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三
橋
鎌
岳
・
獅
子
牡
丹
唐
草
彫
木
前
机
と
近
代
の
鎌
倉
彫
に
つ
い
て
　
　
　
　
　

目
白
漆
芸
文
化
財
研
究
所
研
究
員
　
　
　

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
兼
任
研
究
員
　
　
室
瀬
　
祐

　
只
今
ご
紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
目
白
漆
芸
文
化
財
研
究
所
の
室
瀬
祐
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
私
は
普
段
、
こ
の
工
房
で
漆
芸
文
化
財
の
保
存
・
修
復
、
ま
た
、
漆
芸
作
品
の
新
規
製
作
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
携
わ
っ
て
い
る
者
で

す
。
こ
の
鶴
見
大
学
の
大
学
院
に
通
わ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
元
々
は
美
術
の
分
野
の
人
間
で
す
の
で
、
漆
芸
の
技

術
・
材
料
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
、
論
文
な
ど
を
書
か
せ
て
頂
い
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
今
回
、
「
曹
洞
宗
の

文
化
財
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
中
で
、
一
つ
、
皆
さ
ん
に
ご
紹
介
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
が
、
こ
の
三
橋
鎌
岳
作
「
獅
子
牡
丹

唐
草
彫
木
前
机
」
と
長
い
名
前
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
、
鎌
倉
彫
が
施
さ
れ
て
い
る
前
机
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
、
こ
の
鎌
倉
彫

と
い
う
も
の
が
そ
も
そ
も
何
な
の
か
、
ご
存
知
の
方
に
と
っ
て
は
基
本
的
な
話
が
大
半
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
、
少

し
、
近
代
の
鎌
倉
彫
の
発
展
な
ど
を
交
え
ま
し
て
、
ど
う
い
っ
た
経
緯
の
中
で
作
ら
れ
た
文
化
財
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
で
き

れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
鎌
倉
彫
、
ど
う
い
っ
た
も
の
を
ご
想
像
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
（
ス
ラ
イ
ド
を
見
せ
な
が
ら
）
こ
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
こ

れ
は
…
…
、
鎌
倉
彫
で
す
ね
。
間
違
い
な
く
鎌
倉
彫
で
す
。
今
も
鎌
倉
に
行
き
ま
す
と
、
色
々
な
お
土
産
屋
さ
ん
に
、
鎌
倉
彫
が
、
手
鏡

み
た
い
な
も
の
が
置
か
れ
て
い
た
り
す
る
ん
で
す
が
、
で
は
一
方
で
、
今
回
取
り
上
げ
る
前
机
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
言
い
ま
す
と
、

こ
ち
ら
に
な
り
ま
す
。
（
ス
ラ
イ
ド
が
変
わ
っ
て
）
先
ほ
ど
の
手
鏡
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
、
こ
れ
が
同
じ
鎌
倉
彫
か
と
、
思
わ
れ
る

よ
う
な
、
非
常
に
豪
華
な
前
机
に
な
っ
て
い
ま
す
。
先
日
の
展
覧
会
で
ご
覧
に
な
ら
れ
た
方
は
、
近
く
で
見
る
こ
と
が
出
来
た
か
思
い
ま
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す
。
普
段
は
、
人
前
に
ほ
と
ん
ど
出
る
こ
と
が
無
い
貴
重
な
作
品
で
す
。
こ
ち
ら
に
施
さ
れ
て
い
る
鎌
倉
彫
に
つ
い
て
お
話
し
て
行
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
鎌
倉
彫
と
は
何
か
と
申
し
ま
す
と
、
こ
こ
に
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
木
彫
漆
塗
、
昔
は
彫
木
漆
塗
と
い
う
言
葉
の
方
が
一
般
的

だ
っ
た
よ
う
で
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
両
方
の
表
記
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
意
味
は
一
緒
で
す
。
木
を
彫
っ
た
も
の
に
漆
を
塗
っ
て
仕
上

げ
た
も
の
で
す
。
で
は
、
木
を
彫
っ
て
漆
を
塗
れ
ば
、
全
部
鎌
倉
彫
な
の
か
、
な
か
な
か
そ
こ
は
解
釈
の
難
し
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、

現
在
、
鎌
倉
彫
と
い
う
言
葉
が
全
国
的
に
一
般
的
な
用
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
は
事
実
で
す
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
ま
た
後
で
改
め

て
お
話
し
ま
す
。

　
鎌
倉
彫
は
、
そ
も
そ
も
一
体
誰
が
作
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
こ
で
非
常
に
大
事
な
存
在
と
な
る
の
は
、
鎌
倉
仏

師
と
い
う
人
た
ち
に
な
り
ま
す
。
先
ほ
ど
、
薄
井
先
生
の
お
話
の
中
で
、
非
常
に
興
味
深
い
院
派
仏
師
の
話
が
出
て
き
ま
し
た
が
、
資
料

の
中
に
そ
れ
と
は
別
に
、
宋
の
文
化
を
非
常
に
強
く
受
け
た
鎌
倉
の
装
飾
文
化
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
系
列
の
仏
師
の

方
々
は
、
も
ち
ろ
ん
仏
像
を
彫
る
の
が
メ
イ
ン
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
れ
と
並
行
し
て
、
仏
具
で
す
ね
、
仏
教
の
為
に
使
わ
れ
る
道
具

類
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
た
く
さ
ん
作
っ
て
い
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
彫
漆
と
鎌
倉

彫
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
が
、
大
陸
か
ら
渡
っ
て
き
た
文
化
、
そ
う
い
っ
た
中
に
は
、
唐
物
と
呼
ば
れ
る
日
本
で
は
作
る
こ
と
の
出
来
な

い
魅
力
的
な
宝
物
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
も
の
の
影
響
を
強
く
受
け
て
、
発
展
し
て
き
た
の
が
、
今
こ
こ
に
写
真
を
挙
げ

て
い
る
よ
う
な
香
合
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
こ
ち
ら
は
金
蓮
寺
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
、
倶
利
香
合
で
す
。
「
倶
利
」
と
い
う
の
が

複
雑
な
線
文
様
な
ん
で
す
け
ど
、
こ
う
い
っ
た
文
様
は
、
そ
も
そ
も
大
陸
か
ら
渡
っ
て
き
た
彫
漆
と
い
う
世
界
の
装
飾
を
鎌
倉
彫
で
表
現

し
て
い
る
も
の
で
す
。

　
そ
し
て
、
駆
け
足
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
歴
史
を
確
認
す
る
と
、
建
長
寺
・
円
覚
寺
な
ど
が
建
設
さ
れ
た
十
三
世
紀
の
頃
か
ら
禅

宗
寺
院
と
い
う
も
の
が
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
宋
風
の
文
化
と
い
う
も
の
も
、
徐
徐
に
日
本
に
浸
透
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し
て
い
き
ま
す
。
特
に
鎌
倉
に
幕
府
が
開
か
れ
て
か
ら
、
文
化
の
中
心
が
鎌
倉
に
な
り
ま
す
の
で
、
そ
の
中
で
、
鎌
倉
に
は
仏
師
が
た
く

さ
ん
揃
っ
て
行
く
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
仏
師
が
増
え
て
行
く
中
で
、
仏
具
を
作
る
仕
事
の
需
要
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
き
ま
す
。
そ

し
て
、
先
ほ
ど
お
話
に
挙
げ
ま
し
た
、
倶
利
の
香
合
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
、
全
国
的
に
、
木
を
彫
っ
て
漆
を
塗
っ
て
何
か
を
作
る
と
い
う

こ
と
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
経
緯
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　
そ
し
て
、
こ
こ
に
一
つ
、
『
実
隆
公
記
』
に
書
い
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
中
に
、
「
堆
紅
鎌
倉
物
」
と
い
う
記
述
が
出
て
く
る
の
で
す

が
、
こ
こ
で
初
め
て
、
こ
の
「
堆
紅
」
と
い
う
言
葉
が
、
こ
れ
は
木
彫
の
漆
塗
を
中
国
で
表
す
言
葉
な
ん
で
す
が
、
そ
の
言
葉
と
「
鎌

倉
」
と
い
う
地
名
が
一
緒
に
出
て
く
る
。
つ
ま
り
、
十
五
世
紀
に
は
、
鎌
倉
で
彫
り
物
に
漆
を
塗
る
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
代
名
詞
と
し

て
使
わ
れ
る
ほ
ど
に
認
知
さ
れ
て
い
た
時
代
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
文
章
で
す
。
一
つ
ち
ょ
っ
と
難
し
い
話
な
ん
で
す
が
、
「
堆

紅
」
と
い
う
言
葉
、
今
こ
こ
に
出
し
ま
し
た
五
つ
の
言
葉
、
「
剔
紅
」
「
剔
黒
」
「
堆
紅
」
「
堆
朱
」
「
堆
黒
」
と
読
み
ま
す
が
、
意
味

と
し
て
は
、
か
な
り
複
雑
で
す
。
中
国
の
言
葉
で
、
使
わ
れ
て
い
る
の
が
、
前
の
三
つ
、
後
の
二
つ
が
日
本
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
で

す
。
「
剔
紅
」
「
剔
黒
」
と
い
う
の
は
、
彫
漆
と
い
う
分
野
の
、
そ
の
中
の
赤
い
も
の
と
黒
い
も
の
。
日
本
で
は
こ
れ
を
「
堆
朱
」
「
堆

黒
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
で
は
、
中
国
で
言
わ
れ
る
「
堆
紅
」
と
は
何
な
の
か
。
こ
れ
は
、
彫
漆
と
は
違
っ
て
、
木
を
彫
っ
て
、
漆
を

塗
っ
た
も
の
が
堆
紅
と
呼
ば
れ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
こ
の
言
葉
が
ぐ
じ
ゃ
ぐ
じ
ゃ
ぐ
じ
ゃ
と
日
本
に
入
っ
て
き
て
、
色
々
な
使
わ
れ
方
を

し
て
い
る
の
で
、
実
は
、
全
て
が
正
し
く
日
本
で
使
わ
れ
て
い
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
の
ル
ー
ル
に
な
ら
っ
て
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
堆
紅
と
い
う
も
の
が
、
現
在
の
鎌
倉
彫
に
近
い
も
の
で
、
そ
れ
を
鎌
倉
で
作
っ
て
い
た
、
と
い
う
の
は
、
想
像
出
来
る
範
囲
の
話
な

の
か
な
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
か
ら
ず
っ
と
時
代
が
飛
び
ま
す
が
、
そ
こ
に
大
き
な
転
機
が
訪
れ
る
の
が
、
幕
末
の
話
に
な
っ
て
き
ま
す
。
ず
っ
と
仏
像
を
作
り

な
が
ら
仏
具
も
作
っ
て
き
た
鎌
倉
仏
師
で
す
が
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
、
神
仏
分
離
令
に
伴
う
廃
仏
毀
釈
と
い
う
大
変
悲
し
い
運
動
が
盛

ん
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
こ
の
時
代
、
「
仏
様
は
た
く
さ
ん
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
」
な
ん
て
話
も
残
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
う
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い
っ
た
流
れ
の
中
で
、
仏
師
の
仕
事
と
い
う
の
は
激
減
し
ま
す
。
鎌
倉
に
お
い
て
も
そ
れ
は
例
外
で
は
な
く
、
鎌
倉
仏
師
の
仕
事
と
い
う

の
は
、
本
当
に
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
中
で
、
た
く
さ
ん
い
た
鎌
倉
仏
師
の
家
も
、
ほ
ん
の
僅
か
し
か
残
ら
な
い
ん

で
す
ね
。
そ
の
中
で
残
っ
た
二
軒
が
、
三
橋
家
、
後
藤
家
と
い
う
二
つ
の
家
に
な
り
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
家
の
、
当
時
の
当
主
と
い
う
の

が
、
三
橋
家
は
二
十
六
代
の
鎌
山
（
一
八
四
五
～
一
九
一
四
）
、
後
藤
家
は
二
十
六
代
の
斎
宮
（
一
八
四
一
～
一
九
一
二
）
で
す
。
こ
の

二
人
が
、
ま
さ
に
こ
の
時
代
に
鎌
倉
仏
師
と
し
て
生
き
て
い
た
二
人
な
の
で
す
が
、
仏
像
を
作
っ
て
い
て
は
生
き
て
い
け
な
い
、
で
は
ど

う
し
た
ら
い
い
の
か
、
と
な
っ
た
時
に
、
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
開
か
れ
た
の
が
、
第
一
回
内
国
勘
業
博
覧
会
で
す
。
明
治
政
府
が
産

業
技
術
に
対
し
て
、
力
を
付
け
て
欲
し
い
と
い
う
願
い
が
あ
っ
た
イ
ベ
ン
ト
な
の
で
す
が
、
こ
こ
で
、
二
人
の
仏
師
が
、
仏
像
と
共
に
、

彫
り
を
付
し
て
漆
を
塗
っ
た
器
物
と
い
う
も
の
を
出
展
し
ま
す
。
こ
ち
ら
が
非
常
に
好
評
を
博
し
ま
し
て
、
受
賞
を
し
た
こ
と
を
き
っ
か

け
に
し
て
、
こ
の
二
人
の
仏
師
は
、
こ
れ
か
ら
仏
像
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
う
い
っ
た
器
物
と
い
う
も
の
を
前
面
に
押
し
出
し
て
、
仕
事

を
、
技
術
を
残
し
て
行
く
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
、
非
常
に
精
力
的
に
活
動
し
ま
す
。
そ
の
中
で
、
徐
々
に
「
鎌
倉
彫
」
と
い
う

言
葉
が
、
成
立
し
て
い
く
と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
の
、
人
物
の
話
に
戻
り
ま
す
が
、
鎌
山
と
斎
宮
の
そ
れ
ぞ
れ
の
息
子
に
、

鎌
岳
（
一
八
七
五
～
一
九
三
八
）
、
運
久
（
一
八
六
八
～
一
九
七
四
）
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
こ
の
四
人
が
、
現
在
の
鎌
倉
彫
の
基
礎

を
作
っ
た
、
一
番
主
役
と
な
る
四
人
で
あ
る
と
考
え
て
お
い
て
良
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
意
志
を
受
け
継
い
だ
二
十
八
代
、

二
十
九
代
、
三
十
代
と
い
っ
た
人
た
ち
が
、
現
在
、
三
橋
家
だ
と
二
十
九
代
昌
山
さ
ん
、
三
十
代
倖
山
さ
ん
、
後
藤
家
で
は
、
圭
子
さ
ん

と
い
う
方
と
、
妹
の
尚
子
さ
ん
と
い
う
方
が
、
い
ま
で
も
そ
の
脈
を
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
先
ほ
ど
話
に
あ

り
ま
し
た
、
二
十
八
代
に
も
う
一
人
鎌
山
さ
ん
（
一
九
〇
三
～
一
九
六
五
）
と
後
藤
家
の
俊
太
郎
さ
ん
（
一
九
二
三
～
二
〇
〇
六
）
と
い

う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
が
、
こ
の
頃
に
、
ま
た
一
つ
大
き
な
転
機
が
訪
れ
ま
し
て
、
そ
れ
が
横
須
賀
線
開
通
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
の

別
荘
地
化
と
い
う
の
が
進
み
ま
す
。
そ
こ
で
、
上
流
階
級
の
人
た
ち
が
、
鎌
倉
の
海
辺
に
惹
か
れ
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て
、
お
教

室
で
あ
っ
た
り
と
か
、
い
ろ
ん
な
形
で
鎌
倉
彫
が
世
の
人
に
周
知
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
大
正
の
初
期
に
は
、
数
十
人
し
か
い
な
か
っ
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た
工
人
が
、
昭
和
の
初
期
に
は
四
百
人
く
ら
い
に
増
え
る
の
で
す
。
教
室
も
含
め
て
鎌
倉
彫
に
携
わ
る
人
を
全
国
的
に
見
る
と
五
万
人
に

も
な
っ
た
と
言
わ
れ
た
時
代
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
鎌
倉
に
は
現
在
、
若
宮
大
路
に
鎌
倉
彫
会
館
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う

い
っ
た
も
の
も
、
こ
の
流
れ
の
中
で
出
来
て
き
た
非
常
に
充
実
し
た
施
設
で
す
。

　
後
藤
彫
、
三
橋
彫
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
今
言
い
ま
し
た
、
後
藤
家
、
三
橋
家
に
し
か
な
い
、
鎌
倉
彫
の
世
界
で
、
こ
こ
に
一

体
ど
の
よ
う
な
差
が
出
て
く
る
の
か
。
作
品
を
実
際
に
見
て
み
ま
す
と
、
後
藤
彫
の
一
番
最
初
の
方
、
斎
宮
さ
ん
の
作
品
が
こ
ち
ら
。
運

久
さ
ん
の
作
品
の
連
獅
子
文
香
盆
と
呼
ば
れ
る
の
が
こ
ち
ら
。
こ
ち
ら
は
運
久
さ
ん
の
作
品
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
あ
た
り
の
作
品
、
三

つ
ほ
ど
見
て
き
て
、
一
つ
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
拡
大
す
る
と
わ
か
る
の
で
す
が
、
最
初
に
お
見
せ
し
た
倶
利
紋
の
香

合
と
比
べ
ま
す
と
、
非
常
に
表
情
が
丸
く
な
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
風
に
、
角
を
非
常
に
上
手
く
丸
く
表

現
を
し
て
、
そ
し
て
、
引
き
で
見
ま
す
と
、
文
様
を
周
り
よ
り
も
一
段
下
げ
て
、
な
だ
ら
か
に
表
情
を
付
け
て
い
く
と
い
う
装
飾
に
、
塗

り
を
少
し
古
び
た
表
情
に
し
て
い
く
、
乾
口
塗
り
と
い
う
塗
り
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
も
合
せ
て
、
装
飾
効
果
を
出
し

て
い
く
、
こ
れ
ら
が
、
後
藤
家
の
作
品
の
特
徴
で
す
。
一
方
で
、
三
橋
家
の
作
品
と
は
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ぱ
っ
と
見
で
も

だ
い
ぶ
印
象
が
違
う
な
と
い
う
の
が
分
か
る
か
と
思
う
の
で
す
が
、
二
十
六
代
の
三
橋
鎌
山
の
作
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
は
こ
ち
ら
は

鎌
山
一
人
の
手
で
作
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
図
案
・
意
匠
と
い
っ
た
も
の
を
鎌
山
が
遂
行
し
て
い
っ
た
も
の
、
そ
し
て
彫
り
途
中

で
あ
っ
た
も
の
を
息
子
の
鎌
岳
が
引
き
継
い
で
、
更
に
そ
の
息
子
の
鎌
山
の
三
代
を
か
け
て
作
っ
た
と
言
わ
れ
る
大
作
な
ん
で
す
ね
。
特

徴
を
言
葉
に
す
る
の
が
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
す
が
、
分
か
り
易
い
と
こ
ろ
で
い
う
と
、
輪
郭
線
が
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
模
様
の
一
つ
一
つ
が
縦
に
、
す
ぱ
ん
す
ぱ
ん
と
深
く
彫
り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
、
葉
っ
ぱ
の
重
な
り
を
見
て
頂
き
ま
す

と
、
も
の
す
ご
く
複
雑
に
葉
っ
ぱ
が
何
重
に
も
重
な
っ
て
い
る
「
重
ね
彫
り
」
と
呼
ば
れ
る
特
徴
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
し
て
、
塗
り

と
い
う
も
の
も
、
鎌
山
は
深
い
彫
り
を
上
手
く
塗
っ
て
い
く
技
法
を
た
く
さ
ん
開
発
し
て
い
た
り
し
て
、
こ
う
し
た
彫
り
の
技
法
と
塗
り

の
技
法
を
合
せ
て
「
三
橋
彫
」
と
い
う
風
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
あ
と
も
う
一
つ
、
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
葉
脈
を
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彫
る
時
の
表
現
で
「
薬
研
彫
り
」
と
呼
ば
れ
る
、
薬
を
崩
す
時
に
使
う
薬
研
と
い
う
古
い
道
具
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
に
、
か
な
り

尖
っ
た
彫
り
で
あ
る
薬
研
彫
り
も
一
つ
の
特
徴
と
し
て
良
い
と
思
い
ま
す
。
（
ス
ラ
イ
ド
が
変
わ
っ
て
）
そ
し
て
、
こ
ち
ら
も
鎌
岳
の
作

品
で
、
端
っ
こ
の
周
り
の
部
分
に
そ
う
い
っ
た
装
飾
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
三
橋
家
の
特
徴
的
な
彫
り
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　
そ
し
て
三
橋
鎌
岳
は
、
ど
う
い
っ
た
人
物
か
と
言
い
ま
す
と
、
一
八
七
五
年
か
ら
一
九
三
八
年
ま
で
生
き
た
方
で
、
こ
の
方
は
、
京
都

に
十
二
年
ほ
ど
移
住
し
て
い
る
期
間
が
あ
り
ま
す
。
一
九
二
三
年
か
ら
一
九
三
五
年
な
ん
で
す
が
、
そ
の
間
に
、
茶
の
湯
に
深
く
傾
倒
し

て
お
り
、
多
く
の
茶
器
を
製
作
し
て
い
て
、
鎌
倉
彫
と
い
う
も
の
に
ま
た
新
た
な
世
界
を
切
り
開
い
た
人
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
非
常
に
緻
密
な
彫
り
と
、
塗
り
の
手
法
を
た
く
さ
ん
開
発
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
人
物
で
す
。
そ
の
三
橋
鎌
岳
が
作
っ

た
獅
子
牡
丹
唐
草
の
彫
木
前
机
、
作
ら
れ
た
年
代
に
つ
い
て
は
、
実
は
は
っ
き
り
と
資
料
に
残
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
ま
だ
分
か
っ
て
い

な
い
の
で
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
方
と
お
話
を
し
て
い
る
中
で
、
恐
ら
く
（
總
持
寺
の
）
仏
殿
の
落
慶
が
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
な

り
ま
す
の
で
、
こ
の
時
期
に
合
わ
せ
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
一
つ
、
興
味
深
い
点
と
し
て
は
、
こ
ち
ら
三
橋

鎌
岳
作
で
恐
ら
く
間
違
い
は
無
い
と
思
う
の
で
す
が
、
三
橋
鎌
岳
と
い
う
名
前
が
入
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
で
は
、
ど
う
い

う
こ
と
か
と
言
う
と
、
こ
の
前
年
に
、
鎌
岳
の
父
で
あ
る
鎌
山
が
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
恐
ら
く
、
こ
の
作
品
自
体
は
、
鎌
山
が
引
き

受
け
た
仕
事
で
あ
っ
て
、
鎌
岳
が
最
終
的
に
そ
れ
を
引
き
継
い
で
収
め
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
だ
け

の
大
作
で
す
か
ら
、
一
人
で
彫
る
と
い
う
の
は
、
恐
ら
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
父
親
の
鎌
山
、
鎌
岳
、
息
子
の
鎌

山
と
、
そ
の
弟
子
と
、
大
勢
で
携
わ
っ
て
作
っ
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
前
机
を
作
る
上
で
の
、
一
つ
の
基
準
に
な
っ
て

い
る
作
例
が
、
円
覚
寺
に
収
め
ら
れ
て
い
る
前
机
で
す
。
こ
ち
ら
は
非
常
に
古
い
作
品
で
す
が
、
形
態
や
装
飾
の
効
果
が
類
似
し
て
い
ま

す
。
恐
ら
く
鎌
岳
た
ち
は
、
こ
う
い
っ
た
作
品
を
一
つ
の
模
範
と
し
て
前
机
を
作
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
細
か
く
見
て
い
き
ま
す
と
、
鏡
板

の
部
分
、
獅
子
が
踊
る
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
、
そ
こ
に
唐
草
の
複
雑
な
透
か
し
彫
り
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
下
の
部
分
に
つ
き
ま
し

て
も
、
幕
板
の
部
分
も
圧
巻
な
の
で
す
が
、
立
体
感
が
も
の
凄
い
で
す
。
三
橋
流
の
彫
り
と
い
う
の
は
、
輪
郭
が
非
常
に
き
り
っ
と
し
て
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い
る
彫
り
が
特
徴
で
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
よ
く
表
れ
て
い
る
例
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
牡
丹
の
花
も
繊
細
で
あ
り
な
が
ら
、

非
常
に
力
強
く
て
、
他
に
は
例
の
な
い
よ
う
な
透
か
し
彫
り
で
、
な
お
か
つ
、
そ
う
い
っ
た
鎌
倉
彫
の
特
徴
も
よ
く
出
て
い
ま
す
。
そ
の

意
味
で
、
他
に
は
類
例
の
無
い
、
大
事
な
作
例
に
な
る
か
な
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
足
の
作
り
方
も
、
円
覚
寺
の
前
机
の
表
現

と
非
常
に
良
く
似
て
い
て
、
牡
丹
唐
草
の
、
唐
草
の
部
分
が
最
後
延
び
て
い
っ
て
、
足
裏
の
方
に
翻
る
と
い
う
凝
っ
た
作
り
に
な
っ
て
い

ま
す
。
胡
麻
幹
決
り
な
ん
て
言
わ
れ
ま
す
が
、
縦
の
筋
も
全
部
彫
り
で
表
現
し
た
上
に
漆
を
塗
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に
手
間

が
か
か
る
の
で
す
が
、
一
つ
一
つ
の
精
度
が
も
の
す
ご
く
高
い
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
前
机
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
最
後
に
、
一
度
、
こ
の
前
机
の
修
理
に
携
わ
ら
せ
て
頂
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
話
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
修
理
と
言
い
ま
し
て

も
、
ほ
ん
と
に
部
分
修
理
で
一
部
分
だ
け
な
の
で
す
が
、
總
持
寺
名
宝
一
〇
〇
選
の
展
覧
会
の
際
に
、
わ
た
く
し
が
ち
ょ
う
ど
、
大
学
院

に
所
属
し
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
中
で
、
筆
返
し
の
部
分
が
割
れ
て
い
て
、
展
示
に
耐
え
ら
れ
な
い
か
な
と
い
う
状
態
で
し
た
。
そ
こ

で
、
修
復
の
依
頼
が
あ
り
、
大
学
院
の
方
で
先
生
の
指
導
の
も
と
、
修
理
を
行
っ
た
も
の
で
す
。
簡
単
な
修
理
で
、
展
示
に
耐
え
ら
れ

る
よ
う
に
す
る
た
め
の
、
一
部
分
の
修
理
で
し
た
の
で
、
こ
れ
で
全
て
修
理
が
完
了
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、
こ
の
当

時
、
調
査
を
さ
せ
て
頂
い
た
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
な
こ
と
だ
っ
た
か
な
と
思
い
ま
す
。
今
、
現
場
で
仕
事
を
し
て
い
る
中
で
、
い

ろ
い
ろ
な
経
験
と
知
識
を
身
に
付
け
さ
せ
て
頂
い
た
上
で
、
改
め
て
こ
の
作
品
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
時
に
、
や
は
り
、
も
の
す
ご
く
、

力
の
入
っ
た
、
後
の
時
代
に
残
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
事
な
文
化
財
か
な
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
も

の
も
合
せ
て
、
文
化
財
の
保
存
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
大
事
な
仕
事
に
繋
が
る
の
か
な
と
い
う
風
に
考
え
て
お

り
ま
す
。

　
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


