
た
の
は
工
芸
部
門
が
設
置
さ
れ
た
翌
年
の
第
二
回
展
で
あ
っ
た
。

10 

な
お
、
毛
利
家
に
伝
わ
っ
た
本
作
か
ら
再
鋳
造
さ
れ
た
も
の
が
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
。

11 

寄
贈
に
あ
た
っ
て
の
調
査
時（
二
〇
一
四
年
三
月
一
九
日
）に
、
長
男
武
彦
の
配
偶
者
で
あ
る
毛
利
や
す
み
氏
か
ら
お
聞
き
し
た
。

12 

註
11
と
同
様
に
毛
利
や
す
み
氏
か
ら
お
聞
き
し
た
も
の
。
阿
部
能
成（
一
八
八
三
‐
一
九
六
六
）は
、
文
部
大
臣
や
国
立
博
物
館
館
長
な
ど
を
務
め
た
哲
学
者
。
能
楽
に
造
詣
が
深

彫
刻
家
・
毛
利
教
武
と
そ
の
作
品

挿図26《観音菩薩坐像》挿図27《観音菩薩坐像（全生庵
像）》（筆者撮影／協力：全生庵）

挿図28 全生庵像像底墨書（筆者撮
影／協力：全生庵）

挿図29 全生庵本尊（葵観音）（筆
者撮影／協力：全生庵）

昭
和
廿
一
年
六
月
模
刻
／
発
願

　
廿
二
年
落
成
／
廿
三
戊
子
歳
三
月
十
四
日
／
妙
心
寺
派
管
長
般
若
／
窟
玄
峰
老
師
／
開
眼

　
偈

云
／
金
剛
無
畏
念
／
應
百
化
億
千
／
即
今
全
生
現
／
方
来
結
勝
縁
／
模
刻
発
願
文
ハ
／
胎
内
ニ
納
ム
／
願
主

　
全
生
庵
五
世
／
虚

應
實

　
拜
誌（
花
押
）
／
毛
利
教
武
作

　
こ
こ
か
ら
は
、昭
和
二
一
年
六
月
に
模
刻
の
発
願
を
し
、翌
年
に
像
が
完
成
、そ
し
て
昭
和
二
三
年
三
月
十
四
日
に
妙
心
寺
派
管

長
に
よ
っ
て
開
眼
供
養
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
模
刻
の
対
象
は
そ
の
姿
が
よ
く
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
全
生
庵
の
本

尊
像22（
挿
図
29
）で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、模
刻
発
願
文
が
胎
内
に
納
め
ら
れ
て
い
る
事23
、願
主
が
全
生
庵
の
五
世
で

あ
る
こ
と
、
作
者
が
毛
利
教
武
で
あ
る
こ
と
等
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　
全
生
庵
像
あ
る
い
は
当
館
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
を
み
る
と
、
か
つ
て
高
村
光
雲
に
師
事
し
て
い
た
だ
け
あ
っ
て
か
、
毛
利
が
仏
像
制

作
に
お
い
て
も
確
か
な
腕
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
強
い
て
い
う
な
ら
ば
、
平
安
後
期
と
さ
れ
る
本
尊
像
を
模
刻
し
た
に

し
て
は
鎌
倉
時
代
風
の
写
実
的
な
表
現
が
強
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
近
代
の
彫
刻
家
と
し
て
の
意
識
に
よ
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
息
子
で
あ
る
彫
刻
家
・
毛
利
武
士
郎
に
よ
っ
て
鋳
造
さ
れ
た
と
い
う
本
像
の
原
像
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、
そ

れ
は
確
か
に
一
九
四
八（
昭
和
二
三
）年
に
毛
利
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
像
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　
冒
頭
に
引
用
し
た
藤
井
に
よ
る
作
品
評
に
対
し
て
は
後
日
譚
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
藤
井
自
身
が
翌
月
の「
無
風
帯
」の
中

で
触
れ
て
い
る
。

　
九
月
號
（
号
）の

山
莊
よ
り
の
展
覽
會
感
想
に
毛
利
氏
か
ら
長
い
手
紙
を
頂
戴
し
て
恐
縮
し
て
ゐ
ま
す
。
同
氏
と
し
て
私
の
言
葉
に
大
分

不
滿
を
持
た
れ
た
樣
で
あ
つ
た
。
要
は
あ
の
作
は
同
氏
の
歩
か
れ
た
一
つ
の
記
念
で
あ
り
、
何
等
か
意
得
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
試
作

で
あ
り
、
道
程
で
あ
つ
て
、
十
分
の
得
意
な
作
、
滿
足
な
作
で
は
な
い
、
あ
ゝ
し
た
言
ひ
方
は
不
適
當
（
当
）で

あ
る
、
そ
し
て
あ
の
言
葉
で

自
分
が
い
ゝ
氣
で
ゐ
る
と
讀
者
に
思
は
れ
て
は
心
外
で
あ
る
、
と
い
ふ
樣
な
意
味
で
あ
つ
た
。
萬
事
眞
面
目
に
考
へ
ら
れ
る
同
氏
と

し
て
御
尤
も
の
こ
と
ゝ
思
ふ
。
不
滿
な
點
は
御
詫
び
す
る
こ
と
に
致
し
ま
す
。
だ
が
私
は
今
で
も
さ
う
思
つ
て
ゐ
ま
す
、
私
へ
の
一

つ
の
目
ざ
め
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
、
遠
慮
な
く
書
い
た
の
で
し
た
。
…
（
後
略
）
…24

　
す
な
わ
ち
、藤
井
の
賞
賛
に
対
し
て
毛
利
が
抗
議
の
手
紙
を
寄
こ
し
、そ
の
内
容
は
と
言
え
ば
、藤
井
が
評
し
た
作
品
は
あ
く
ま
で

挑
戦
の
一
つ
で
あ
り
、理
想
へ
と
向
か
う
道
半
ば
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、あ
の
よ
う
に
持
ち
上
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
し
、ま

彫
刻
家
・
毛
利
教
武
と
そ
の
作
品

挿図20《丈髪》
箱蓋裏墨書

挿図21《髪をあげる女》
（『日展史21』より転載）

挿図22《丈髪習作》挿図23《丈髪習作》
底面陰刻

挿図24《コンポジション》

挿図25《作品》（『日展史22』より転載）
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た
自
分
が
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
得
意
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
は
困
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
に
対

し
藤
井
は「
御
詫
び
す
る
」と
は
言
い
な
が
ら
、
毛
利
に
対
す
る
そ
の
評
価
を
変
え
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
賞
賛
に
対
し
て
そ
れ
は
褒

め
過
ぎ
で
あ
る
と
本
心
か
ら
抗
議
す
る
毛
利
の
態
度
を
、
芸
術
家
の
あ
る
べ
き
態
度
と
し
て
好
ま
し
く
と
ら
え
て
い
た
節
が
あ
る
。

こ
う
し
た
や
り
取
り
と
の
関
係
は
不
詳
だ
が
、
こ
の
随
筆
の
書
か
れ
た
一
九
二
九（
昭
和
四
）年
に
、
中
央
か
ら
は
一
歩
身
を
引
い
て

い
た
毛
利
が
、
お
そ
ら
く
は
藤
井
の
関
与
の
も
と
で
、
名
古
屋
市
民
美
術
展
で
彫
刻
部
門
の
審
査
員
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る25
。
こ
の
時
期
の
藤
井
は
ま
だ
中
央
を
拠
点
に
活
動
し
て
い
る
が26
、
数
年
後
に
は
毛
利
の
よ
う
に
世
間
か
ら
一
歩
引
い
た
形
で
の

活
動
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る27
こ
と
を
考
え
る
と
、
藤
井
に
と
っ
て
毛
利
は
、
自
ら
の
理
想
の
芸
術
家
像
を
体
現
し
て
い
た
作

家
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
今
回
の
縁
に
よ
っ
て
そ
の
毛
利
の
代
表
作
で
あ
る《
手
》を
は
じ
め
、
本
稿
で
紹
介
し
た
作
品
が
当
館
に
収
蔵
さ
れ
る
事
に
な
っ
た
。

こ
れ
を
機
に
彫
刻
家
・
毛
利
教
武
の
活
動
や
藤
井
と
毛
利
の
関
係
に
つ
い
て
、
今
後
と
も
調
査
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。

（
註
）

1 

藤
井
達
吉「
無
風
帯（
九
）
―
山
荘
よ
り
―
」『
ア
ヲ
ミ
』昭
和
四
年
九
月
号（
一
九
二
九
年
　
碧
海
吟
社
）。『
ア
ヲ
ミ
』は
碧
海
郡
大
浜（
現
在
の
碧
南
市
）の
俳
人
・
永
井
賓
水
に
よ
っ

て
創
刊
さ
れ
た
月
刊
の
俳
句
雑
誌
で
、
藤
井
は
同
郷
の
縁
も
あ
っ
て
か
多
く
の
号
の
表
紙
絵
を
提
供
す
る
と
と
も
に
寄
稿
も
し
て
い
る
。「
無
風
帯
」は
、
昭
和
四
年
の
一
月
号
か

ら
一
二
月
号
ま
で
藤
井
が
連
載
し
て
い
た
随
筆
。
藤
井
と『
ア
ヲ
ミ
』の
関
係
に
つ
い
て
は
、
石
川
博
章「
藤
井
達
吉
と『
ア
ヲ
ミ
』そ
の
一
」『
愛
知
学
泉
大
学
・
短
期
大
学
紀
要
』四

〇（
二
〇
〇
五
年
）に
詳
し
い
。

2 

た
だ
し
い
ず
れ
も
収
蔵
年
度
が
二
〇
一
四（
平
成
二
六
）年
度
の
た
め
、
本
書
年
報
編
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

3 

毛
利
の
履
歴
を
記
す
に
あ
た
っ
て
は
次
の
文
献
か
ら
多
く
を
参
照
し
た
。

・『
日
本
美
術
年
鑑
　
昭
和
三
九
年
版
』（
一
九
六
五
年
　
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
）

・
田
中
修
二
編『
近
代
日
本
彫
刻
集
成
　
第
二
巻
　
明
治
後
期
・
大
正
編
』（
二
〇
一
二
年
　
国
書
刊
行
会
）

4 

大
正
期
の
人
名
辞
典
に
教
房
の
長
男
・
毛
利
教
明
の
項
が
あ
り
、
教
明
が
生
ま
れ
た
明
治
九
年
一
二
月
の
時
点
で
は
名
古
屋
市
に
居
住
し
て
お
り
、
そ
の
後
上
京
し
た
旨
が
記
さ

れ
て
い
る
。

・
小
林
亀
治
郎
編『
現
代
人
名
辞
典
』第
二
版﹇
一
九
一
二
年
、
中
央
通
信
社
／
『
明
治
人
名
辞
典
　
下
巻
』　（
一
九
八
七
年
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
）所
収
﹈

5 

註
4
と
は
別
の
人
名
辞
典
に
掲
載
さ
れ
た
教
房
の
二
男
・
毛
利
教
定
の
項
に
は
、
東
京
の
画
家
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
出
生
地
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
い
。
そ
の
た
め
教
定

の
生
ま
れ
た
明
治
一
二
年
一
一
月
に
は
毛
利
家
は
東
京
に
移
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
同
書
に
は
東
京
の
木
彫
家
と
し
て
教
武
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

・
成
瀬
麟
、
土
屋
周
太
郎
編『
大
日
本
人
物
誌
』﹇
一
九
一
三
年
、
八
紘
社
／
『
明
治
人
名
辞
典
Ⅲ
　
下
巻
』（
一
九
九
四
年
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
）所
収
﹈

6 

註
5
前
掲
書
の
毛
利
教
定
の
項
に
よ
る
。

7 

日
本
画
家
・
川
崎
小
虎
ら
が
中
心
と
な
っ
た「
愛
知
県
出
身
の
美
術
家
に
し
て
東
京
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
確
実
な
地
位
を
占
め
て
い
る
」作
家
に
よ
る
展
覧
会
。
毛
利
は
藤
井
ら
と

と
も
に
一
九
二
七（
昭
和
二
）年
よ
り
参
加
。

8 

田
邊
孝
次「
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
と
カ
ル
ミ
ニ
ヨ
ン
」『
世
界
美
術
全
集
　
第
三
三
巻
』（
一
九
二
九
年
　
平
凡
社
）

9 

た
だ
し
藤
井
自
身
が
審
査
員
を
務
め
た
の
は
工
芸
部
門
が
設
置
さ
れ
た
翌
年
の
第
二
回
展
で
あ
っ
た
。

10 

な
お
、
毛
利
家
に
伝
わ
っ
た
本
作
か
ら
再
鋳
造
さ
れ
た
も
の
が
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
。

11 

寄
贈
に
あ
た
っ
て
の
調
査
時（
二
〇
一
四
年
三
月
一
九
日
）に
、
長
男
武
彦
の
配
偶
者
で
あ
る
毛
利
や
す
み
氏
か
ら
お
聞
き
し
た
。

12 

註
11
と
同
様
に
毛
利
や
す
み
氏
か
ら
お
聞
き
し
た
も
の
。
阿
部
能
成（
一
八
八
三
‐
一
九
六
六
）は
、
文
部
大
臣
や
国
立
博
物
館
館
長
な
ど
を
務
め
た
哲
学
者
。
能
楽
に
造
詣
が
深

彫
刻
家
・
毛
利
教
武
と
そ
の
作
品

挿図26《観音菩薩坐像》挿図27《観音菩薩坐像（全生庵
像）》（筆者撮影／協力：全生庵）

挿図28 全生庵像像底墨書（筆者撮
影／協力：全生庵）

挿図29 全生庵本尊（葵観音）（筆
者撮影／協力：全生庵）

昭
和
廿
一
年
六
月
模
刻
／
発
願

　
廿
二
年
落
成
／
廿
三
戊
子
歳
三
月
十
四
日
／
妙
心
寺
派
管
長
般
若
／
窟
玄
峰
老
師
／
開
眼

　
偈

云
／
金
剛
無
畏
念
／
應
百
化
億
千
／
即
今
全
生
現
／
方
来
結
勝
縁
／
模
刻
発
願
文
ハ
／
胎
内
ニ
納
ム
／
願
主

　
全
生
庵
五
世
／
虚

應
實

　
拜
誌（
花
押
）
／
毛
利
教
武
作

　
こ
こ
か
ら
は
、昭
和
二
一
年
六
月
に
模
刻
の
発
願
を
し
、翌
年
に
像
が
完
成
、そ
し
て
昭
和
二
三
年
三
月
十
四
日
に
妙
心
寺
派
管

長
に
よ
っ
て
開
眼
供
養
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
模
刻
の
対
象
は
そ
の
姿
が
よ
く
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
全
生
庵
の
本

尊
像22（
挿
図
29
）で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、模
刻
発
願
文
が
胎
内
に
納
め
ら
れ
て
い
る
事23
、願
主
が
全
生
庵
の
五
世
で

あ
る
こ
と
、
作
者
が
毛
利
教
武
で
あ
る
こ
と
等
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　
全
生
庵
像
あ
る
い
は
当
館
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
を
み
る
と
、
か
つ
て
高
村
光
雲
に
師
事
し
て
い
た
だ
け
あ
っ
て
か
、
毛
利
が
仏
像
制

作
に
お
い
て
も
確
か
な
腕
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
強
い
て
い
う
な
ら
ば
、
平
安
後
期
と
さ
れ
る
本
尊
像
を
模
刻
し
た
に

し
て
は
鎌
倉
時
代
風
の
写
実
的
な
表
現
が
強
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
近
代
の
彫
刻
家
と
し
て
の
意
識
に
よ
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
息
子
で
あ
る
彫
刻
家
・
毛
利
武
士
郎
に
よ
っ
て
鋳
造
さ
れ
た
と
い
う
本
像
の
原
像
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、
そ

れ
は
確
か
に
一
九
四
八（
昭
和
二
三
）年
に
毛
利
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
像
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　
冒
頭
に
引
用
し
た
藤
井
に
よ
る
作
品
評
に
対
し
て
は
後
日
譚
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
藤
井
自
身
が
翌
月
の「
無
風
帯
」の
中

で
触
れ
て
い
る
。

　
九
月
號
（
号
）の

山
莊
よ
り
の
展
覽
會
感
想
に
毛
利
氏
か
ら
長
い
手
紙
を
頂
戴
し
て
恐
縮
し
て
ゐ
ま
す
。
同
氏
と
し
て
私
の
言
葉
に
大
分

不
滿
を
持
た
れ
た
樣
で
あ
つ
た
。
要
は
あ
の
作
は
同
氏
の
歩
か
れ
た
一
つ
の
記
念
で
あ
り
、
何
等
か
意
得
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
試
作

で
あ
り
、
道
程
で
あ
つ
て
、
十
分
の
得
意
な
作
、
滿
足
な
作
で
は
な
い
、
あ
ゝ
し
た
言
ひ
方
は
不
適
當
（
当
）で

あ
る
、
そ
し
て
あ
の
言
葉
で

自
分
が
い
ゝ
氣
で
ゐ
る
と
讀
者
に
思
は
れ
て
は
心
外
で
あ
る
、
と
い
ふ
樣
な
意
味
で
あ
つ
た
。
萬
事
眞
面
目
に
考
へ
ら
れ
る
同
氏
と

し
て
御
尤
も
の
こ
と
ゝ
思
ふ
。
不
滿
な
點
は
御
詫
び
す
る
こ
と
に
致
し
ま
す
。
だ
が
私
は
今
で
も
さ
う
思
つ
て
ゐ
ま
す
、
私
へ
の
一

つ
の
目
ざ
め
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
、
遠
慮
な
く
書
い
た
の
で
し
た
。
…
（
後
略
）
…24

　
す
な
わ
ち
、藤
井
の
賞
賛
に
対
し
て
毛
利
が
抗
議
の
手
紙
を
寄
こ
し
、そ
の
内
容
は
と
言
え
ば
、藤
井
が
評
し
た
作
品
は
あ
く
ま
で

挑
戦
の
一
つ
で
あ
り
、理
想
へ
と
向
か
う
道
半
ば
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、あ
の
よ
う
に
持
ち
上
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
し
、ま

彫
刻
家
・
毛
利
教
武
と
そ
の
作
品

挿図20《丈髪》
箱蓋裏墨書

挿図21《髪をあげる女》
（『日展史21』より転載）

挿図22《丈髪習作》挿図23《丈髪習作》
底面陰刻

挿図24《コンポジション》

挿図25《作品》（『日展史22』より転載）
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く
能
楽
に
関
す
る
著
書
も
あ
る
が
、
当
時
の
能
楽
界
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。

13 

『
愛
知
県
史
　
資
料
編
三
五
　
文
化
　
近
代
一
二
』（
二
〇
一
二
年
、
愛
知
県
）四
三
四
頁

14 

『
日
展
史
一
六
　
日
展
編
一
』（
一
九
八
七
年
　
日
展
）一
五
三
頁

15 

『
日
展
史
一
九
　
日
展
編
四
』（
一
九
八
七
年
　
日
展
）三
一
〇
頁

16 

『
日
展
史
二
〇
　
日
展
編
五
』（
一
九
八
八
年
　
日
展
）二
五
五
頁

17 

『
日
本
彫
刻
会
史
―
五
〇
年
の
歩
み
―
』（
二
〇
〇
〇
年
　
日
本
彫
刻
会
）三
四
八
頁
。
た
だ
し
画
像
は
確
認
で
き
な
い
。
な
お
毛
利
家
に
は
、没
後
の
第
一
二
回
日
彫
展（
一
九
六
四

年
）に
本
作
が
遺
作
出
品
さ
れ
た
記
念
の
絵
葉
書
が
存
在
す
る
が
、
同
書
の
目
録
に
は
記
載
が
な
い
。

18 

『
日
展
史
二
一
　
新
日
展
編
一
』（
一
九
九
二
年
　
日
展
）一
九
八
頁

19 

『
東
京
都
現
代
美
術
館
収
蔵
作
品
図
録
』（
一
九
九
七
年
　
東
京
都
現
代
美
術
館
）一
二
三
頁

20 

『
日
展
史
二
二
　
新
日
展
編
二
』（
一
九
九
二
年
　
日
展
）二
二
一
頁

21 

山
岡
鉄
舟
開
創
の
臨
済
宗
国
泰
寺
派
の
寺
院
。
落
語
家
・
三
遊
亭
円
朝
遺
愛
の
幽
霊
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
も
知
ら
れ
る
。

22 

平
安
時
代
後
期
の
作
と
さ
れ
る
木
造
観
音
菩
薩
坐
像
。
台
東
区
指
定
文
化
財
で
あ
り
、「
葵
観
音
」の
名
で
知
ら
れ
て
い
る
。

23 

た
だ
し
体
部
の
内
刳
り
は
ふ
さ
が
れ
て
い
る
た
め
、
像
内
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

24 
藤
井
達
吉「
無
風
帯（
十
）」『
ア
ヲ
ミ
』昭
和
四
年
一
〇
月
号（
一
九
二
九
年
　
碧
海
吟
社
）

25 
毛
利
が
審
査
員
に
決
定
し
た
の
は
九
月
二
〇
日
で
あ
る（
九
月
二
一
日
付
名
古
屋
新
聞
）。

26 
帝
国
美
術
学
校
の
教
授
と
な
っ
た
の
が
こ
の
年
で
あ
っ
た
。

27 

木
本
文
平「
藤
井
達
吉
展
準
備
ノ
ー
ト
か
ら
」『
藤
井
達
吉
の
芸
術
』展
図
録
　
一
二
頁（
一
九
九
一
年
　
藤
井
達
吉
展
実
行
委
員
会
）

【
付
記
】

　
本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
は
、作
品
寄
贈
に
お
骨
折
り
い
た
だ
い
た
毛
利
や
す
み
氏
か
ら
、多
く
の
貴
重
な
情
報
を
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、観
音
菩
薩
坐
像
の
調
査

に
際
し
て
、
原
像
の
所
蔵
先
で
あ
る
全
生
庵
様
か
ら
格
別
の
ご
配
慮
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

彫
刻
家
・
毛
利
教
武
と
そ
の
作
品
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