
（
銅
製
金
具
）
。

出
し
縣
一
式

四
年

彫
金
手
板
模
刻
。
仁
王
像
、
銅
板
打
出
し
。
鷺
、
鉄
地
に
銀
の
翌
を
象

嵌
、
足
は
四
分
一

、

マ
ク
レ
を
立
て
た
象
嵌
法
と
研
切
り
の
象
嵌
法
と
を

併
用
。
獅
子
メ
ヌ
キ
一
対
模
刻
。

付
記
指
濁
法
に
つ
い
て
は
、
生
徒
各
人
の
手
板
模
刻
を
先
生
に
修
正
し
て

貰
う
時
に
個
人
指
禅
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
時
生
徒
は
、
先
生
の
縣
の
使
い

方
、
仕
事
の
運
び
具
合
等
を
詳
細
に
観
察
し
、
技
術
の
コ
ツ
、
機
微
と
い

う
か
言
葉
で
説
明
で
き
な
い
も
の
を
自
分
な
り
に
感
受
す
る
、
つ
ま
り
目

で
学
ぶ
こ
と
を
厳
し
く
仕
付
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
在
学
中
は
伝
統
的
技
術

の
修
得
が
第
一
義
的
で
創
作
活
動
は
堅
く
禁
じ
ら
れ
、
展
覧
会
に
出
品
で

き
ず
歯
痒
い
思
い
を
し
た
。

⑫

昭
和
初
期
の
鍛
金
科

左
記
は
一
二
井
安
蘇
夫
氏
（
昭
和
八
年
金
工
科
鍛
金
部
卒
）
の
回
想
（
昭
和
六

十

一
年
四
月
三
十
日
談
話
筆
記
）
で
あ
る
。

入
学
し
た
頃
は
予
科
は
な
く
、
直
ち
に
鍛
金
の
教
室
に
入
り
、
机
を
貰
っ
て

午
前
中
は
実
技
（
金
工
以
外
に
日
本
画
と
デ
ッ
サ
ン
が
二
年
ま
で
、
塑
造
は
三

年
ま
で
必
修
）
、
午
後
か
ら
学
科
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
午
前
中
の
実
技
の
前

に
朝
早
く
か
ら
体
操
な
い
し
教
練
が
あ
り
、
正
木
校
長
の
修
身
が
あ
っ
た
。
教

錬
は
一
年
か
二
年
の
と
き
に
や
り
、

一
緒
、
師
範
科
は
別
、

縣

工
芸
と
彫
刻
と
建
築
、
日
本
画
と
油
絵
が

と
い
う
よ
う
に
う
ま
く
人
数
の
配
分
を
し
て
、
三
つ
四

つ
に
切
っ
て
や
っ
て
い
た
。
朝
の
八
時
ご
ろ
か
ら
出
席
を
非
常
に
厳
重
に
チ

ェ
ッ
ク
さ
れ
た
。
正
木
さ
ん
の
話
が
と
つ
と
つ
と
し
て
い
て
、
内
容
が
豊
か
で

面
白
か
っ
た
。
高
学
年
に
な
る
に
つ
れ
て
学
科
が
な
く
な
り
、
四
年
に
な
る
と

殆
ど
実
技
だ
け
に
な
っ
た
。

鍛
金
の
実
技
は
、
四
年
ま
で
基
礎
の
課
題
が
組
ま
れ
て
い
た
。
あ
る
程
度
は

選
択
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
‘

-＝一
年
に
な
る
と
石
田
英

一
先
生
の
作
っ
た

天
平
美
人
が
課
題
に
あ
り
、
そ
れ
を
模
刻
し
て
も
よ
く
、
自
分
で
作
っ
て
も
よ

か
っ
た
。

私
が
学
校
に
入
っ
て
す
ぐ
に
は
石
田
先
生
が
パ
リ
に
行
っ
て
い
た
の
で
藤
本

万
作
先
生
と
野
口
六

三
先
生
の

二
人
で
授
業
を
見
て
下
さ
っ
た
。
一

年
生
の
最

初
は
杯
で
、
三
つ
組
（
三
重
）
の
杯
を
銅
で
作
っ
た
。
教
え
る
と
い
う
よ
り
、

先
生
が
丁
寧
に
や
っ
て
み
せ
て
、
そ
れ
を
生
徒
が
や
っ
て
み
た
。
い
い
加
減
な

所
で
妥
協
し
て
く
れ
ず
、
傷
が
あ
る
か
な
い
か
手
で
触
っ
て
み
て
、
指
の
先
に

凹
凸
を
感
じ
る
と
、
均
ら
し
槌
を
使
っ
て
傷
付
け
て
返
さ
れ
る
。
そ
れ
を
ま
た

奇
麗
に
傷
を
取
っ
て
叩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
持

っ
て
い
っ
て
ま
た
や

ら
れ
る
。
一

ミ
リ
の
地
金
が
薄
く
な
る
ま
で
叩
か
さ
れ
る
。
そ
れ
で
、
中
を
砥

石
で
研
げ
ば
平
ら
に
な
っ
て
鞘
轄
を
か
け
た
み
た
い
に
な
る
、
そ
こ
ま
で
奇
麗

に
叩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
昔
は
鞘
轄
が
け
や
旋
盤
を
か
け
た
り
し
な
い

で
、
打
っ
た
ら
そ
の
ま
ま
す
ぐ
に
白
砥
で
奇
麗
に
し
て
、
な
ぐ
ら
砥
石
で
研
い

で
炭
で
研
い
で
仕
上
げ
て
持
っ
て
い
く
。
三

つ
組
の
杯
を
作
る
の
に
夏
休
み
ま

で
か
か
っ
た
。
そ
う
い
う
仕
込
み
方
だ
か
ら
、
が
つ
が
つ
や
る
。
今
の
学
生
と

比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
程
や
る
。
奇
麗
に
な
ら
な
い
と
却
っ
て
時
間
が
か
か
る

か
ら
奇
麗
に
打
つ

。
そ
れ
ば
か
り
や
っ
て
い
る
と
疲
れ
る
の
で
次
の
課
題
を
や

る
。
被
せ
蓋
の
香
合
、
そ
の
次
が
印
籠
蓋
。
香
合
は
夏
休
み
前
に
作
っ
た
の
を
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九
月
に
提
出
し
た
。
香
合
も
蓋
を
持
っ
て
す
ー
っ
と
吸
い
付
い
て
上
が
っ
て
き

て
、
ぽ
た
ん
と
落
ち
る
よ
う
に
作
る
。
そ
こ
ま
で
や
ら
せ
る
。
徹
頭
徹
尾
、
職

人
が
お
弟
子
さ
ん
を
仕
込
む
様
に
仕
込
ま
れ
た
。
印
籠
蓋
の
香
合
も
同
じ
で
あ

っ
た
。
作
っ
た
香
合
に
模
様
を
彫
る
と
歪
み
が
で
き
る
の
で
模
様
を
つ
け
な
い

で
奇
麗
に

し
ま
っ
て
お
い
た
。
そ
れ
か
ら
一
輪
差
し
を
作
っ
た
。
大
き
さ
は
、

地
金
の
幅
が
三
六
セ
ン
チ
で
、
そ
の
半
分
の
一
八
セ
ン
チ
の
円
で
作
っ
た
。
手

本
に
あ
る
銀
の
口
の
、
上
が
厚
い
丸
い
も
の
と
巻
き
込
み
に
な
っ
て
い
る
も
の

と
二
つ
作
っ
た
。
皆
、
同
じ
も
の
を
作
る
の
で
、
並
べ
て
み
れ
ば
形
の
変
わ
っ

た
も
の
は
す
ぐ
に
わ
か
る
。
そ
の
ほ
か
に
後
期
に
な
っ
て
自
由
制
作
が
あ
っ

て
、
あ
る
程
度
、
自
分
で
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
先

生
に

口
頭
で
課
題
を
追
加
さ
れ
た
り
も
し
た
。
杯
の
次
が
香
合
二
つ

、
そ
れ
か

ら
一
輪
差
し
に
自
由
制
作
で
一
年
は
終
わ
り
で
あ
っ
た
。
二
年
に
な
る
と
、
栗

と
椎
の
実
が
つ
い
た
一
番
初
歩
的
な
打
ち
出
し
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
三
つ
足
の

香
炉
、
そ
し
て
お
盆
を
打
た
さ
れ
た
。

そ
れ
ま
で
は
、

一
番
使
い
易
い
銅
を
使
っ
た
。
真
鍮
を
使
っ
て
も
よ
く
、
自

由
課
題
と
香
炉
の
蓋
も
真
鍮
で
作
っ
た
。
普
通
の
制
作
は
み
な
自
分
で
購
入
し

た
。
地
金
が
支
給
さ
れ
た
の
は
卒
業
制
作
だ
け
で
あ
っ
た
。

三
年
、
四
年
に
な
る
と
課
題
が
出
て
自
分
で
原
形
を
作
る
か
又
は
模
作
で
も

か
ま
わ
な
い
。
課
題
が
み
っ
ち
り
や
ら
れ
る
の
は
三
年
ま
で
で
、
菓
子
鉢
と
水

滴
が
課
題
で
あ
っ
た
。
菓
子
鉢
で
初
め
て
鉄
を
使
い
、
ぎ
ゅ
ー
っ
と
押
し
込
め

て
び
し
っ
と
止
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、

は
自
由
制
作
み
た
い
な
か
た
ち
で
花
瓶
を
打
て
と
か
、

か
、
選
択
的
に
こ
の
中
か
ら
自
分
で
や
り
た
い
も
の
を
や
り
な
さ
い
と
言
わ
れ

ロ
の
付
い
た
銚
子
と

う
よ
う
に
し
て
止
め
た
。
細
口
の
小
さ
な
水
簡
で
初
め
て
銀
を
打
っ
た
。
あ
と

ロ
の
と
こ
ろ
で
ば
ち
っ
と
合

上
を
い
っ
て
い
る
。

て
作
っ
た
。
四
年
に
な
る
と
自
由
課
題
を
や
れ
ば
よ
く
、
展
覧
会
に
出
し
て
も

よ
か
っ
た
の
で
我
々
の
頃
は
殆
ど
夏
休
み
前
か
ら
展
覧
会
の
出
品
作
品
を
作
っ

、こ
。

て
し

f
卒
業
制
作
の
費
用
は
学
校
が
現
物
支
給
で
地
金
を
く
れ
た
。
デ
ザ
イ
ン
と
大

き
さ
と
を
先
生
に
報
告
し
て
、
例
え
ば
銅
が
ど
れ
く
ら
い
と
か
、
真
鍮
、
黒
味

銅
、
銀
、
金
、
そ
れ
ぞ
れ
要
求
し
て
現
物
で
貰
っ
た
。
全
体
の
費
用
は
規
定
の

限
度
が
彫
金
と
鍛
金
と
で
は
違
っ
て
い
た
。
彫
金
は
花
瓶
な
ら
花
瓶
を
打
物
師

に
頼
む
か
ら
比
較
的
お
金
が
か
か
っ
た
。
鍛
金
は
そ
の
当
時
の
お
金
で
五
十
円

限
度
だ
っ
た
。
当
時
の
初
任
給
は
、
美
術
学
校
を
出
て
教
員
に
な
る
と
、
師
範

科
で
も
本
科
で
も
七
十
五
円、

図
案
科
を
出
て
広
告
会
社
に
勤
め
る
と
五
十
五

円
ぐ
ら
い
な
の
で
、

一
か
月
の
月
給
ぐ
ら
い
貰
っ
た
こ
と
に
な
る
。
卒
業
制
作

の
採
点
は
、
金
工
科
で
彫
金
と
鍛
金
は
一
緒
に
採
点
し
た
が
、
相
互
に
あ
ま
り

干
渉
は
し
な
か
っ
た
。

二
年
ま
で
彫
金
と
鍛
金
を
交
代
に
習
っ
た
。
一
年
間
の
中
で
一
二
分
の
一
く
ら

い
、
彫
金
を
習
い
に
行
っ
た
。
我
々
は
彫
金
を
あ
ま
り
熱
心
に
や
ら
な
か
っ
た

が
、
簡
単
な
目
貫
ま
で
や
っ
た
。
銀
の
鮨
の
刀
の
目
貫
を
模
刻
し
た
。
そ
れ
か

ら
象
嵌
を
や
り
、
軽
く
打
ち
出
し
た
物
と
か
、
上
か
ら
肉
を
つ
け
て
彫
る
と

か
、
線
象
嵌
、
毛
彫
り
を
や
っ
た
。

一
番
初
め
が
毛
彫
り
で
あ
っ
た
。
全
部
手

板
で
、
二
年
ま
で
は
殆
ど
同
じ
程
度
で
時
間
が
多
い
分
、
彫
金
の
方
が
少
し
は

鍛
金
の
教
官
は
石
田
英
一
先
生
と
野
口
六

三
先
生
、
そ
の
他
に
非
常
勤
講
師

で
藤
本
万
作
先
生
即
ち
藤
本
長
邦
さ
ん
の
親
父
さ
ん
が
い
た
。
芸
大
の
鍛
金
は

乎
田
宗
幸
派
だ
が
、
藤
本
先
生
は
平
田
派
で
は
な
か
っ
た
。
平
田
派
は
徳
川
御

用
達
で
徳
川
出
入
り
の
職
人
だ
っ
た
が
、
江
戸
の
終
わ
り
か
明
治
の
初
年
頃
、
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宗
幸
の
前
で

二
派
に
分
か
れ
た
。
宗
幸
は
養
子
で
平
田
派
を
継
が
れ
た
。
我
々

は
宗
幸
さ
ん
の
方
が
正
統
派
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
平
田
派
の
影
響
を
直
接

に
受
け
た
石
田
先
生
と
野
口
先
生
が
学
校
に
来
て
い
た
。

藤
本
さ
ん
は
教
え
る
と
い
う
よ
り
実
践
的
で
あ
っ
た
。
職
人
あ
が
り
の
先
生

な
の
で
、
夏
は
袴
を
は
い
て
、
白
足
袋
は
い
て
、
草
履
で
学
校
に
来
る
。
そ
の

頃
の
職
人
に
は
粋
な
人
が
多
か
っ
た
。
鍛
金
の
職
人
は
一
か
月
の
内
に
十
日
か

半
月
働
け
ば
飯
が
食
え
た
と
言

っ
て
い
た
。
あ
と
の
半
月
か

二
十
日
は
飲
ん
で

遊
ん
で
い
た
。
宵
越
し
の
お
金
は
も
た
な
い
が
、
持
っ
て
い
る
内
は
贅
沢
に
使

っ
た
。
鍛
金
屋
が
作
っ
た
薬
罐
や
銀
の
花
瓶
は
そ
の
ま
ま
の
も
の
で
、
逆
に
彫

金
屋
に
も
っ
て
い
っ
て
彫
ら
せ
る
人
も
あ
っ
た
。
鍛
金
は
彫
金
の
下
打
ち
だ
な

ん
て
言

っ
て
い
た
け
れ
ど
、
鍛
金
屋
が
お
金
持
ち
に
な
る
と
今
度
は
彫
金
屋
を

使
っ
た
。
戦
後
は
ア
メ
リ
カ
さ
ん
が
来
て
、
銀
器
が
売
れ
て
、
鍛
金
の
職
人
さ

ん
は
お
金
持
ち
に
な
っ
た
。

石
田
先
生
は
非
常
に
お
お
ま
か
な
人
で
、
あ
ま
り
学
生
に
難
し
い
こ
と
を
言

わ
な
い
先
生
で
あ
っ
た
。
し
か
し
作
品
は
非
常
に
び
し
っ
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
恐
ら
く
近
世
の
名
人
で
あ
っ
た
。
あ
の
先
生
に
つ
い
て
い
け
る
だ
け
の
仕

事
を
や
っ
た
人
は
今
ま
で
に
卒
業
し
た
人
の
中
に
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
平
田
宗
幸
に
教
え
ら
れ
て
、
宗
幸
を
凌
ぐ
だ
け
の
鍛
金
の
立
体
造
形
を
や

っ
た
人
だ
。
石
田
先
生
が
最
高
だ
と
思
う
。
だ
が
、
仕
事
に
公
式
が
な
い
。
達

で
も
い
い
。
作
っ
た
も
の
が
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
い
い
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で

い
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
。
我
々
が
や
る
と
地
金
が
破
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ

と
を
や
っ
て
も
破
れ
な
い
。
そ
ん
な
に
乱
暴
な
扱
い
を
し
て
い
る
。
石
田
先
生

の
作
っ
た
も
の
を
我
々
が

三
年
や
四
年
に
模
作
す
る
と
必
ず
切
れ
て
し
ま
う
。

人
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
結
局
表
か
ら
や
っ
て
も
、
裏
か
ら
や
っ
て
も
、
ど
う

切
れ
た
ら
蛾
付
け
し
た
り
、
厚
い
地
金
を
嵌
め
込
ん
で
蛾
付
け
し
て
メ
ッ
キ
で

ご
ま
か
し
た
。
で
も
石
田
先
生
が
や
る
と
、
ひ
ど
い
扱
い
方
を
し
て
も
破
れ
な

い
。
だ
か
ら
本
当
の
打
ち
も
の
の
先
生
と
す
れ
ば
、
石
田
先
生
が
最
初
で
最
後

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
仕
事
は
学
校
で
や

っ
て
み
せ
て
く
れ
た
。
見

て
て
覚
え
て
い
く
他
な
い
と
思
っ
た
。
先
生
が
い
な
く
な
る
と
同
じ
こ
と
を
や

っ
て
み
た
り
し
た
。

野
口
先
生
は
石
田
先
生
と
同
郷
で
、
石
田
先
生
の
後
を
追
っ
て
学
校
に
入
学

し
た
。
石
田
先
生
が
あ
ま
り
細
か
な
事
を
言
わ
な
い
人
で
、
野
口
先
生
は
き
ち

ょ
う
め
ん
で
、
朝
早
く
に
来
て
、
端
正
な
先
生
ら
し
い
先
生
で
あ
っ
た
。
野
口

先
生
に
「
八
田
（
辰
之
助
）
君
も
不
器
用
だ
が

――一
井
君
も
不
器
用
で
す
ね
」
と

言
わ
れ
た
。
僕
は
そ
れ
ま
で
不
器
用
だ
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ど
ち

ら
か
と
言
え
ば
、
器
用
な
方
に
入
っ
て
い
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
不
器
用
な

―
つ
が
だ
め
な
ら
二
つ
、
二
つ

人
は
―
つ
の
も
の
を
二
つ
作
れ
と
言
わ
れ
た
。

が
だ
め
な
ら
三
つ
、
そ
れ
し
か
仕
事
を
覚
え
る
方
法
は
な
い
。
で
き
る
ま
で
や

っ
て
み
ろ
と
言
わ
れ
た
。

石
田
先
生
が
外
国
に
い
た
と
き
は
専
攻
科
の
学
生
が
補
助
的
な
役
割
を
果
た

し
て
い
た
。
専
攻
科
に
残
る
の
は
、
卒
業
制
作
の
点
数
が
何
点
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
あ
っ
た
。
大
体
皆
‘
畔
氾
科
に
残
っ
た
。
選
科
は
本
科
と
同
じ
五
年

で
、
特
別
に
実
力
の
あ
る
も
の
は
二
年
に
編
入
さ
れ
た
。
選
科
生
は
殆
ど
職
人

の
経
験
者
で
、
彫
金
選
科
生
も
今
の
大
学
を
出
た
人
な
ど
よ
り
う
ま
く
、
帯
留

や
刀
の
目
貫
き
の
様
な
「
出
し
彫
」
を
ア
ル
バ
イ

ト
で
作
っ
て
生
活

し

て
い

た
。
選
科
生
は
本
科
生
と
一
緒
に
や
っ
て
い
た
が
、
自
分
の
専
攻
の
実
技
だ
け

を
や
れ
ば
よ
く
て
、
学
科
は
受
け
な
く
て
よ
か
っ
た
。
も
ぐ
り
で
選
科
生
が
勝

手
に
工
芸
の
日
本
画
の
教
室
に
入
っ
て
日
本
画
を
や
っ
た
り
、
彫
刻
室
で
彫
刻
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を
や
っ
た
り
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
進
級
の
条
件
に
は
な
ら
な
か
っ

こ。f
 工

芸
化
学
の
授
業
で
は
、
材
料
の
成
分
、
分
析
な
ど
を
学
ん
だ
。
写
真
科
の

教
官
で
あ
っ
た
写
真
の
権
威
者
の
森
芳
太
郎
先
生
と
鋳
金
の
内
藤
春
治
先
生
、

漆
の
福
岡
縫
太
郎
先
生
に
習
っ
た
。
漆
は
塗
料
で
象
嵌
の
実
験
を
し
た
。
一
ミ

リ
腐
食
さ
せ
て
、
そ
こ
に
漆
を
焼
付
け
て
埋
め
て
、
研
い
で
色
付
け
を
し
た
。

漆
の
乾
き
が
悪
い
と
浮
い
て
き
た
。

地
金
は
今
と
同
じ
で
、

特
殊
な
金
属
だ
け
（
四
分
一
や
赤
銅
）
は
吹
い
て
作

っ
て
使
用
し
た
。
ア
ル
ミ
ニ
ュ
ー
ム
は
、
戦
前
は
最
産
的
な
工
芸
品
に
は
か
な

り
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
工
芸
品
の
素
材
と
し
て
は
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な

い
。
接
合
が
う
ま
く
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
腐
食
す
る
こ
と
、

着
色
が
で
き
な

い
こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
だ
と
思
う
。
戦
後
は
ア
ル
マ
イ
ト
加
工
が
進
歩
し
て

手
軽
に
加
工
し
て
く
れ
る
場
所
が
で
き
た
こ
と
、
そ
れ
に
よ
る
腐
食
の
問
題
が

な
く
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
色
が
豊
富
に
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
展
覧

会
の
出
品
作
品
に
も
ア
ル
ミ
ニ
ュ
ー
ム
の
作
品
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
。

道
具
は
自
分
で
作
る
の
で
、
な
か
な
か
一
年
で
は
揃
え
る
と
こ
ろ
ま
で
は
で

き
ず
、

三
年
で
ぼ
ち
ぽ
ち
作
っ
た
。
当
て
金
は
今
の
も
の
と
基
本
形
は
同
じ
だ

が
、
数
が
少
な
か
っ
た
。
同
じ
も
の
は

一
本
か
二
本
き
り
な
か
っ
た
。
今
は
人

数
が
多
く
な
っ
た
か
ら
同
じ
課
題
を
や
る
の
に
五
、
六
本
は
最
低
必
要
だ
が
、

当
時
は
一
本
の
当
て
金
を
待
っ
て
使
っ
た
り
、
あ
の
道
具
を
使
う
な
ら
今
日
は

早
く
行
か
な
け
れ
ば
と
思
っ
た
り
し
た
。
道
具
を
火
に
入
れ
て
直
し
た
り
、
や

す
っ
た
り
ひ
ね
っ
た
り
し
て
は
い
け
な
い
。
ほ
と
ん
ど
課
題
に
合
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
自
分
の
課
題
は
自
分
で
道
具
を
作
っ
た
。
そ
れ
で
道
具
を
作
る
こ

と
を
覚
え
て

い
く
。
私
の
卒
業
制
作
は
道
具
が
合
わ
な
く
て
自
分
で
作
っ
た
。

艶
上
げ
ま
で
仕
上
げ
て
学
年
末
に
提
出
す
る
の
で
し
た
。
漆
そ
の
他
実
習
材

の
実
習
は
本
堅
地
の
塗
の
手
板
十
枚
だ
っ
た
か
（
五
枚
だ
っ
た
か
）
、
呂
色

い
ま
す
（
他
に
希
業
教
科
の
講
義
を
聞
く
こ
と
も
出
来
ま
し
た
）
。

一
年
生

け
（
週

一
、
二
時
間
だ
っ
た
か
）
そ
の
他
は
全
時
間
卒
業
制
作
だ
っ
た
と
思

(—) 

一
年

道
具
の
面
の
カ
ー
プ
は
ひ
ど
く
難
し
く
て
、
大
き
す
ぎ
て
も
小
さ
す
ぎ
て
も
い

け
な
い
。
あ
ま
り
ぴ
た
っ
と
く
っ
つ
い
て
も
だ
め
な
も
の
だ
。
我
々
が
学
生
の

時
は
び
た
っ
と
つ
い
て
い
れ
ば
そ
の
通
り
に
で
き
る
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
う

な
ら
な
い
。
道
具
を
作
る
こ
と
が
非
常
に
難
し
い
と
わ
か
っ
て
く
る
。
卒
業
す

る
時
ま
で
に
は
二
十
本
か
三
十
本
作
っ
て
い
っ
た
。
学
校
の
備
品
の
道
具
を
作

る
時
は
今
の
よ
う
に
外
に
頼
む
の
で
は
な
く
、
鍛
冶
屋
を
連
れ
て
き
て
、
ふ
い

ご
を
使
っ
て
作
る
の
を
見
て
教
え
て
も
ら
う
。
彫
金
に
七
十
す
ぎ
の
助
手
が
い

て
、
製
の
研
ぎ
方
や
地
金
作
り
を
教
え
て
く
れ
た
。
よ
く
叱
ら
れ
た
の
を
覚
え

て
い
る
。
当
て
金
を
作
っ
て
い
る
時
に
手
で
撫
で
て
、
手
の
脂
が
付
く
と
す
べ

っ
て
、
や
す
り
が
か
か
ら
な
く
な
る
し
、
や
す
り
が
切
れ
な
く
な
る
。
よ
く
怒

ら
れ
た
。
金
工
は
言
葉
や
理
屈
で
は
な
く
て
秘
伝
み
た
い
な
も
の
が
あ
る
。

⑬

昭
和
初
期
の
漆
工
科

左
記
は
編
者
の
質
問
に
対
す
る
昭
和
六
十
一
年
七
月
十
日
付
、
寺
井
直
次
氏

（
昭
和
十
年
工
芸
科
漆
工
部
卒
）

の
回
答
書
簡
の
要
約
で
あ
る
。

入
学
し
た
年
の
実
習
に
つ

い
て

私
達
の
時
は
予
科
は
な
く
入
学
し
て
す
ぐ
に
本
科

一
年
生
で
し
た
。

生
の
実
習
時
間
は
勘
な
か
っ
た
。
上
級
に
な
る
に
つ
れ
て
実
習
時
問
が
増

え
、
五
年
生
に
な
っ
て
か
ら
は
教
員
免
許
修
得
希
望
者
の
み
関
連
教
科
を
受
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