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序

日
本
の
紋
章
は
、

一
説
に
よ
る
と
約
六
千
種
に
も
及
び
、
ま
た
、
そ
の
デ
ザ
ィ
ン
の
美
し
さ
に
お
い
て
も
目
を
み
は
ら
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
世
界
に
類
を
み
な 

い
発
達
を
遂
げ
て
き
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
の
紋
章
は
、
氏
か
ら
出
た
苗
字
、
即
ち
、
家
の
名
を
表
す
目
印
と
い
う
性
格
が
強
く
、
 

「
家
紋
」
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
家
や
血
筋
に
対 

す
る
日
本
人
の
意
識
が
具
象
化
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
単
な
る
デ
ザ
ィ
ン
に
と
ど
ま
ら
ず
、
民
族
の
心
の
問
題
に
も
わ
た
る
文
化
事
象
と
い
え
ま
し
ょ
う
。 

こ
の
紋
章
を
、
衣
服
に
描
き
、
染
め
付
け
る
、
と
い
う
繊
細
な
仕
事
を
し
て
き
た
職
人
が
「
上
絵
師
」
で
あ
り
ま
す
。
公
家
文
化
を
育
く
ん
で
き
た
京
都
、
武
家
文
化 

の
中
心
で
あ〇
た
江
戸
、
上
絵
師
の
活
動
舞
台
は
こ
の
二
大
都
市
が
中
心
で
あ
り
ま
し
た
が
、

「
東
の
京
都
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
本
県
の
桐
生
に
も
上
絵
師
の
伝
統
が 

継
承
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

現
代
の
技
術
は
衣
服
に
紋
章
を
簡
単
に
染
め
付
け
る
印
刷
紋
を
可
能
に
し
ま
し
た
が
、
伝
統
工
芸
に
誇
り
を
も
ち
『
印
刷
紋
は
絶
対
に
手
が
け
な
い
』
と
い
う
心
意 

気
で
組
織
さ
れ
た
「
紋
章
上
絵
保
存
会
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
保
存
会
は
、
昭
和
五
十
年
に
国
の
「
記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
文
化
財
」
に
選
択
さ
れ
ま 

し
た
が
、
日
本
の
伝
統
技
術
を
正
し
く
継
承
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
歴
然
た
る
評
価
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
会
の
主
要
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
桐
生
市
在
住
の
小
林 

啓
祐
氏
及
び
御
子
息
の
芳
夫
氏
を
調
査
対
象
者
と
し
て
、
上
絵
師
の
仕
事
を
詳
細
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
、
調
査
結
果
を
ま
と
め
て
、
県
民
の
み 

な
さ
ま
に
広
く
紹
介
で
き
ま
す
こ
と
は
誠
に
嬉
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
本
報
告
書
が
、
文
化
財
保
護
の
資
料
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

「
日
本
の
美
」
の
一
環
を
な
す 

紋
章
に
つ
き
ま
し
て
も
御
理
解
の
一
助
に
な
れ
ば
と
念
じ
て
お
り
ま
す
。

お
わ
り
に
、
本
調
査
に
あ
た
り
快
く
御
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
小
林
家
の
皆
様
、
ま
た
、
調
査
並
び
に
報
告
書
作
成
に
御
尽
力
さ
れ
ま
し
た
調
査
員
に
対
し
心
か
ら 

謝
意
を
表
し
ま
す
。

昭
和
五
十
八
年
九
月
一
日

群
馬
県
教
育
委
員
会

教

育

長
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L
 

趣

旨

本
県
に
は
多
種
多
様
の
無
形
文
化
財
が
存
在
し
て
い
る
が
、
社
会
生
活
の 

変
化
に
よ
り
急
速
に
消
滅
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
特
に
重
要
な
も
の
で
、
緊
急
に
保
存
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
無
形
文
化
財
に
つ
い
て
、
調
査
の
う
ぇ
記
録
を
作
成
し
、
保
存
対
策 

の
基
礎
資
料
を
得
る
。

Z
 

調
査
対
象

<

手
描
き
紋
章>

生
活
の
近
代
化
に
伴
い
、
伝
統
的
な
工
芸
技
術
が
次
々
と
姿
を
消
そ
う
と 

し
て
い
る
が
、
衣
生
活
並
び
に
生
活
習
慣
の
変
化
に
よ
り
「
手
描
き
紋
章
」

の
技
術
も
曲
り
角
に
き
て
い
る
。

日
本
の
紋
章
、
す
な
わ
ち
、
家
紋
の
起
源
は
古
く
、
平
安
時
代
の
公
家
衆 

が
牛
車
や
衣
服
に
文
様
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代 

に
は
、
武
家
が
旗
指
物
の
印
と
し
て
戦
場
な
ど
で
用
い
、
家
の
印
と
し
て
固 

定
し
て
い
っ
た
。

長
期
安
定
政
権
を
維
持
し
た
江
戸
幕
府
の
も
と
で
は
、

「
家
」
の
観
念
が 

極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
ち
、
衣
服
や
調
度
等
も
制
度
化
さ
れ
、
ふ
ん
だ
ん 

に
紋
章
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
支
配
階
級
た
る
武
家
だ
け
で
な
く
、
庶 

民
の
生
活
に
ま
で
浸
透
し
、
デ
ザ
ィ
ン
的
に
も
洗
練
さ
れ
た
多
種
多
様
な
紋 

章
が
登
場
す
る
。
高
度
な
造
型
技
術
と
特
殊
な
染
色
技
法
を
保
持
す
る
紋
章 

上
絵
師
が
職
業
と
し
て
活
躍
で
き
る
時
代
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
近
時
の
印
刷
技
術
の
進
歩
に
よ
る
プ
リ
ン
ト
方
法
の
開
発
、
あ 

る
い
は
、

一
般
的
需
要
の
激
減
等
に
よ
り
、
日
本
の
美
の
一
翼
を
荷
な
っ
て 

き
た
上
絵
師
の
技
術
の
継
承
が
危
ぶ
ま
れ
る
情
勢
に
な
っ
て
い
る
。

〇- 

調
査
主
体
者 
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4
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成



I

は

じ

め

に

一
、
紋
章
の
歴
史

日
本
の
よ
う
に
多
様
な
家
紋
が
発
達
し
た
国
は
他
に
は
な
い
。
欧
米
に
も
紋
章
は
あ
る
が
一
部
上
層
階
級
に
限
ら
れ
紋
様
も
単
純
な
も
の
が
多
い
。

一
つ
の
植
物
か 

ら
図
案
化
さ
れ
た
紋
様
が
二
つ
抱
合
わ
さ
れ
、
三
つ
組
合
さ
れ
、
ま
た
植
物
を
上
か
ら
見
た
り
、
側
面
か
ら
見
た
り
、
は
た
ま
た
抽
象
化
さ
れ
る
等
、
変
転
万
化
に
多 

彩
な
日
本
の
家
紋
を
観
て
い
る
と
、
そ
こ
に
一
つ
の
文
化
の
歴
史
を
強
く
感
ず
る
。

家
紋
は
氏
か
ら
出
た
苗
字
す
な
わ
ち
家
の
名
を
あ
ら
わ
す
目
印
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
が
、
実
際
は
苗
字
と
家
紋
が
一
致
し
な
い
場
合
も
多W

。 

家
紋
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
山
鹿
素
行
の
説
、
伊
勢
貞
丈
の
説
な
ど
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
旗
や
陣
幕
に
家
の
目
印
と
し
て
用
い
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
 

現
在
は
、
公
家
に
お
い
て
家
紋
が
発
生
し
、
次
い
で
武
家
で
全
く
別
系
統
の
も
の
と
し
て
起
〇
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

公
家
の
家
紋
の
起
源
は
、
平
安
時
代
中
期
、
牛
車
や
衣
服
の
文
様
な
ど
か
ら
転
じ
た
こ
と
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

車
の
文
様
が
家
紋
に
転
化
し
た
例
は
、
鎌
倉
時
代
初
期(

十
二
世
紀
末)

の
近
衛
家.

花
山
院
家•

徳
大
寺
家
な
ど
の
牛
旱
の
文
様
が
、
後
に
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
家
の 

紋
章
に
な
っ
て
い
る
な
ど
、
そ
の
例
は
多
い
。

衣
服
の
文
様
か
ら
転
じ
て
家
紋
と
な
る
例
を
あ
げ
れ
ば
、
そ
の
家
の
好
み
と
し
て
龍
勝
襻
と
い
う
文
様
を
用
い
て
い
た
久
我
家
は
、
後
に
そ
れ
を
家
紋
と
し
た
如
き 

で
あ
る
。

武
家
紋
の
起
源
は
、
鎌
倉
時
代
初
期
、
旗
お
よ
び
幕
の
印
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

平
安
時
代
末
期
に
は
、
源
氏
は
白
旗
、
平
氏
は
赤
旗
を
用
い
、
武
家
の
棟
梁
は
末
だ
紋
章
を
使
用
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
旗
下
に
属
し
て
い
た
諸
国
の
武 

士
の
中
に
は
、
既
に
自
家
の
目
印
と
し
て
、
旗
に
紋
章
を
つ
け
る
も
の
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
武
蔵
の
児
玉
党
が
団
扇
の
紋
を
つ
け
、
そ
れ
が
後
世
に
い
た
り
家
紋
に 

転
じ
た
ご
と
き
で
あ
る
。

幕
の
紋
力
ら
家
紋
に
転
じ
た
も
の
に
、
新
田
氏
の
大
中
黒
、
足
利
氏
の
二
引
両
お
よ
び
三
浦
氏
の
三
引
両
な
ど
が
あ
る
。

公
家
の
家
紋
は
武
家
の
家
紋
に
比
し
て
、
早
く
開
け
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
発
達
は
、
か
え
っ
て
武
家
に
比
べ
て
お
く
れ
た
の
で
あ
る
。
特
に
南
北
朝
時
代(

一
三 

三
五
丨
九
二)

以
後
で
は
、
公
家
の
牛
車
も
衰
微
し
た
の
で
、
公
家
の
家
紋
も
ま
た
そ
の
記
録
が
絶
た
れ
た
。
こ
れ
に
反
し
、
武
家
の
家
紋
は
、
旗
お
よ
び
幕
に
益
 々

使
用
さ
れ
て
来
、
鎌
倉
時
代
の
承
久
の
乱(

ー
ニ
ー
ニ)

頃
に
な
る
と
、
家
紋
を
付
け
た
旗
が
大
い
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
当
時
家
紋
を
使
っ
た
の
は
鎌
倉
武 

士
ば
か
り
で
な
く
、
西
国
の
武
士
も
大
い
に
用
い
た
こ
と
は
、

『
蒙
古
襲
来
絵
巻
』
に
見
ら
れ
る
九
州
の
豪
族
達
の
旗
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
元
弘.

建
武 

(

一
三
ー
ー
ニ
〜
三
五)

の
頃
よ
り
南
北
朝
の
頃
に
な
る
と
、
天
下
の
諸
豪
族
は
、

一
般
に
家
紋
を
用
い
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、

『
太
平
記
』
に
は
、
敵
味
方
の
軍
事



的
行
動
を
記
す
の
に
、
そ
の
氏
名
を
あ
げ
な
い
で
、
家
紋
で
そ
れ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

南
北
朝
の
中
頃
に
な
る
と
、
家
紋
は
軍
事
上
益
々
必
要
な
も
の
と
な〇
た
の
で
、
戦
記
類
、
例
え
ば
、

『
文
正
記
』
•

『
大
塔
軍
記
』
.

『
鎌
倉
大
草
紙
』
•

『
羽 

継
原
合
戦
記
』
な
ど
に
は
、
将
士
の
家
紋
を
記
す
こ
と
を
怠
ら
な
い
。

そ
の
後
、
室
町
時
代(

一
三
九
三
丨
一
五
七
五)

の
末
期
に
到
る
と
、
最
初
の
家
紋
に
関
す
る
本
が
出
版
さ
れ
る
よ
ぅ
に
な
る
。
こ
の
書
が
、

『
見
聞
諸
家
紋
』

で
、
 

最
近
の
研
勉
に
よ
れ
ば
、
応
仁
末
年(

一
四
六
八)

頃
か
ら
文
明
二
年(

一
四
七
〇)

ま
で
の
間
の
成
立
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
応

仁.

文
明
の
乱
の
際
将
軍
義 

政
を
奉
じ
東
軍
に
参
ぜ
ん
が
た
め
各
国
か
ら
上
洛
し
た
諸
家
の
旗.

陣
幕
を
見
聞
し
、
そ
れ
に
幕
府
方
諸
家
の
家
紋
を
加
え
て
集
録
さ
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。

『
見 

聞
諸
家
紋
』
に
は
図
案
化
さ
れ
る
以
前
の
武
家
紋
が
描
か
れ
、
不
整
形
な
紋
の
姿
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

戦
国
時
代(

一
四
七
七
丨
一
五
七
五)

に
至
り
、
地
方
に
於
け
る
諸
家
の
紋
章
を
知
る
こ
と
が
、
主
将
と
し
て
、
そ
の
統
率
上
必
要
な
も
の
と
な
る
。
永
禄
四
年 

(

一
五
六
一)

上
杉
謙
信
の
蒐
録
せ
し
め
た
『
関
東
幕
注
文
』

の
如
き
も
の
が
そ
れ
で
、
上

野•

下
野
を
中
心
と
し
て
、
武

蔵•

安

房.

上

總•

下.
總
•

常
陸
に
及
び
、
 

二
五
一
家
の
紋
章
を
収
め
て
あ
る
。

こ
れ
よ
り
先
、
応

仁(

元
年
が
一
四
六
七)

頃
か
ら
、
旗
の
他
に
幟
を
用
い
る
こ
と
が
始
ま
り
、
永
禄•

元

亀(

元
年
が
一
五
七
〇)

の
頃
か
ら
、
更
に
馬
標•

綾 

櫻
.

指
物•

柄

弦•

幌
等
に
し
ば
し
ば
家
紋
を
用
い
る
よ
ぅ
に
な
っ
た
の
で
、
家
紋
の
用
途
は
、
そ
の
範
囲
を
広
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

_ 

徳
川
時
代
に
な
る
と
、
兵
火
が
収
ま
っ
た
の
で
、
旗

幟•

馬
標
な
ど
は
、
そ
の
必
要
が
な
く
な
り
、
紋
章
の
用
途
も
、
主
と
し
て
威
儀
を
正
す
た
め
に
用
い
ら
れ
る 

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
殊
に
参
勤
交
替
の
制
が
定
ま
っ
て
か
ら
、
諸
大
名
が
江
戸
に
往
来
す
る
と
き
や
登
城
の
節
に
、
そ
の
苗
字
を
表
わ
す
必
要
か
ら
、
そ
の
服 

装
に
は
必
ず
家
紋
を
つ
け
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
大

名•

旗
本
の
家
紋
を
知
る
こ
と
は
、
公
務
上
に
も
、
社
交
上
に
も
最
も
必
要
と
な
っ
た
の
で
、

「
紋
盡
し
」
、

「
屋
敷
附
」
な
ど
が
、
寛
永
の
中
頃(

一
 

六
三
〇
年
代)

か
ら
寛
文(

一
六
六
ー
ー
七
二)

に
か
け
て
出
版
さ
れ
、,

や

が

て

「
武
鑑
」
と
し
て
体
裁
を
整
え
、
家
紋
が
完
成•

固
定
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
武
鑑 

は
諸
大
名
や
幕
吏
の
氏
名.

紋

所•

所
領
等
を
記
載
し
た
も
の
で
年
毎
に
刊
行
せ
ら
れ
、
明
治
初
年
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

服
飾
に
つ
い
て
は
、
南
北
朝
時
代
か
ら
、
武
家
が
家
紋
を
つ
け
た
衣
服
を
礼
服
と
定
め
た
。
そ
の
後
戦
国
時
代
よ
り
素
襖•

肩
衣
を
礼
服
と
し
て
用
い
、
必
ず
家
紋 

を
据
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
徳
川
時
代
に
至
り
諸
大
名•

旗
本
は
通
常
礼
服
と
し
て
特
を
用
い
、
位
置
を
定
め
て
家
紋
を
づ
け
た
の
で
、
紋
章
の
形
は
、
対
称
的
な
も 

の
と
な
り
、
丸
を
付
け
る
こ
と
も
行
な
わ
れ
る
事
と
な
っ
て
、
紋
章
は
一
段
の
進
歩
を
と
げ
た
の
で
あ
る
。

元

和(

元
年
一
六
一
五)

以
後
、
太
平
の
続
く
に
つ
れ
、
奢
侈
の
風
行
わ
れ
て
、

衣
服
は
華
美
を
尽
し
、
こ
の
頃
か
ら
家
紋
も
装
飾
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
を
生
じ 

た
〇



以
上
は
大
名.

旗
本
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
庶
民
の
間
で
も
武
家
の
風 

儀
を
ま
ね
て
、
衣
服
に
紋
を
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
屋
号
や
商
標
と
し 

て
の
印
は
暖
簾
な
ど
に
染
抜
か
れ
て
軒
先
に
飾
っ
て
い
た
。
武
家
紋
の
他 

に
芝
居
役
者
の
紋
な
ど
の
影
響
け
、好
み
の
紋
を
つ
け
る
よ
う
に
な
る
。 

享
楽
気
分
や
駄
酒
落
の
要
素
を
多
分
に
持
っ
た
加
賀
紋•

伊
達
紋•

鹿
子 

紋
•.
縫
紋•

比
翼
紋
な
ど
を
用
い
る
者
が
出
た
の
も
元
和
年
間
以
後
で
あ 

る
〇明

治
維
新
で
平
民
に
苗
字
が
許
さ
れ
て
、
家
紋
も
さ
ら
に
普
及
し
、
ど 

の
家
で
も
紋
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
関
東
紋
と
関
西
紋

公
家
紋
の
発
祥
の
地
、
京
都
を
中
心
と
す
る
関
西
紋
と
武
家
紋
の
中
心 

地
、
江
戸
を
中
心
と
す
る
関
東
紋
と
で
は
、
大
正
末
期
ま
で
そ
の
違
い
が 

は
っ
き
り
し
て
い
た
と
い
う
。
紋
章
上
絵
保
存
会
長
関□

竹
夫
氏
に
よ
れ 

ば
、
公
家
紋
の
系
統
を
引
く
京
都
紋
は
紋
の
細
部
を
繊
細
に
仕
上
げ
た
の 

に
対
し
て
、
東
京
紋
は
太
く
は
っ
き
り
澄
ん
だ
線
の
も
の
が
多
か
っ
た
と 

の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
関
東
紋
と
関
西
紋
の
相
違
を
強
調
し
た
も
の
に
、
東
京
の
上
絵
師 

達
の
編
纂
に
よ
る
昭
和
十
一
年
発
行
の
『
江
戸
紋
章
集
』
が
あ
る
。
そ
の 

書
に
よ
れ
ば
、
関
東
紋
も
関
西
紋
も
形
や
様
式
は
ほ
ぼ
類
似
し
一
見
大
差 

な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
細
部
を
見
れ
ば
、
相
違
せ
る
も
の
が
少
な
く
な
い 

と
い
う
。
相
違
点
は
、,
第
一
に
紋
の
分
割
法
、
第
二
に
紋
の
細
部
、
例
え 

ば
植
物
紋
で
は
葉
脈
な
ど
の
「
小
シ
ベ
」
、
第
三
に
紋
名
が
同
一
で
紋
の 

相
違
せ
る
も
の
、
第
四
に
同
じ
紋
で
名
称
を
異
に
す
る
も
の
等
が
あ
げ
ら

関西紋 関東紋関西紋 関東紋

図-1関東紋と関西紋、小シベの相違

右が関東紋、左が関西紋

「江戸紋章集」所蔵

&小シべとは、模様のなかの細い 

線描きのことを云う。



れ
る
と
い
ぅ
。

第
一
の
分
割
法
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
製
作
工
程
で
触
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
し
、
第
二
、
第
三
に
つ
い
て
具
体
例
を
あ
げ
る
。

「
小
シ
ベ
」
の
違
い
と
い
ぅ
点
で
み
る
と
、
例
え
ば
、

「
鶴
の
丸
」
、

「
丸
に
橘
」
、

「
丸
に
上
羽
蝶
」
、

「
丸
に
根
笹
」
お
よ
び
「
丸
に
抱
茗
荷
」
な
ど
に
み
る 

こ
と
が
で
き
る(

図1
)

。

い
ず
れ
も
関
東
紋
の
方
が
形
が
同
じ
で
も
、

「
小
シ
ベ
」
が
細
か
い
。

次
に
紋
名
が
同
じ
で
紋
の
相
違
せ
る
も
の
は
、
例
え
ば
、

「
稲
の
丸
」
、

「
横
見
花
菱
」
お
よ
び
「
花
角
」
な
ど
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
じ
紋
で
名
称
の
異
な
る
も
の
は
数
多
く
み
ら
れ
、

「
瓜
に
唐
花
」
(

関
東)

と

「
五
瓜
」
(

関
西)

、

「
四
方
花
菱
」
(

関
東)

と

「
花
角
」
(

関
西)

な
ど
で 

あ
る
。

表一1花菱紋における名称の違Vヽ

関東紋名 関西紋名

三ッ割花角 三ッ割花菱

横見花菱 葉付横見花菱

-------- 横見花菱

四方鈕花菱 鈕花角

四方花菱 花角

丸二四方花菱 丸花角

太陰四方花菱 太陰花角

花角 尖り花角

五ッ花菱車 五ッ1ジ花菱

三ッ寄花菱 三角形三ッ花菱

石持二花菱 石持地抜花菱

変り花菱 む久み花菱

柳沢四ッ花菱 四ッ花菱

三ッ寄花菱 三ッ寄うてな花菱

六角三ッ花菱 三ッ花菱

細輪に覗き花菱 糸輪に覗き花菱

割花菱 割向ひ花菱

菱輪花菱 太菱に花菱

表1

は
花
菱
紋
に
つ
い
て
の
名
称
の
違
い
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
な

お

『
江
戸
紋
章
集
』

の
比
較
の
た
め
に
参
考
に
し
た
関
西
紋
名
は
『
平
安
紋
鑑
』
に
よ 

っ
た
〇

ま
た
、
関
東
で
は
女
紋
に
は
丸
付
き
の
も
の
が
多
く
、
関
西
で
は
多
く
は
丸
円
の
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
生
地
も
関
東
は
羽
二
重
が
多
く
、
関
西
で
は
一
越
が
多 

く
用
い
ら
れ
る
な
ど
の
習
慣
も
あ
る
。



三
、
紋
章
上
絵
師
の
起
源
に
つ
い
て

紋
章
上
絵
と
は
、
紋
付
の
紋
を
手
描
き
す
る
技
能
で
あ
る
。
紋
章
上
絵
師
は
、
そ
の
上
絵
を
描
く
技
能
者
の
こ
と
を
い
い
、
通
上
、
上
絵
師
と
云
わ
れ
、
東
京•

京 

都
を
中
心
に
全
国
的
に
分
布
し
て
い
る
。

戦
前
ま
で
は
、
京
都
で
は
「
上
絵
屋.
」
、
東
京
は
「
上
絵
師
」
と
そ
の
呼
び
方
を
異
に
し
以
。
と
き
に
は
「
紋
屋
」
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
紋
屋
と
は
本
来
紋
職
業
の 

分
業
の
一
つ
を
指
す
言
葉
な
の
で
正
し
い
呼
名
で
は
な
い
。

従
来
、
紋
章
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
文
献
に
紹
介
さ
れ
て
来
て
い
る
が
、
そ
の
生
産
者
で
あ
る
上
絵
師
の
歴
史
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
を
知
ら
な
い
。
紋 

章
と
上
絵
の
歴
史
は
勿
論
関
連
が
深
い
が
、
紋
章
は
衣
服
に
限
ら
ず
旗•

牛

車•

調
度
品•

建
築
物
な
ど
広
く
使
用
さ
れ
て
来
た
わ
け
で
、
着
物
の
紋
付
き
の
家
紋
に 

限
定
さ
れ
た
上
絵
の
歴
史
と
は
当
然
異
な
る
わ
け
で
あ
る
。

上
絵
と
い
う
語
は
、
も
と
も
と
下
絵
の
対
照
語
で
染
物
の
上
に
絵
具
で
彩
色
し
て
絵
模
様
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
た
も
の
で
、
紋
付
染
の
紋
所
を
描
く
紋
章 

上
絵
は
そ
の
模
様
彩
色
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

慶
長
の
関
ヶ
原
役(

一
六
〇
〇)

以
前
の
成
立
と
さ
れ
る
『
室
町
殿
日
記
』

の

「
長
慶
内
方
入
用
之
事
」
と
い
う
題
目
で
、
織
物
お
ょ
び
婦
人
の
道
具
類
の
注
文
書 

が
出
て
い
る
。
そ
の
中
に
紋
章
上
絵
登
場
以
前
の
模
様
彩
色
と
し
て
の
「
上
絵
」
が
出
て
来
る
。

「
一
、
に
た
山
つ
む
き
の
両
め
ん
の
小
袖 

あ
を
染
。
紋
は
い
ろ
く
草
つ
く
し
。
上
絵
い
か
に
も
し
ほ
ら
し
く
ね
ん
を
入
ら
れ
〔
候

〕
て
。 

一
つ 

」 

右
の
文
は
そ
の
注
文
書
の
一
部
で
、
文
中
、

「
に
た
山
つ
む
き
」
は
仁
田
山
紬
で
あ
っ
て
、
現
在
の
桐
生
市
川
内
町
の
仁
田
山
産
の
紬
に
対
す
る
三
好
長
慶
の
北
の 

方
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
永
禄
九
年(

一
五
六
六)

の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
草
つ
く
し
の
紋
模
様
の
小
袖I
特
に
模
様
の
上
絵
は
控
ぇ
目
な
も
の
で
念
入
り
に
作
っ
て 

ほ
し
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

さ
て 

上
絵
か
ら
紋
章
上
絵
が
生
ま
れ
た
と
し
て
、
そ
れ
を
描
く
紋
章
上
絵
師
が
専
業
化
す
る
の
は
い
つ
頃
で
あ
ろ
う
か
。
前
節
で
述
べ
た
服
飾
の
変
遷
か
ら
、
祎 

が
礼
服
と
さ
れ
家
紋
を
つ
け
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
る
徳
川
時
代
に
至
っ
て
か
ら
と
、
こ
こ
で
は
一
応
考
ぇ
て
お
き
た
い
。
こ
の
時
代
以
後
、
家
紋
が
大
い
に
整
備
さ
れ 

完
成
を
み
る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
染
色
書•

文
芸
物•

風
俗
書•

絵
図
な
ど
か
ら
上
絵
師
登
場
の
時
期
を
追
求
し
て
い
き
た
い
。

紋
章
上
絵
を
染
色
の•
立
場
で
み
る
と
、
黒
紋
付
染
が
有
名
で
あ
る
。
文
献
的
に
は
江
戸
時
代
最
古
の
染
物
単
行
本
で
あ
る
寛
文
六
年(

一
六
六
六)

京
都
で
発
刊
さ 

れ

た

『
紺
屋
茶
染□

伝
書
』

の
頃
か
ら
は
じ
ま
る
。
こ
の
書
は
、
作
者
不
詳
、
上
下
二
卷
本
で
、
全
巻
を
通
し
て
染
色
法
が
記
さ
れ
て
い
る
。
下
巻
第
二
に
紋
付
染
を 

う
か
が
わ
せ
る
次
の
文
が
出
て
い
る
。



「

第
二
も
ん
所
の
り
の
さ
し
か
げ
ん

可
に
て
も
こ
く
も
ち
の
た
ぐ
ひ
に
は
、
ひ
め
の
り
に
こ
の
り
を
少
く
わ
へ
、
う
ら
よ
り
さ
し
て
お
も
て
へ
く
ゞ
る
の
り

(9)

を
そ
と
は
け
に
て
な
で
を
き
申
候
。 

」

紋
付
染
を
な
す
に
は
、
紋
を
描
く
部
分
即
ち
紋
所
に
糊
を
置
い
て
染
め
て
、
そ
の
部
分
が
糊
の
た
め
染
ま
ら
ず
、
丸
く
白 

抜
き
と
な
り
、
そ
こ
に
紋
を
描
く
の
で
あ
る
。
右
の
文
章
は
、
防
染
の
た
め
紋
所
に
置
く
糊
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ 

る
。
文

中

「
こ
く
も
ち
」
は
石
持
と
も
書
き
、
紋
の
と
こ
ろ
だ
け
白
く
丸
く
染
め
ず
に
お
い
た
紋
所
の
こ
と
で
あ
る
。

「
ひ 

め
の
り
」
は
、
姫
糊
で
、
米
よ
り
つ
く
c>
た
糊
の
こ
と
で
あ
る
。

⑽

ま
た
、
寛
文
五
年(

一
六
六
五)

刊
行
、
浅
井
了
意(

一
六
九
一
没)

著
の
京
都
の
地
誌
、

『
京
雀
』

の
挿
絵(

図
丨2
)
 

に
上
絵
を
描
い
て
い
る
様
子
が
載
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
「
け
ん
ほ
う
屋
」
と
あ
り
、
絵
に
描
か
れ
て
い
る
の
れ
ん
の
左
右
に 

「
文
付
」
、

「
け
ん
ほ
う
」
と
書
か
れ
て
い
る
。•

「
け
ん
ほ
う
」
と
は
憲
房
染(

憲
法
染
と
も
書
く)

ま
た
は
吉
岡
染
と
も 

呼
ば
れ
る
小
紋
染
の
一
種
で
、
明

暦
(

一
六
五
五
丨
五
七)

頃
よ
り
剣
士
吉
岡
憲
房
が
京
都
西
洞
院
に
て
は
じ
め
た
の
で
、
 

こ
の
名
が
つ
い
た
と
い
う
。
こ
の
染
法
は
、
防
染
糊
で
小
紋
を
染
め
出
す
も
の
で
、
紋
付
染
と
共
通
の
部
分
が
多
い
。
こ
の 

-

こ
と
か
ら
、

「
け
ん
ぽ
う
屋
」
と
い
う
染
屋
で
、
小
紋
染
や
紋
付
染
を
な
し
、
同
時
に
そ
の
染
屋
で
紋
章
上
絵
も
描
い
て
い 

た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
『
京
雀
』

の
挿
絵
か
ら
教
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
黒
紋
付
染
の
確
立
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
十
七
世
紀
初
頭
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
 

挿
絵
に
登
場
す
る
上
絵
を
描
い
て
い
る
職
人
は
、
染
屋
の
職
人
で
上
絵
師
と
し
て
専
業
化
す
る
前
の
状
態
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
興
味
深
い
。
所
謂
上
絵
師
と 

し
て
そ
の
存
在
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
の
は
寛
文
年
間
以
降
で
あ
ろ
う
。

文
芸
書
の
な
か
に
「
上
絵
」
、

「
上
絵
師
」

「
上
絵
屋
」
お
よ
び
「
上
絵
描
」
な
ど
上
絵
師
と
関
連
す
る
語
の
出
所
に
つ
い
て
、
次
に
調
べ
て
み
た
。

元
禄
九
年(

一
六
九
六)

刊
の
井
原
西
鶴
作
『
萬
の
文
古
』
に
次
の
文
が
あ
る
])0

「
奈
良
さ
ら
し
の
浅
黄
か
た
び
ら
二
三
度
も
水
に
入
れ
紋
所
の
上
絵
は
げ
た
る
に 

」

右
の
文
で
、

「
か
た
び
ら
」
と
い
う
の
は
、
帷
衣
と
書
き
、
徳
川
中
期
よ
り
士
庶
民
の
夏
季
衣
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
単
衣
も
の
で
、
盛
夏
用
の
礼
服
に
用
い
ら
れ 

た
麻
布
で
あ
る
。
有
名
な
奈
良
晒
で
加
工
し
て
つ
く
っ
た
浅
黄
色
の
文
付
き
帷
衣
が
二
三
度
洗
っ
た
ら
紋
が
は
げ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
こ
こ
で
の
上
絵
は
恐 

ら
く
切
付
紋
と
い
う
張
り
つ
け
紋
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

下
っ
て
、
宝
永
二
年(

一
七
〇
五)

初
演
の
近
松
門
左
衛
門
作
、
浄

瑠
璃
『
用
明
天
皇
職
人
鑑
』
に
、

図-2 「京雀」より



「
も
み
ぢ
葉
も
晴
雨
の
雲
に
染
物
や
う
は
灸
や
ぬ
ひ
物
屋 

」

と
い
う
の
が
あ
る
。
右
の
文
で
「
う
は
忌
や
」
は

「
上
絵
屋
」
で
京
都
の
上
絵
師
の
こ
と
で
あ
る
。

「
ぬ
い
物
屋
」
は
刺
繡
屋
の
こ
と
で
、
上
絵
師
と
刺
繡
屋
は
組
ん 

で
仕
事
を
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
染
屋
か
ら
上
絵
屋
が
独
立
し
て
い
る
状
態
を
示
し
て
い
る
文
と
し
て
興
味
深
い
。

享
保
十
七
年(

一
七
三
二)

に
至
る
と
、
苔
翁
作
の
雑
俳
『
裏
若
葉
』
に
次
の
俳
句
が
載
っ
て
い
る
。

「
上
絵
師
の
花
に
桜
の
貴
妃
桜 

」

ま
た
、
呉
陵
軒
可
有
等
編
、
明
和
二
年(

一
七
六
五)

刊
行
の
雑
俳
『
柳
多
留
』
に
は
、
上
絵
師
の
仕
事
を
う
か
が
わ
せ
る
次
の
句
が
載
っ
て
い
る
。

「
上
は
絵
書
き
陰
日
向
あ
る
仕
事
也 

」

「
上
は
絵»

き
」
は
上
絵
師
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
句
で
陰
日
向
は
家
紋
に
陰
紋
、
陽
紋
と
い
う
種
類
が
あ
る
の
で
、
仕
事
の
内
容
と
同
時
に
こ
の
紋
の
種
類 

も
重
ね
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
文
芸
書
か
ら
み
れ
ば
、
宝
永
〜
享
保
年
間
に
は
す
で
に
上
絵
師
が
登
場
し
て
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

次
に
、
風
俗
関
係
の
書
か
ら
上
絵
師
の
存
在
を
み
て
み
る
。

形
彫
り
職
人
に
つ
い
て
、
元
禄
三
年(

一
六
九
〇)

刊
、
作
者
不
詳
の
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
中
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

44

「
形
彫
一
切
染
物
の
文
紋
、
紋
所
こ
れ
を
ほ
り 

染
物
や
紺
揆
等
こ
れ
を
も
と
む
所
々
に
住
す
。

」

右
の
文
で
、

「
形
彫
」
と
は
形
彫
り
職
人
と
い
う
こ
と
で
、
模
様
染
め
の
形
紙
、
上
絵
の
形
紙(

紋
形)

を
彫
っ
て
染
物
屋•

紺
屋
に
売
る
専
業
者
で
あ
る
。 

こ
の
文
で
形
彫
職
人
が
紋
形
を
上
絵
師
に
売
り
渡
す
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
な
い
。
こ
の
書
出
版
の
元
禄
頃
に
は
、
い
ま
だ
上
絵
師
は
染
屋
か
ら
独
立
し
て
い
な
い
の 

で
あ
ろ
う
か
。

京
都
の
人
と
思
わ
れ
る
三
宅
也
来
作
、
享
保
十
七
年(

一
七
三
二)

頃

の

『
萬
金
産
業
袋
』
と
い
う
消
費
者
用
の
商
品
知
識
を
教
え
た
書
の
「
後
編
続
編
之
略
目
録
」 

の
一
部
を
記
す
と
、

一
、
し
っ
か
い
屋
商
売
の
り
置
小
色
ざ
し

一
、
茶
そ
め
屋
の
一
通
り

一
、
こ
ん
屋
染
の一

通
り

一
、
よ
ろ
つ
形
ほ
り
屋
も
ん
が
た
小
文
が
た

一
、
ぬ
い
は
く
屋 

も
ん
所 

も
よ
う



右
の
文
は
同
書
の
終
り
に
後
編
の
予
告
と
し
て
そ
の
目
次
を
記
し
た
も
の
の
一
部
で
あ
る
。
(

後
編
は
出
版
さ
れ
て
な
い)

。

「
し
っ
か
い
屋
」
は
京
都
独
特
の
仕 

事
で
、
模
様
染
物
の
註
文
を
受
け
て
下
職
に
調
製
さ
せ
る
店
を
云
う
。
右
の
目
次
で
上
絵
師
の
仕
事
と
関
連
す
る
の
は
「
茶
そ
め
屋
」
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
上
絵
師 

は
専
業
化
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

い
ま
ま
で
引
用
し
て
来
た
文
芸
書
と
風
俗
書
の
内
容
か
ら
上
絵
師
の
専
業
化
す
る
時
期
を
推
定
し
て
み
た
い
。

『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
、

『
萬
金
産
業
袋
』

の
風
俗
資 

料
か
ら
は
、
元
禄
〜
享
保
年
間(

一
六
八
八
丨
一
七
三
四)

に
仕
事
の
内
容
と
し
て
、
染
屋
に
従
属
し
た
形
で
上
絵
の
仕
事
が
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
が
、
独
立
し
た
上 

絵
師
は
出
て
来
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
文
芸
物
か
ら
は
、
宝
永
〜
享
保
年
間
に
す
で
に
上
絵
屋
、
上
絵
師
と
し
て
登
場
し
て
来
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
ど
う
解
釈
し
た
ら 

よ
い
だ
ろ
う
か
。
文
芸
物
に
そ
の
職
業
が
登
場
し
て
来
る
と
い
う
事
は
、
庶
民
の
間
に
そ
の
存
在
が
一
般
化
し
た
状
態
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
上
記
の 

風
俗
書
は
、
仕
事
の
内
容
を
中
心
に
職
業
を
と
り
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
風
俗
書
の
方
は
、
上
絵
の
仕
事
は
染
屋
で
も
、
専
業
化
し
た
上 

絵
師
で
も
や
る
状
態
に
あ
っ
て
、
従
来
か
ら
や
っ
て
来
た
染
屋
の
方
を
選
び
、
あ
え
て
上
絵
師
と
書
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
元
禄
〜
享
保
年 

間
は
上
絵
師
が
専
業
化
し
て
来
て
庶
民
に
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
は
じ
め
た
時
期
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
元
禄
〜
享
保
年
間
を
も
っ
て
上
絵 

師
登
場
の
時
期
と
し
て
お
き
た
い
。
 

換
言
す
れ
ば
、
江
戸
時
代
の
前
期
ま
で
に
家
紋
が
完
成
し
固
定
し
て
来
る
。
そ
し
て
中
期
に
至
る
と
紋
付
羽
織
が
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
11 

需
要
が
急
速
に
拡
大
し
、
上
絵
師
も
次
第
に
専
業
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

前
述
の
『
萬
金
産
業
袋
』
に
は
、
男
物
の
着
物
の
布
に
は
家
紋
を
つ
け
る
部
分
を
丸
く
白
く
抜
い
た
石
持
付
の
も
の
が
売
り
出
さ
れ
、
ま
た
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
家 

紋
に
つ
い
て
は
、
既
製
品
の
紋
付
が
四
十
二
種
も
売
り
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
み
え
て
い
る
。

更
に
寛
政
八
年(

一
七
九
六)

刊
の
柳
沢
淇
園
作
『
雲
萍
雑
誌
』
に
よ
れ
ば
、
農
民
や
町
民
ま
で
家
紋
を
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 

「
予
が
い
と
け
な
き
時
ま
で
は
……

旗
に
紋
を
染
め
、
幕
に
紋
を
つ
く
る
は
誰
某
と
知
ら
す
る
た
め
な
り
、
農
夫
、
商
賈
な
ど
に
は
、
紋
は
な
き
は
づ
な
り
、
羽
織 

と
い
ふ
も
の
は
、
道
眼
に
て
禮
眼
に
あ
ら
ず
、
こ
れ
に
紋
を
つ
く
る
こ
と
、

い
よ̂

-

い
は
れ
な
し
と
思
ひ
ぬ
、
世
の
中
の
移
り
行
く
あ
り
さ
ま
、
多
く
は
み
な 

か
く
の
如
し 

」

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
中
期
か
ら
後
期
へ
と
、
家
紋
を
つ
け
る
こ
と
が
、
武
士
の
み
な
ら
ず
庶
民
の
間
に
も
大
い
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
家
紋
の
需
要
益 

々
盛
ん
と
な
り
上
絵
師
は
専
業
者
と
し
て
の
地
位
を
高
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
文
政
十
一
年(

一
八
二
八)

刊
の
葛
飾
北
斎
画
『
絵
本
庭
訓
往
来
』
に
至
る
と
、
上
絵
師
の
仕
事
ぶ
り
が
秀
れ
た
浮
世
絵
に
よ
っ
て
み
ご
と
に
描
か
れ
て 

い

る(

図3
)

。
上
絵
描
き
に
使
用
さ
れ
て
い
る
道
具
類
は
、
現
代
の
も
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
紋
の
と
こ
ろ
を
白
く
丸
く
染
め
ず
に
残
こ
し
た
石
持
に
「
分



廻
し
」
で
外
輪
の
線
を
描
き
出
す
。

「
分
廻
し
」
は
竹
で
作
っ
て
あ
っ 

て
、

一
方
に
筆
を
取
り
付
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
点
も
現
代
の
も
の 

と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
絵
図
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
は
大
き
め
で
あ
る
。
 

「
物
さ
し
」
も
現
代
の
も
の
と
同
じ
で
、
溝
が
堀
っ
て
あ
っ
て
、
直
線 

を
引
く
の
に
便
利
な
よ
う
に
出
来
て
い
る
。

一
諸
に
描
か
れ
て
い
る 

「
ぬ
い
は
く
師
」
は
刺
繡
職
人
の
こ
と
で
、
上
絵
師
と
組
ん
で
仕
事
を 

し
た
こ
と
が
こ
の
図
か
ら
も
わ
か
る
。

「
分
廻
し
」
は
一
種
の
コ
ン
パ
ス
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
 

紋
を
正
確
に
ゆ
が
み
の
な
い
も
の
と
し
て
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ 

の
分
廻
し
は
、

い
つ
頃
か
ら
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ 

う
か
。

鍬
形
蕙
斎
画
『
近
世
職
人
尽
絵
詞
』
と
い
う
絵
巻
物
に
下
絵
の
紋
を 

分
廻
し
で
描
い
て
い
る
職
人
の
図
が
あ
る
。
こ
れ
も
片
側
で
、
刺
繡
職 

人
が
仕
事
を
し
て
い
る
。
た
だ
上
述
の
北
斎
の
図
と
異
な
る
点
は
、
北 

斎
の
も
の
が
着
尺
物
に
直
接
紋
を
描
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
図 

は
紋
形
を
描
い
て
い
る
点
が
異
な
る
。
こ
の
絵
巻
の
製
作
年
代
は
不
明 

で
あ
る
が
、
恐
ら
く
寛
政
六
年
〜
文
政
七
年(

一
七
九
四
丨
一
八
二
四) 

に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
先
に
触
れ
た
寛
文
五
年
の
『
京
雀
』

の 

図
か
ら
は
分
廻
し
が
当
時
使
用
さ
れ
て
い
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。 

家
紋
が
庶
民
の
間
で
盛
ん
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
江
戸
時
代
中
期
頃 

か
ら
分
廻
し
が
上
絵
の
仕
事
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
あ 

る
ま
い
か
。

コ
ン
パ
ス
を
使
用
し
た
分
野
に
は
、
技
術
で
は
測
量.

製
糸
器
機
な

図- 3上繪描と縫箔師 繪本庭訓往來所蔵

(中央上部、コンパスを持つのが上絵師)



ど
の
木
製
歯
車
製
作.

鍛
造
な
ど
が
あ
る
。
測
量
用
具
と
し
て
の
コ
ン
パ 

ス
は
原
始
的
な
が
ら
古
代
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
て
、
江
戸
時
代
の
中
期
か 

ら
著
し
い
変
化
を
と
げ
た
よ
う
で
あ
る
。
幕
末
に
は
、
測
量
器
具
は
わ
が 

国
で
も
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
コ
ン
パ 

ス
を
み 

る
と
、
金
属
製
で
現
代
の
も
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
平
戸
の
松
浦 

史
料
博
物
館
蔵
の
コ
ン
パ
ス
も
鉄
製
で
、
両
脚
針
の
デ
バ
ィ
ダ
で
あ
る
。 

測
量
器
具
と
し
て
の
コ
ン
パ
ス
は
上
絵
師
の
分
廻
し
と
は
全
く
異
に
し
て 

ぃ
る
。

木
製
の
歯
車
製
作
に
は
、
分
廻
し
は
必
須
な
道
具
で
あ
る
が
、
上
絵
師 

が
使
用
し
て
い
る
よ
う
な
木
製
の
コ
ン
パ
ス
は
使
用
し
て
い
な
い
。
鉄
製 

の
デ
バ
ィ
ダ
か
又
は
も
っ
と
原
始
的
な
も
の
を
用
い
て
い
る
。

こ
う
見
て
来
る
と
、
そ
の
原
理
は
測
量
器
具
の
眞
似
を
し
た
も
の
か
も 

し
れ
な
い
が
、
上
絵
師
が
独
特
に
作
り
だ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

明
治
に
な
り
平
民
に
苗
字
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
ど
の
家
で
も 

家
紋
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
の
需
要
が
増
加
す
る
と
同
時
に
上
絵
師
の 

数
も
増
加
し
て
来
て
業
者
の
団
体
が
組
織
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

京
都
に
於
て
は
、
明
治
末
期
に
至
る
と
京
都
染
物
同
業
組
合
が
組
織
さ 

れ
、
そ
の
中
に
紋
上
絵
部
が
設
置
さ
れ
、
上
絵
師
の
団
体
の
基
礎
と
な
っ

た
。
そ
の
紋
上
絵
部
発
足
の
頃
に
は
、
徒
弟
の
研
修
会
が
毎
月
行
な
わ
れ 

■

た
。
大
正
年
間
か
ら
昭
和
十
年
代
ま
で
徒
弟
競
技
会
が
開
か
れ
る
な
ど
し 

て
、
上
絵
師
の
技
能
の
改
善
向
上
が
続
け
ら
れ
た
。
昭
和
十
一
年
に
は 

『
平
安
紋
鑑
』
を
刊
行
し
た
が
、
そ
の
初
版
に
は
当
時
の
組
合
員
二
百
五 

十
名
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

表一 2 上絵師関連文献表

染 色 書 風 俗 書 文 芸 書 絵 図

慶長5(1600) 慶長以前
寛文6 (1666) 「中分一氏記」 「室町殿日記」 寛文5 (1665)

「紺屋茶染口伝書」 「京雀」

元禄•宝永(1688-1708)
「萬染物張物相伝」 元禄3(1690)

厂人倫訓蒙図彙」 元禄9(1696)
厂萬の文反古」

享保 8(1723) 宝永 2(1705)
「百エ秘術前編」 享保17(1732) 「用明天皇職人鑑」

「萬金産業袋」 享保17(1732)
明和4(1767) 「裏若葉」

「世間妾形質」 明和2(1765)
安永3(1774) 「柳多留」

「世間旦那気質」

安永 5(1776)
「翁草」

天明 4(1784) 天保 8(1837)
「紺屋仁三次覚書」 「守貞漫稿」

寛政8(1796) 寛政6〜文政7
厂雲萍雑誌」 (1799〜1824)

文化8(1811) 「近世職人尽絵詞」

「染物重宝記」 文政11(1828)
厂絵本庭訓往来」



東
京
で
は
、
大
正
期
か
ら
東
京
上
絵
師
同
盟
と
い
う
組
織
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
後
昭
和
初
年
の
恐
慌
後
に
東
京
上
絵
業
組
合
、
次
い
で
昭
和
十
二
、
三
年
以
後
東 

京
上
絵
師
組
合
と
改
名
し
て
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
。
そ
の
間
、
東
京
紋
と
京
都
紋
の
相
違
点
を
強
調
し
た
『
江
戸
紋
章
集
』
が
東
京
上
絵
師
達
に
よ
っ
て
発
刊
せ
ら 

れ
て
い
る
。

戦
後
、
昭
和
二
十
九
年
七
月
に
紋
章
業
界
の
親
善
と
各
地
の
情
報
交
換
の
た
め
に
、
全
国
紋
章
連
合
会
と
い
う
各
地
の
連
合
体
が
組
織
さ
れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
 

こ
の
全
国
組
織
は
上
絵
師
の
み
の
組
織
で
は
な
く
て
、
刺
繡
紋
を
作
る
刺
繡
師
な
ど
も
含
む
紋
章
に
関
係
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

群
馬
県
に
於
て
は
、
戦
前
は
、
群
馬
県
紋
章
8±1

業
組
合
と
い
う
上
絵
師
と
縫
箔
師(

刺
繡)

の
連
合
組
合
が
存
在
し
た
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
桐
生
で
は
、
戦 

前
、
戦
後
と
、
小
林.

竹
下•

松
本.

奥
田
と
四
軒
の
業
者
が
あ
り
、
内
、
奧
田
は
刺
繡
紋
の
業
者
で
あ
っ
た
が
、
何
か
と
集
ま
り
相
談
を
し
て
い
た
と
い
う
。
竹
田 

は
桐
生
出
身
の
業
者
で
あ
っ
た
が
、
他
は
東
京
で
修
業
し
て
桐
生
に
来
た
人
達
と
の
こ
と
で
あ
る
点
、
職
人
の
移
転
と
い
う
こ
と
で
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。

昭
和
四
十
八
年
、
全
国
紋
章
連
合
会
第
十
八
回
大
会
が
群
馬
県
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
戦
後
組
合
が
存
在
し
な
か
っ
た
群
馬
に
、
そ
れ
を
機
会
に
群
馬
県
紋 

章m
l

師
組
合
を
同
年
八
月
二
十
六
日
結
成
し
、
組
合
規
約
を
作
製
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
組
合
員
二
十
三
名
で
内
訳
は
一
区(

前
橋
地
区)

八
名
、
二

区(

桐
生
地 

区)

七
名
お
よ
び
三
区(

高
崎
地
区)

八
名
で
あ
り
、
初
代
の
組
合
長
は
小
林
啓
祐
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
廃
業
、
死
亡
な
ど
に
よ
り
現
在
は
総
数
十
二
名
と
半
減
し 

て
、
組
合
員
相
互
の
親
睦
と
共
存
共
栄
の
み
を
目
的
と
す
る
団
体
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
昭
和
三
十
年
代
以
後
の
高
度
成
長.

技
術
革
新
の
波
に
乗
っ
て
印
刷
技
術
の
進
歩
が
紋
章
の
分
野
に
ま
で
及
ん
で
来
た
。
昭
和
四
十
年
代
か
ら
簡
便
を
こ
と 

と
す
る
印
刷
紋
が
登
場
し
て
来
て
、
紋
章
業
界
も
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
。
手
描
き
の
伝
統
を
守
っ
て
い
こ
う
と
す
る
紋
章
上
絵
師
の
人
達
と
印
刷
紋
を 

可
と
す
る
人
達
の
対
立
が
高
ま
る
な
か
で
、
前
者
の
紋
章
上
絵
師
三
十
五
人
が
結
集
し
て
、
昭
和
四
十
九
年
三
月
十
日
紋
章
上
絵
保
存
会
を
設
立
し
て
、
印
刷
紋
お
よ 

び
刺
繡
紋
業
者
と
は
っ
き
り
訣
別
し
た
。
上
絵
師
達
の
手
描
き
紋
章
を
守
っ
て
い
こ
う
と
い
う
最
初
の
全
国
組
織
で
あ
る
。

昭
和
五
十
年
四
月
三
十
日
、
そ
の
保
存
会
が
国
の
重
要
無
形
文
化
財
に
選
択
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
描
き
紋
章
の
伝
統
を
守
る
決
意
を
新
た
に
し
て
来
て
い
る 

の
で
あ
る
。

’(

参
考1
)

旗
の
紋
の
描
き
方

『
中
原
高
忠
軍
陣
聞
書
』
に
よ
れ
ば
、

「
幡
に
紋
を
書
く
に
は
、
三
ッ
に
お
り
て
上
の
一
の
内
に
折
め
の
き
は
へ
さ
げ
て
す
み
に
て
書
い
て
、
そ
の
う
へ
に
漆
を
う
す
く
ひ
く
な
り
。
其
上
に
八
幡
大
菩
薩 

氏
神
、
そ
の
外
信
仰
の
仏
神
を
く
わ
ん
じ
ゃ
う
申
也
。

」

(

参
考2
)

幕
の
紋
の
描
き
方



『
増
補
拾
玉
智
惠
海
』
に
よ
れ
ば
、

「

幕
の
紋
書
や
う
の
傅

一

握

り

墨

浸

し

置

、
和
ら
か

1
k

l

l

水
に
三
日
斗
浸
し
、
水
を
捨
。
大
豆
を
摺
鉢
に
て
よ
く
す
り
、
こ 

一
大
豆 

し
て
し
ぼ
り
、
此
汁
を
握
り
墨
へ
入
、
す
り
て
能
加
減
に
し
て

一

H
r
-
 

よ
く
粉
に
し
て
、
墨
の
ち
ゞ

一
石
灰 

ま
ぬ
か
け
ん
に
入
す
り
合
せ

右
の
墨
持
ら
へ
置
。
扨
幕
の
紋
を
す
べ
き
所
を
。
篗
を
し
て
針
に
て
張
付
置
。
扨
紙
に
て
紋
の
形
を
切
幕
に
押
あ
て
筆
に
て
ま
は
り
を
形
の
ご
と
く
書
て
。
能 

天
気
に
日
の
あ
た
る
所
に
て
。
村
な
く
よ
く
染
る
な
り
。
日
の
あ
た
ら
ぬ
所
に
て
書
ハ
。
縮
み
て
あ
し
ゞ
。 

」

(

参
考3
)

『
拾
玉
智
惠
海
』
に
よ
れ
ば
、

「

染
入
紋
の
法

一
、
極
上
の
A-
飛
し
た
る
あ
い
ら
う
少
し
を
。
水
に
て
と
き
。
其
中
へ
鐵
漿
を
一
滴
お
と
し
。
是
に
て
形
あ
ら
ば
其
紋
を
す
り
込
。
又
書
て
も
よ
し
。
よ
く
干 

て
後
。
大
豆
十&

ば
か
り
を
ひ
し
ぎ
水
に
つ
け
置
。
し
ば
ら
く
し
て
摺
鉢
へ
入
て
す
り
。
布
に
包
し
ぼ
り
。
此
汁
を
ご
と
い
ふ
。
此
ご
に
て
紋
の
上
を
一
へ
ん 

と
め
る
な
り
〇
洗
ひ
て
も
は
げ
る
事
な
し
。
又
あ
い
ら
う
に
て
紋
を
書
た
る
上
を
桐
の
實
の
生
し
き
を
絹
に
包
み
す
り
つ
け
べ
し
。
洗
ひ
て
も
は
げ
す
。

」 

四
、
技
法
の
修
養

調
査
対
象
者
で
あ
る
上
絵
師
小
林
啓
祐
の
技
法
の
修
養
に
つ
い
て
そ
の
生
活
歴
を
と
お
し
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

小
林
の
父
芳
次
郎
は
九
人
兄
弟
の
末
子
と
し
て
、
東
京
に
於
い
て
、
明
治
十
七
年
五
月
に
生
ま
れ
た
。

牛
込
神
楽
坂
で
修
業
中
に
親
方
が
死
ん
だ
の
で
、
そ
の
跡
を
継
い
で
上
絵
師
と
し
て
独
立
し
た
と
い
う(

系
図
は
図4

参
照)

。

現
在
小
林
家
に
伝
わ
る
天
保
十
三
年
お
よ
び
明
治
十
一
年
の
手
描
き
紋
帳
は
そ
の
と
き
親
方
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。

芳
次
郎
は
、
そ
の
後
東
海
道
の
各
地
を
二
〜
三
回
往
復
し
て
所
謂
西
行
と
し
て
技
を
み
が
い
た
。
そ
れ
か
ら
東
京
に
も
ど
り
仕
事
を
す
る
う
ち
、
織
物
の
産
地
桐
生 

に
、
毎
年
一
定
時
期
に
刺
繡
職
人
ら
と
組
ん
で
仕
事
に
来
て
い
て
、
大
正
の
初
め
桐
生
市
泉
町
に
定
住
し
て
上
絵
業
を
開
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
桐
生
の
家
で
大
正
十
年
五
月
七
日
に
生
ま
れ
た
小
林
啓
祐
は
、
幼
い
時
か
ら
父
親
の
仕
事
を
見
て
手
伝
っ
た
。
小
学
校
を
卒
業
す
る
と
、
父
親
か
ら
手
ほ
ど
き 

を
受
け
て
い
た
が
、
材
料
屋
の
紹
介
で
昭
和
十
一
年
頃
東
京
日
本
橋
の
上
絵
師
田
村
良
三
の
と
こ
ろ
で
半
年
ほ
ど
修
業
を
し
た
。
田
村
の
屋
号
は
伊
勢
屋
と
い
い
、



百
貨
店
白
木
屋
専
属
の
上
絵
師
で
、
小
僧
は
早
朝
そ
の
百
貨
店
の
跳
え
方 

に
仕
事
を
取
り
に
い
く
。
九
時
頃
家
の
ま
わ
り
、
仕
事
場
の
掃
除
を
し
て 

お
く
。
親
方
が
そ
の
日
の
仕
事
を
仕
分
け
し
て
職
人
に
与
え
る
。
朝
食
は 

遅
く
昼
頃
と
な
り
、
昼
飯
は
夜
の
六
時
頃
、
夜
食
を
十
一
時
頃
と
る
と
い 

う
よ
う
な
生
活
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
上
絵
の
仕
事
が
細
か
い
精
神
を
集 

中
す
る
よ
う
な
仕
事
な
の
で
、
周
囲
が
静
か
に
な
る
夜
半
以
後
に
仕
事
が 

ず
れ
込
む
為
の
よ
う
で
あ
る
。

小
僧
と
し
て
伊
勢
屋
に
修
業
に
は
い
っ
た
小
林
は
、
自
分
の
家
で
す
で 

に
父
か
ら
、
あ
る
程
度
の
こ
と
を
教
え
て
も
ら
っ
て
い
た
の
で
、
最
初
か 

ら
型
刻
り
か
ら
修
業
を
始
め
た
。
普
通
の
修
業
は
、
最
初
分
廻
し
で
円
を 

描
か
せ
て
み
て
小
僧
と
し
て
採
用
す
る
か
ど
う
か
決
め
た
上
で
、
紋
割
り 

を
さ
せ
る
。
そ
れ
に
は
、
先
ず
分
廻
し
で
紙
に
丸
を
描
か
せ
練
習
さ
せ
る
。 

次
に
三
つ
割
、
四
つ
割
と
い
う
よ
う
に
紋
割
り
の
修
練
を
す
る
。
更
に
揩 

込
み•

型
刻
り,

色
の
調
合
と

一  

通
り
工
程
を
教
え
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
基
本
を
教
わ
っ
た
後
は
、
体
で
体
得
し
て
い
っ
て
一 

人
前
と
な
る
。
普

通

「
紙
描
き
三
年
、
描
き
八
年
」
と
い
わ
れ
、
技
能
修 

得
に
十
年
以
上
を
要
す
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。

弟
子
と
し
て
の
修
業
は
酒.

タ
バ
コ
を
お
ぼ
え
て
か
ら
で
は
だ
め
で
、
 

小
学
校
卒
業
し
た
ら
直
ぐ
が
よ
く
、
 

「
子
飼
か
ら
習
え
」
と
云
わ
れ
た
。
 

修
業
中
は
、
小
使
い
銭
は
な
く
、
 

「
仕
着
せ
、
小
使
い
自
分
持
ち
」
で
あ 

っ
た
。
こ
れ
は
、
仕
事
を
教
え
て
や
る
と
い
う
こ
と
と
、
只
で
食
わ
せ
て 

や
る
の
だ
か
ら
と
い
う
親
方
の
考
え
か
ら
で
あ
る
。

弟
子
は
近
隣
か
ら
と
ら
な
い
で
遠
場
か
ら
と
っ
た
。
弟
子
の
希
望
者
が

表- 3 小林家略系図
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……は同居をあらわす



東
京
近
辺
で
は
少
な
く
、
と
り
に
く
か
c>
た
か
ら
で
あ
る
。
東
京
の
上
絵
師
は
信
州(

長
野
県)

出
身
の
人
が
多
か
っ
た
ょ 

う
で
、
そ
れ
は
江
戸
時
代
か
ら
型
彫
り
職
人
に
信
州
の
人
が
多
か
っ
た
こ
と
に
関
係
が
あ
る
ょ
う
で
あ
る
。

修
業
期
間
は
兵
隊
検
査
ま
で
が
一
つ
の
節
で
、
そ
れ
ま
で
に
仕
上
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
お
礼
奉
公
は
一
般
に
一
年
か
ら 

数
年
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

小
林
の
場
合
は
、
修
業
に
来
た
と
き
、
す
で
に
あ
る
程
度
の
仕
事
が
出
来
た
の
で
、
例
外
的
に
月
に
五
円
の
小
使
い
銭
を 

も
ら
い
貯
金
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

東
京
で
半
年
修
業
し
て
か
ら
一
度
桐
生
に
帰
っ
て
来
て
、

一
年
く
ら
い
過
ぎ
て
か
ら
、
今
度
は
藤
沢
の
上
絵
師
川
戸
藤
蔵 

の
と
こ
ろ
に
、
や
は
り
半
年
ほ
ど
修
業
に
い
っ
た
。
こ
こ
で
の
仕
事
は
、
染
屋
か
ら
の
注
文
が
主
で
、
切
り
付
け
紋(

張
り 

つ
け
紋)

の
仕
事
が
多
か
っ
た
。

し
か
し
、
小
林
啓
祐
の
場
合
は
、
む
し
ろ
外
で
の
修
業
は
短
か
く
、
父
親
か
ら
の
技
法
の
伝
授
と
：；
う
面
が
大
き
か
〇
た
よ
う
で
あ
る
。

父
芳
次
郎
と
一
諸
の
生
活
は
昭
和
三
十
七
年
、
啓
祐
が
四
十
代
の
初
め
ま
で
続
い
た
の
で
、
先
代
の
技
法
を
十
分
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
た(

芳
次
郎
昭
和
三
十
七 

年
五
月
二
十
日
没)

〇
父
親
に
「
仕
事
は
盗
む
も
の
」
と
よ
く
云
わ
れ
た
。
手
と
り
足
と
り
で
な
く
、
筋
道
だ
け
を
示
ず
と
い
う
き
び
し
い
も
の
で
あ
c>
た
と
い
う
。
 

現
在
、
長
男
の
小
林
芳
夫
が
三
代
目
上
絵
師
と
し
て
共
に
仕
事
に
は
げ
ん
で
い
る
。
昭
和
二
十
八
年
六
月
生
れ
で
三
十
才
。
高
校
卒
業
後
、
東
京
の
全
紋
連
会
長
関 

□

竹
夫
の
と
こ
ろ
で
半
年
間
修
業
し
て
、
基
本
的
技
能
と
上
絵
師
の
精
神
を
体
得
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

(

参
考)

「
父
の
思
い
出
」 

高
松
市 

森
本
洋

本

年
(

昭
和
五
十
年)

八
十
ニ
オ
の
父
の
一
生
は
、
文
字
通
り
七
十
余
年
に
わ
た
る
紋
上
絵
師
一
筋
の
あ
け
く
れ
で
し
た
。
と
云
う
事
は
、
家
庭
的
に
恵
ま
れ
ず
、
 

八
才
の
時
、

一
年
の
間
に
両
親
に
死
に
別
か
れ
、
其
の
年
に
紋
屋
の
親
方
に
弟
子
入
り
致
し
ま
し
た
。
辛
抱
す
る
と
云
う
て
も
ま
だ
子
供
、
し
か
し
親
方
も
よ
く
面
倒 

を
見
て
く
れ
、
父
も
帰
る
家
と
て
も
な
く
、
仕
事
に
専
心
し
早
く
も
十
二
、
三
才
で
一
人
前
の
職
人
に
な
■〇
て
い
た
と
の
事
で
す
。

其
の
時
分
は
職
人
の
家
は
早
起
き
で
、
夜
は
ラ
ン
プ
に
明
り
玉
と
云
■〇
て
凸
レ
ン
ズ
を
取
り
つ
け
て
夜
な
べ
に
紋
を
書
い
た
そ
う
で
す
。
只
、
弟
子
の
一
人
を
親
方 

が
、
ば

ん

板(

製
作
工
程
参
照)

で
頭
を
た
た
い
た
事
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
子
が
親
に
告
げ□

し
た
と
み
え
、
親
が
血
相
を
か
え
て
や
-s>
て
来
て
、

「
士
族
が
町
人 

に
殴
ら
れ
て
ロ
借
し
い
」
と
早
速
暇
を
取
っ
て
や
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。

仕
事
の
方
も
、
学
生
さ
ん
が
皆
和
服
だ
っ
た
の
で
、
祝
日
な
ど
は
忙
し
か
っ
た
が
、
業
者
の
数
も
多
く
、
夏
な
ど
は
仕
事
が
な
く
遊
び
日
が
多
か
っ
た
そ
う
で
す
。

写真一1小林さんの仕事場



そ
う
こ
う
す
る
う
ち
十
八
年
の
歳
月
が
流
れ
、
二
十
六
才
の
時
い
よ
い
ょ
独
立
と
な
る
と
、
予
期
し
な
い
問
題
が
起
り
ま
し
た
。
と
云
う
事
は
、
世
間
も
第
一
次
大 

戦
後
の
不
景
気
で
、
業
者
も
多
か-
〇
た
の
で
し
ょ
う
か
、
或
る
日
、
組
合
の
方
々
が
十
人
ば
か
り
い
る
処
へ
父
が
呼
び
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
「
紋
の
仕
事
を
す
る 

以
上
、
組
合
の
規
約
を
守
c>
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

一
 

つ
、
親
方
の
お
得
意
を
取-
5>
て
は
な
ら
な
い
。

一
.-
つ
、
組
合
員
の
お
得
意
を
取
〇
て
は
い
け
な
い
。

と
申
す
の
で
す
〇

そ
れ
で
は
‘実
質
上
仕
事
が
出
来
な
い
わ
け
で
す
。
',

「
苦
労
し
て
習
っ
た
職
を
捨
て
ょ
」
と
い
う
事
と
同
じ
で
す
。
父
は
腹
の
中
で
は
皆
様
の
身
勝
手
に
腹
が
立
つ
ょ 

り
あ
き
れ
果
て
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
怒
っ
て
は
と
思
い
、

「
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
私
が
今
日
あ
る
の
は
親
方
の
お
蔭
で
す
か
ら
、
親
方
の
お
得
意
は
取
り
ま 

せ
ん
。
組
合
の
規
約
が
あ
る
の
で
し
た
ら
、
組
合
員
皆
様
の
お
得
意
も
い
た
だ
き
ま
せ
ん
。
そ
の
代
り
折
角
習
っ
た
仕
事
を
捨
て
て
新
し
い
仕
事
を
習
う
間
、
妻
や
生 

れ
て
来
る
子
供
を
養
う
費
用
を
組
合
員
の
皆
様
方
に
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
申
し
入
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
さ
す
が
に
組
合
員
の
方
も
費
用
を
出
す
と
も
云
わ
ず
、
 

結
局
は
、
う
や
む
や
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

此
の
話
を
今
の
若
い
人
た
ち
が
聞
い
た
ら
、
職
業
選
択
の
自
由
、
人
権
侵
害
、
あ
ま
り
に
も
前
時
代
的
な
話
と
一
笑
に
付
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
も
年
輩
の
方 

な
ら
こ
れ
に
似
た
ょ
う
な
目
に
合
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
心
配
し
な
く
て
も
世
間
は
ょ
く
し
た
も
の
で
、
紋
上
絵
師
と
し
て
の
父
の
生
活
は
現
在
ま
で 

つ
づ
き
、

「
焚
く
ほ
ど
は
風
が
も
て
来
る
落
葉
か
な
」
の
た
と
え
の
通
り
、
走
り
ま
わ
ら
な
く
と
も
仕
事
さ
え
丁
寧
に
し
て
い
れ
ば
、
皆
様
が
ご
聶
員
に
し
て
く
れ
、
 

茶
道
を
愛
し
、
俳
句
を
楽
し
み
、
ど
う
に
か
今
日
ま
で
暮
し
て
来
ま
し
た
。

父
の
時
代
と
違
い
、
今
は
夏
で
も
仕
事
が
ま
る
っ
き
り
無
い
と
い
う
事
も
な
く
、
得
意
を
取
っ
た
取
ら
れ
た
と
云
う
事
も
聞
か
ず
、
全
国
の
同
業
者
の
皆
様
と
お
会 

い
で
き
る
の
は
嬉
し
い
事
で
す
。

二
代
目
の
私
も
父
と
同
じ
で
、
仕
事
も
好
き
な
ら
、
草
や
花
も
好
き
と
云
う
変
り
種
で
す
。
父
も
こ
の
日
を
楽
し
み
に
し
て
居
ま
し
た
が
、
昨
年
の
秋
頃
、
私
が
仕 

事
を
取
り
上
げ
た
の
が
裏
目
に
な
り
、
恍
惚
の
人
に
な
り
つ
つ.
.

(

『
第
20
回
全
国
紋
章
連
合
会
記
念
大
会
』
誌
ょ
り)

五
、
調
査
概
要
な
ら,
び
に
調
査
協
力
者

今
回
の
調
査
対
象
者
は
、
上
絵
保
存
会
特
別
会
員
の
桐
生
市
東
四
丁
目
一
の
三
四 

小
林
啓
祐
で
あ
る
。

本
調
査
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
調

査

者(

八
田•

臼

田•

亀
田)

は
、
幾
度
か
小
林
啓
祐
を
訪
問
し
、
紋
章
上
絵
の
技
法
を
中
心
に
解
説
を
き
き
、
実
技
を
拝
見
し
て 

調
査
を
す
す
め
た
。



調
査
内
容
は

㈠

、
手
描
き
紋
章
の
材
料

㈡

、
手
描
き
紋
章
の
作
製
技
術

㈢

、
手
描
き
紋
章
の
道
具

㈣

、
手
描
き
紋
章
を
取
り
ま
く
現
状
と
問
題
点
そ
れ
に
紋
章
の
歴
史
、
上
絵
師
の
歴
史
、
関
西
紋
と
関
東
紋
お
よ
び
技
法
の
修
養
な
ど
を
序
論
に
加
え
て
肉
付
け 

を
し
た
。

調
査
方
法
は
三
人
の
共
同
調
査
と
し
同
一
行
動
を
と
•〇
た
。
そ
れ
を
基
と
し
て
調
査
者
が
分
担
し
て
執
筆
し
た
。 

以
上
の
よ
う
な
経
過
を
も
っ
て
本
調
査
は
実
施
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
実
施
す
る
に
つ
い
て
の
調
査
協
力
機
関
お
よ
び
調
査
協
力
者
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。 

桐
生
市
教
育
委
員
会
桐
生
市
織
姫
町
ー
ー
ー

小

林

啓

祐

氏 

桐
生
市
東
四
丁
目1
1

三
四

小

林

芳

夫

氏 

同

右

注
⑴
 

沼
田
頼
輔
『
綱
要
日
本
紋
章
学
』
新
人
物
往
来
社 

昭
和
五
十
二
年
一
頁
〜
十
一
頁

⑵
 

萩
原
進
編
『
上
州
の
苗
字
と
家
紋
』 

三
十
二
頁 

上
毛
新
聞
社

⑶
 

嗣
永
芳
照
「
新
井
白
石
自
筆
見
聞
諸
家
紋
解
説
」

『
歴
史
読
本
臨
時
増
刊
』
十
九
卷
第
十
五
号

⑷
 

角
田
泉
三
『
小
型
江
戸
紋
章
集
』
佐
藤
商
店 

昭
和
十
一
年

⑸

京
都
紋
章
工
芸
協
同
組
合
『
平
安
紋
鑑
増
補
縮
刷
』
森
晴
進
堂
昭
和
五
十
五
年

⑹
 

日
本
織
物
新
聞
社
編
『
染
織
辞
典
』
昭
和
四
十
九
年 

は
く
お
う
社 

百
頁

⑺

京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
『
室
町
殿
日
記
』
下

巻

臨

川

書

店

昭

和

五

十

五

年 

七
頁

⑻
 

岡
田
譲
監
修
『
伝
統
的
工
芸
品
技
術
事
典
』
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
社
一
九
八
〇
年 

二
百
十
頁

⑼

後
藤
捷
一
、
山
川
隆
平
編
『
染
料
植
物
譜
』
は
く
お
う
社 

昭
和
四
十
七
年 

五
百
九
十
頁

⑽
 

浅
井
了
意
「
京
す
ゞ
め
」

『
近
世
文
芸
叢
書
』 

第
一
卷 

国
書
刊
行
会 

四
百
三
十
八
頁



g
、

g
、

⑽

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第

三

卷

小

学

館

昭

和

四

十

八

年

W
 

『
古
事
類
苑
』
40
、
産
業
部 

吉
川
弘
文
館

S
三
宅
也
来
『
萬
金
産
業
袋
』
八
坂
書
房
昭
和
四
十
八
年
百
七
十
二
頁

汹

『
古
事
類
苑
』
33
、
服
飾
部 

吉
川
弘
文
館

二
谷
一
馬
『
江
戸
商
売
図
絵
』
三
樹
書
房
昭
和
五
十
七
年
二
十
五
頁

⑽

『
図
説
日
本
文
化
の
歴
史
』
10
、
小
学
館
昭
和
五
十
五
年
百
二
十
一
頁

⑽

薮
内*

他

『
江
戸
時
代
の
科
学
器
機
』
恒

星

出

版

昭

和

三

十

九

年

36
図

g

 

内
山
弘
「
上
州
座
繰
に
つ
い
て
」

『
産
業
と
文
化
』

一
九
八
二
年 

四
月
号 

十
三
頁 

S

 

沼
田
頼
輔
『
紋
章
の
知
識
一
〇
〇
』
昭
和
五
十
三
年
、
新
人
物
往
来
社 

八
十
七
頁 

©
 

後
藤.

山
川
編
『
染
料
植
物
譜
』
は
く
お
ぅ
社 

昭
和
四
十
七
年 

八
百
六
十
四
頁
。 

¢3
同

右
 

八
百
六
十
頁
。



n

手
描
き
紋
章
上
絵

一
、
紋
章
上
絵
工
程
の
概
要

㈠

黒
紋
付
の
製
作
工
程

紋
章
上
絵
は
黒
紋
付
の
着
物
、
羽
織
の
製
作
工
程
に
於
い
て
ど
の
よ
ぅ
な
位
置
を
占
め
る
か
、
ま
づ
記
し
て
み
る
。

合
成
染
料
が
多
く
用
い
ら
れ
る
以
前
の
黒
紋
付
は
、
紋
場
に
指
定
さ
れ
た
紋
型
が
白
く
染
め
抜
か
れ
た
、
所
謂
跳
紋
入
り
の
も
の
が
多
く
、
檳
榔
子
に
よ
る
黒
染
め 

が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
檳
榔
子
黒
と
呼
ば
れ
、
そ
の
工
程
は
次
の
よ
ぅ
で
あ
る
。

L
 

精

練

ま
ず
、
絹
の
生
地
の
端
に
記
号
、
練
り
方
を
指
定
し
た
漆
引
の
紙
札
を
付
け
練
物
屋
に
渡
し
て
、
精
練
さ
せ
る
。

a)
娟
の
精
練
、
絹
の
本
質
で
あ
る
フ
ィ
ブ
ロ
イ
ン
を
そ
の
ま
ゞ
に
し
て
、
不
純
物
の
セ
リ
シ
ン
だ
け
を
溶
解
除
去
す
る
こ
と
で
絹
練
り
と
も
呼
ん
で
い
る
。
そ
の 

結
果
、
色
素
も
同
時
に
ほ
と
ん
ど
除
か
れ
る
の
で
絹
は
白
く
な
り
、
絹
嗚
り
を
生
じ
、
絹
本
来
の
特
色
が
で
て
く
る
。

2
 

地

張



地
張
は
水
張
と
も
い
い
、
糊
気
の
な
い
水
を
布
に
引
い
て
伸
子
を
張
り
、
し
わ
を
伸
ば
す
と
と
も
に
幅
を
揃
え
る
。

3.
墨

打

墨
打
で
は
身
、
袖
、
衿
祍
な
ど
裁
ち
方
の
墨
印
を
入
れ
、
紋
の
付
け
場
所
を
記
し
て
お
く
。

4
 

紋
糊
置

指
定
さ
れ
た
紋
型
に
よ
り
紋
糊
を
置
き
、
十
分
に
乾
燥
す
る
。
こ
れ
は
、
あ
と
で
生
地
を
染
め
る
場
合
、
紋
の
付
け
場
所
が
染
色
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
行
う
。 

i
 

下

染

本
藍
に
て
紺
色
に
染
め
、

一
度
紋
糊
を
洗
い
落
と
す
。

a
 

紋
つ
け

再
び
紋
型
を
用
い
て
紋
糊
を
置
き
、
防
染
す
る
。

7. 

檳
榔
子

檳
榔
子
で
上
掛
け
し
黒
染
に
す
る
。

注 

檳
榔
子
染
。
ま
ず
、
本
藍
に
て
紺
下
地
に
染
め
て
お
い
て
、
そ
の
上
か
ら
タ
ン
ニ
ン
と
鉄
漿
と
で
幾
度
も
染
め
て
黒
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

8. 

上

張

黒
に
染
ま
っ
た
生
地
は
上
張
を
し
て
生
地
を
整
え
る
。

9. 

紋
洗
い
、
地
直
し

紋
場
を
き
れ
い
に
洗
っ
て
、
塵
や
糊
粕
な
ど
の
付
着
物
を
落
と
し
、
地
擦
れ
を
直
し
て
、

一
切
の
整
理
を
す
る
。

10. 

上

絵

紋
章
上
絵
を
描
き
、
紋
を
仕
上
げ
る
。

11. 

仕
上
げ

生
地
に
文
庫
付
け
し
て
仕
上
げ
る
。

黒
紋
付
の
製
作
工
程
は
以
上
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
石
持
の
部
分
を
防
染
し
、
合
成
染
料
で
黒
染
を
し
、
石
持
の
あ
る
黒
地
を
作
り
、
石
持
に
紋
章
を
描
き
入
れ 

て
紋
付
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
紋
章
上
絵
は
紋
付
の
着
物
や
羽
織
の
製
作
工
程
の
中
で
の
最
終
工
程
で
、
重
要
な
工
程
の
一
つ
で
あ
る
。

注 

石
持 

コ
ク
モ
チ
と
読
み 

紋
付
の
着
物
や
羽
織
の
紋
の
位
置
に
紋
章
を
入
れ
る
た
め
に
円
形
に
白
く
染
め
残
し
た
部
分
を
い
う
。



㈡

紋)
〇
位
置

京
染
の
秘
詉
に
よ
れ
ば
、
着
物
の
紋
の
位
置
を
き
め
る
に
は
、
次
の
よ
う
に
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

袖
の
紋
の
位
置
は
、
ま
ず
、
袖
を
二
つ
に
折
っ
て
、
袖
山
か
ら
曲
尺
二
寸
五
分(

鯨
尺
二
寸
約
七•

六
セ
ン
チ)

の
処
に
印
を
付
け
、
次
に
布
幅
を
二
つ
に
折
っ
て
、
 

中
心
線
を
引
き
、
そ
の
交
点
を
紋
の
頭
の
位
置
に
す
る
。
背
紋
は
肩
よ
り
曲
尺
二
寸
三
分(

鯨
尺
一
寸
八
分
約
六•

八
セ
ン
チ)

下
で
、
耳
か
ら
曲
尺
三
分(

鯨
尺
二 

分
四
厘
約
〇•

九
セ
ン
チ)

ば
か
り
内
を
紋
の
頭
の
中
心
と
す
る
。
次
に
肩
よ
り
曲
尺
五
寸
二
分(

鯨
尺
四
寸
二
分
約
一
五•

九
セ
ン
チ)

下
の
布
幅
の
半
分
の
処
に 

前
身
の
紋
の
頭
と
す
る
。

羽
織
の
場
合
は
背
紋
、
袖
の
紋
の
位
置
は
着
物
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
が
、
前
身
の
紋
の
位
置
は
着
物
と
は
異
な
っ
て
、
肩
よ
り
曲
尺
五
寸
二
分(

鯨
尺
四
寸
二
分) 

下
で
、
背
紋
の
あ
る
方
の
耳
よ
り
曲
尺
七
寸
五
分(

鯨
尺
六
寸
約
ニ
ニ•

七
セ
ン
チ)

の
処
が
紋
の
頭
に
な
る
よ
う
に
片
寄
せ
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
羽
織
は
衿
形 

を
取
っ
て
、
な
お
そ
の
上
に
衿
が
折
れ
て
い
る
か
ら
着
物
と
同
じ
よ
う
に
布
幅
の
半
分
の
処
に
紋
を
付
け
る
と
、
前
身
の
紋
が
衿
に
か
く
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
で
あ 

る
〇現

在
も
紋
の
位
置
は
あ
ま
り
変
わ
ら
ず
、

一
般
に
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

着
物
で
は
、
袖
の
紋
の
位
置
は
布
幅
の
中
心
で
、
袖
山
か
ら
鯨
尺
二
寸(

約

七•

六
セ
ン
チ)

の
位
置
を
紋
の
頭
と
す
る
。
袖
丈
は
若
い
人
で
仕
上
り
鯨
尺
一
尺
四 

寸
(

約
五
三
セ
ン
チ)

、
並
で
一
尺
三
寸(

約
四
九•

ニ
セ
ン
チ)

、
年
配
者
で
一
尺
二
寸(

約
四
五•

五
セ
ン
チ)

ぐ
ら
い
で
あ
る
。
背
紋
は
肩
よ
り
鯨
尺
一
寸
八 

分
(

約

六.

八
セ
ン
チ)

下
で
耳
よ
り
鯨
尺
三
分(

約
一 
•

ー
セ
ン
チ)

内
に
入
っ
た
処
を
紋
の
頭
の
中
心
と
す
る
。
前
身
の
紋
の
位
置
は
肩
よ
り
鯨
尺
四
寸(

約
一 

五.

ニ
セ
ン
チ)

下
で
、
布
幅
の
半
分
の
処
を
紋
の
頭
と
し
て
い
る
。

羽
織
に
つ
い
て
は
、
袖
の
紋
、
背
紋
の
位
置
は
同
じ
で
、
前
身
の
紋
の
位
置
は
肩
よ
り
鯨
尺
四
寸
下
で
、
布
幅
の
中
心
よ
り
紋
一
つ
分
だ
け
背
紋
の
あ
る
方
の
反
対 

側
に
片
寄
せ
た
位
置
を
紋
の
頭
と
す
る
。 

-

産
着
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
一
つ
身
は
袖
山
よ
り
鯨
尺
一
寸
五
分(

約

五•

七
セ
ン
チ)

下
で
、
袖
付
け
側
よ
り
鯨
尺
三
寸
五
分(

約
一
三•

三
セ
ン
チ)

の
処
を
紋 

の
頭
と
す
る
。
背
紋
は
肩
よ
り
鯨
尺
一
寸
五
分
下
で
、
布
幅
の
中
心
を
紋
の
頭
と
す
る
。
前
身
の
紋
は
肩
よ
り
鯨
尺
三
寸(

約
ー
ー 
•

四
セ
ン
チ)

下
で
、
耳
よ
り
布 

幅
の
四
分
の
一
の
処
の
ニ
ヶ
所
を
紋
の
頭
の
位
置
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
紋
の
位
置
は
あ
く
ま
で
標
準
的
な
も
の
で
、
時
代
、
仕
立
て
方
、
生
地
に
よ
っ
て
多
少
の
違
い 

が
あ
る
。

0

紋
の
頭
と
は
紋
の
輪
郭
の
最
上
部
の
処
で
あ
る
。



紋 の 位 置(着物)

.う/

(袖山) I鯨尺二寸 (袖山)' I曲尺二寸五分

袖------------------ 袖 ----------------

〇_______ Q_______________________________________
(袖山)-----------------1鯨尺一寸 (袖山)----------------1曲尺二寸五分

前 前

身 身
Q________ 〇_____

_________________鯨尺四寸 曲尺五寸二分 
眉 -------鯨尺一寸八分 眉 _____曲尺二寸五分

布 布
後 巾 後 巾

の の

半 半

身 分 * 分

(肩) ________ —鯨尺一寸八分(肩) ________ニニ 了 曲尺二寸三分

_ 鯨尺四寸 _ 曲尺五寸二分
刖 〇------- 1 刖 〇——k

身 身

衿 衿

祍 祍

現在の標準 図一 4 京染の秘訣



紋の位置(羽織)

(袖山) I鯨尺二寸 (袖山) I曲尺二寸五分

袖---------------- 袖----------------

(袖山)--------- 1脈こ寸(袖山)―曲尺二寸五分

布

 巾

の
前 ぢ 前 半

ヶ 分

5________ r 〇_________T

鯨尺四寸 曲尺五寸二分
(肩) ______〔土鯨尺一寸八分(肩) ________金曲尺二寸三分

後 布 後

中

の 七寸五分

身^£ 身

分

C __ 一 C
(肩) ______ _________ I鯨尺一寸八分 (肩)_________________曲尺二寸三分

'鯨尺四寸 ’曲尺五寸二分

前 x 前 1

紋

身 一 身

分

現在の標準 京染の秘訣

図一 5



㈢

紋
章
上
絵
工
程

紋
章
上
絵
技
術
は
生
地
、
用
途
に
よ
り
、
黒
地
、
色
地
、
摺
込
、
漆
紋
、
切
付
紋
に
大
別
さ
れ
る
。
製
作
工
程
か
ら
は
黒
地
紋
、
丸
な
し
紋(

縁
消
紋)

、
色
抜
紋
、
 

色
入
紋
、
切
付
紋
、
摺
込
紋
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
外
に
、
紋
が
え
が
あ
る
。

L
 

黒
地
紋

黒
地
の
着
物
や
羽
織
な
ど
の
石
持
に
黒
で
紋
を
入
れ
る
方
法
を
い
う
。

2.
丸
な
し
紋(

縁
消
紋)

黒
地
紋
の
一
種
で
、
白
い
丸
の
な
い
紋
を
石
持
に
黒
で
紋
を
入
れ
る
方
法
で
あ
る
。
黒
地
紋
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
紋
の
周
り
の
石
持
の
白
い
部
分
を
地
色
と
同
じ
黒 

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

色

抜

紋

’

石
持
の
な
い
色
無
地
の
着
物
、
羽
織
に
紋
を
入
れ
る
方
法
で
、
紋
の
白
い
部
分
を
脱
色
し
て
紋
を
表
わ
す
方
法
を
い
う
。

4
 

色
入
紋

色
地
の
着
物
、
羽
織
な
ど
の
石
持
に
地
色
と
同
じ
色
で
紋
を
入
れ
る
方
法
を
い
う
。

紋q位置(一つ身)

III

寸五分

(袖山)一 ________I鯨尺一寸八分

袖 ——-----------

〇__________
(袖山)________________ £ 鯨尺一寸八分

布

後 巾
の
半

身 分

6

(肩)―,～一j—石鯨尺一寸八分

I I 1鯨尺三寸

_ ーー『ーー〇•一-
0,J 布 布

四巾 四巾
分の 分の

身 i i

I I

現在の標準

図一6



L
d  

切
付
紋

生
地
と
同
じ
種
類
の
別
の
白
生
地
に
紋
を
描
き
、
そ
れ
を
切
り
抜
い
て
着
物
、
羽
織
な
ど
の
紋
の
位
置
に
張
り
付
け
、
縁
か
ゞ
り
し
て
、
紋
付
に
仕
上
げ
る
方
法
を 

い
ぅ
。
こ
れ
は
、
若
い
頃
に
着
た
着
物
や
、
昔
か
ら
あ
〇
た
古
い
着
物
を
幾
度
も
染
め
直
し
て
、
最
後
に
真
黒
に
染
め
、
紋
付
の
外
に
使
え
な
く
な
〇
た
場
合
に
応
用 

さ
れ
る
。

a
 

摺
込
紋

白
の
麻
布
や
、
薄
色
の
生
地
の
上
に
直
に
黒
で
紋
を
摺
り
込
む
方
法
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
上
に
漆
を
塗
っ
た
も
の
を
漆
紋
と
い
い
、
黒
で
な
く
色
を
摺
り
込
む
方 

法
を
色
摺
込
紋
と
い
ぅ
。
こ
れ
は
産
着
や
祝
着
な
ど
に
応
用
さ
れ
て
い
る
。

7- 

紋
が
え

古
い
紋
付
の
着
物
、
羽
織
の
紋
を
か
え
る
場
合
を
い
い
、
古
い
紋
を
落
と
し
て
、
新
た
に
紋
を
入
れ
る
方
法
で
あ
る
。
紋
を
入
れ
る
に
は
前
記
の
種
々
の
方
法
に
よ 

る
〇

8.
そ
の
他

ーー、
黒
地
紋
の
上
絵
工
程

㈠

紋
割
り
、
下
絵
描
き

L
 

紋
割
り
、
下
絵
描
き
の
道
具
と
材
料

紋
割
り
、
下
絵
描
き
に
用
い
ら
れ
る
道
具
類
に 

は
、
ブ
ン
マ
ワ
シ(

分
廻
し)

、
定
規
、
案
内
棒
、
 

面
相
筆
、
バ

イ

タ(

盤
板)

、
細
工
ろ
ぅ
、
硯
、

墨
な
ど
が
あ
る
。

I
I硯ブ面案定 

ン相内
マ筆棒規 
フ

2.

定案面ブ型
内相ン紙 
規棒筆•

ワ細
ン:!：

ろ
う

.

各
種

3
 

ブ
ン
マ
ワ
シ

写真一 2紋割り、下絵描きの道具



⑷

ブ
ン
マ
ワ
シ(

分
廻
し)

ブ
ン
マ
ワ
シ
は
竹
製
の
コ
ン
パ
ス
で
、
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
も
、
型
は
江
戸
時
代
か
ら
全
く
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

昔
は
、
自
分
で
使
う
ブ
ン
マ
ワ
シ
は
上
絵
師
が
目
ら
作
っ
た
手
製
の
も
の
を
用
い
て
い
た
が
、

現
在
で
は
市
販
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
大
き
さ
も
種
々
あ
っ
て
、
鯨 

尺
三
寸
五
分(

約
ニ
ニ.

三
セ
ン
チ)

、
四
寸
、
四
寸
五
分
、
五

寸(

約
一
八•

九
セ
ン
チ)

と
あ
り
、
大
き
な
も
の
は
一
尺
五
寸(

約
五
六•

八
セ
ン
チ)

ぐ
ら
い 

の
長
さ
の
も
の
ま
で
あ
る
。
小
林
氏
の
用
い
て
い
る
も
の
の
中
に
は
、
父
親
が
使
っ
た
も
の
も
あ
り
、
手
垢
の
泌
み
と
お
っ
た
も
の
も
あ
る
。
小
林
氏
親
子
は
主
に
鯨 

尺
三
寸
五
分
の
ブ
ン
マ
ワ
シ
を
用
い
て
い
る
。

ブ
ン
マ
ワ,
シ
に
は
筆
を
つ
け
て
用
い
る
。
そ
の
筆
は
面
相
筆
と
い
う
極
く
細
い
筆
で
、
そ
の
筆
を
適
当
な
長
さ
に
切
っ
て
、
上
か
ら
鯨
尺
五
分(

約
一 
•

九
セ
ン
チ) 

ぐ
ら
い
の
処
に
切
り
込
み
を
入
れ
て
、
ブ
ン
マ
ワ
シ
の
先
が
指
し
込
め
る
よ
う
に
し
て
あ
る
。

ブ
ン
マ
ワ
シ
は
下
絵
の
円
や
弧
を
描
く
の
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
使
い
方
は
、
筆
に
墨
を
つ
け
た
後
、
必
ず
左
手
の
甲
で
余
分
な
墨
を
と
る
と
共
に
穂
先
を
よ
く
整 

え
て
か
ら
使
用
す
る
。
円
や
弧
は
一
挙
に
描
く
の
で
は
な
く
、
小
刻
み
に
動
か
し
て
、
円
や
弧
の
太
さ
を
一
定
に
す
る
よ
う
に
し
て
描
い
て
い
く
。
こ
の
際
、
幾
度
か 

筆
に
墨
を
つ
け
て
、
穂
先
を
整
え
、
中
心
を
合
わ
せ
て
、
丁
寧
に
少
し
ず
つ
円
を
描
い
て
い
く
が
、
細
い
同
じ
太
さ
の
円
を
数
回
に
分
け
て
描
く
こ
と
は
非
常
に
熟
練 

を
要
す
る
作
業
で
あ
る
。

注 

ブ
ン
マ
ワ
シ
に
は
分
廻
し
の
外
に
文
廻
し
の
字
を
当
て
ゞ
い
る
も
の
も
あ
る
。

4

定

規

定
規
は
竹
製
で
、
目
盛
り
入
り
定
規
と
、
目
盛
り
無
し
定
規
と
が
あ
り
、
目
盛
は
鯨
尺
で
目
盛
っ
て
あ
る
。

一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
定
規
は
鯨
尺
五
寸(

約
一
八. 

九
セ
ン
チ)

の
長
さ
で
、
幅
は
四
分
五
厘(

約
一 
•

七
セ
ン
チ)

で
あ
る
が
、
小
林
氏
の
用
い
て
い
る
も
の
は
幅
が
三
分
二
厘(

約

一.

ニ
セ
ン
チ)

で
あ
る
。

こ
の 

定
規
の
ほ
ゞ
中
央
に
は
長
さ
に
沿
っ
て
、
溝
が
堀
っ
て
あ
る
。
こ
の
溝
は
直
線
を
引
く
際
に
案
内
棒
を
滑
ら
せ
る
た
め
に
あ
る
。
こ
の
定
規
は
主
に
直
線
を
描
く
の
に 

用
い
ら
れ
る
。
ま
た
ブ
ン
マ
ワ
シ
の
半
径
を
計
る
の
に
も
用
い
ら
れ
る
。

(-)
案

内

棒(

定
規
引
き)

案
内
棒
の
軸
は
筆
軸
の
古
い
も
の
を
用
い
、
そ
の
先
端
に
直
径
鯨
尺
一
分
五
厘(

約

〇.

六
セ
ン
チ)

程
度
の
球
形
の
先
端
を
持
つ
ガ
ラ
ス
棒
を
指
し
込
ん
で
作
る
。 

こ
れ
は
面
相
筆
で
直
線
を
引
く
の
に
用
い
る
。
面
相
筆
と
案
内
棒
を
一
緒
に
握
り
、
定
規
の
溝
に
案
内
棒
の
ガ
ラ
ス
玉
を
滑
ら
せ
て
直
線
を
引
く
。
こ
の
時
、
面
相
筆 

と
案
内
棒
を
一
緒
に
握
る
位
置
や
力
の
入
れ
方
に
よ
り
線
の
太
さ
が
変
わ
る
の
で
、
簡
単
な
よ
う
で
あ
る
が
難
し
い
作
業
で
あ
る
。

㈡

面
相
筆



こ
の
筆
は
、
日
本
画
で
眉
毛
や
鼻
の
輪
郭
な
ど
細
か
い
部
分
を
描
く
の
に
用
い
る
穂
先
の
極
め
て
細
く
長
い
画
筆
で
あ
る
。
下
絵
の
直
線
を
引
い
た
り
、
細
か
い
部 

分
を
、

フ
リ
ー
ハ
ン
ド
で
線
描
き
す
る
の
に
用
い
る
。
面
相
筆
は
、
ま
た
上
絵
筆
と
も
い
わ
れ
る
。
そ
の
使
い
方
は
墨
を
つ
け
て
直
ぐ
に
用
い
る
の
で
は
な
く
、
必
ず 

左
手
の
甲
で
余
分
の
墨
を
取
り
除
き
穂
先
を
整
ぇ
て
か
ら
線
描
き
を
し
て
い
る
。

(分廻し)面相筆

案内棒規定

図一 7



㈥

バ

イ

タ(

盤
板)

バ
イ
タ
は
手
描
き
紋
章
上
絵
の
作
業
盤
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
江
戸
で
は
バ
イ
タ
、
京
都
で
は
バ
ン
イ
タ
と
言
c>
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

バ
イ
タ
は
桜
材
の
一
枚
板
を
用
い
る
。
小
林
氏
の
用
い
て
い
る
も
の
は
縦
鯨
尺
八
寸
七
分(

約
三
兰
セ
ン
チ)

、
横
一
尺
一
寸(

約
四
二•

三
セ
ン
チ)

、
厚
さ
二 

分

六

厘(

約
ー
セ
ン
チ)

の
大
き
の
も
の
を
用
い
て
い
る
。
以
前
は
、
も
〇
と
厚
み
の
あ
る
も
の
で
あ
c>
た
が
、
削
り
直
し
て
、
現
在
の
厚
さ
に
な
〇
て
い
る
。
こ
れ 

も
小,
林
氏
の
父
親
ゆ
づ
り
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
小
バ
イ
タ
と
い
わ
れ
る
や
ゞ
小
さ
い
バ
イ
タ
も
あ
る
。
小
バ
イ
タ
は
着
物
に
縫
っ
て
あ
る
も
の
に
紋
を
入
れ 

る
場
合
に
、
着
物
の
一
部
を
解
い
て
、
紋
を
入
れ
る
処
に
指
し
込
ん
で
、
バ
イ
タ
と
同
じ
目
的
で
用
い
る
。
バ
イ
タ
は
下
絵
描
き
、
紋
型
彫
り
、
摺
り
込
む
時
、
摺
り 

込
ん
だ
紋
に
線
描
き
す
る
時
な
ど
大
部
分
の
上
絵
エ
程
で
用
い
ら
れ
る
。

’㈧

細
工
ろ
う

小
林
氏
に
よ
れ
ば
、
昔
は
、
白
ろ
う
に
ビ
ン
ッ
ヶ
油
を
混
ぜ
て
、
堅
め
に
溶
か
し
、
竹
筒
に
入
れ
て
、
搗
き
、
竹
筒
に
入
れ
て
用
い
て
い
た
。
現
在
は
細
工
ろ
う
と 

し
て
、
市
販
さ
れ
て
い
る
も
の
が
種
々
あ
る
。
こ
れ
ら
は
木
ろ
う
や
白
ろ
う
な
ど
に
松
脂
を
入
れ
て
固
め
た
も
の
で
あ
る
。

細
工
ろ
う
は
合
せ
型
を
作
る
の
に
型
紙
を
二
つ
折
り
に
し
て
貼
り
合
せ
た
り
、
下
紙
に
型
紙
を
張
っ
た
り
、
型
紙
を
石
持
に
貼
り
つ
け
た
り
す
る
時
に
用
い
る
。
 

⑴

硯
と
墨

硯
と
墨
は
一
般
に
書
道
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
同
様
の
も
の
が
用
い
ら
れ
る
が
、
上
絵
用
と
し
て
市
販
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

2. 

紋
の
大
き
さ

明
治
の
頃
よ
り
紋
の
大
き
さ
の
標
準
は
、
男
物
で
鯨
尺
一
寸(

約

三•

八
セ
ン
チ)

で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
、

い
く
ら
か
小
ぶ
り
に
な
っ
て
い
て
、
鯨
尺
九
分
五 

厘
(

約
三•

六
セ
ン
チ)

か
ら
九
分
八
座(

約
三•

七
セ
ン
チ)

程
度
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
女
物
で
は
現
在
の
標
準
は
鯨
尺
五
分
五
厘(

約

二•

ー
セ
ン
チ)

で
あ 

る
が
、
普
通
五
分
六
厘
か
ら
五
分
七
厘(

約

二•

ニ
セ
ン
チ)

の
も
の
が
多
い
。

紋
の
大
き
さ
の
変
遷
で
は
、
男
物
は
昔
か
ら
あ
ま
り
変
り
は
な
い
が
、
女
物
で
は
、
明

治•

大
正
時
代
は
鯨
尺
七
分(

約

二•

七
セ
ン
チ)

か
ら
七
分
五
厘(

約

二* 

九
セ
ン
チ)

で
あ
り
、
昭
和
の
戦
前
は
鯨
尺
六
分(

約
二•

三
セ
ン
チ)

か
ら
六
分
五
厘(

約

二•

五
セ
ン
チ)

で
、
女
物
は
次
第
に
小
さ
く
な
っ
て
現
在
の
大
き
さ 

に
な
っ
て
い
る
。 

3. 

紋
割
り

紋
の
割
り
方
は
京
都
と
江
戸
で
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、
方
法
と
呼
び
方
に
多
少
の
違
い
が
あ
る
。
平
安
紋
鑑
と
江
戸
紋
章
集
に
よ
る
割
り
方
を
対
比
し
て
み 

る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。



三
つ
割

紋
の
割
り
方
は
、
初
め
に
必
ず
縦
の
線
を
引
き
、
ブ
ン
マ
ワ
シ
を
用
い
て
所
定
の
大
き
さ
の
円
を
描
く
。
平
安
紋
鑑
に
よ
れ
ば
鯨
尺
一
寸(

約
三.

八
セ
ン
チ)

の 

丸
の
三
つ
割
は
、
「ま
ず
立
筋
を
引
き
、
ブ
ン
マ
ワ
シ
を
廻
し
、
そ
の
ブ
ン
マ
ワ
シ
に
て
一
の
処
へ
ブ
ン
マ
ワ
シ
を
廻
し
て
、
二
と
三
と
に
印
を
割
る
な
り
」
と
記
さ
れ
て 

い
る
。

江
戸
紋
章
集
に
よ
る
と
、

「
紋
の
割
り
方
は
、
初
め
に
必
ず
縦
の
筋
を
引
い
て
、
後
、
円
形
を
廻
し
て
割
る
べ
し
。
細
き
筋
は
割
り
方
を
示
し
た
る
な
り
」
と
記
さ 

れ
て
い
る
。
江
戸
紋
章
集
に
よ
る
三
つ
割
は
平
安
紋
鑑
の
六
つ
割
り
に
相
当
す
る
。

四
つ
割

平
安
紋
鑑
に
よ
れ
ば
、
「
四
つ
割
は
一
寸
の
丸
に
ブ
ン
マ
ワ
シ
を
七
分(

約
二.

七
セ
ン
チ)

に
ひ
ろ
げ
て
印
を
つ
け
割
る
な
り
、
立
の
筋
を
す
べ
て
先
に
引
く
な
り
」 

と
、
記
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
紋
章
集
に
よ
る
と
、r®
り
方
、
同
じ
字
の
通
り
に
順
に
針
を
立
て
割
る
べ
し
」
と
記
ざ
れ
て
い
る
。
そ
の
方
法
は
先
ず
、
初
め
に
縦
の
線
を
引
き
、
次
に
ブ
ン
マ 

ワ
シ
を
用
い
て
円
を
描
き
、
図
の
如
く
適
当
な
半
径
に
て
弧
と
直
径
の
変
わ
る
点
に
ブ
ン
マ
ワ
シ
を
立
て
、
弧
を
描
き
、
そ
の
交
点
を
結
び
四
つ
割
り
と
し
、
更
に
、
 

そ
の
交
点
に
ブ
ン
マ
ワ
シ
立
て
、
適
当
な
径
で
図
の
如
く
八
つ
割
り
に
す
る
。
即
ち
、
平
安
紋
鑑
の
八
つ
割
り
に
相
当
す
る
。

五
つ
割

平
安
紋
鑑
に
よ
る
と
、
五
つ
割
は
一
寸
の
丸
に
六
分(

約

二•

三
セ
ン
チ)

の
ブ
ン
マ
ワ
シ
に
て
割
る
な
り
と
記
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
紋
章
集
に
よ
れ
ば
、
示
し
た
る
通
り
割
る
な
り
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
方
法
は
無
形
文
化
財
紋
章
上
絵
保
存
会
の
テ
キ
ス
ト
、
紋
割
出
法
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
 

四
つ
割
に
し
、
ィ
と
ロ
を
二
等
分
し
、

ハ
を
と
る
。

ハ
に
中
心
を
立
て
、

ー
ー
と
へ
に
円
を
描
く
、

二
と
ホ
の
長
さ
が
五
つ
割
り
の
一
辺
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は 

京
都
風
の
方
法
で
あ
る
。

小
林
氏
の
方
法
は
次
の
よ
ぅ
で
あ
る
。
ま
ず
、
縦
の
線
を
引
き
、
ブ
ン
マ
ワ
シ
を
用
い
て
所
定
の
円
を
描
き
、
半
径
の
半
分
の
点
二
を
求
め
、
三
に
ブ
ン
マ
ワ
シ
を 

立
て
、
そ
の
半
径
で
弧
を
描
き
、
円
と
の
交
点
を
四
と
す
る
。
次
に
、
二
と
四
を
結
ん
だ
直
線
の
長
さ
で
ブ
ン
マ
ワ
シ
を
三
に
立
て
、
弧
を
描
き
、
円
と
の
交
点
を
五 

と
す
る
。
同
様
に
し
て
、
円
に
六
、
七
、
八
を
求
め
れ
ば
円
の
左
半
分
が
五
等
分
さ
れ
る
。
も
し
、
正
し
く
五
等
分
さ
れ
な
い
場
合
は
、
ブ
ン
マ
ワ
シ
の
径
を
調
節
し 

て
、
正
し
く
五
等
分
す
る
。
同
様
に
、
右
側
も
割
っ
て
、
中
心
と
各
交
点
を
結
び
、
割
る
。
即
ち
、
江
戸
紋
章
集
に
よ
る
五
つ
割
は
平
安
紋
鑑
の
十
の
割
に
相
当
す
る
。
 

六
つ
割

平
安
紋
鑑
に
よ
る
と
、
六
つ
割
は
一
寸
の
丸
を
廻
し
た
ブ
ン
マ
ワ
シ
に
て
割
る
な
り
、
但
し
、
十
二
割
も
こ
れ
に
て
割
る
な
り
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
に
記



し
た
江
戸
紋
章
集
の
三 

つ
割
と
同
じ
で
あ
る
。

江
戸
紋
章
集
に
よ
れ
ば
、
示
し
た
る
通
り
に
割
る
べ
し
、
十
ー 

ー
割
も
同
じ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
江
戸
紋
章
集
の
三
つ
割
の
各
々
を
、
更
に
、
二
つ
に
割
る
方 

法
で
あ
る
。

七
つ
割

平
安
紋
鑑
に
よ
る
と
、
七
つ
割
は
一
寸
の
丸
に
四
分
二
厘(

約
一.

六
セ
ン
チ)

の
ブ
ン
マ
ワ
シ
に
て
割
る
な
り
、
但
し
、
十
四
割
も
こ
れ
に
て
割
る
な
り
、
と
記 

さ
れ
て
い
る
。

江
戸
紋
章
集
に
よ
れ
ば
、
円
形
の
四
分
二
厘
の
割
に
て
割
る
な
り
と
記
さ
れ
て
い
る
。

無
形
文
化
財
紋
章
上
絵
保
存
会
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
縦
の
線
を
引
き
、
円
を
描
き
、
円
と
縦
の
線
の
交
点
を
イ
と
す
る
。
イ
に
中
心
を
立
て
、
同
じ
半 

径
に
て
円
を
描
き
、n

、

ハ
と
し
、

ハ
を
結
ぶ
、
イ
、

二
の
長
さ
を
半
径
と
し
円
を
描
く
、
ホ
、

へ
を
結
び
卜
と
す
る
。

C
L、

卜
を
結
び
、
チ
、
卜
の
長
さ
を
七 

つ
割
の
一
辺
と
す
る
。
こ
れ
は
平
安
紋
鑑
の
十
四
割
に
相
当
す
る
。

小
林
氏
に
よ
る
と
、
七
つ
割
を
利
用
す
る
紋
は
極
め
て
少
な
く
、
七
つ
割
の
場
合
は
永
年
の
経
験
と
勘
に
よ
り
、
見
当
を
つ
け
ブ
ン
マ
ワ
シ
に
て
、
半
円
を
七
つ
に 

割
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
。

八
っ
割

平
安
紋
鑑
に
よ
る
と
、
八
つ
割
は
一
寸
の
丸
に
三
分
七
厘(

約
一 
•

四
セ
ン
チ)

の
ブ
ン
マ
ワ
シ
に
て
割
る
な
り
、
但
し
、
十
六
割
も
こ
れ
に
て
割
る
な
り
、
と
記 

さ
れ
て
い
る
。

江
戸
紋
章
集
に
よ
れ
ば
、
示
し
た
る
通
り
割
る
な
り
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
方
法
は
江
戸
紋
章
集
に
よ
る
四
つ
割
を
、
更
に
二
つ
に
割
る
方
法
で
あ
る
。
こ
れ 

は
平
安
紋
鑑
の
十
六
割
に
相
当
す
る
。

九
つ
割

平
安
紋
鑑
に
よ
る
と
、
九
つ
割
は
一
寸
の
丸
に
三
分
三
厘(

約
一 
•

ニ
セ
ン
チ)

の
ブ
ン
マ
ワ
シ
に
て
割
る
な
り
と
記
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
紋
章
集
で
は
九
つ
割
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
方
法
は
、
ま
ず
、
三
つ
割
に
し
、
そ
の
各
々
を
ブ
ン
マ
ワ
シ
を
用
い
て
三
つ
に
割
る
方
法
で
あ
る
。

十
割

平
安
紋
鑑
に
よ
る
と
、
十
割
に
は
一
寸
の
丸
に
三
分(

約
一 
•

ー
セ
ン
チ)

の
ブ
ン
マ
ワ
シ
に
て
割
る
な
り
、
但
し
、
二
十
割
も
こ
れ
に
て
割
る
な
り
と
記
さ
れ
て 

い
る
。



江
戸
紋
章
集
に
よ
れ
ば
、
五
つ
割
と
同
じ
方
法
に
て
割
る
べ
し
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
に
記
し
た
五
つ
割
を
、
更
に
二
つ
に
割
る
方
法
で
あ
る
。
ま
た
江 

戸
紋
章
集
で
は
こ
れ
を
十
の
割
と
呼
ん
で
い
る
。

全
体
を
通
し
て
見
る
と
、
小
林
氏
は
江
戸
の
流
れ
を
継
い
で
、
江
戸
紋
章
集
に
よ
る
割
り
方
を
し
て
い
る
が
、
長
い
経
験
と
勘
に
よ
り
、
三
つ
割
以
外
は
ほ
と
ん
ど 

見
当
を
つ
け
て
、
ブ

>^
マ
ヮ
シ
で
割
っ
て
い
る
。

三
つ
割
、
六
つ
割
を
用
い
る
紋
に
は
、
三
つ
巴
、
丸
に
片
喰
、
丸
に
剣
片
喰
、
三
つ
割
桔
梗
、
中
輪
に
七
本
骨
三
つ
扇
、
五
三
の
桐
な
ど
が
あ
り
、
四
つ
割
、
八
つ 

割
を
用
い
る
紋
に
は
、
丸
に
右
萬
子
、
丸
に
鷹
の
羽
、
木
瓜
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
五
つ
割
を
用
い
る
紋
に
は
、
桔
梗
、
梅
鉢
、
葉
陰
林
戸
軍
な
ど
が
あ
る
。
七
つ
割 

と
九
つ
割
を
用
い
る
紋
は
極
め
て
少
な
く
、
七
つ
割
を
用
い
る
紋
に
は
八
つ
星
、
九
つ
割
を
用
い
る
紋
に
は
十
曜
星
な
ど
が
あ
る
。

図一 8

三 つ 割

平安紋鑑 江戸紋章集

四 つ 割

平安紋鑑 江戸紋章集

五 つ 害lj

平安紋鑑 小林氏の方法



図一9

五 つ 割 六 つ 害IJ

無形文化財紋章上絵保存会 平安紋鑑

六 つ 割 七 つ 害

江戸紋章集 平安紋鑑

七 つ 割

江戸紋章集 無形文化財紋章上絵保存会
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八 っ 割

平安紋鑑 江戸紋章集

九 つ 害lj

平安紋鑑 江戸紋章集

十 割

平安紋鑑 江戸紋章集
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三つ割、六つ割応用例



図一12

四つ割、八つ割応用例五つ割応用例 

図一13

七つ割応用例九つ割応用例 



4.
下
絵
描
き

-

辺
の
鯨
尺
一
寸
八
分(

六•

八
セ
ン
チ)

程
度
の
正
方
形
の
ユ
ポ
紙
を
用
意
し
、
目
の 

細
か
い
サ
ン
ド
ぺ
ー
パ
ー
で
そ
の
表
裏
を
軽
く
こ
す
っ
て
、
面
を
わ
ず
か
に
ざ
ら
つ
か
せ
る
。
 

こ
れ
は
描
い
た
下
絵
が
こ
す
れ
て
も
、
下
絵
の
墨
が
消
え
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
 

ユ
ポ
紙
を
正
し
く
半
分
に
折
り
、
そ
の
端
の
部
分
の
長
さ
の
中
心
あ
た
り
に
、
ブ
ン
マ
ワ
シ 

の
針
で
極
く
小
さ
な
穴
の
印
を
つ
け
る
。

次
に
、

ユ
ポ
紙
を
開
き
、
そ
の
穴
の
印
の
二
点
を
墨
を
つ
け
た
面
相
筆
と
定
規
、
お
よ
び 

案
内
擦
を
用
い
て
横
に
細
い
直
線
で
結
ぶ
。
な
お
面
相
筆
に
墨
を
含
ま
せ
て
使
用
す
る
時
は
、
 

必
ず
左
手
の
甲
に
筆
を
あ
て
、
穂
先
を
整
え
る
と
同
時
に
余
分
な
墨
を
取
り
除
く
こ
と
が
大 

切
な
こ
と
で
あ
る
。

合
せ
型
の
下
絵
描
き(

例
、
丸
に
片
喰)

面
相
筆
と
ブ
ン
マ
ワ
シ
を
用
い
て
墨
で
描
く
、
左
右
対
称
の
紋
の
紋
型
を
合
せ
型
と
い
う
。
 

⑴
 

ま
ず
、
生
地
の
石
持
の
大
き
さ
を
ブ
ン
マ
ワ
シ
を
用
い
て
計
る
。

⑵
 

作
業
台
の
上
に
バ
ィ
タ
を
置
き
、
そ
の
上
に
ユ
ポ
紙
を
の
せ
る
。
石
持
の
大
き
さ
を 

計
っ
た
ブ
ン
マ
ワ
シ
の
半
径
で
、

ユ
ポ
紙
の
折
目
と
基
準
の
横
の
線
と
の
交
点
を
中
心
と
し 

て
円
を
描
く
。
そ
の
方
法
は
ブ
ン
マ
ワ
シ
で
一
度
に
円
を
描
く
の
で
は
な
く
、
数
回
に
わ
た 

り
墨
を
つ
け
、
中
心
と
半
径
を
合
せ
な
が
ら
少
し
ず
つ
細
い
線
で
正
確
に
描
い
て
い
く
。
こ 

の
ユ
ポ
紙
に
描
い
た
円
を
生
地
の
石
持
に
あ
て
、
円
の
大
き
さ
が
適
当
で
あ
る
か
を
確
か
め
る
。

⑶

ユ
ポ
紙
に
先
に
描
い
た
円
よ
り
小
さ
め
の
適
当
な
大
き
さ
の
同
心
円(

内
側
の
円) 

を
描
き
、
紋
の
丸
の
部
分
と
す
る
。

⑷

内
側
の
円
を
三
つ
割
に
す
る
。
そ
の
方
法
は
紋
割
り
の
項
に
記
し
て
あ
る
。

⑸
 

割
り
出
し
を
し
た
ユ
ポ
紙
の
裏
側
に
細
工
ろ
う
を
塗
り
、
折
り
目
か
ら
正
し
く
二
つ 

に
折
り
、
貼
り
合
せ
、
左
半
分
に
、
ブ
ン
マ
ワ
シ
と
面
相
筆
、
定
規
、
案
内
棒
な
ど
を
用
い 

て
、
墨
で
下
絵
を
描
く
。

図一14

形紙(ュポ紙)

図一15

折り目
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紋
型
彫
り

L
 

紋
型
彫
り
の
道
具
と
材
料

紋
型
彫
り
の
道
具
と
し
て
は
小
刀
、
バ
ィ
タ
な
ど
が
あ
る
。
小
刀
は
昔
か
ら
型
は 

あ
ま
り
変
ら
ず
、
片
刃
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
多
く
の
種
類
が 

市
販
さ
れ
、
中
に
は
両
刃
の
小
刀
も
売
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
紋
章
上
絵
師
の
中
に 

デ
ザ
ィ
ン
カ
ッ
タ
ー
を
使
用
し
て
い
る
人
も
い
る
。

小
林
氏
は
、
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
手
製
の
小
刀
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
鋸
盤
の 

刃
を
長
さ
鯨
尺
一
寸
一
分(

約
四•

三
セ
ン
チ)

、
幅

一

分t

約
〇•

四
セ
ン
チ) 

程
度
に
切
断
し
て
、
こ
れ
を
小
刀
に
仕
上
げ
て
用
い
て
い
る
。
こ
の
小
刀
は
切
れ
味 

も
よ
く
、
手
な
れ
て
い
て
、
使
い
易
い
と
言
っ
て
い
る
。

材
料
と
し
て
は
型
紙
が
あ
る
。
ま
ず
型
紙
の
変
遷
に
つ
い
て
記
す
。

昔
か
ら
型
紙
に
は
油
紙
を
用
い
て
い
た
が
、
現
在
で
は
、
油
紙
を
用
い
た
り
、
合

成
紙
の
ユ
ポ
紙
を
用
い
た
り
し
て
い
る
。

型
紙
は
一
辺
が
鯨
尺
一
寸
八
分
程
度
に
切
っ
て
用
い
て
い
る
。

昔
は
各
々
の
紋
章
上
絵
師
が
油
紙
を
自
ら
作
っ
て
、

紋
の
型
紙
と
し
て
用
い
て 

い
た
。
こ
れ
は_

分
の
好
み
の
厚
さ
の
油
紙
を
用
い
る
た
め
で
あ
っ
た
。
現
在
で
は
、

種
々
の
厚
さ
の
油
紙
が
上
絵
用
と
し
て
市
販
さ
れ
て
い
る
。

小
林
氏
は
先
代
か
ら
の
直
伝
で
、
石
州
和
紙
に
え
の
油(

荏
胡
麻
の
実
か
ら
取
っ
た
油)

を
平
刷
毛
で
塗
っ
て
、
え
の
油
を
塗
ら
な
い
石
州
和
紙
と
交
互
に
重
ね
て 

い
き
、
し
ば
ら
く
重
ね
た
ま
ゞ
に
し
て
置
く
。
こ
の
よ
う
に
す
る
と
、
え
の
油
は
均
一
に
一
枚
一
枚
の
和
紙
に
浸
み
込
ん
で
行
く
。
こ
れ
を
一
枚
ず
つ
は
が
し
て
、
陰 

干
に
し
て
保
存
し
て
置
き
、
使
用
す
る
時
に
、
前
述
の
大
き
さ
に
切
っ
て
用
い
て
い
た
。
し
か
し
、
戦
後
昭
和
二
十
年
頃
か
ら
、
油
紙
が
直
き
に
ぜ
い
化
し
て
ボ
ロ
ボ 

ロ
に
切
れ
て
し
ま
う
の
で
、
困
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
え
の
油
の
質
の
低
下
が
原
因
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
、
数
年
前
に
ユ
ポ
紙
が
あ
る
事
を
知
り
、
 

使
い
始
め
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
で
は
、
小
林
氏
は
ユ
ポ
紙
を
型
紙
と
し
て
用
い
て
い
る
。
し
か
し
現
在
で
も
油
紙
を
型
紙
と
し
て
用
い
て
い
る
紋
章
上
絵
師
も
い
る
。
 

©
 

ユ
ポ
紙
と
は
、
王
子
油
化
合
成
紙
株
式
会
社
の
製
造
に
な
る
合
成
紙
で
、
耐
水
性
が
高
く
、
強
度
も
大
き
い
。
主
原
料
は
ポ
リ
オ
レ
フ
ィ
ン
、
お
よ
び
無
機
充

号具一 4 蚁型彫リの退兵

小

刀

. 

小

刀

1

型

紙

細
工
ろ
ぅ

2.

小刀の刃

小刀

小刀



塡
剤
な
ど
で
あ
り
、
種
々
の
厚
さ
の
も
の
が
あ
り
、
紋
章
上
絵
師
の
好
み
に
よ
り
種
々
の
厚
さ
の
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

販
売
先
王
子
油
化
合
成
紙
販
売
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
霞
ヶ
関
三1

ニ
ー
六

Z
 

紋
型
彫
り 

.

下
絵
を
描
い
た
二
つ
折
り
の
ユ
ポ
紙
の
右
側
に
、
細
工
ろ
ぅ
を
塗
り
、
下
に
二•

三
枚
重
ね
た
適
当 

な
紙
を
置
き
、

ユ
ポ
紙
を
貼
り
つ
け
て
、
紋
型
彫
り
に
移
る
。
下
絵
を
描
い
た
ユ
ポ
紙
を
下
紙
に
密
着 

さ
せ
る
の
は
、

ユ
ポ
紙
を
自
在
に
す
べ
ら
せ
て
紋
型
彫
り
を
容
易
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

彫
り
方
は
、
バ
ィ
タ
の
上
に
下
紙
に
貼
っ
た
下
絵
を
描
い
た
ユ
ポ
紙
を
置
き
、
手
製
の
小
刀
を
用
い 

て
、

ユ
ポ
紙
の
下
絵
の
線
の
通
り
に
細
心
の
注
意
を
は
ら
い
な
が
ら
、
小
刀
と
下
紙
を
動
か
し
な
が
ら 

型
を
彫
り
抜
い
て
い
く
。
曲
線
を
彫
る
こ
つ
は
小
刀
を
小
き
ざ
み
に
動
か
し
て
彫
る
こ
と
で
あ
る
。
彫 

り
方
に
特
別
な
順
序
は
無
く
、
紋
章
上
絵
師
個
々
に
ょ
っ
て
多
小
の
違
い
が
あ
り
、
小
林
氏
親
子
で
も 

多
小
の
違
い
が
あ
る
。

彫
り
終
っ
た
紋
型
を
下
絵
か
ら
剝
が
し
、
二
つ
折
り
の
紋
型
を
丁
寧
に
開
い
て
、
平
ら
に
し
、
丸
刷 

毛
で
紙
に
試
し
摺
り
を
す
る
。
そ
の
結
果
、
悪
い
部
分
が
あ
れ
ば
、
小
刀
を
用
い
て
修
正
す
る
。
特
に 

円
の
折
り
目
部
分
に
注
意
す
る
。

図一16

小刀

図一17

バイタ(盤板)
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㈢

摺
込
み

r
 

摺
込
み
の

道
具
と
材
料

摺
込
み
の
道
具
と
し 

て
は
摺
込
刷
毛
、
面
相 

筆
、
彩
色
筆
、
蒸
し
器
、
 

霧
吹
き
、
平
ご
て
、
丸

ご
て
、
キ
セ
ル
型
ご
て 

な
ど
が
用
い
ら
れ
、
材 

料
と
し
て
は
、
墨
、
染 

料
、
顔
料
、
染
料
定
着 

剤
、
泣
き
止
め
剤
な
ど 

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

L
 

各
種
摺
込
み
刷
毛

梅 小

皿 皿

2- 

面
相
筆 

彩
色
筆

3.
各
種
黒
の
染
料

4
 

染
料
と
染
料
液

ア
ミ
ゲ
ン

泣
き
止
め
剤

6.
霧
吹
き
器

7.
蒸
し
器



8.
蒸
し
器

平
ご
て

写真一 6摺り込みの道具と材料

図一18

丸刷毛(二分刷毛)

⑷

摺
込
刷
毛(

丸
刷
毛)

摺
込
み
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
丸
刷
毛
で
、
〇
•

五
号
か
ら
一
〇
号
ま
で
が
あ
る
。
号
と
は
丸
刷
毛
の
幅
の
こ
と
で
、
号
は
鯨
尺
一
分(

約
〇•

四
セ
ン
チ)

の
こ 

と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
二
号
、
三
号
と
は
丸
刷
毛
の
幅
が
鯨
尺
二
分
、
三
分
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
号
を
用
い
な
い
で
二
分
刷
毛
、
三
分
刷
毛
と
も
い
っ
て
い
る
。
 

小
林
さ
ん
は
二
分
刷
毛
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
る
。
紋
章
上
絵
の
摺
り
込
み
に
は
、

一
般
に
一
分
五
厘
、
二
分
刷
毛
な
ど
の
幅
の
狭
い
丸
刷
毛
を
用
い
て
い 

る
〇

㈣

面
相
筆

面
相
筆
は
摺
込
み
を
し
た
後
、
修
正
し
た
り
、
色
入
紋
、
色
抜
紋
な
ど
の
輪
郭
を
描
い
た
り
す
る
の
に
用
い
て
い
る
。
そ
の
使
い
方
は
下
絵
描
き
の
場
合
と
同
様
に 

行
う
。

㈧

彩
色
筆

彩
色
筆
は
日
本
画
で
用
い
ら
れ
る
細
い
筆
で
、
色
入
紋
、
色
抜
紋
な
ど
、
色
合
せ
し
た
染
料
液
で
、
紋
の
輪
郭
を
修
正
し
た
り
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
。
小
林
氏
は 

絵
筆
、
指
し
筆
な
ど
と
い
っ
て
い
る
。



㈡

蒸
し
器

蒸
し
器
は
摺
込
ん
だ
染
料
液
を
定
着(

染
色)

さ
せ
た
り
。
仕
上
げ
で
生
地
を
も
と
の
状
態
に
も
ど
し
た
り
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
。

蒸
し
器
に
は
、
昔
か
ら
種
々
の
型
の
も
の
が
あ
る
、
蒸
し
器
は
湯
を
沸
か
し
、
そ
の
蒸
気
を
細
い
ロ
か
ら
吹
き
出
さ
せ
、
そ
の
上
に
生
地
を
か
ざ
し
、
蒸
気
を
裏
か 

ら
あ
て
る
も
の
で
あ
る
。
最
も
簡
単
な
方
法
は
鉄
び
ん
で
湯
を
沸
か
し
、

ロ
か
ら
昇
る
蒸
気
で
蒸
す
方
法
で
あ
る
。
そ
の
後
、
蒸
し
釜
、

フ
ラ
ス
コ
な
ど
が
用
い
ら
れ 

て
き
た
。
現
在
は
蒸
し
釜
と
し
て
、
赤
銅
製
の
径
が
鯨
尺
四
寸(

約
一
五•

ニ
セ
ン
チ)

か
ら
六
寸(

約
ニ
ニ•

七
セ
ン
チ)

程
度
の
も
の
が
市
販
さ
れ
て
い
る
。

小
林
氏
は
手
製
の
非
常
に
簡
便
な
蒸
し
器
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
小
型(

内
容
ー
リ
ッ
ト
ル
程
度)

の
電
気
ポ
ッ
ト
の
蓋
を
取
り
は
ず
し
、
そ
の
蓋
の
代
り
に
ロ 

丨
卜
型
の
被
い
を
持
つ
数
個
の
小
孔
か
ら
蒸
気
を
吹
き
出
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
蓋
を
し
て
、
こ
れ
を
蒸
し
器
と
し
て
用
い
て
い
る
。

S
霧
吹
き

昔
は
ロ
に
水
を
含
み
、
強
く
吹
き
つ
け
て
細
か
い
霧
を
吹
き
つ
け
て
い
た
。
霧
吹
き
は
濡
れ
た
処
と
濡
れ
な
い
処
と
に
は
っ
き
り
と
境
の
つ
い
た
ま
ゞ
乾
か
す
と
、
 

そ
こ
に
必
ず
境
が
で
き
る
の
で
、
そ
の
境
の
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
霧
を
吹
く
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
霧
吹
き
器
が
用
い
ら
れ
、
種
々
の
型
の
も
の
が
市
販
さ 

れ
、
特
に
ガ
ラ
ス
製
の
も
の
が
上
絵
用
と
し
て
市
販
さ
れ
て
い
る
。
小
林
氏
も
こ
の
ガ
ラ
ス
製
霧
吹
き
器
を
用
い
て
い
る
。

㈧

こ
て
類

昔
か
ら
、
型
は
殆
ん
ど
変
わ
ら
ず
、
昔
と
同
じ
よ
う
な
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
て
類
は
生
地
の
し
わ
を
伸
ば
し
た
り
、
面
を
平
ら
に
し
た
り
、
乾
か
し
た
り
す 

る
の
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
て
類
に
は
平
ご
て
、
丸
ご
て
、
キ
セ
ル
型
丸
ご
て
な
ど
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
て
類
を
用
い
る
場
合
に
は
、
焼
い
た
こ
て
を
水
に
つ
け
て
加
熱
程
度
を
そ
の
音
に
よ
り
判
断
し
て
い
る
。
加
熱
し
す
ぎ
た
場
合
は
水
の
中
に
つ
け
て
さ 

ま
し
、
適
温
に
し
て
か
ら
使
用
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
て
の
温
度
が
適
温
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
方
法
は
、
焼
い
た
こ
て
を
水
の
中
に
入
れ
た
時
、
水
が
シ
ュ
ッ 

と
飛
び
散
っ
て
し
ま
う
よ
う
で
は
熱
す
ぎ
て
生
地
が
変
色
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

シ
ュ
ン
シ
ュ
ン
と
い
う
煮
立
つ
音
と
と
も
に
水
が
蒸
発
し
て
し
ま
う
位
の
状
態
で
こ
て 

を
用
い
る
の
が
良
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
時
に
よ
り
過
熱
し
た
こ
て
を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
。
現
在
で
は
、
電
気
に
て
加
熱
す
る
電
気
ご
て
も
市
販
さ
れ
て
い
る
。
 

平
ご
て
は
ど
ん
な
型
の
も
の
で
も
よ
い
が
、
な
る
べ
く
平
た
く
、
台
の
上
に
置
い
た
時
に
ぐ
ら
ぐ
ら
と
動
か
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
熱
の
保
ち
の
よ
い
も
の
が
望
ま
し 

い
。紋

章
上
絵
師
は
図
の
よ
う
な
平
ご
て
を
用
い
て
い
る
。
平
ご
て
は
主
に
生
地
を
乾
燥
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
か
ら
必
ず
生
地
の
裏
か
ら
あ
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ま
た
、
濡
れ
た
布
を
平
ご
て
の
上
に
畳
ん
で
載
せ
、
蒸
気
を
出
さ
せ
て
蒸
し
器
の
代
り
と
し
て
用
い
ら
れ
る
事
も
あ
る
。

丸
ご
て
、
キ
セ
ル
型
丸
ご
て
は
石
持
や
摺
込
ん
だ
紋
の
面
を
平
ら
に
し
た
り
す
る
た
め
に
主
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
て
の
径
は
鯨
尺
四
分
五
厘(

約
一 
•

七
セ
ン
チ)

か



ら
三
分
五
厘(

約
一 
•

三
セ
ン
チ)

程
度
で
あ
る
。
小 

林
氏
に
ょ
れ
ば
、
丸
ご
て
は
主
に
京
都
で
、
キ
セ
ル
型 

丸
ご
て
は
江
戸•

関
東
で
用
い
て
い
る
と
い
ぅ
。
型
の 

違
い
は
あ
る
が
用
い
る
目
的
は
同
じ
で
あ
る
。
小
林
氏 

は
主
に
キ
セ
ル
型
丸
ご
て
を
用
い
て
い
る
が
、
加
熱
し 

た
こ
て
を
直
接
生
地
に
あ
て
る
こ
と
は
し
な
い
。
適
当 

な
白
い
紙
を
必
ず
生
地
の
上
に
置
き
、
そ
の
上
か
ら
こ 

て
を
あ
て
ゞ
い
る
。

⑴

墨
と
硯

下
絵
描
き
に
用
い
た
も
の
を
使
用
し
て
い
る
。

W

染
料•

顔
料

昔
は
、
炭
素
を
固
め
て
、
作
ら
れ
た
棒
黒
、
兼
棒
、
 

黒
棒
な
ど
と
い
わ
れ
る
も
の
を
用
い
て
い
た
。
こ
れ
は 

水
で
す
り
落
と
し
て
、
黒
い
液
を
つ
く
り
、
こ
れ
を
摺 

込
み
に
用
い
て
い
た
。
現
在
で
も
市
販
さ
れ
て
い
る
も 

の
が
あ
る
。
こ
の
黒
棒
な
ど
か
ら
染
料
に
変
っ
た
の
は
、
 

大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
以
後
で
あ
っ
て
、
京
都
か 

ら
東
京•

関
東
に
入
っ
て
来
た
。
こ
れ
は
東
京
の
大
震 

災
で
、
仕
事
を
失
っ
た
紋
章
上
絵
師
が
京
都
に
出 

稼
ぎ
に
行
き
、
既
に
京
都
で
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
染 

料
を
用
い
て
い
た
の
で
、
こ
の
技
術
を
学
び
、
東
京
に 

帰
っ
て
来
て
、
広
め
、
東
京
で
も
染
料
を
用
い
る
ょ
ぅ 

に
な
っ
た
。
紋
章
上
絵
で
用
い
ら
れ
る
染
料
は
、
主
に

図-19
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酸
性
染
料
で
、
上
絵
材
料
店
で
は
、
黒
に
つ
い
て
は
種
々
の
染
料
と
染
色
用
薬
剤
を
調
合
し
て
、
染
料
液
を
作
り
、
両
用
黒
、
紋
章
黒
、
丹
長
黒
な
ど
の
商
品
名
で
市 

販
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
用
途
は
入
紋
用
、
縁
消
し
用
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
色
物
の
染
料
は
、
各
上
絵
材
料
店
で
、
黄
口
赤
、
藤
、
紫
、
黄
土
色
な
ど
の
名 

称
を
つ
け
て
販
売
さ
れ
て
い
る
。

⑼

泣
き
止
め
剤
、
定
着
剤

泣
き
止
め
剤
は
摺
込
ん
だ
染
料
液
が
滲
ん
だ
り
、
浸
み
た
り
す
る
の
を
防
ぐ
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
薬
剤
で
あ
る
。
泣
き
止
め
剤
と
し
て
市
販
さ
れ
て
い
る
も
の
の 

主
成
分
は
解
ら
な
い
が
、
多
分
糊
剤
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
泣
き
止
め
剤
の
代
り
に
の
り
剤
のC
 
• 
M
 
• 
C
 
(

セ
ル
ロ
ー
ス
誘
導
体)

を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
。

定
着
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
主
に
陽
ィ
オ
ン
活
性
剤
で
、
小
林
氏
は
ア
ミ
ゲ
ン
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
染
色
の
場
合
、
直
接
染
料
堅
ろ
う
度
増
進
剤 

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

2.
摺
込
み

ま
ず
、
生
地
の
防
水
加
工
の
程
度
を
水
を
少
量
生
地
に
落
と
し
て
調
べ
る
。
防
水
程
度
の
高
い
場
合
は
防
水
剤
を
落
と
し
て
か
ら
摺
込
み
に
入
る
。

⑴
 

別
の
ユ
ポ
紙
に
細
工
ろ
う
を
塗
り
、
そ
の
上
に
紋
型
を
置
い
て
、
裏
返
し
に
す
る
。

ユ
ポ
紙
を
手
で
押
し
つ
け
、
ろ
う
を
紋
型
の
裏
側
に
移
し
、
紋
型
を
い
た 

め
な
い
よ
う
に
、
丁
寧
に
剝
が
し
取
る
。
こ
れ
を
移
し
ろ
う
と
い
う
。

⑵
 

生
地
の
石
持
の
上
に
適
当
な
白
い
紙
を
の
せ
、
そ
の
上
か
ら
キ
セ
ル
型
丸
ご
て
を
あ
て
、
摺
込
み
や
す
い
よ
う
に
、
石
持
を
平
ら
に
す
る
。

⑶
 

生
地
の
石
持
に
、
生
地
の
方
向
を
み
て
真
直
ぐ
に
紋
型
を
貼
る
。
こ
の
際
、
紋
の
上
下
を
間
違
ぇ
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
。
次
に
、
石
持
の
大
き
さ
よ
り
や
 ゞ

大
き
め
の
丸
く
彫
り
抜
い
た
ユ
ポ
紙
の
外
枠
型(

丸
抜
き
の
外
枠
型)

を
細
工
ろ
う
で
石
持
に
合
わ
せ
て
貼
り
つ
け
る
。
こ
れ
は
摺
込
ん
だ
染
料
が
石
持
以
外
の
生
地 

に
つ
か
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
次
に
、
石
持
の
裏
側
の
部
分
に
古
は
が
き
か
、
は
が
き
程
度
の
厚
紙
を
細
工
ろ
う
で
貼
る
。

⑷
 

皿
に
染
料
液
と
極
く
少
量
の
ア
ミ
ゲ
ン(

定
着
剤)

を
入
れ
、
よ
く
混
ぜ
て
、
摺
込
み
液
を
作
る
。
ア
ミ
ゲ
ン
は
摺
込
ん
だ
時
、
滲
み
が
で
る
の
を
防
ぐ
た
め 

に
用
い
る
。
こ
れ
は
水
溶
性
の
染
料
が
ア
ミ
ゲ
ン
と
結
合
し
て
不
溶
性
の
色
素
を
作
る
か
ら
で
あ
る
。

別
の
紙
に
摺
込
み
液
の
濃
度
や
色
合
い
を
見
る
た
め
、
丸
刷
毛
で
摺
込
ん
で
調
子
を
み
る
。
濃
度
や
色
合
い
を
整
ぇ
、
摺
込
み
に
移
る
。

⑸

生
地
の
紋
型
の
上
か
ら
、
摺
込
み
液
を
丸
刷
毛
を
用
い
て
摺
込
む
。

こ
の
際
、
滲
み
を
防
ぐ
た
め
、
摺
込
み
液
を
少
量
丸
刷
毛
に
含
ま
せ
て
、
軽
く
摺
込
み
、
 

次
第
に
濃
く
し
て
行
く
の
が
こ
つ
で
あ
る
。

⑹
 

ま
ず
、
丸
抜
き
外
枠
型
を
は
ず
し
、
生
地
を
緯
の
方
向
に
、
作
業
台
の
縁
を
使
っ
て
引
張
り
、
紋
型
を
浮
か
せ
、
ピ
ン
セ
ッ
ト
な
ど
を
用
い
て
、
細
心
の
注
意 

を
は
ら
い
な
が
ら
紋
型
を
剝
が
す
。
摺
込
み
液
を
生
地
に
よ
く
浸
み
込
ま
せ
る
た
め
に
摺
込
ん
だ
紋
に
四
つ
を
入
れ
る
。

趙
四
つ
を
入
れ
る
と
は
、
生
地
を
斜
め
四
方
に
引
き
伸
ば
す
こ
と
を
い
う
。



㈣

線

描

き(

し
べ
入
れ)

L
 

線
描
き
の
道
具
と
材
料

摺
込
ん
だ
紋
に
円
や
円
弧
、
お
よ
び
細
い
線
な
ど
を
描
く
線
描
き
の
道
具
と
し 

て
は
ブ
ン
マ
ヮ
シ
、
定
規
、
案
内
棒
、
面
相
筆
、
硯
な
ど
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ 

ら
は
下
絵
描
き
の
道
具
に
記
し
た
も
の
と
同
じ
も
の
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
使
い
方 

も
ほ
と
ん
ど
同
様
で
あ
る
。

材
料
と
し
て
は
墨
が
用
い
ら
れ
る
。

9
- 

線

描

き(

し
べ
入
れ)

摺
込
ん
だ
紋
の
細
部
を
墨
で
線
描
き
す
る
こ
と
を
し
べ
を
入
れ
る
と
い
ぅ
。

ま
ず
、
摺
込
ん
だ
紋
の
上
に
適
当
な
白
紙
を
の
せ
、
そ
の
上
か
ら
キ
セ
ル
型
丸 

ご
て
を
あ
て
ゞ
生
地
を
平
ら
に
す
る
。
そ
の
裏
側
に
細
工
ろ
ぅ
を
塗
っ
た
は
が
き

L
 

石
持

2.

キ
セ
ル
型
丸
ご
て
を
あ
て
る
。

&
 

紋
型
を
合
わ
せ
る

4.

摺
込
み

5.

摺
込
ん
だ
と
こ
ろ

6.

四
つ
を
入
れ
る

写真一 7 摺込みの工程



写真-8線描きと仕上げの工程

1
 

キ
セ
ル
型
丸
ご
て
を
あ
て
る

2.

線

描

き(

シ
ベ
入
れ)

3.

線

描

き(

シ
ベ
入
れ)

4.

線

描

き(

シ
ベ
入
れ)

ス
コ
ッ
チ
ガ
ー
ド

ク
イ
ン
ピ
ア

ス
n

'y

チ
ガ
ー
ド
を

吹
き
つ
け
る

7.

ド
ラ
イ
ヤI

を
か
け
る



程
度
の
厚
さ
の
厚
紙
を
貼
り
つ
け
て
生
地
を
固
定
す
る
。
ブ
ン
マ
ヮ
シ
の 

筆
先
の
墨
の
含
み
具
合
を
整
え
、
円
や
円
弧
の
部
分
を
描
き
入
れ
る
。
次 

に
、
面
相
筆
と
定
規
、
案
内
棒
を
用
い
て
、
細
心
の
注
意
を
は
ら
い
な
が 

ら
、
直
線
を
描
き
入
れ
て
い
く
。
細
部
は
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
で
描
き
入
れ
て
、
 

紋
を
仕
上
げ
る
。
筆
の
穂
先
の
墨
の
含
み
具
合
や
穂
先
を
整
え
る
の
に
は 

左
手
の
甲
を
使
っ
て
整
え
る
。

W

仕
上
げ

L
 

仕
上
の
道
具
と
材
料

仕
上
の
道
具
と
し
て
は
平
ご
て
、
蒸
し
器
、
熱
風
乾
燥
機
な
ど
が
用
い 

ら
れ
る
。
平
ご
て
や
蒸
し
器
は
摺
込
み
の
道
具
と
同
じ
も
の
で
、
使
い
方 

も
同
様
で
あ
る
。
熱
風
乾
燥
機
は
整
髪
用
の
小
型
電
気
ド
ラ
ィ
ヤ
ー
を
用 

い
て
い
る
。

図-20 丸に片喰

さ描絵下

紋 型

丸抜きの外枠型

擢込んだ紋

仕上げた丸に片喰



仕
上
げ
材
料
と
し
て
は
、
色
止
め
液
、
防
水
剤
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
色
止
め
液
と
し
て
は
商
品
名
フ
ィ
ク
サP

二
〇
〇
、
防
水
剤
と
し
て
は
商
品
名
ス
コ
ッ 

チ
ガ
ー
ド
、
ク
イ
ン
ピ
ア(

フ
ッ
素
樹
脂
系
正
絹
用
ガ
ー
ド)

な
ど
の
樹
脂
加
工
剤
が
用
い
ら
れ
る
。
昔
は
紋
の
防
水
の
た
め
漆
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

Z
 

仕
上
げ

し
べ
を
入
れ
た
紋
の
裏
側
の
厚
紙
を
剝
し
、
バ
イ
タ
の
上
に
置
き
、
紋
の
上
に
適
当
な
白
紙
を
重
ね
、
そ
の
上
か
ら
キ
セ
ル
型
丸
ご
て
を
あ
て
仕
上
げ
る
。
さ
ら
に
、
 

防
水
剤 

c
ス
コ
ッ
チ
ガ
ー
ド
な
ど)

を
吹
き
付
け
て
防
水
性
を
与
え
、
雨
な
ど
に
あ
た
っ
た
時
、
紋
が
浸
み
だ
さ
な
い
よ
う
に
し
て
仕
上
げ
る
。

三
、
そ
の
他
の
紋
の
上
絵
工
程

そ
の
他
の
紋
の
上
絵
工
程
で
用
い
ら
れ
る
道
具
と
材
料
は
黒
地
紋
の
上
絵
工
程
で
用
い
た
道
具
と
材
料
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
道
具
と 

材
料
以
外
に
用
い
ら
れ
る
も
の
は
そ
の
つ
ど
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。

㈠

丸
な
し
紋(

縁
消
紋)

丸
な
し
木
瓜
を
例
に
し
て
記
す
。
下
絵
描
き
、
紋
型
彫
り
を
終
っ
た
紋
型
を
用
い
る
場
合
は
、
そ
の
ま
ゞ
摺
込
み
に
入
る
が
、
以
前
に
使
用
し
、
保
存
し
て
あ
る
型 

を
用
い
る
場
合
に
は
、
大
き
さ
の
異
な
る
同
一
種
類
の
型
の
中
か
ら
石
持
の
大
き
さ
に
合
っ
た
紋
型
を
選
び
出
し
、
丸
刷
毛
に
少
量
の
水
を
つ
け
て
軽
く
こ
す
っ
て
汚 

れ
を
と
り
、
更
に
、
輝
発
油
で
同
様
に
汚
れ
を
と
る
。
そ
れ
か
ら
石
持
に
適
当
な
白
い
紙
を
置
き
、
キ
セ
ル
型
丸
ご
て
を
あ
て
て
面
を
平
ら
に
す
る
。
こ
の
場
合
に
用 

い
る
型
は
二
枚
型
と
い
う
の
を
用
い
る
。
こ
れ
は
伏
型
と
紋
型
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
紋
型
を
本
型
と
い
う
。
伏
型
は
本
型
よ
り
や
ゞ
大
き
め
の
紋
の
輪 

郭
の
み
の
型
で
あ
る
。

L
 

縁
消
し

ま
ず
、
伏
型
を
石
持
に
細
工
ろ
う
で
貼
り
、
石
持
の
裏
側
に
細
工
ろ
う
を
塗
っ
た
厚
紙 

C

は
が
き
程
度)

を
置
き
、
石
持
の
部
分
を
貼
り
つ
け
て
固
定
す
る
。
次
に 

石
持
の
大
き
さ
よ
り
微
か
に
大
き
め
の
丸
抜
き
の
外
枠
型
を
石
持
に
合
わ
せ
て
細
工
ろ
う
で
貼
り
、
ア
ミ
ゲ
ン
を
入
れ
な
い
染
料
液
で
、
丸
刷
毛
で
色
合
い
を
見
な
が 

ら
摺
込
み
、
白
い
部
分
を
黒
く
し
て
紋
の
縁
を
消
す
。
石
持
の
下
の
厚
紙
を
取
り
除
い
た
後
、
作
業
台
の
縁
を
使
っ
て
、
生
地
を
緯
方
向
に
引
張
り
、
伏
型
、
外
枠
型 

を
丁
寧
に
剝
が
し
、
摺
り
込
ん
だ
部
分
に
四
つ
を
入
れ
て
、
染
料
液
を
浸
み
込
ま
せ
る
。

生
地
を
裏
返
し
し
て
、
縁
消
し
部
分
を
面
相
筆
を
用
い
て
染
料
液
で
輪
郭
を
と
り
、
再
び
四
つ
を
入
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
紋
の
輪
郭
を
は
っ
き
り
浮
き
立
た
せ
る
。

2.

摺
込
み

伏
型
に
よ
り
防
染
さ
れ
て
白
く
残
っ
た
部
分
、
す
な
わ
ち
生
地
上
の
白
い
紋
の
上
に
本
型
を
細
工
ろ
う
で
貼
る
。
更
に
紋
の
輪
部
を
彫
り
抜
い
た
外
枠
型
を
置
き
、
 

裏
側
に
細
工
ろ
う
を
塗
っ
た
厚
紙
を
置
き
、
固
定
し
、
ア
ミ
ゲ
ン
の
少
量
入
っ
て
い
る
染
料
液
で
摺
り
込
む
。
四
つ
を
入
れ
て
か
ら
よ
く
乾
燥
し
、
蒸
し
器
を
用
い
て
、



生
地
の
裏
か
ら
三
十
秒
な
い
し
一
分
間
位
蒸
す
。
こ
の
操
作
に
よ
り
縁
消
し
部
分
の
染
料
を
よ
く
染
着
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
ご
て
を
摺
込
ん
だ
部
分
の
裏
か
ら
あ
て
て
乾
か
し
、
縁
が
消
え
て
い
る
か
、
ど
う
か
調
子
を
み
る
。
こ
の
場
合
、
伏
型
を
貼
っ
て
み
る
と
、
縁
が
消
え
て
い
る
か
、
 

ど
う
か
よ
く
解
る
。
縁
が
消
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
回
り
の
生
地
の
黒
と
、
消
し
た
部
分
の
縁
の
黒
と
が
同
じ
色
に
な
る
こ
と
を
い
う
。
消
え
て
い
な
い
場
合
は
、
 

水
を
丸
刷
毛
に
少
量
含
ま
せ
て
、
ぼ
か
す
。
再
び
蒸
し
て
、
平
ご
て
を
あ
て
て
調
子
を
み
る
。
縁
が
消
え
て
い
る
場
合
は
次
の
工
程
に
移
る
。

3. 

線

描

き(

し
べ
入
れ)

紋
の
上
に
白
い
紙
を
置
き
、
そ
の
上
か
ら
キ
セ
ル
型
丸
ご
て
を
あ
て
て
、
摺
込
ん
だ
紋
を
平
ら
に
し
、
細
工
ろ
う
の
つ
い
た
厚
紙
を
紋
の
裏
側
に
置
き
、
貼
り
つ
け 

る
。.
黑
地
紋
と
同
様
に
、
面
相
筆
、
ブ
ン
マ
ヮ
シ
、
定
規
な
ど
を
使
っ
て
、
墨
で
し
べ
を
入
れ
る
。
な
お
、
生
地
の
防
水
性
が
強
い
時
は
、
細
い
線
が
う
ま
く
描
け
な 

い
の
で
、
墨
の
中
に
少
量
の
浸
透
剤
を
加
え
て
用
い
る
事
も
あ
る
。

4. 

,
仕
上
げ 

デ

描
き
上
げ
た
紋
に
泣
き
止
め
液(

フ
ィ
ク
サP

二
〇
〇
な
ど)

の
霧
を
吹
き
、
熱

風
(

ヘ
ヤ
ー
ド
ラ
イ
ヤ
ー
使
用)

で
生
乾
き
ま
で
乾
燥
し
、
裏
側
か
ら
平
ご
て
を 

あ
て
て
乾
燥
す
る
。
最
後
に
は
防
水
剤(

ス
コ
ッ
チ
ガ
ー
ド
な
ど)

を
吹
き
つ
け
し
た
後
、
熱
風
を
数
秒
間
吹
き
付
け
る
。
こ
れ
は
雨
な
ど
に
あ
た
っ
た
場
合
、
紋
が 

泣
く
の
を
防
ぐ
た
め
に
行
う
。
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抜
き
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抜
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染
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丸抜きの外枠型

型伏

型本

紋型の輪かくを彫り
抜いた外枠型

摺込んだ紋

仕上げた丸なし木瓜



㈡

色
抜
紋

丸
に
桔
梗
を
例
に
し
て
記
す
。

ま
ず
、
前
に
述
べ
た
紋
の
位
置
に
示
し
た
処
の
位
置
を
決
め
る
。
そ
の
位
置
に
針
と
白
糸
を
用
い
て
仕
付
け
縫
い
を
す
る
。
 

ユ
ポ
紙
に
紋
の
抜
き
型
の
下
絵
を
描
き
、
紋
型
を
彫
り
抜
い
て
抜
き
型
を
作
る
。
抜
き
型
は
黒
地
紋
や
縁
消
紋
の

紋
型
と
異
な
っ
て
、
紋
の
白
に
な
る
部
分
を
彫
り
抜
い
た
型
で
あ
る
。

L
 

色
抜
き

⑷

色
抜
き
の
道
具
と
材
料

色
抜
き
の
道
具
と
し
て
は
、
平
ご
て
、
浸
抜
き
用
こ
す
り
、

へ
ら
、
蒸
し
器
、
超
音
波
洗
浄
器
な
ど
が
用
い
ら
れ 

る
。
平
ご
て
、
蒸
し
器
は
黒
地
紋
の
製
作
工
程
で
示
し
た
も
の
と
同
じ
も
の
で
、
使
い
方
も
同
様
で
あ
る
。
材
料
と 

し
て
は
色
抜
き
剤
が
用
い
ら
れ
る
。

⑴
 

浸
抜
き
用
コ
ス
リ
—

浸
抜
き
用
コ
ス
リ
は
石
持
、
色
抜
き
の
部
分
を
洗
ぅ
の
に
用
い
る
図1

22

の
よ
ぅ
な 

刷
毛
で
、
馬
毛
、
棕
櫚
製
の
も
の
が
多
く
、
毛
足
が
し
な
や
か
で
、
布
面
に
強
く
、
す
れ
の
で
き
な
い
程
度
の
も
の 

を
用
い
る
。
小
林
氏
は
以
前
か
ら
馬
毛
の
こ
す
り
を
用
い
て
い
る
。

⑵
 

へ
ら
丨
昔
か
ら
竹
製
の
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
も
の
も
あ
る
。
こ 

れ
は
極
く
狭
い
部
分
の
汚
れ
を
こ
す
っ
て
落
し
た
り
、
抜
き
剤
を
塗
付
し
た
り
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
。
小
林
氏 

は
裁
縫
用
の 

へ
ら
を
改
良
し
た
も
の
を
用
い
て
い
る
。

⑶
 

超
音
波
洗
浄
器I

超
音
波
を
そ
な
ぇ
た
特
殊
洗
浄
器
で
、
超
音
波
を
発
生
さ
せ
る
と
同
時
に
洗
浄
液
を
細
い
ノ
ズ
ル
か
ら
吹
き
出
さ
せ
る
装
置
で
狭
い
範
囲 

の
洗
浄
に
適
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
洗
浄
液
は
水
を
用
い
て
い
る
。
浸
抜
き
、
紋
洗
い
に
超
音
波
ソ
ノ
フ
ラ
ッ
シ
J-

の
名
称
で
市
販
さ
れ
て
い
る
。

⑷
 

抜
き
剤
—

色
抜
き
は
何
時
の
時
代
か
ら
行
な
わ
れ
た
か
、
解
ら
な
い
が
、
京
染
の
秘
訣
に
よ
れ
ば
、
享
和
二
年
八
月(

一
八
〇
二
年)

、
洗
物
組
合
の
申
し 

合
せ
値
段
表
に
色
抜
き
の
値
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
、
既
に
相
当
に
色
抜
き
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
当
時
は
還
元
剤
が
あ
っ
た
わ
け 

で
は
な
い
。
勿
論
、
石
け
ん
も
ソ
ー
ダ
(

炭
酸
ナ
ト
リ
ゥ
ム)

も
な
い
時
代
に
は
、
木
灰
や
、
梅
酢
や
、
小
鳥
の
糞
が
唯
一
の
脱
色
剤
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

そ
の
後
、
人
造
染
料
が,
入
っ
て
来
て
、
色
抜
き
を
す
る
場
合
は
酸
化
剤
か
還
元
剤
を
用
い
て
、
そ
の
目
的
を
達
し
て
い
る
。

紋
章
上
絵
師
は
こ
の
頃
、
即
ち
、
明
治
時
代
よ
り
還
元
剤
を
用
い
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
三
品
と
い
ぅ
呼
び
名
で
言
わ
れ
て 図-22 こすり

棕梠こすり 馬毛こすり



い
る
薬
剤
で
あ
る
。
三
品
と
は
亜
鉛
末
、
酸
性
亜
硫
酸
ソ
ー
ダ
(

亜
硫
酸
水
素
ナ
ト
リ
ゥ
ム)

、
酢
酸
で
あ
る
。
こ
の
三
種
の
薬
剤
を
用
い
る
方
法
を
三
品
抜
と
い
う 

京
染
の
秘
a(l

の
紋
抜
き
法
に
よ
れ
ば
、
酸
性
亜
硫
酸
ソ
ー
ダ

三

匁(

約
ー
ー*

三
グ
ラ
ム)

に
氷
酢
酸
二
匁
五
分
、
約
九•

四
グ
ラ
ム)

を
加
え
て
よ
く
混
和
し
て
、
 

こ
れ
に
亜
鉛
末
二
匁(

約
七
・
五
グ
ラ
ム)

を
加
え
る
。
生
地
や
色
に
よ
り
、
更
に
、

ロ
ン
ガ
リ
ッ
ト
の
粉
末
一
匁(

約
三•

七
五
グ
ラ
ム)

を
加
え
、
こ
れ
を
糊
に 

練
り
合
せ
て
用
い
る
。
紋
章
上
絵
師
も
大
体
こ
の
よ
う
な
割
合
で
用
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
他
還
元
脱
色
剤
と
し
て
ハ
イ
ド
ロ
サ
ル
フ
ァ
イ
ト
、
デ
ク
ロ
リ
ン 

な
ど
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
が
用
い
ら
れ
る
以
前
は
鶯
の
糞
、
石
け
ん
、
ソ
ー
ダ
、
木
灰
な
ど
も
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
現
在
は
、
ほ
と
ん 

ど
還
元
脱
色
剤
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
中
で
も
三
品
が
最
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
紋
章
上
絵
師
個
々
の
考
え
で
、
三
品
に
ロ
ン
ガ
リ
ッ
ト
、

ハ
イ
ド
ロ
サ
ル
フ
ァ
イ 

卜
、
デ
ク
ロ
リ
ン
な
ど
を
加
え
て
用
い
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
ら
色
抜
き
剤
は
種
々
市
販
さ
れ
、
三
品
に
は
セ
ッ
ト
と
し
て
市
販
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
 

㈣
 

三

品
(

抜
き
剤)

の
調
製

か
な
り
堅
め
の
も
ち
粉
の
り
を
作
っ
て
お
く
。
も
ち
粉
を
適
量
の
水
で
よ
く
練
り
、
か
き
ま
ぜ
な
が
ら
加
熱
し
て
の
り
に
す
る
。
こ
の
の
り
を
少
量
小
さ
な
器
に
と 

り
、
亜

硫

酸(

亜
硫
酸
水
素
ナ
ト
リ
ゥ
ム)

を
少
量
加
え
よ
く
混
ぜ
て
、
亜
硫
酸
と
ほ
ゞ
同
量
の
ロ
ン
ガ
リ
ッ
ト
と
デ
ク
ロ
リ
ンD
S

コ
ン
ク
を
加
え
、
よ
く
練
り
、
 

更
に
、
亜
鉛
末
も
ほ
ゞ
同
量
加
え
て
よ
く
練
る
。
最
後
に
、
少
量
の
氷
酢
酸
を
加
え
、
よ
く
練
り
、
や
や
堅
め
の
抜
き
剤(

灰
色
の
の
り
状)

を
作
る
。

㈧

試
し
抜
き

生
地
の
端
に
抜
き
剤
を
や
ゞ
厚
め
に
へ
ら
で
塗
り
つ
け
、
蒸
し
器
か
ら
蒸
気
を
吹
き
つ
け
三
十
秒
か
ら
一
分
間
位
蒸
す
。

へ
ら
で
抜
き
剤
を
取
り
除
い
た
後
、

ス
ポ 

ン
ジ
板
の
上
に
の
せ
、
手
製
の
円
筒
形
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
枠
を
置
い
て
、
超
音
波
洗
浄
器
を
用
い
水
で
洗
浄
す
る
。
以
前
は
、
馬
の
毛
な
ど
で
作
ら
れ
た
コ
ス
リ
で
叩 

き
洗
い
を
し
た
が
、
生
地
に
す
れ
が
で
て
し
ま
う
こ
と
が
多
く
、
手
間
と
時
間
が
か
ゞ
り
洗
浄
効
果
も
悪
か
っ
た
。

®
 

手
製
の
円
筒
形
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
枠
—

仕
上
用
ス
プ
レ
ー
の
蓋
に
直
径
鯨
尺
六
分(

約
二•

ニ
セ
ン
チ)

程
度
の
穴
を
あ
け
た
も
の
。

㈡

色
抜
き

背
紋
の
位
置
に
縫
し
ろ
鯨
尺
三
分(

約
一 

•
ー

 

セ
ン
チ)

と
っ
て
、
紋
の
中
心
線
と
す
る
。

生
地
の
下
に
細
工
ろ
う
を
塗
っ
た
厚
紙
を
置
き
、
生
地
を
固
定
す
る
。
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
て
お
い
た
抜
き
型
を
生
地
の
紋
の
位
置
に
細
工
ろ
う
で
貼
り
つ
け
、

へ 

ら
を
用
い
て
、
や
ゞ
厚
め
に
抜
き
剤
を
抜
き
型
の
上
に
塗
り
つ
け
る
。
抜
き
型
を
ず
れ
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
が
ら
取
り
除
き
、
輪
の
つ
な
ぎ
目
に
筆
と
小
べ
ら
を
用 

い
て
抜
き
剤
を
置
い
て
つ
な
い
で
い
く
。
そ
の
後
、
抜
き
剤
の
滲
み
を
防
ぐ
た
め
、
紋
と
そ
の
周
辺
部
を
防
水
剤(

ス
コ
ッ
チ
ガ
ー
ド
な
ど)

を
用
い
て
防
水
す
る
。
 

生
地
を
厚
紙
か
ら
剝
が
し
、
ド
ラ
イ
ヤ
ー
を
用
い
て
熱
風
を
吹
き
つ
け
た
後
、
生
地
の
裏
側
よ
り
平
ご
て
を
あ
て
ゞ
乾
か
し
、
蒸
し
器
を
用
い
て
裏
側
か
ら
蒸
気
を
吹 

き
つ
け
て
蒸
す
。
平
ご
て
を
あ
て
た
り
、
蒸
気
で
蒸
す
の
は
三
品
の
還
元
作
用
を
助
長
し
て
生
地
の
染
料
を
分
解
し
て
白
く
す
る
た
め
で
あ
る
。
蒸
し
た
後
、
の
り
を



へ
ら
で
取
り
除
く
。
次
に
紋
の
周
り
の
汚
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
円
筒
形
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
枠
を
置
い
て
、
超
音
波
洗
浄
器
を
用
い
て
、
水
で
洗
浄
す
る
。
十
分
に
洗
浄 

し
た
後
、
そ
の
部
分
を
数
枚
重
ね
た
白
の
綿
布
の
間
に
は
さ
み
水
分
を
よ
く
と
り
、
平
ご
て
を
生
地
の
裏
側
か
ら
あ
て
ゞ
乾
か
す
。
な
お
、
色
の
抜
け
具
合
を
裏
か
ら 

調
べ
る
。
若
し
悪
い
場
合
は
、
生
地
の
裏
に
抜
き
型
を
貼
り
、
抜
き
剤
を
塗
り
つ
け
て
、
表
と
同
様
に
し
て
、
色
を
完
全
に
抜
く
。
色
を
抜
く
部
分
が
多
い
場
合
は
、
 

丸
い
抜
き
型
で
白
く
丸
く
抜
く
場
合
も
あ
る
。
こ
の
場
合
の
後
の
工
程
は
後
で
述
べ
る
色
入
紋
と
同
じ
で
あ
る
。
同
様
に
し
て
胸
の
紋
、
袖
の
紋
の
位
置
の
色
を
抜
く
。
 

¢
4  

修

正

色
抜
き
し
た
部
分
に
白
い
紙
を
置
き
、
上
か
ら
キ
セ
ル
型
丸
ご
て
を
あ
て
ゞ
布
面
を
平
ら
に
す
る
。
ま
た
、
生
地
の
裏
側
に
厚
紙
に
細
工
ろ
う
で
貼
り
つ
け
、
生
地 

を
固
定
し
て
修
正
し
や
す
い
よ
う
に
す
る
。
次
に
、
泣
き
止
め
剤
の
少
量
を
皿
に
と
り
、
数
種
の
染
料
液
を
混
合
し
、
生
地
の
色
に
合
せ
て
調
合
し
て
色
合
せ
を
す
る
。
 

こ
の
際
、
混
合
す
る
染
料
液
の
種
類
や
そ
れ
ぞ
れ
の
量
に
よ
り
、
微
妙
に
色
相
が
変
化
す
る
の
で
大
変
な
仕
事
で
あ
る
。
色
合
せ
を
す
る
時
は
、
別
の
同
種
の
白
生 

地
を
用
意
七
て
、
使
用
す
る
染
料
液
の
種
類
、
混
合
す
る
量
、
う
す
め
る
水
の
量
な
ど
を
加
減
し
て
、
十
数
回
に
わ
た
り
試
験
染
を
す
る
。
こ
れ
は
長
い
経
験
と
技
術 

が
必
要
で
あ
る
。
次
に
、
紋
型
を
細
工
ろ
う
で
色
を
抜
い
た
処
に
正
し
く
貼
り
、
細
い
絵
筆
を
用
い
て
、
紋
型
の
周
囲
を
色
合
せ
し
た
染
料
液
で
丁
寧
に
修
正
す
る
。
 

紋
型
と
厚
紙
を
取
り
除
き
、
生
地
の
裏
側
か
ら
平
ご
て
を
あ
て
て
乾
か
す
。
再
び
、
生
地
の
裏
側
に
細
工
ろ
う
を
塗
っ
た
厚
紙
を
置
き
、
そ
の
上
に
生
地
を
密
着
さ
せ 

て
固
定
す
る
。
墨
を
用
い
て
、
ブ
ン
マ
ヮ
シ
で
、
丸
の
輪
郭
を
と
る
。

1.

三の

品り

2.
抜
き
剤
の
調
製

3.
試

し

抜

き

4.
試

し

抜

き



5.
試

し

抜

き

6.
試

し

描

^

〇

7.

抜紋

ぎ

型型

a
 

抜
き
型
を
お
く

9.
抜
き
剤
を
塗
る

10.
抜
き
型
を
と
る

11.
蒸
気
で
蒸
す

12.
超
音
波
洗
浄
機
一
式



1
3.
超
音
波
洗
浄
機
で

 

洗
浄
す
る

14.
裏
か
ら
平
ご
て
を
あ
て
る

1
5.
キ
セ
ル
型
丸
ご
て
を

 

あ
て
る

16.

色

合

わ

せ

17.
紋
型
を
お
き
、
修
正
す
る

18.
線

描

き

19.
線

描

き

2〇.

丸

に

桔

梗

写真一1〇 色入紋の工程



図-2 3 丸に桔梗

抜

き

型

抜
き
剤
を
塗
っ
た
生
地

色
抜
き
し
た
生
地

仕
上
げ
た
丸
に
桔
梗

a
 

線

描

き(

し
べ
入
れ)

面
相
筆
、
ブ
ン
マ
ヮ
シ
、
定
規
、
案
内
棒
な
ど
を
用
い
て
、
墨
で
し
べ
を
入
れ
る
。
最
後
に
、
染
め
残
り
の
部
分
を
色
合
せ
し
た
染
料
液
で
修
正
す
る
。

4
 

仕
上
げ

生
地
の
裏
か
ら
蒸
し
器
の
蒸
気
を
吹
き
つ
け
て
、
生
地
の
し
ぼ
の
状
態
を
元
に
も
ど
し
、
裏
側
か
ら
平
ご
て
を
あ
て
て
乾
燥
す
る
。
次
に
フ
ッ
素
系
樹
脂
系
防
水
剤 

(

正
絹
用
ガ
ー
ド
ク
ィ
ン
ピ
ュ
ア
な
ど)

を
吹
き
つ
け
て
防
水
し
て
仕
上
げ
る
。

㈢

色
入
紋

丸
に
梅
鉢
を
例
に
し
て
記
す
。

下
絵
描
き
、
紋
型
彫
り
を
終
っ
た
紋
型
を
用
い
る
場
合
は
、
そ
の
ま
ゞ
用
い
る
が
、
保
存
し
て
あ
る
紋
型
を
用
い
る
場
合
に
は
、

い
く
つ
も
保
存
し
て
あ
る
同
種
類 

の
紋
型
の
中
か
ら
生
地
の
石
持
の
大
き
さ
に
合
っ
た
も
の
を
選
び
出
し
、
合
う
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
、
こ
れ
を
用
い
る
。
色
物
の
生
地
の
石
持
に
キ
セ
ル
型
丸
ご
て 

を
あ
て
表
面
を
平
ら
に
し
て
、
裏
側
に
細
工
ろ
う
を
塗
っ
た
厚
紙
を
貼
っ
て
生
地
を
固
定
す
る
。
石
持
の
位
置
に
正
し
く
紋
型
を
細
工
ろ
う
で
貼
る
。

L
 

色
合
せ

ま
ず
、
色
合
せ
を
す
る
。
泣
き
止
め
剤
の
少
量
を
皿
に
と
り
、
生
地
の
色
に
合
わ
せ
て
染
料
液
を
加
ぇ
て
、
調
合
し
て
、
色
合
わ
せ
を
す
る
。
泣
き
止
め
剤
の
代
り



に
合
成
の
り
剤
で
あ
るC
 
• 
M
 
• 
C

を
用
い
る
場
合
も
あ
る
。
生
地
と
同
種
類
の
別
の
白
生
地
に
調
合
し
た
染
料
液
を
指
先
で
つ
け
、
裏
側
よ
り
平
ご
て
を
あ
て
、
乾 

か
し
て
か
ら
色
調
を
調
べ
る
。
こ
の
際
、
地
色
よ
り
わ
ず
か
う
す
め
の
色
調
に
な
る
よ
う
に
す
る
。
こ
れ
は
後
で
縁
ど
り
を
墨
で
描
く
た
め
に
濃
く
見
え
る
た
め
で
あ 

る
〇

2. 

摺
込
み

紋
型
の
外
側
の
石
持
の
部
分
を
、
細
い
絵
筆
で
、
調
合
し
た
染
料
液
を
用
い
て
生
地
の
色
に
合
わ
せ
て
塗
る
。
次
に
、
石
持
の
上
に
型
が
貼
っ
て
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
 

そ
の
上
に
、
紋
型
の
外
の
縁
よ
り
や
ゞ
小
さ
い
丸
抜
き
の
外
枠
型
を
置
い
て
、
染
料
液
を
丸
刷
毛
で
摺
込
む
。
こ
の
場
合
、
生
地
の
色
よ
り
や
ゞ
う
す
め
に
摺
込
む
の 

が
こ
づ
で
あ
る
。

3. 

修 

正-

摺
込
ん
だ̂
^

、
紋
型
と
丸
抜
き
の
外
枠
を
取
り
除
き
、
紋
の
内
側
の
部
分
を
絵
筆
で
染
料
液
を
用
い
て
修
正
す
る
。
こ
の
場
合
も
最
初
は
う
す
く
、
色
を
補
い
な
が 

ら
、
生
地
の
色
に
合
わ
せ
て
い
く
が
、
や
は
り
内
部
を
や
ゞ
う
す
め
に
色
を
ほ
ど
こ
す
の
が
こ
つ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
す
る
と
、
紋
の
内
部
と
色
が
同
じ
よ
う
に
見 

え
る
の
で
あ
る
。

L
 

染
料
の
調
合

2.
色
合
わ
せ

3
 

紋
型
を
お
く

4
 

外
枠
を
お
き

摺
込
む



写真一11色入紋の工程

5.
摺

上

り

a
 

線

描

き

7.
蒸
気
で
蒸
す

8.
ド
ラ
イ
ヤ
ー
を
か
け
る

9.
裏
か
ら
平
ご
て
を
あ
て
る

10.
丸
に
梅
鉢



図一2 4丸に梅鉢

下絵描き

紋型

丸抜きの外枠型

摺り込んだ紋

仕上げた
丸iこ梅鉢

4
 

線

描

き(

し
べ
入
れ)

摺
込
ん
だ
紋
の
上
に
紙
を
あ
て
ゞ
、
そ
の
上
か
ら
キ
セ
ル
型
丸
ご
て
を
あ
て
、
 

乾
燥
す
る
と
共
に
表
面
を
平
ら
に
す
る
。
生
地
の
裏
側
に
細
工
ろ
ぅ
を
塗
っ
た
厚 

紙
を
置
き
、
固
定
す
る
。
紋
に
、
墨
を
用
い
、
面
相
筆
、
ブ
ン
マ
ヮ
シ
な
ど
を
用
い 

て
、
色
抜
紋
と
同
様
に
、
し
べ
を
描
き
入
れ
、
輪
郭
を
描
き
入
れ
る
。

i
d  

仕
上
げ

紋
の
部
分
を
蒸
し
、
染
料
を
定
着(

染
め
つ
か
せ
る)

さ
せ
、
そ
の
後
、
平
ご 

て
を
裏
側
か
ら
あ
て
て
乾
燥
す
る
。
最
後
に
定
着
剤(

フ
ィ
ク
サ
ーP

二
〇
〇
な 

ど)

を
霧
吹
き
器
を
用
い
て
吹
き
つ
け
、
定
着
さ
せ
た
後
、
ド
ラ
イ
ヤ
ー
で
乾
燥 

す
る
。
更
に
、
防
水
剤
を
吹
き
付
け
て
、
ド
ラ
イ
ヤ
ー
で
乾
燥
す
る
。



㈣

切
付
紋

丸
な
し
井
桁
を
例
に
し
て
記
す
。

L
 

紋
地
を
つ
く
る

錦
紗
、
紹
、
羽
二
重
な
ど
の
生
地
に
、
和
紙
を
裏
打
ち
し
た
も
の
を
準
備
し
て
置
く
。
裏
打
ち
の
方
法
は
、
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
生
地
を
ガ
ラ
ス
板
に
し
わ
の
寄
ら
な 

い
よ
う
に
水
張
り
し
、
そ
の
上
に
吉
野
紙
と
い
う
極
く
薄
い
和
紙
を
貼
っ
て
、
吉
野
紙
の
上
か
ら
、
薄
め
の
生
麩
の
り
を
平
刷
毛
を
用
い
て
、
刷
毛
引
き
を
す
る
。
こ 

れ
を_

然
乾
燥
し
て
、
切
り
つ
け
紋
用
の
紋
地
と
し
て
保
管
し
て
お
く
。

2.
摺
込
み

下
絵
描
き
、
紋
型
彫
り
を
終
っ
た
紋
型
を
用
い
る
場
合
は
、
そ
の
ま
ゞ
用
い
る
が
、
保
存
し
て
あ
る
紋
型
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
中
か
ら
適
当
な
大
き
さ
の 

紋
型
を
利
用
す
る
。
適
当
な
大
き
さ
の
紋
型
を
選
び
、
裏
側
に
細
工
ろ
う
を
移
す
。
切
り
付
け
を
す
る
生
地
と
同
じ
よ
う
な
紋
地(

裏
打
ち
し
た
生
地)

を
選
び
、
こ 

れ
に
紋
型
を
貼
り
、
更
に
、
紋
の
輪
郭
の
線
が
少
し
出
る
程
度(

〇
•

一
〜
〇
二7

、
リ)

の
紋
の
輪
郭
を
彫
り
抜
い
た
外
枠
型
を
置
く
。
黒
の
染
料
に
少
量
の
定
着 

剤
(

ア
ミ
ゲ
ン)

を
加
え
た
染
料
液
で
丸
刷
毛
を
用
い
て
摺
込
む
、
摺
込
ん
だ
後
、
紋
型
と
外
枠
型
を
剝
が
し
、
切
付
紋
専
用
の
ハ
サ
ミ
で
丁
寧
に
紋
を
切
り
取
る
。
 

こ
の
際
、
紋
の
上
下
が
わ
か
る
よ
う
裏
に
印
を
し
て
お
く
。

〇- 

貼
り
付
け

昔
は
飯
粒
を
よ
く
練
っ
て
作
っ
た
ソ
ク
イ(

続
飯)

と
呼
ば
れ
る
の
り
で
貼
っ
た
が
、
現
在
で
は
、
木
工
用
ボ
ン
ド(

酢
酸
ビ
ニ
ル
樹
脂
系
接
着
剤)

を
用
い
五
分 

刷
毛
で
紋
の
裏
側
の
縁
の
部
分
に
塗
り
、
こ
れ
を
生
地
の
所
定
の
個
所
に
布
目
を
合
わ
せ
て
貼
り
付
け
る
。
次
に
、
パ
ラ
フ
ィ
ン
紙
を
そ
の
上
に
あ
て
、
キ
セ
ル
型
丸 

ご
て
を
あ
て
密
着
さ
せ
乾
か
す
。
な
お
、
木
工
用
ボ
ン
ド
の
代
り
に
切
付
紋
専
用
の
の
り
を
用
い
る
人
も
あ
る
。

4.
紋
か
ゞ
り

貼
り
付
け
た
紋
を
縫
い
付
け
る
糸
は
、
目
立
た
な
い
よ
う
に
生
絹(

な
ま
ぎ
ぬ)

の
極
く
細
い
糸C

二 

中)

が
用
い
ら
れ
、
針
は
昔
か
ら
あ
る
極
細
の
針
が
用
い 

ら
れ
る
。
こ
の
針
を
シ
べ
と
い
い
、
ま
た
、
切
付
針
と
も
い
う
。
紋
か
ゞ
り
は
紋
の
縁
を
か
ゞ
る
。
こ
の
場
合
、
右
手
の
指
で
針
を
持
ち
、
左
手
の
人
指
し
指
で
針
先 

の
あ
た
り
を
調
節
し
な
が
ら
、
縁
に
〇•

三
ミ
リ
か
ら
〇•

五
ミ
リ
ぐ
ら
い
か
ゞ
る
程
度
に
、
で
き
る
だ
け
細
か
く
す
く
い
縫
い
を
し
て
か
ゞ
る
。
糸
を
止
め
る
に
は 

最
後
に
玉
を
作
ら
ず
、
針
を
紋
の
裏
に
出
し
、
二•

三
目
程
度
す
く
い
縫
い
を
し
て
止
め
る
。
紋
を
糸
か
ゞ
り
し
た
後
、
紋
の
下
に
小
バ
イ
タ
を
置
い
て
、
下
が
見
え 

る
よ
う
に
生
地
の
上
に
パ
ラ
フ
ィ
ン
紙
を
の
せ
、
縫
い
目
の
凹
凸
を
消
す
た
め
、
比
較
的
強
い
力
で
、
キ
セ
ル
型
丸
ご
て
を
縫
い
目
に
あ
て
ゞ
、
生
地
と
紋
地
の
境
の 

段
を
消
す
。
こ
れ
を
縫
い
目
を
こ
ろ
す
と
い
う
。



i
 

仕
上
げ

紋
の
上
に
、
紋
型
を
細 

ェ
ろ
う
で
貼
り
つ
け
、
生 

地
の
裏
側
に
細
工
ろ
う
を 

塗
っ
た
厚
紙
を
置
き
、
紋 

を
固
定
す
る
。
次
に
、
紋 

の
輪
郭
を
彫
り
抜
い
た
外 

枠
型
を
置
い
て
、
ア
ミ
ゲ 

ン
の
入.,
っ
た
黒
の
染
料
液 

で
摺
り
込
む
。
こ
れ
は
生 

地
の
表
面
に
出
て
い
る
白 

い
か
ゞ
り
糸
を
黒
く
染
め 

て
目
立
た
な
い
よ
う
に
す 

る
た
め
で
あ
る
。
摺
込
ん 

だ
後
、
し
べ
を
入
れ
、
平 

ご
て
を
あ
て
ゞ
、
仕
上
げ 

る
〇

1.

紋外

型枠

2.
裏
打
ち
し
た
生
地
に
摺
込
む

3.
摺
込
ん
だ
紋(

上)

4.
切
り
取
っ
た
紋

縫
い
付
け

6.
キ
セ
ル
型
丸
ご
て
を
あ
て
る



•
7.
修

IE

8
 

丸
な
し
井
桁

9.
针

生
絹
の
糸
の
束

10.
針
と
糸

11.

針

写真一12 切付紋の工程

紋

型

紋
型
の
輪
か
く
を
彫
り

抜
い
た
外
枠
型

仕上げた丸なし井桁

図一2 5 丸なし井桁



㈤

摺
込
紋

七
宝
に
花
菱
を
例
に
し
て
記
す
。

L
 

紋
型
彫
り

下
絵
描
き
を
し
た
型
紙
に
、
紋
型
彫 

り
を
す
る
。
こ
の
場
合
の
紋
型
は
逆
型 

と
い
ゞ
、
普
通
の
型
紙
と
は
逆
に
彫
る
。
 

こ
れ
は
普
通
の
紋
型
の
彫
り
残
す
と
こ 

ろ
を
彫
り
抜
き
、
彫
り
抜
く
処
を
彫
り 

残
し
て
作
る
。

2.
摺
込
み

紋
を
摺
り
込
む
個
所
を
、
キ
セ
ル
型 

丸
ご
て
を
あ
て
て
平
ら
に
し
、
生
地
の 

裏
側
に
、
細
工
ろ
ぅ
を
塗
っ
た
厚
紙
を 

置
き
、
生
地
を
固
定
す
る
。
次
に
、
そ 

の
位
置
に
紋
型
を
細
工
ろ
ぅ
で
貼
り
、
 

ア
ミ
ゲ
ン
を
少
量
入
れ
た
黒
の
染
料
液 

を
丸
刷
毛
で
摺
込
む
。
摺
込
ん
だ
後
、
 

生
地
を
手
前
に
引
き
寄
せ
て
、
作
業
台 

の
縁
を
利
用
し
て
紋
型
を
剝
し
取
る
。
 

生
地
上
の
紋
に
四
つ
を
入
れ
、
染
料
液 

を
浸
み
込
ま
せ
る
。
面
相
筆
を
用
い
て
、
 

黒
の
染
料
液
で
輪
郭
を
修
正
す
る
。
更 

に
、
し
べ
を
入
れ
る
場
合
に
は
墨
を
用
い
る
。

1
 

紋

型
(

逆
型)

2.
摺
込
み

3.
七
宝
に
花
菱

写真一13摺込紋の工程

紋型(.逆型)

仕上げた七宝に花菱

図一 2 6 七宝に花菱



〇- 

仕
上
げ

摺
込
ん
だ
紋
の
裏
側
か
ら
平
ご
て
を
あ
て
ゞ
乾
か
し
、
紋
の
表
か
ら
防
水
剤
を
吹
き
付
け
て
仕
上
げ
る
。

4

漆

紋

摺
込
み
紋
の
上
に
、
漆
を
筆
で
紋
の
上
に
薄
く
塗
る
。
こ
れ
を
漆
を
か
け
る
と
い
う
。
そ
の
後
、
三
•

四
日
か
け
て
自
然
乾
燥
を
す
る
。
漆
が
け
の
目
的
は
艶
を
出 

し
、
重
厚
味
を
出
す
こ
と
ゞ
、
雨
な
ど
で
泣
く
の
を
防
ぐ
た
め
に
行
な
わ
れ
た
。
然
し
、
現
在
で
は
、
殆
ん
ど
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。

5.
色
摺
込
紋

摺
込
紋
と
同
様
の
技
法
で
あ
る
。
異
な
る
と
こ
ろ
は
う
す
い
色
の
色
生
地
に
紋
が
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
る
よ
う
な
色
を
選
ん
で
、
黒
以
外
の
色
の
紋
を
摺
り
込
む
方 

法
で
あ
る
。
色
合
い
を
選
ん
だ
な
ら
、
泣
き
止
め
剤
を
皿
に
少
量
と
り
、
染
料
液
を
調
合
し
て
、
色
合
せ
を
す
る
。
こ
の
染
料
調
合
液
で
摺
り
込
み
、
蒸
し
器
を
用
い 

て
、
蒸
気
で
蒸
し
定
着(

染
着)

さ
せ
て
仕
げ
る
。

(A)
紋
が
ぇ

L
 

紋
抜
き
洗
い

紋
を
脱
色
し
て
、
洗
浄
し
、
石
持
を
も
と
の
よ
う
に
白
く
す
る
こ
と
を
い
う
。

ま
ず
紋
の
上
に
、
紋
の
大
き
さ
と
同
じ
く
ら
い
の
丸
い
型
を
置
き
、
紋
の
部
分
を
覆
う
。
小
林
氏
は
こ
の
型
に
硬
貨
を
用
い
て
い
る
。
次
に
、
そ
の
上
か
ら
防
水
剤 

(

ス
コ
ッ
チ
ガ
ー
ド
な
ど)

を
吹
き
つ
け
、
紋
の
周
囲
を
防
水
し
、
生
地
の
色
が
紋
抜
き
洗
い
で
滲
み
で
る
の
を
防
ぐ
。
硬
貨
を
取
り
除
き
、
紋
の
上
に
少
量
の
水
で 

と
い
た
や
ゞ
堅
め
の
洗
浄
剤(

ド
ィ
ツ
製
の
練
り
石
け
ん
、
商
品
名
レ
ジ
ュ
ラ
ン)

を
小
べ
ら
、
ま
た
は
小
刷
毛
で
や
ゞ
厚
め
に
塗
る
。
生
地
の
下
に
ス
ポ
ン
ジ
板
を 

敷
き
、
紋
の
上
に
円
筒
形
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
枠
を
置
い
て
、
超
音
波
洗
浄
器
を
用
い
て
、
水
で
洗
浄
す
る
。
次
に
、
指
先
で
紋
を
も
み
ほ
ご
す
。
抜
け
が
悪
い
場
合
は
、
 

更
に
、
洗
浄
剤
以
後
の
操
作
を
再
び
繰
返
し
、
最
後
に
紋
の
裏
側
か
ら
、
平
ご
て
を
あ
て
ゞ
乾
か
す
。
こ
の
方
法
に
よ
り
大
部
分
の
染
料
が
落
と
さ
れ
か
な
り
白
く
な 

る
。
ま
た
別
の
方
法
で
こ
て
抜
き
の
方
法
も
あ
る
。
こ
の
方
法
は
加
熱
し
た
平
ご
て
の
上
に
濡
れ
た
白
綿
布
を
折
り
た
ゞ
ん
で
置
き
、
蒸
気
を
発
生
さ
せ
る
。
そ
の
白 

綿
布
の
上
に
紋
に
レ
ジ
ュ
ラ
ン
を
塗
っ
た
部
分
を
密
着
さ
せ
、
蒸
気
を
あ
て
る
。
そ
の
後
、
超
音
波
洗
浄
器
で
洗
浄
す
る
。
洗
浄
が
す
ん
だ
ら
、
乾
い
た
白
綿
布
を
あ 

て
ゞ
水
気
を
と
り
、
裏
側
か
ら
平
ご
て
を
か
け
て
乾
か
す
。

〇-

三
品
抜
き

三

品

t

抜
き
剤)

を
調
製
す
る
。
紋
抜
き
洗
い
を
し
た
石
持
に
、
石
持
の
大
き
さ
と
同
じ
大
き
さ
の
丸
抜
き
の
外
枠
型
を
置
き
、
三
品
を
へ
ら
で
石
持
の
上
に
お
き
、
 

生
地
の
裏
側
よ
り
平
ご
て
を
あ
て
ゞ
乾
か
し
、
蒸
し
器
の
蒸
気
で
蒸
し
て
、
色
を
抜
く
。
次
に
三
品
を
へ
ら
で
取
り
除
き
、
円
筒
形
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
枠
を
置
い



て
、
超
音
波
洗
浄
器
を
用
い
て
、
水
で 

洗
浄
す
る
。
白
綿
布
を
あ
て
、
水
気
を 

と
り
、
裏
側
よ
り
平
ご
て
を
あ
て
ゞ
乾 

か
す
。
こ
れ
で
石
持
は
ほ
と
ん
ど
完
全 

に
白
く
な
る
。

3.
紋
を
入
れ
る
。

発
注
者
の
希
望
と
、
生
地
と
紋
の
釣 

合
い
を
考
慮
し
て
、
種
々
の
方
法
で
紋 

を
入
れ
、
紋
が
え
を
終
る
。

㈦

そ
の
他

正
式
の
紋
付
に
は
普
通
日
向
紋
を
使 

用
す
る
が
、
蔭
紋
や
の
ぞ
き
紋
な
ど
は 

花
柳
界
等
に
多
く
用
い
ら
れ
る
お
し
ゃ 

れ
紋
の
一
種
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
正
式 

の
場
所
で
は
相
手
に
失
礼
に
な
る
の
で 

一
般
に
は
用
い
ら
れ
な
い
。
男
紋
の
場 

合
は
芸
人
や
趣
味
多
き
人
が
用
い
た
そ 

ぅ
で
あ
る
。

図一14 紋がえの工程

L
 

外
枠
を
お
き
抜
き
剤
を
塗
る

2.
蒸
気
で
蒸
す

3.
洗
浄
す
る

4.
平
ご
て
を
あ
て
る

今
ま
で
の
紋(

右)

色
抜
き
し
た
紋(

左)
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Ill
手
描
き
紋
章
上
絵
を
と
り
ま
く

現
状
と
課
題

一
、
手
描
き
紋
章
上
絵
を
と
り
ま
く
現
状

I

の
三
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
群
馬
県
で
は
戦
前
か
ら
紋
章
に
つ
い
て
は
上
絵 

と
刺
繡
の
兼
業
が
多
か
っ
た
。
昭
和
四
十
九
年
に
再
結
成
さ
れ
た
組
合
も
群
馬
県m
l

師 

組
合
と
称
さ
れ
て
い
た
。
地
方
で
は
紋
章
上
絵
だ
け
で
は
営
業
が
成
り
立
ち
に
く
い
状
況 

が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
昭
和
四
十
年
代
か
ら
印
刷
技
術
の
進
歩
に
よ
り
紋
付
に
家 

紋
が
手
軽
に
プ
リ
ン
ト
で
き
る
印
刷
紋
章
の
方
法
が
開
発
さ
れ
た
。
こ
の
方
法
で
は
、
特 

別
に
習
得
し
な
く
て
も
、
紋
を
印
刷
で
き
、
し
か
も
安
価
に
で
き
る
。

前
述
の
組
合
の
結
成
を
強
力
に
推
進
し
た
と
き
の
小
林
啓
祐
の
思
い
は
、
恐
ら
く
手
描 

き
紋
章
上
絵
に
と
っ
て
危
機
的
状
況
を
何
と
か
打
開
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で 

あ
ろ
う
。
そ
の
組
合
規
約
を
み
る
と
、
そ
の
前
文
に
手
仕
事
に
よ
る
紋
章
の
意
義
を
上
絵 

師

・
刺
繡
師
が
確
認
し
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
が
滲
み
出
て
い
る
。

「
上
絵
師•

刺
繡
師
の
加
工
す
る
作
品
は
、
は
な
は
だ
小
さ
な
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、



使
用
さ
れ
る
面
で
の
精
神
的
な
要
素
は
実
に
偉
大
な
も
の
で
あ
る
。

家
の
象
徴
と
し
て
の
家
紋
は
、
そ
の
歴
史
の
古
さ
、
幾
世
代
を
経
て
も
家
紋
と
し
て 

変
化
を
見
な
い
こ
と
、
単
純
で
強
い
表
現
力
、
筆

墨•

針
だ
け
で
え
が
く
そ
の
幽
玄
美
。
 

こ
の
よ
う
に
多
く
の
意
義
を
も
つ
紋
章
な
れ
ば
こ
そ
、
日
本
民
族
の
儀
礼
の
服
装
と
し 

て
、
そ
の
生
命
と
と
も
に
永
久
に
子
か
ら
孫
へ
と
受
け
継
が
れ
る
ベ
き
も
の
で
あ
る
。
 

身
も
心
も
新
た
に
な
る
べ
き
儀
礼
の
紋
章
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
え
が
く
上
絵
師•

刺
繡 

師
は
、
格
調
の
高
い
幽
玄
な
紋
章
を
つ
く
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
私
達 

上
絵
師•

刺
繡
師
に
与
え
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
。
」

と
こ
ろ
で
、
組
合
結
成
当
時
は
、
組
合
員
数
二
十
三
名
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の 

内
訳
は
上
絵
と
刺
繡
の
業
者
は
七
名
で
最
も
多
く
、
上
絵
の
専
業
者
が
そ
れ
に
次
い
で 

五
名
い
た
。
現
在
は
、
廃
業•

死
亡
な
ど
に
よ
っ
て
十
二
名
と
半
減
し
、
上
絵
専
業
者
は 

小
林
啓
祐
一
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た(

表1
4

参
照)

。
全
般
的
に
上
絵
師•

刺
繡
師
の 

仕
事
が
減
少
し
、
か
わ
っ
て
手
軽
で
簡
便
な
印
刷
の
仕
事
が
増
加
し
て
来
て
い
る
と
云
え 

く
う
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
手
描
き
紋
章
の
技
術
を
守
ろ
う
と
す
る
全
国
の
紋
章
上
絵
師
達
は
、
 

群
馬
の
組
合
が
結
成
さ
れ
た
四
十
九
年
に
紋
章
上
絵
保
存
会
を
組
織
し
た
。

そ
の
定
款
で
、
自
ら
は
ど
ん
な
に
苦
し
く
な
っ
て
も
生
活
の
手
段
と
し
て
印
刷
紋
章
は 

手
が
け
ず
、
手
描
紋
章
技
術
で
生
き
ぬ
く
こ
と
を
約
束
し
た
。
印
刷
紋
章
を
受
注
し
た
場 

合
は
会
員
の
資
格
を
失
う
と
い
う
極
め
て
厳
し
い
も
の
で
あ
る
。

保
存
会
の
組
織
は
、
会
長
、
副
会
長
、
監
事
、
常
任
理
事
、
理
事
の
役
員
を
置
き
、
全 

国
を
十
二
支
部
に
分
け
て
い
る
。
昭
和
五
十
六
年
五
月
現
在
で
会
員
数
百
七
十
八
名
で
あ 

る
。
各
支
部
の
会
員
数
は
表
丨5

に
示
す
通
り
で
あ
る
。

文
化
庁
は
昭
和
五
十
年
四
月
二
十
三
日
付
で
紋
章
上
絵
保
存
会
の
紋
章
上
絵
技
術
を
記

(表一4) 群馬の組合員の内訳

昭和4 4年昭和5 7年

上絵師専業 5 1

刺繡師専業 2 〇

印刷紋専業 3 3

上絵.+刺繡 7 3

印刷+刺繡 5 4

上絵+印刷+刺繡 1 1

(表一5)紋章上絵保存会の支部別会員数 

(「保存会内規」より)作製

支 部 名 会員数

北海道支部 9名

東 北" 5

東 京" 3 7

北関東" 19

南関東" 2 4

北 陸// 2 2

東 海// 2 3

近 畿// 17

中 国// 17

九 州 " 5

計 17 8名



録
保
存
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
文
化
財
と
し
て
選
択
し
た
。

小
林
親
子
は
本
県
で
た
だ
二
人
の
会
員
で
、
啓
祐
は
特
に
経
歴
二
十
年
以
上
の
者
に
の
み
資
格
を
与
え
ら
れ
る
正
会
員
で
、a

つ
全
国
理
事
と
し
て
会
の
中
心
的
存 

在
で
あ
り
、
長
男
の
芳
夫
も
書
記
と
し
て
活
躍
し
て
お
ら
れ
る
。

手
描
き
紋
章
の
良
さ
を
一
般
の
人
々
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
五
十
七
年
に
保
存
会
主
催
で
小
田
原
城
に
て
初
の
全
国
紋
章
展
が
開
か
れ
て
盛
会
で
あ
っ
た
と
い
う
。
 

小
田
原
市
で
は
、
こ
れ
を
契
機
に
毎
年
、
紋
章
展
を
開
く
計
画
と
の
こ
と
で
あ
る
。

小
林_

身
も
五
十
三
、
五
十
四
年
の
二
回
ほ
ど
桐
生
市
の
北
公
民
館
で
展
示
会
を
開
き
啓
蒙
活
動
に
従
事
し
て
来
て
い
る
。

ま
た
、
手
描
き
の
良
さ
に
つ
い
て
小
林
啓
祐
は
「
手
描
き
紋
章
は
、
プ
リ
ン
ト
紋
章
で
は
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
味
を
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
私
の
心
が
表 

現
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

手
描
き
紋
‘章
の
仕
事
は
、
長
い
修
業
期
間
と
根
を
つ
め
る
割
に
は
、
経
済
的
に
そ
れ
程
恵
ま
れ
て
い
る
と
は
云
え
な
い
。
以
前
は
夏
場
に
仕
事
が
減
少
す
る
と
い
う 

こ
と
が
多
か
っ
た
。
現
在
は
同
業
者
が
少
く
な
っ
た
為
か
平
均
し
て
一
年
中
き
れ
な
い
で
仕
事
が
あ
る
が
、
簡
便
で
値
段
の
安
い
印
刷
紋
章
に
押
さ
れ
て
来
て
い
る
。
 

手
描
き
の
値
段
は
、
戦
前
の
昭
和
十
四
年
頃
、
羽
二
重
の
五
ッ
紋
で
一
円
二
十
銭
程
で
あ
っ
た
。
現
在
は
五
ッ
紋
で
三
千
五
百
円
の
仲
間
値
段
で
あ
る
。
諸
物
価
の 

値
上
り
の
割
に
は
手
描
き
の
技
術
料
は
高
く
な
っ
て
い
な
い
。
普
通
一
日
五
〜
六
反
の
仕
事
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
程
率
の
良
い
仕
事
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

生
活
の
近
代
化
に
と
も
な
い
伝
統
的
な
工
芸
技
術
が
次
々
に
姿
を
消
し
て
い
っ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
か
ら
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
紋
章
上
絵
の
技
能
も
そ
の
例
外
で 

は
な
い
。
し
か
し
、

「
紋
付
」
を
着
る
と
い
う
心
が
日
本
人
か
ら
消
え
な
い
う
ち
は
紋
章
上
絵
技
術
も
な
く
せ
な
い
、
と
い
う
小
林
啓
祐
の
祈
り
に
も
近
い
声
は
大
切 

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
今
後
の
課
題

紋
章
上
絵
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
る
紋
章
は
、
和
装
式
服
の
紋
付
が
中
心
的
な
も
の
で
あ
り
、
冠
婚
葬
祭
用
の
式
服
を
は
じ
め
と
し
て
各
種
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
 

と
こ
ろ
が
、
式
服
と
し
て
の
男
性
の
紋
付
に
は
多
く
は
家
の
定
紋
を
付
け
る
が
、
女
性
の
場
合
に
は
例
え
ば
五
三
の
桐
の
紋
が
多
く
な
っ
て
い
る
最
近
の
特
徴
が
あ 

る
と
い
う
。
こ
れ
は
紋
の
付
い
て
い
る
も
の
な
ら
何
で
も
良
い
と
い
う
風
潮
の
現
わ
れ
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
男
性
の
紋
付
も
、

一
般
に
は
黒
紋
付
が
主
流
で
あ
る
が
、
最
近
で
は
花
婿
の
式
服
に
も
濃
紺
、
濃
緑
、
茶
な
ど
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
変
化
を
来
た
し
て
お 

り
式
服
に
も
一
つ
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
化
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
云
う
。

従
っ
て
、
紋
章
の
利
用
が
家
紋
の
表
現
か
ら
抽
象
化
さ
れ
た
デ
ザ
ィ
ン
と
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
式
服
と
い
う
習
慣
が
、
若
い
世
代
を
中
心
に
広
が
り
を
み
つ
つ 

あ
る
よ
う
に
み
え
る
。



こ
の
よ
う
に
紋
章
が
単
に
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
扱
わ
れ
、
何
で
も
紋
が
つ
v>
て
い
れ
ば
よ
い
と
い
う
考
え
が
、
単
に
若
者
だ
け
で
な
く 

一
般
的
な
風
潮
に
な
る
な
ら
、
 

紋
章
上
絵
師
は
間
も
な
く
消
滅
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
な
ら
な
い
為
め
に
は
、
先
ず
第
一
に
一
般
の
人
達
に
手
描
き
紋
章
の
良
さ
を
知
っ
て
も
ら
っ
て
、
大
い
に
利
用
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
全
国 

紋
章
展
の
取
り
組
み
や
今
回
群
馬
県
教
育
委
員
会
で
企
画
し
た
「
手
描
き
紋
章
上
絵
」
の
映
画
な
ど
は
、
そ
の
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
試
み
が
全
国
的
な 

拡
が
り
を
み
せ
る
よ
う
に
な
る
時
、
手
描
き
紋
章
に
関
す
る
一
般
の
認
識
は
変
っ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
紋
章
上
絵
の
技
術
が
紋
付
き
の
紋
を
描
く
だ
け
で
な
く
、
他
の
分
野
に
拡
大
す
る
方
途
を
考
え
る
こ
と
が
上
絵
保
存
の
た
め
に
重
要
な
課
題
と
思
わ
れ
る
。
 

現
在
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
紋
章
ブ
ー
ム
で
あ
る
。

い
ま
や
紋
章
は
紋
付
以
外
に
ネ
ク
タ
イ•

キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
な
ど
の
小
物
類
、
ま
た
、
の
れ
ん•

座
布
団
な
ど
生
活
の 

様
々
な
分
野
で
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
単
に
紋
章
を
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
利
用
し
て
い
る
と
い
う
面
も
あ
る
が
、
若
い
世
代
に
そ
の
家
の
紋
章
を
認 

識
さ
せ
る
働
き
も
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
上
絵
師
の
持
つ
技
術
を
紋
付
き
以
外
の
面
で
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
に
ア
ピ
ー
ル 

す
る
よ
う
な
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
装
飾
品
と
か
イ
ン
テ
リ
ヤ
な
ど
に
活
用
の
道
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
に
、
こ
れ
は
か
な
り
危
険
を
供
う
分
野
で
あ
る
が
、
紋
章
自
身
を
現
代
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
創
作
紋
と
し
て
再
生
す
る
道
も
芸
術
家
な
ど
の
手
に
よ
っ
て
試
み 

ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

一
部
の
人
達
は
「
創
作
お
し
ゃ
れ
紋
」
と
し
て
、
お
茶
の
会•

パ
ー
テ
ィ
ー
な
ど
の
着
物
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

と
に
か
く
、
多
様
な
可
能
性
を
試
み
る
な
か
で
、
上
絵
紋
章
の
洗
練
さ
れ
た
技
法
を
発
展
的
に
保
存
す
る
道
を
追
求
す
る
課
題
が
今
後
に
残
さ
れ
て
い
る
と
云
え
よ 

う
〇

三
、
調
査
を
お
え
て

高
校
生
の
「
家
紋
に
つ
い
て
の
意
識
調
査
」
を
参
考
ま
で
に
実
施
し
て
み
た
。

調
査
対
象
は
、
本

校
(

県
立
桐
生
工
業
高
等
学
校)

の
一
年
生
か
ら
三
年
生
ま
で
の
中
か
ら
五
ク
ラ
ス
、
計
一
七
四
名
と
し
た
。

調

査

項

目

一
、
あ
な
た
は
家
紋
を
ど
こ
で
見
ま
し
た
か
。
該
当
す
る
も
の
に
〇
印
を
つ
け
て
下
さ
い
。
(

数
は
制
限
し
な
い)

⑷
 

ネ
ク
タ
イ
ピ
ン 

㈣

キ
ー
ホ
ル
ダ
ー 

H
 

ち
ょ
う
ち
ん

㈡

石

塔
 

S

紋
付
の
着
物 

㈧

そ

の

他( 

)

⑴

見
た
こ
と
が
な
い



二
、
あ
な
た
の
家
の
家
紋
が
あ
り
ま
す
か
。
該
当
す 

る
も
の
を
〇
で
囲
ん
で
下
さ
い
。

あ
る 

な
い 

わ
か
ら
な
い

「
あ
る
」
と
答
え
た
人
は
次
の
三
の
問
に
答
え
て 

下
さ
い
。

三
：
次
の
質
問
に
答
え
て
下
さ
い
。
該
当
す
る
も
の 

を
〇
で
囲
ん
で
下
さ
い
。

㈠

形
を
見
て
あ
な
た
の
家
の
家
紋
が
わ
か
り
ま

わ
か
る 

わ
か
ら
な
い

㈡
 

あ
な
た
の
家
の
家
紋
の
名
称
を
知
っ
て
い
ま 

知
っ
て
い
る 

わ
か
ら
な
い

㈢
 

あ
な
た
の
家
に
紋
付
の
着
物
が
あ
り
ま
す
か
。
 

あ
る 

な
い 

わ
か
ら
な
い

表一A 家紋についての意識調査の集計

劫門 174名に対する
人数 百分率

(ィ) 1 4 名 8.0 %

(ロ) 5 1 2 9.3

㈧ 26 2 6.4

一 (二) 9 5 5 4.6

(ホ) 75 4 3.1

(へ) 37 2 1.3

(卜) 8 4.6

あ る 1 34 7 7.0

二 な い 6 3.4

わからない 34 19.5

H わ か る 7 3 4 2.0 ( 5 4.5 )

わからない 61 35.1 (4 5.5 )

H 知っている 37 2 1.3 ( 27.6 )

三 わからない 97 55.7 ( 7 2.4 )

B あ る 49 2 8.2 ( 3 6.6 )

な い 42 2 4.1 (3 1.3 )

わからない 4 3 2 4.7 ( 32.1)

()内は問二で家に家紋があると答えた人数(134名)に対する百分率



図一A (問一) あなたは家紋をどこで見ましたか

図一B

(問二) あなたの家に家紋があ 

りますか

(問三の一^ ) 形を見て家の家紋 

がわかりますか

(//の二)家の家紋の名称を 

知っていますか

("の三)家に紋付の着物が 

ありますか



こ
の
意
識
調
査
か
ら
、
高
校
生
は
日
常
生
活
の
中
で
お
墓
の
石
塔
や
紋
付
の
着
物
な
ど
か
ら
家
紋
が
あ
る
こ
と
を
大
部
分
の
生
徒
は
知
っ
て
い
る
。
ま
た
、
今
ま
で 

家
紋
を
見
た
こ
と
が
な
い
と
答
え
た
人
が
少
数
八
名
い
る
が
、
こ
れ
は
家
紋
を
意
識
し
て
見
て
い
な
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

家
に
家
紋
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
生
徒
の
中
で
、
そ
の
形
を
見
て
自
分
の
家
の
家
紋
が
わ
か
る
人
は
約
半
数
の
五
四•

五％

と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
名
称
を 

知
っ
て
い
る
人
は
三
割
弱
の
二
七•

六％

で
、
調
査
数
全
体
か
ら
み
る
と
ニ
ー 
•

三％

と
以
外
に
少
な
い
。
ま
た
、
生
活
様
式
の
変
化
か
ら
和
服
を
着
る
機
会
が
少
な 

い
の
で
、
家
に
紋
付
の
着
物
が
あ
る
と
答
え
た
人
は
三
六•

六％

で
、
調
査
数
全
体
か
ら
み
る
と
三
割
弱
の
二
八•

二％

に
す
ぎ
な
い
。

こ.
の
よ
う
な
調
査
結
果
に
な
っ
た
の
は
、
核
家
族
化
が
進
み
社
会
生
活
の
中
で
着
物
を
着
る
機
会
も
少
な
い
の
で
、
現
在
の
高
校
生
は
家
の
家
紋
の
形
や
そ
の
名
称 

な
ど
に
つ
い
て
の
関
心
が
低
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

家
紋
に
つ
い
て
の
一
般
の
認
識
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
中
で
若
い
人
の
意
識
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
あ
ま
り
意
識
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
が
、
大
部 

分
の
生
徒
は
日
常
生
活
の
中
で
、
家
紋
の
存
在
を
認
識
し
て
い
る
。
然
し
、
こ
れ
は
積
極
的
に
認
識
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
漠
然
と
知
っ
て
い
る
程
度
で
あ
ろ
う
。
 

こ
れ
は
家
の
家
紋
が
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
て
も
、
家
紋
の
名
称
ま
で
知
っ
て
い
る
も
の
は
約
二
割
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
状
か
ら
、
家
紋
を
後
世
に
伝 

え
る
た
め
に
は
家
紋
に
対
す
る
認
識
を
特
に
若
い
人
に
高
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
も
生
徒
に
少
し
で
も
家
紋
に
つ
い
て
関
心
を
持
た
せ
る
た
め
の
一
助
と
し
て
、

桐
生
工
業
高
校
の
必
修
ク
ラ
ブ
の
染
色
手
芸
ク
ラ
ブ
で
は
家
紋
入
り
の 

『
の
れ
ん
』
の
製
作
を
取
り
入
れ
て
い
る
が
、
何
分
に
も
ク
ラ
ブ
員
の
生
徒
が
少
な
く
、
家
紋
に
つ
い
て
の
認
識
を
高
め
る
た
め
に
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
効
果
を
見
い
だ 

す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ク
ラ
ブ
員
の
中
に
は
か
な
り
関
心
を
持
ち
始
め
た
生
徒
も
出
て
い
る
の
で
、
地
道
に
続
け
て
行
け
ば
僅
か
ば
か
り
で
も
そ
の
効
果
を
見
い
出 

す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
、
手
描
紋
章
上
絵
に
よ
る
紋
付
の
着
物
と
な
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
男
性
で
紋
付
の
着
物
を
持
ち
、
着
用
す
る
人
は
極
め
て
稀
で
、
 

女
性
用
の
留
袖
、
色
無
地
、
喪
服
等
に
限
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
か
ら
み
て
も
手
描
紋
章
上
絵
を
存
続
さ
せ
て
行
く
に
は
、
 

女
性
を
大
い
に
啓
蒙
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
ま
た
一
方
で
は
家
紋
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
例
え
ば
、
家 

紋
入
り
ネ
ク
タ
ィ
、
ネ
ク
タ
ィ
ピ
ン
、
キI

ホ
ル
ダ
ー
、
衣
服
な
ど
に
よ
っ
て
、
家
紋
に
対
す
る
認
識
を
高
め
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
。

調
査
員 

亀

田

光

三

臼

田

保

夫

八

田

安

孝



資

料

編

I
 

古
紋
帳
に
見
る
紋
割
方
の
法(

木
版
摺
り)

紋
割
方
之
法
…
…
図
に
対
す
る
紋
割
方
の
法
の
文
章
を
下
段
に
示
す
。

こ
の
合
印
は
前
の
紋
図
に
引
合
せ
、
其
わ
り
か
た
を
知
る
べ
し

す
べ
て
を
中
の
す
ぢ
は
、
は
じ
め
に
引
置
く
べ
し

此
わ
り
方
、
ま
ず
縦
の
筋
を
引
置
、
外
を
廻
し
た
る
分
廻
し
、
其
儘
に
て
〇
の
一
の
印
に
立
て
、
夫
よ
り
、
 

だ
ん̂

-

二
、
三
と
し
る
し
通
り
送
る
べ
し

各
割
方
は
廻
せ
し
ぶ
ん
廻
し
を
そ
の
ま

Hゞ

下

の•

に
立
て
双
方
輪
の
ふ
ち
へ
黒
を
つ
け
、
そ
の
墨
へ
す 

ぢ
を
引
ば
、
し
ぜ
ん
と
割
る
な
り

右
割
方
、
十
ヲ
割
は
一
寸
の
丸
に
お
よ
そ
三
分
づ
つ
の
ぶ
ん
廻
し
に
て
、
は
こ
ぶ
つ
も
り
を
も
っ
て
試
み 

割
る
べ
し
、
五
ッ
割
は
一
寸
の
丸
に
お
よ
そ
六
分
の
ぶ
ん
廻
し
に
て
は
こ
ぶ
つ
も
り
な
り
、
但
し
分
割
の
紋 

も
十
ヲ
割
に
て
書
け
ば
正
し
く
割
る
る
也



右
割
方
、I

寸
の
丸
に
て
七
ッ
割
は
、
お
よ
そ
四
分
二
厘
六
毛
、
十
四
割
は
お
よ
そ
二
分

一  

厘
三
毛
づ
つ 

の
ぶ
ん
廻
し
に
て
は
こ
ぶ
積
り
を
以
っ
て
大
小
相
応
に
割
こ
こ
ろ
む
べ
し

各
割
方
、
図
に
し
る
す
〇
印
を
見
合
せ
、
先
六
つ
に
割
り
、
又
、
そ
の
間
を
〇
〇
に
割
る
つ
も
り
の
、
ぶ
ん 

廻
し
を
も
っ
て
六
つ
割
の
角
々
へ
立
て
、
双
方
の
ふ
ち
へ
墨
を
つ
け
、
さ
て
、
そ
の
墨
よ
り
墨
へ
筋
を
引
く 

な
り
、
但
し
六
つ
割
を
三
つ
に
割
事
、I

寸
の
丸
に
し
て
、
凡I

分
六
厘
の
つ
つ
を
り
を
以
て
考
へ
わ
る
ベ 

し

ひ
し
木
瓜
の
割

す
べ
て
ひ
し
の
中
の
四
つ
割
は
四
す
み
に

分
廻
し
を
た
て
て
大
て
い
真
中
と
思
ほ
ど
に 

ひ
ら
き
、
印
を
付
、
そ
の
墨
よ
り
間
へ
割
る 

べ
し

朔
か
た
ば
み
先
六
つ
割
付

朔
か
し
ら
三
所
へ
墨
の
通
り
印
付
、
さ
て 

外
廻
し
た
る
分
廻
し
の
し
ち
ぶ
朔
の
頭
三
所 

の
印
墨
あ
て
朔
書
、
其
後
片
ば
み
頭
見
合
に 

て
書
ベ
し



た
ち
あ
お
い
の
わ
り

四
方
へ
分
廻
し
を
立
て
、
お
の 

中
と 

を
り
へ
廻
し
て
割
る
な
り
、
こ
れ
も
一
方
を 

書

てI

方
は
ぅ
つ
す
ベ
し

ぅ
め
ば
ち
早
わ
り

こ
れ
は
早
わ
り
な
り
、
と
を
り
立
す
じ 

の
下
其
ま
ま
に
て
分
廻
し
の
印
付
其
の
ち

I  

二
三
の
し
る
し
通
り
書
く
ベ
し

ぎ
ょ
ぅ
よ
ぅ
ぼ
た
ん
の
わ
り

右
図
の
ご
と
く
し
五
つ
割
に
て
其
後
、
割 

合
に
か
く
ベ
し

い
づ
つ
の
わ
り

ま
ず
、
丸
を
ま
は
し
其
十
分
一
を
外
の
巾 

と
し
割
る
べ
し
、
内
の
巾□

□

□

の
ふ
し 

き□

□

に
見
は
か
ら
ひ
て
か
く
ベ
し

じ
や
の
目
の
り

中
の
丸
は
そ
と
の
丸
の
三
分
一
を
も
つ
て 

定
法
と
す
べ
し

三
つ
と
も
へ
の
わ
り

三
つ
わ
り
に
し
て
図
の
ご
と
く
〇
廻
し
、

後
あ
し
を
わ
ロ
〇&

く
べ
し



か
さ
ね
く
ぎ
ぬ
き
の
わ
り

廻
せ
し
分
廻
し
を
立
て
た
る
ま\

上
下
に 

て
七
分
一
づ 

つ
ち
ゞ
め
其
分
廻
し
を
左
右
に 

立
て
輸
ち
が
い
を
つ
く
り
て
わ
る
べ
し

た
ち
ば
な
の
わ
り

丸
を
六
つ
割
に
し
て
葉
の
大
小
相
違
を
ょ 

く
か
ん
が
ぇ
か
た
め
ん
書
て
か
た
め
ん
は
ぅ 

つ
し
た
る
ベ
し

む
か
ひ
て
ふ
の
わ
り

上
下
の
〇
に
分
廻
し
を
立
て
ま
ん
中
の
つ 

け
合
を
定
む
べ
し
か
ひ□

だ
き□

の
た
ぐ
ひ 

縦
よ
こ
と
も
こ
こ
ろ
へ
に
て
わ
る
べ
し

つ
た
の4

$

り

四
つ
割
対
見
合
に
て
図
の
通
り
に
て
分
廻 

し
に
て
格
好
対
で
書
ベ
し
但
し
下
一
枚
葉
ょ 

り□
□

の
葉
か
し
小
さ
く
上
二
枚
葉
は
下
葉 

の
分
廻
し
に
て
求
べ
し

中
力L

わ
の
わ
り

六
つ
に
わ
り
対
な
て
柏
ふ
と
さ
見
合
せ
図 

の
ご
と
く

付
其
後
外
廻
し
た
る
分
廻
し 

に
し&

め
て
〇
〇
ロ
ロ

(

説
明
文
不
詳)



さ
さ
り
ん
ど
ぅ
の 
わ
り

(

説
明
文
不
詳)

き
り
の
花
の
わ
り

そ
と
わ
の
上
下
に
て
す
こ
し
か
き
八
つ
割 

を
も
っ
て
書
く
ベ
し
す
べ 

て
か
く
の
ご
と
き 

の
紋
の
類
は
か
た
面
を
書
て
片
め
ん
は
折
て
、
 

ぅ
つ
す
べ
し

お
ゞ
ぎ
の
わ
り

ま
ず
丸
を
ま
わ
し
そ
の
七
分
の
一
を
か
な 

め
と
し
て
分
廻
し
を
立
て
べ
し
折
り
め
を
書 

は
上
に
て
わ
り
か
な
め
を
心
に
し
て
筋
を
引 

べ
し

す
み
き
り
か
く
の
わ
り

ま
ず
そ
と
わ
を
廻
し
四
方
お
の/
\

そ
と 

わ
の
八
分
一
を
へ
ら
で
角
入
の
た
て
と
す
る 

也
四
所
に
半
月
の
印
を
付
ベ
し
図
を
見
合
か 

く
べ
し

き
き
よ
ぅ
の4

$

り

五
つ
に
わ
り
つ
け
図
の
ご
と
く 

定
木

に
し
て
印
重
其
の
ち
大
小
見
合
の
分
廻
し
に 

て
相
方
か
た
書
ベ
し

丸
に
三
つ
び
き
の
わ
り

そ
と
わ
を
ま
わ
し
中
す
じ
通
り
を
心
に
し 

て
九
つ
ほ
し
を
入
て
わ
る
べ
し
後
ふ
と
き
は 

五
つ
星
を
入
て
間
を
せ
ま
く
わ
る
ベ 

し



丸
に
二
つ
引
の
わ
り

右
に
お
な
じ
く
し
ん
に
七
つ
ぼ
し
を
入
て

割
べ
し

ま
つ
か
わ
ひ
し
の
わ
り

丸
の
八
部I

を
ふ
と
さ
に
て
二
重
わ
を
つ 

く
り
上
下
〇
に
ぶ
ん
ま
わ
し
立
て
ま
ん
中
の 

通
り
よ
り
お
し
狭
め
て
半
丸
を
ひ
き
ひ
し
を 

と
る
ベ
し

む
か
ふ
ぅ
め
の
わ
り

そ
と
わ
の
半
分
を
も
っ
て
中
の
わ
を
廻
し 

十
ヲ
わ
り
に
し
其
中
の
分
廻
し
に
て
わ
る
ベ 

し
す
べ
て
五
つ
わ
り
の
紋
こ
れ
に
応
す
べ 

し

上
り
ふ
じ
の
わ
り

四
つ
わ
り
に
し
て
其
図
案
の
通
り
上
下
へ

〇
廻
し
其
分
廻
し
に
て
三
枚
ひ□

を
書
さ
て 

外
を
廻
し
た
る
分
廻
し
お
し
ち
ぢ
め
て
書
ベ 

し

三
が
い
ひ
し
の
わ
り

わ
り
か
た
三
つ
引
と
お
な
じ
中
の
ほ
し
五 

つ
に
て
わ
る
べ
し

下
り
ふ
じ
の
わ
り

わ
り
方
右
に
お
な
じ



七
つ
わ
り
四
つ
目
法

図
の
通
り
八
つ
わ
り
を
か
け
外
の
角
を
書 

中
十
も
ん
じ
へ
見
合
に

み
七
つ
わ
り
書 

定
木
に
し

わ
り
合
に
書
ベ
し

い
び
つ
七
宝
の
わ
り

八
つ
わ
り
に
し
て
図
の
通
り
上
下
八
分
わ 

り
を
以
て
印
墨
を
付
さ
て
方
へ 
見
合
に□

を 

廻
し
又
廻
し
た
る
分
廻
し
に
て
下
い
ひ 

つ
書
べ
し

か
く
じ
の
わ
り

此
如
く
ご
ば
ん
爵
を
引
て
わ
り
こ
む
ベ
し 

太
字
の
こ
き
は
間
を
せ
ま
く
わ
る
べ
し
又

の
図
わ
り
か
た
こ
れ
に
お
な
じ

注 

こ
こ
に
掲
げ
た
『
紋
割
方
え
法
』
は
、
小
林
家
所
蔵
の 

木
版
摺
り
の
「
紋

張

」
の
も
の
で
あ
る
。

説
明
文
が
磨
減
し
て
判
続
で
き
な
い
箇
所
も
多
く
、
不

明
の
文
字
に
つ
い
て
は

の
印
を
付
し
て
お
い
た
。

ぅ
づ
の
わ
り

丸
を
ま
わ
し
六
つ
わ
り
に
し
て
中
の
し

ん
よ
り
こ
の
み
の
ぅ
づ 

△

よ
り△

ま
で
左 

半
分
廻
し
を
き
、
さ
て
〇
の
処
に
分
廻
し
を 

立
て
て
左
の
印
か
け
た
る
す
じ
に
合
し
て△
 

よ
り△

ま
で
右
半
分
ま
わ
す
ベ
し



写真-15 昔の紋帳

n
 

手
描
き
古
紋
帳

上
絵
師
小
林
啓
祐
は
三
冊
の
古
紋
帳
を
所
有
さ
れ
て
い
る
。
天
保
十
三
年
の
『
紋
本
帳
』
、
 

明
治
十I

年

の

『
御
紋
帳
』
お
よ
び
木
版
刷
り
紋
帳(

出
版
年
不
明)

が
そ
れ
で
あ
る
。
前 

二
者
の
紋
帳
は
手
描
き
も
の
で
、
上
絵
師
の
仲
間
の
間
で
も
こ
の
年
代
の
古
紋
帳
を
所
有
さ 

れ
て
い
る
人
は
少
な
い
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
紋
帳
も
先
代
の
小
林
芳
次
郎
が
東
京
牛
込
神
楽
坂
の
親
方
か
ら
受
け
つ
が
れ
た 

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

「
技
法
の
修
養
」
の
項
で
先
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
木
版
刷
の 

紋
帳
は
表
紙
を
欠
き
出
版
年
は
不
明
で
あ
る
。
恐
ら
く
幕
末
も
し
く
は
明
治
初
年
の
も
の
と 

思
わ
れ
る
。
資
料
編
の,I

の
紋
割
り
法
は
同
書
に
掲
載
の
も
の
で
あ
る
。

一
、
天
保
十
三
年
『
紋
本
帳
』
解
説

図一2 8
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『
紋

本

帳

は

細

長

型

横

帳(

縦
十
九§

、
横
十§

)  

で
厚
さ
約
二§

、
百
七
十
一
頁
、
所
載
紋
数
三
百
四
十
六
で
あ
る
。
表
紙
は
厚
紙
を
使
用
し
、
袋
と
じ
に
し 

た
和
紙
上
に
別
紙
に
手
描
き
さ
れ
た
紋
が
一
頁
に
二
枚
ず
つ
張
り
付
け
さ
れ
て
い
る
。

紋
帳
の
表
紙
に
書
か
れ
て
あ
る
字
の
空
所
は
、
年
数
を
経
て
消
え
か
か
り
判
読
不
明
な
字
体
で
あ
る
。
こ
の
紋
帳
の
作
製
さ
れ
た
年
月
日
は
、
そ
の
表
紙
の
字
句
よ 

り
、
天
保
十
三
年
八
月
一
日(

壬
寅
仲
秋)

で
あ
っ
て
、
更
に
、
第
一
頁
に
書
か
れ
て
い
る
「
新
帳
之
御
祝
儀
目
出
度
申
納
」
の
文
字
が
そ
の
成
立
の
時
期
を
裏
付
け 

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
じ
夏
の
末
尾
に
は
「
此
紙
百
四
十
枚
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
紋
帳
は
、
最
初
百
四
十
頁
か
ら
出
発
し
、
そ
の
後
他
の
紋
が
追
加
さ 

れ
三
十
一
頁
増
で
、
最
終
的
に
百
七
十
一
頁
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

紋
帳
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
裏
表
紙
に
住
所
と
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
名
前
は□
□
□

吉
と
し
か
判
読
で
き
な
い
。
恐
ら
く
そ
の
人
が
小
林
芳
次
郎
の
親
方
す 

じ
に
当
る
何
代
か
前
の
親
方
で
あ
ろ
う
。

住
所
は
「
小
日
向
水
道
町 

服
部
坂
下
」
と
な
っ
て
い
る
。
小
日
向
水
道
町
は
現
在
の
文
京
区
の
小
日
向
町
と
水
道
町
に
相
当
す
る
町
名
と
考
え
ら
れ
、
更
に
服
部 

坂
下
の
地
名
も
現
存
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
紋
帳
作
者
の
住
所
は
、
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
芳
次
郎
が
生
ま
れ
た
文
京
区
関
口
町(

現
在
の
町
名)

の
隣
り
町
で
生
家
か 

ら
ご
く
近
い
所
に
あ
た
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
芳
次
郎
は
神
楽
坂
の
親
方
か
ら
こ
の
古
紋
帳
を
受
け
継
い
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
神
楽
坂
の
親
方
と
小
日
向
水
道
町
の
作
者
と
の
関
係
が
次 

に
問
題
と
な
る
が
、
そ
の
関
係
に
つ
い
て
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
た
だ
上
絵
師
の
仕
事
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
も
の
が
紋
帳
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
小
日
向
水
道 

町
の
親
方
か
ら
弟
子
す
じ
に
当
る
神
楽
坂
の
親
方
の
と
こ
ろ
に
伝
授
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
こ
の
紋
帳
の
特
徴
と
し
て
考
え
ら
れ
る
点
を
二
三
あ
げ
て
み
た
い
。
第
一
に
後
述
す
る
明
治
の
古
紋
帳
と
比
較
し
て
一
層
丁
寧
に
画
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と 

で
あ
る
。
第
二
に
紋
の
配
列
の
順
序
に
当
時
の
支
配
体
制
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
春
番
が
徳
川
葵
で
天
皇
家
の
菊
の
御
紋
は
四
番
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
第
三
の
特
色 

は
、
紋
帳
に
描
か
れ
て
い
る
紋
の
大
き
さ
が
実
物
大
で
あ
っ
て
、
こ
の
紋
帳
が
紋
章
上
絵
師
専
用
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
点
で
あ
る
。
ち
な
み
に
紋
の
直
径
を 

測
っ
て
み
る
と
、
徳
川
葵
が
一
寸
二
分(

鯨
尺)

で
最
も
大
き
く
、
次
が
立
葵
の
一
寸
一
分
、
天
皇
紋
は
九
分
の
大
き
さ
と
な
っ
て
い
る
。
紋
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
力 

関
係
が
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
な
お
番
外
に
芋
柏
と
ニ
ッ
引
の
紋
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
大
き
さ
は
芋
柏
の
場
合
一
寸
二
分
五
厘
と
な
っ
て
い
る
。 

こ
の
大
き
く
描
か
れ
た
番
外
紋
が
何
を
意
味
す
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

二
、
明
治
十
一
年
『
御
紋
帳
』
解
説

明
治
十
一
年
『
御
紋
帳
』
は
天
保
の
紋
帳
よ
り
大
型
の
横
帳(

縦
十
五•

五§

、
横
二
十
二g

)
 

で
厚
さ
約
一.

五§

、
百
二
頁
、
所
載
紋
数
五
百
二
十
八
で
あ
る
。 

表
紙
は
厚
紙
を
使
用
し
袋
と
じ
に
し
た
和
紙
上
に
別
紙
に
手
描
き
紋
が
一
頁
に
六
枚
張
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
裏
表
紙
は
補
修
用
の
厚
紙
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。



表
紙
に
「
明
治
十
一
年
戌
寅 

御
紋
帳
」
と
あ
る
の
で
同
年
に
作
製
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
作
者 

に
つ
い
て
は
裏
表
紙
が
脱
落
し
、
後
年
別
の
紙
で
補
修
さ
れ
て
い
る
の
で
不
明
で
あ
る
。

こ
の
紋
帳
の
特
徴
は
、
第
一
に
紋
の
配
列
の
順
序
が
菊I

桐
i

蔦
I

葵
の
順
に
な
っ
て
お
り
、
 

天
皇
紋
が
最
初
に
出
て
、
徳
川
紋
が
後
方
に
退
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
特
色
は
、
天
保 

の
紋
帳
と
同
様
に
紋
の
大
き
さ
が
実
物
大
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
紋
の
直
径
は
大
部
分
九
分
八
厘 

で
天
保
の
も
の
よ
り
や
や
小
形
化
し
て
来
て
い
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
徳
川
紋
は
一
寸 

一  

分
と
他
の
紋
よ 

り
や
や
大
形
と
な
っ
て
い
る
。
第
三
に
、
天
保
の
紋
帳
と
比
較
し
て
所
載
紋
数
が
三
百
四
十
六
か
ら
五
百 

二
十
八
と
一.

五
倍
に
増
加
し
て
い
る
。
徳
川
時
代
か
ら
明
治
に
移
行
し
て
庶
民
も
紋
付
き
を
着
用
す
る 

よ
う
に
な
り
上
絵
師
の
仕
事
も
増
加
し
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
第
四
に
、
な
ぜ
か
不
明
で
あ
る 

が
、
天
保
の
紋
帳
に
比
較
し
て
、
紋
の
描
き
方
が
や
や
粗
雑
に
流
れ
て
い
る
嫌
い
が
あ
る
。
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(

編

集

後

記
)

昭
和
五
七
年
度
群
馬
県
無
形
文
化
財
緊
急
調
査
は
、
こ
の
報
告
書
の
と
お
り
「
手
描
き
紋
章
」 

と
い
う
課
題
で
実
施
い
た
し
ま
し
た
。

「
紋
章
を
作
図
し
、
衣
服
等
に
染
付
け
る
」
と
い
う
仕
事
は
、
極
め
て
繊
細
な
感
覚
を
要
す
る 

手
作
業
で
あ
り
、
日
本
人
な
ら
で
は
の
職
人
芸
の
世
界
で
し
た
。
デ
ザ
イ
ン
は
千
年
の
歴
史
を
背 

景
に
し
た
洗
練
さ
れ
た
美
を
有
し
、

「
上
絵
師
」
と
し
て
専
業
化
し
て
か
ら
も
三
百
年
近
い
伝
統 

を
推
量
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
和
服
を
着
用
す
る
衣
生
活
が
失
わ
れ
よ
う
と
し
、

「
紋
付
」
を
着
用
す
る
機
会
が
、
 

更
に
、
極
め
て
ま
れ
な
現
在
、
全
国
で
活
躍
し
て
い
る
上
絵
師
は
も
う
数
ぇ
る
ほ
ど
に
な
C)
て
し 

ま
い
ま
し
た
。
本
県
で
も
、
伝
統
的
上
絵
師
の
技
法
を
伝
ぇ
る
人
は
、
桐
生
市
在
住
の
小
林
啓
佑 

氏
だ
け
に
な
〇
て
お
り
ま
す
。
今
次
調
査
は
、
こ
の
小
林
氏
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
企
画
し
ま
し 

た
が
、
小
林
家
で
は
こ
の
厄
介
な
調
査
依
頼
に
心
よ
く
理
解
を
示
さ
れ
、
終
始
、
懇
切
な
説
明
と 

実
演
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
調
査
員
と
し
て
委
嘱
し
ま
し
た
県
立
桐
生
工
業
高
等
学
校
の
三
人
の
先
生
方
も
、
資
料 

調

査•

実
地
調
査
か
ら
原
稿
作
成
に
至
る
ま
で
熱
心
に
従
事
し
て
い
た
だ
き
、
紋
章
上
絵
に
関
す 

る
も
の
と
し
て
は
全
国
的
に
も
誇
り
得
る
内
容
の
記
録
保
存
が
で
き
た
も
の
と
自
負
し
て
お
り
ま 

す
〇な

お
、
県
教
育
委
員
会
と
し
て
は
、
こ
の
調
査
と
平
行
し
て
、
映

画

「
手
描
き
紋
章
上
絵
」

(

三
十
分
、
十
六
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
作
品)

を
作
成
し
、
過
日
、
群
馬
テ
レ
ビ
を
通
じ
て
県
民
の
み 

な
さ
ま
に
情
報
を
提
供
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

フ
ィ
ル
ム
は
、

一
般
の
利
用
の
た
め
、
県
立 

図
書
館
内
の
「
県
視
聴
覚
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
に
保
管
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
併
せ
て
御
活
用
い 

た
だ
き
た
い
と
念
願
し
て
お
り
ま
す
。

く

文
化
財
保
護
課V

参

考群
馬
県
無
形
文
化
財
緊
急
調
査
報
告
書

昭
和
五
二
年
度
岩
島
の
麻

昭
和
五
三
年
度
舟
大
工
と
川
舟

昭
和
五
四
年
度
伊
勢
崎
の
耕

昭
和
五
五
年
度
群
馬
の
藁
細
工
と
竹
細
工 

昭
和
五
六
年
度
群
馬
の
屋
根
葺
と
壁
塗

昭
和
五
七
年
度 

群
馬
の
和
紙

昭
和
五
八
年
度 

手
描
き
紋
章
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