
3 観峰館収蔵近代中国書画の修復について

一
、
は
じ
め
に

観
峰
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
核
を
な
す
近
代
中
国
書
画
は
、
昭
和
四
〇
年
代
頃

か
ら
原
田
観
峰
に
よ
っ
て
中
国
で
収
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
清
時
代
後
期
（
一

八
世
紀
後
半
）
か
ら
中
華
民
国
初
期
（
二
〇
世
紀
前
半
）
に
制
作
さ
れ
た
作
品

が
中
心
で
、
制
作
後
二
〇
〇
年
余
り
前
か
ら
最
新
の
も
の
は
約
五
〇
年
前
の
制

作
に
係
る
。
収
集
当
時
か
ら
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
作
品
は
、
来
歴
や
保
管
環
境

な
ど
が
不
明
で
あ
り
、
様
々
な
要
因
で
破
損
し
て
い
る
も
の
や
劣
化
し
た
作
品

が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
筆
者
が
観
峰
館
開
館
当
初
よ
り
、
傷
ん

だ
掛
軸
の
修
復
に
関
与
し
て
き
た
経
緯
か
ら
、
中
国
書
画
作
品
の
修
復
に
つ
い

て
、
日
本
式
の
掛
軸
と
の
構
造
上
の
相
違
点
や
修
復
に
係
る
留
意
点
に
つ
い
て
、

そ
の
記
録
と
所
感
を
記
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
経
緯

観
峰
館
の
中
国
書
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
は
、
昭
和
四
一
年
（
一
九
六
六
）

五
月
に
原
田
観
峰
が
毎
日
新
聞
社
訪
中
視
察
団
員
と
し
て
中
国
を
訪
問
し
、
そ

の
帰
途
に
同
年
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た
「
第
二
〇
回
秋
季
広
州
交
易
会
」
に
於

い
て
若
干
の
文
物
を
購
入
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
書
画
掛
軸
は
、
翌
昭
和
四
二

年
（
一
九
六
七
）「
第
二
二
回
秋
季
交
易
会
」
で
購
入
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
（
１
）。

こ
の
時
の
収
集
品
の
多
く
は
中
国
に
お
け
る
文
化
大
革
命
に
お
い
て
、
個
人

所
有
の
書
画
文
物
を
没
収
し
た
も
の
が
多
数
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
観
峰
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
国
書
画
を
俯
瞰
す
る
と
、
収
蔵
経
緯
が

不
明
で
、
保
存
状
態
は
玉
石
混
交
の
状
態
で
あ
り
、
比
較
的
良
好
な
著
名
作
家

の
書
画
も
あ
る
が
、
同
一
作
家
の
も
の
で
も
非
常
に
危
険
な
劣
化
状
態
の
作
品

ま
で
様
々
で
あ
っ
た
。

収
集
直
後
の
昭
和
四
二
年
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
資
料
整
理
作
業
は
、
平
成
六

年
（
一
九
九
四
）
ま
で
に
、
掛
軸
な
ど
一
点
ず
つ
全
て
に
「
目
録
番
号
（
資
料

番
号
）」
が
付
与
さ
れ
、
作
家
名
と
仮
作
品
名
を
記
録
し
た
紙
票
が
掛
軸
に
貼

付
さ
れ
、「
資
料
台
帳
」
が
整
備
さ
れ
た
。
平
成
六
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
専

門
家
に
よ
る
作
品
の
真
贋
鑑
定
を
実
施
し
た
時
点
か
ら
、
筆
者
も
職
員
と
し
て

鑑
定
作
業
に
立
ち
会
い
な
が
ら
、
劣
化
の
著
し
い
作
品
に
つ
い
て
は
修
復
候
補

と
し
て
記
録
し
た
。
正
確
な
記
録
で
は
な
い
が
、
二
百
数
十
点
の
候
補
を
リ
ス

ト
ア
ッ
プ
し
て
い
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

筆
者
は
京
都
市
立
芸
術
大
学
大
学
院
日
本
画
模
写
を
修
了
し
、
学
生
時
代
に

京
都
国
立
博
物
館
内
の
国
宝
修
理
所
に
於
い
て
専
門
業
者
の
ア
ル
バ
イ
ト
と
し

て
、
古
書
画
修
復
作
業
の
最
終
段
階
で
あ
る
「
補
彩
（
２
）」
を
担
当
し
た
経
験
が
あ

る
。
大
学
院
修
了
後
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
東
洋
部
修

復
室
に
、
僅
か
三
年
足
ら
ず
の
期
間
で
あ
る
が
研
修
員
と
し
て
勤
務
し
た
。
当

観
峰
館
収
蔵
近
代
中
国
書
画
の
修
復
に
つ
い
て

古
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慶
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時
マ
ス
タ
ー
コ
ン
サ
ベ
タ
ー
（
主
任
修
復
師
）
で
あ
っ
た
大
場
武
光
氏
と
阿
部

光
弘
氏
の
元
で
、
表
装
の
仕
方
と
修
復
技
術
を
学
ん
だ
。
こ
の
短
期
間
に
日
本

の
掛
軸
、
屏
風
、
襖
、
巻
子
な
ど
様
々
な
形
式
の
作
品
の
修
理
現
場
に
立
ち
会

う
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
幸
い
で
あ
っ
た
、
ま
た
中
国
表
装
の
仕
立
て
方
を
研

修
す
る
こ
と
も
で
き
た
。

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
東
洋
部
は
著
名
な
中
国
書
画
収
集
家
か
ら
の
寄
贈

寄
託
品
が
多
く
、
そ
の
修
復
に
あ
た
っ
て
は
基
本
的
な
技
術
は
日
本
式
の
表
装

技
術
を
用
い
な
が
ら
、
裏
打
ち
紙
や
表
装
裂
は
中
国
製
を
使
用
し
て
、
素
材
に

合
わ
せ
て
糊
付
け
や
乾
燥
の
仕
方
を
工
夫
し
て
い
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
地
理

的
に
は
青
森
県
八
戸
市
と
同
じ
緯
度
に
位
置
す
る
。
北
大
西
洋
海
流
の
影
響
で

東
京
と
同
じ
く
ら
い
の
気
候
で
あ
る
が
冬
季
の
乾
燥
が
強
く
、
京
都
や
日
本
全

体
と
比
べ
て
温
湿
度
の
バ
ラ
ン
ス
が
異
な
る
た
め
、
本
紙
の
素
材
や
製
作
年
代
、

劣
化
状
態
、
作
品
の
大
き
さ
や
裏
打
ち
紙
の
枚
数
な
ど
に
よ
っ
て
、
与
え
る
湿

り
の
具
合
や
仮
張
り
の
日
数
の
調
整
が
、
京
都
で
の
作
業
と
微
妙
に
異
な
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
実
作
業
を
通
し
て
し
か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
経
験

と
知
識
を
肌
感
覚
と
し
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
、
そ
の
後
の
観
峰
館
で

の
修
復
事
業
に
大
い
に
役
立
っ
た
と
い
え
る
。

三
、
中
国
と
日
本
の
表
具
の
相
違
点

最
初
に
掛
軸
装
の
書
画
に
つ
い
て
、
中
国
式
と
日
本
式
の
掛
軸
の
相
違
点
に

つ
い
て
、
掛
軸
制
作
の
素
材
と
技
法
、
そ
し
て
鑑
賞
さ
れ
る
環
境
に
つ
い
て
整

理
し
た
い
。

稿
中
で
比
較
す
る
作
品
を
、
次
の
よ
う
に
想
定
す
る
。
中
国
の
掛
軸
に
つ
い

て
は
、
一
八
世
紀
清
時
代
後
期
に
制
作
さ
れ
た
、
日
本
の
床
の
間
サ
イ
ズ
の
綸

子
の
文
人
表
具
を
想
定
し
、
日
本
の
掛
軸
も
同
サ
イ
ズ
の
江
戸
時
代
後
期
の
一

般
的
な
三
段
表
具
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
み
た
い
。

ま
ず
中
国
と
日
本
の
掛
軸
を
、
桐
箱
か
ら
出
し
て
巻
緒
を
解
か
な
い
状
態
で

並
べ
て
置
い
た
場
合
、
掛
軸
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
い
ず
れ
が
中
国
式
か
日
本

式
か
を
判
別
で
き
る
人
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
外
見
上
、
左
程
違

い
は
な
い
と
も
い
え
る
が
、
仔
細
に
観
察
す
る
と
巻
緒
、
掛
緒
の
材
質
や
鐶
の

座
金
の
有
無
、
軸
先
の
形
状
や
寸
法
の
違
い
な
ど
に
気
が
付
く
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
ほ
ど
両
者
は
似
通
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
開
巻
し
て
壁
に
掛
け
て
み
る
と
、
相
違
点
が
少
し
わ
か
り
や
す
く
な
る
。

中
国
の
掛
軸
に
は
綸
子
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
見
た
目
は
表
面
二
色
も
し

く
は
三
色
の
裂
を
使
用
し
て
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
染
料
で
染
め
分
け
た
同

質
の
薄
手
綸
子
を
宣
紙
で
裏
打
ち
し
た
も
の
を
付
け
回
し
て
あ
る
場
合
が
多
い
。

日
本
の
掛
軸
は
、
一
文
字
か
ら
中
縁
、
上
下
（
天
地
）
と
三
種
類
の
異
な
る 【図１】日本式掛軸の模式図【図２】中国式掛軸の模式図
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裂
を
用
い
る
の
が
通
常
で
、
金
襴
や
緞
子
な
ど
織
り
方
や
糸
の
種
類
も
異
な
る

裂
が
使
わ
れ
る
。
そ
し
て
一
文
字
裂
と
同
じ
裂
で
調
製
さ
れ
た
風
帯
が
ぶ
ら
下

が
っ
て
い
る
。
こ
の
異
な
る
三
種
類
の
裂
を
使
用
す
る
こ
と
が
日
本
の
表
具
の

特
徴
で
、
現
代
の
中
国
と
日
本
の
掛
軸
の
外
見
上
の
最
も
大
き
な
相
違
点
と
い

え
る
。
実
は
、
こ
の
外
見
上
の
相
違
こ
そ
が
、
作
品
の
保
存
に
対
す
る
思
想
の

違
い
だ
と
考
え
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
単
に
外
見
上
の
伝
統
や
材
料
の
点
ば

か
り
で
は
な
く
、
気
候
風
土
や
歴
史
か
ら
来
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
触

れ
た
い
。

中
国
、
日
本
と
も
に
掛
軸
の
裏
打
ち
の
枚
数
は
、
作
品
の
大
き
さ
や
紙
本
と

絹
本
の
違
い
、
作
品
の
厚
み
や
過
去
の
修
理
の
程
度
な
ど
様
々
な
要
因
に
よ
っ

て
異
な
る
が
、
基
本
的
に
は
、
作
品
や
裂
に
直
接
貼
り
合
わ
せ
て
そ
の
支
持
体

と
す
る
「
肌
裏
打
ち
」
と
、
掛
軸
の
形
に
す
る
た
め
に
、
作
品
と
裂
の
そ
れ
ぞ

れ
を
繋
げ
て
一
体
と
し
た
と
き
の
強
度
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
の
「
増
裏
打
ち
」、

そ
し
て
一
つ
の
掛
軸
と
し
て
ま
と
め
る
た
め
の
「
総
裏
打
ち
」
の
三
回
の
裏
打

ち
を
す
る
の
が
通
常
の
掛
軸
の
仕
立
て
方
で
あ
る
。

ま
た
、
掛
軸
を
仕
立
て
る
際
に
職
人
が
最
も
注
意
深
く
検
討
す
る
べ
き
こ
と

は
、
仕
立
て
作
業
に
よ
る
作
品
へ
の
ダ
メ
ー
ジ
を
最
小
限
に
く
い
止
め
て
、
完

成
後
の
掛
軸
装
作
品
を
次
の
世
代
に
引
き
継
ぐ
た
め
に
は
何
を
ど
の
よ
う
に
工

夫
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
両
者
に
共
通
し
た
認
識
で
あ
る
。

四
、
表
具
の
紙
と
糊
に
つ
い
て

中
国
と
日
本
の
掛
軸
の
仕
方
に
お
い
て
の
相
違
点
は
使
用
す
る
紙
や
糊
な
ど

材
料
の
性
質
と
、
技
法
そ
の
も
の
で
あ
る
。

紙
に
関
し
て
は
、
中
国
で
は
安
徽
省
宣
城
で
生
産
さ
れ
る
宣
紙
を
表
具
の
材

料
と
し
て
主
に
使
用
す
る
宣
紙
は
、
宣
城
近
郊
で
生
産
さ
れ
る
青
壇
樹
と
稲
藁

を
原
料
に
し
た
手
漉
き
紙
で
、
古
く
か
ら
書
画
の
制
作
、
表
装
そ
の
他
に
広
く

用
い
ら
れ
て
お
り
、
表
装
専
用
の
紙
で
は
な
い
が
、
原
料
の
配
合
率
や
厚
み
に

よ
っ
て
八
か
ら
一
〇
種
類
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
作
品
に
適
し
た
厚
み
や
大
き

さ
の
紙
を
表
具
師
が
自
ら
選
ん
で
使
用
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
掛
軸
の
増
裏
打
ち
と
追
加
補
強
に
い
れ
る
「
中
裏

打
ち
」
に
用
い
る
美
栖
紙
、
総
裏
打
ち
に
使
用
す
る
宇
陀
紙
は
、
奈
良
県
吉
野

郡
で
生
産
さ
れ
る
表
具
の
裏
打
ち
専
用
の
紙
で
あ
る
。
文
化
財
修
理
に
使
用
す

る
美
栖
紙
や
宇
陀
紙
は
現
在
も
手
漉
き
で
作
ら
れ
て
お
り
、
一
枚
一
枚
干
し
板

に
貼
り
付
け
て
乾
燥
さ
せ
る
た
め
、
手
間
が
掛
か
る
が
、
紙
の
内
側
に
空
気
の

層
が
あ
る
柔
ら
か
い
紙
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
原
料
は
楮
の
樹
皮

繊
維
で
あ
る
が
、
そ
の
特
徴
は
繊
維
が
長
く
強
靭
で
、
水
分
の
影
響
に
よ
る
伸

縮
が
緩
や
か
な
こ
と
で
あ
る
。
美
栖
紙
は
こ
れ
に
胡
粉
（
貝
殻
を
砕
い
た
粉
）

を
混
ぜ
て
漉
く
こ
と
で
、
表
具
に
仕
立
て
た
あ
と
の
し
な
や
か
さ
を
出
し
、
巻

癖
を
少
な
く
す
る
効
果
が
あ
る
。
宇
陀
紙
は
美
栖
紙
に
比
べ
て
厚
み
が
あ
り
、

吉
野
地
方
の
石
灰
石
の
粉
を
混
ぜ
て
漉
く
た
め
防
虫
、
抗
酸
化
作
用
が
あ
り
白

く
美
し
い
紙
に
仕
上
が
る
。

中
国
の
掛
軸
制
作
の
場
合
は
日
本
と
同
様
に
小
麦
粉
澱
粉
糊
を
使
用
す
る
が
、

日
本
の
古
糊
の
よ
う
な
も
の
は
な
く
希
釈
濃
度
の
差
で
使
い
分
け
る
。
日
本
の

掛
軸
の
場
合
は
、
増
裏
打
ち
と
中
裏
打
ち
、
さ
ら
に
総
裏
打
ち
に
古
糊
を
使
用

す
る
。

古
糊
の
製
造
方
法
は
、
暦
の
上
で
最
も
寒
く
井
戸
水
に
雑
菌
が
最
も
少
な
い

と
考
え
ら
れ
た
大
寒
の
日
に
、
湯
煎
に
し
た
大
鍋
で
生
麩
糊
（
小
麦
粉
澱
粉
に

少
量
の
塩
水
を
加
え
て
練
り
、
餅
状
に
し
て
暫
く
寝
か
せ
た
も
の
を
、
徐
々
に

水
中
で
溶
か
し
て
沈
殿
さ
せ
た
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
グ
ル
テ
ン
で
あ
る
）
を
ゆ
っ

く
り
と
時
間
を
か
け
て
、
充
分
熱
を
通
し
て
炊
き
、
こ
れ
を
陶
製
の
瓷
に
入
れ
、

粗
熱
が
取
れ
た
後
に
井
戸
水
（
今
日
で
は
浄
水
を
用
い
る
こ
と
も
多
い
）
を
張
っ
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て
、
微
か
な
空
気
の
流
通
が
可
能
な
よ
う
に
密
閉
は
せ
ず
に
木
蓋
と
和
紙
を
使
っ

て
封
緘
し
た
の
ち
、
床
下
な
ど
の
冷
暗
所
に
一
年
間
保
管
す
る
。
毎
年
大
寒
の

日
に
封
を
開
け
て
、
カ
ビ
や
腐
敗
し
た
上
澄
み
を
捨
て
、
新
た
に
井
戸
水
を
張
っ

て
冷
暗
所
で
一
年
間
保
管
す
る
。
大
寒
の
水
の
取
り
換
え
を
一
〇
年
間
ほ
ど
繰

り
返
し
て
、
ほ
と
ん
ど
カ
ビ
が
発
生
し
な
く
な
っ
た
も
の
が
、
粘
着
性
が
弱
ま
っ

た
古
糊
と
な
る
。

古
糊
は
表
具
師
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
材
料
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
紹
介

し
た
古
糊
の
製
造
過
程
か
ら
も
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
古
糊
が
な
く
て
は
日

本
の
表
具
は
完
成
し
な
い
の
で
あ
る
。

五
、
増
裏
の
打
ち
方

次
に
紙
の
準
備
で
あ
る
。
京
都
の
表
具
師
の
あ
い
だ
で
は
、
裏
打
ち
に
使
う

紙
を
準
備
す
る
こ
と
を
「
紙
づ
も
り
」
と
い
う
。
増
裏
打
ち
と
中
裏
打
ち
に
使

用
す
る
美
栖
紙
は
、
独
特
の
サ
イ
ズ
で
漉
か
れ
て
お
り
、
美
栖
版
、
宇
陀
版
一

束
二
〇
〇
枚
か
ら
一
枚
ず
つ
両
手
指
で
つ
ま
み
、
す
こ
し
指
を
動
か
し
て
厚
み

と
柔
ら
か
さ
を
調
べ
る
。
紙
の
厚
み
に
よ
っ
て
二
〇
〇
枚
の
紙
を
三
段
階
に
分

け
る
。
こ
れ
は
枚
数
を
三
等
分
す
る
た
め
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
厚
み
を
分
け

る
た
め
で
あ
る
。
手
漉
き
紙
で
あ
る
か
ら
、
一
枚
ず
つ
微
妙
に
厚
み
が
異
な
る

の
で
、
そ
れ
を
指
先
で
感
じ
な
が
ら
分
類
し
て
い
き
全
部
分
け
終
え
る
と
、
さ

ら
に
そ
の
三
種
を
五
段
階
に
分
け
直
す
。
こ
う
し
て
枚
数
は
不
均
等
な
が
ら
厚

み
の
段
階
ご
と
に
グ
ル
ー
プ
を
作
る
。
こ
れ
の
短
辺
を
新
糊
の
極
め
て
薄
め
た

も
の
で
「
喰く
い

裂さ
き

継
ぎ
」
に
し
て
一
巻
の
ロ
ー
ル
紙
を
作
っ
て
お
く
。

喰
裂
継
ぎ
は
、
重
要
な
表
具
仕
立
て
の
技
法
の
一
つ
で
、
何
枚
か
重
ね
た
紙

の
上
か
ら
、
紙
の
端
か
ら
五
分
（
一
・
五
セ
ン
チ
余
り
）
の
と
こ
ろ
に
、
竹
製

の
へ
ら
を
定
規
に
沿
わ
せ
て
一
定
の
力
を
加
え
て
筋
目
を
付
け
（
図
３
）、
そ

の
筋
目
に
沿
っ
て
、
少
量
の
水
を
吸
わ
せ
た
付
け
回
し
刷
毛
の
毛
先
を
通
す
こ

と
で
筋
上
に
水
分
を
与
え
（
図
４
）、
紙
の
繊
維
が
緩
ん
だ
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見

計
ら
っ
て
紙
の
筋
目
が
引
き
裂
か
れ
る
よ
う
に
指
で
紙
端
を
つ
ま
ん
で
引
き
裂

い
て
い
く
（
図
５
）。
紙
の
繊
維
が
引
き
裂
い
た
方
向
に
三
分
弱
ほ
ど
残
っ
た

部
分
が
喰
裂
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
喰
裂
部
分
の
み
で
紙
を
継
ぐ
の
が
喰
裂
継
ぎ

で
あ
る
（
図
６
）。

こ
う
す
る
こ
と
で
、
紙
の
継
ぎ
目
に
段
差
が
で
き
ず
、
紙
の
繊
維
同
士
が
絡

ま
っ
て
強
固
な
接
着
が
可
能
と
な
る
。
増
裏
、
中
裏
、
総
裏
は
表
具
の
横
方
向

に
行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
表
具
の
幅
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
紙
の
長
さ
が
異
な

る
こ
と
に
な
る
が
、
ロ
ー
ル
紙
（
巻
紙
）
を
作
っ
て
お
く
こ
と
で
、
紙
の
無
駄

が
で
き
ず
、
作
業
効
率
に
も
無
駄
が
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
厚
み
の
種
類
が
違

う
巻
紙
を
予
め
準
備
し
て
お
く
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
肌
裏
打
ち
を
施
し
た
後

の
、
異
な
る
種
類
の
表
具
裂
と
本
紙
の
腰
の
強
さ
を
調
整
す
る
た
め
に
、
腰
の

強
い
も
の
に
は
薄
い
も
の
を
選
び
、
腰
の
弱
い
も
の
に
は
厚
手
の
美
栖
紙
を
用

い
て
裏
打
ち
す
る
こ
と
で
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
。

【図４】へら筋に付け回し刷毛で水をつける

【図３】美栖紙五枚に竹べらで筋をつける
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の
糊
を
調
整
す
る
。

こ
う
し
て
、
紙
と
糊
の
準
備
を
整
え
る
と
、
古
糊
が
紙
に
含
ま
れ
過
ぎ
な
い

よ
う
に
、
左
側
下
に
板
を
傾
斜
さ
せ
る
た
め
の
木
片
を
噛
ま
せ
た
糊
付
け
板
に

表
面
を
伏
せ
た
美
栖
紙
を
載
せ
、
手
際
よ
く
古
糊
引
く
。
古
糊
の
粘
着
性
を
引

き
上
げ
る
た
め
に
、
少
し
湿
ら
せ
た
棕
櫚
製
の
撫
刷
毛
で
紙
の
表
面
を
上
下
と

「
増
裏
打
ち
」
と
「
総
裏
打
ち
」

に
は
古
糊
を
用
い
る
。
古
糊
は
馬

毛
の
こ
し
器
で
木
杓
文
字
を
使
っ

て
裏
ご
し
す
る
、
濾
す
際
に
も
粘

り
気
が
出
る
よ
う
に
手
首
を
使
う
。

古
糊
の
わ
ず
か
な
粘
り
気
を
最
大

限
に
引
き
出
す
た
め
に
、
濾
し
た

古
糊
を
糊
刷
毛
で
よ
く
捏
ね
な
が

ら
、
さ
ら
に
水
を
加
え
て
希
釈
し
、

ほ
と
ん
ど
濁
り
水
の
よ
う
な
状
態

斜
め
方
向
に
軽
く
手
早
く
撫
で
る
。
こ
れ
は
紙
を
持
ち
上
げ
る
前
に
、
手
の
平

を
軽
く
紙
に
当
て
て
僅
か
な
粘
り
気
を
確
認
し
て
、
掛
竹
に
紙
を
引
っ
掛
け
て

真
っ
す
ぐ
持
ち
上
げ
裏
を
打
っ
て
い
く
。
打
っ
た
あ
と
は
撫
刷
毛
で
よ
く
撫
で

て
裏
打
ち
紙
を
密
着
さ
せ
る
。
そ
し
て
ま
だ
裏
打
ち
紙
に
水
分
が
残
っ
て
い
る

う
ち
に
、
裏
打
ち
紙
の
上
か
ら
レ
ー
ヨ
ン
紙
を
載
せ
て
、
端
か
ら
順
に
打
刷
毛

で
叩
い
て
い
く
。

打
刷
毛
は
、
他
の
表
具
用
刷
毛
と
同
様
に
特
殊
な
も
の
で
、
使
い
よ
い
も
の

は
京
都
の
伝
統
工
芸
刷
毛
師
が
製
作
す
る
。
打
刷
毛
を
打
つ
方
向
は
左
右
方
向

に
刷
毛
が
当
た
る
幅
に
一
段
ず
つ
ず
ら
し
て
規
則
正
し
く
、
刷
毛
そ
の
も
の
の

重
さ
を
利
用
し
て
、
同
じ
強
さ
で
打
っ
て
い
く
の
で
あ
る
（
図
８
）。
打
ち
刷

毛
は
分
厚
く
大
き
な
も
の
で
、
こ
の
工
程
は
刷
毛
の
当
た
り
が
強
い
の
で
、
初

め
て
目
に
す
る
と
驚
く
と
思
う
。
し
か
し
、
美
栖
紙
の
長
い
繊
維
を
、
肌
裏
の

美
濃
紙
の
繊
維
と
絡
み
付
か
せ
、
美
栖
紙
の
柔
ら
か
さ
を
保
ち
な
が
ら
、
最
小

限
の
糊
で
接
着
す
る
た
め
に
、
打
刷
毛
で
一
体
化
さ
せ
る
裏
打
ち
法
が
大
変
大

事
な
工
程
で
、
職
人
の
修
行
に
お
い
て
も
、
打
刷
毛
を
持
た
せ
て
も
ら
え
る
と

い
う
こ
と
は
、
免
許
を
与
え
ら
れ
る
と
同
じ
だ
と
言
え
る
ほ
ど
重
要
な
も
の
で
、

【図９】打刷毛と付け回し刷毛、へら

【図６】喰裂の長さは一分から一分五厘（３
～4.5ミリ）、この喰裂同士を薄糊で何
枚も継ぎ合わせて厚みの変わらない
一枚の巻紙をつくる

【図８】打ち刷毛の台部分をしっかり持っ
て刷毛の底面の半分を使って弾く
ように打つ

【図５】適度にみずが回ったら紙を裂く【図７】美栖紙と宣紙を同じように喰い裂く
が宣紙には喰裂ができない

宣紙 美栖紙
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今
日
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
て
い
る
。

中
国
の
掛
軸
制
作
に
は
、
こ
の
打
刷
毛
の
工
程
が
な
い
。
少
な
く
と
も
日
本

の
表
具
師
が
用
い
る
、
重
さ
一
キ
ロ
ほ
ど
の
刷
毛
で
表
具
を
満
遍
な
く
打
つ
け

る
こ
と
は
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
こ
の
工
程
が
日
本
の
表
具
制
作
の
工
程
に
あ
る

の
か
と
い
え
ば
、
日
本
が
湿
度
の
高
い
国
だ
か
ら
で
あ
る
。

日
本
の
表
具
が
最
も
嫌
う
の
が
カ
ビ
で
あ
る
。
こ
こ
数
百
年
の
間
、
日
本
は

温
暖
湿
潤
気
候
で
あ
る
。
暖
か
く
湿
気
が
あ
る
の
で
カ
ビ
が
生
え
や
す
い
。
貴

重
な
紙
（
絹
）
製
品
の
書
画
を
守
る
に
は
、
自
ら
呼
吸
す
る
よ
う
に
湿
気
を
吐

き
出
し
、
乾
燥
し
す
ぎ
な
い
よ
う
に
適
度
に
湿
気
を
取
り
込
む
仕
組
み
と
し
て
、

繊
維
の
長
い
裏
打
ち
紙
と
極
限
ま
で
糊
気
を
抑
え
た
糊
と
で
、
異
な
る
裂
を
絡

み
合
わ
せ
た
表
具
を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
日
本
の
表
具
は
糊
が
強
い
の
を
嫌
う
。
糊
が
強
い
と
表
具
が
固
く
な
り
、

折
れ
や
す
く
な
る
。
ま
た
少
し
の
湿
気
で
カ
ビ
や
す
く
、
澱
粉
質
を
好
む
害
虫

の
被
害
に
遭
い
や
す
く
な
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
次
世
代
の

修
理
の
際
に
紙
が
剥
が
れ
に
く
く
、
水
を
多
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
リ
ス
ク

も
生
じ
る
。
そ
の
た
め
、
糊
は
古
糊
で
粘
着
性
は
最
初
か
ら
低
く
抑
え
、
そ
の

分
の
接
着
性
を
高
め
る
目
的
で
、
重
ね
る
紙
の
繊
維
を
互
い
に
絡
み
合
わ
せ
る

工
法
が
日
本
の
掛
軸
に
は
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
調
湿
効
果
の
あ
る
桐
箱
に
収
め
、
虫
干
し
の
習
慣
を
定
着
さ
せ
継
承

す
る
こ
と
で
、
遣
唐
使
以
来
の
書
画
を
守
り
伝
え
て
き
た
。

六
、
中
国
の
表
具

対
し
て
中
国
の
書
画
は
、
国
土
の
殆
ど
が
内
陸
性
気
候
で
一
年
の
半
分
は
乾

燥
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
カ
ビ
で
作
品
が
台
無
し
に
な
る
こ
と
は
、
本
来
あ
ま

り
考
慮
し
な
く
て
も
良
い
の
で
あ
る
。
筆
者
が
初
め
て
観
峰
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

中
国
書
画
掛
軸
を
目
に
し
た
と
き
、
数
千
点
の
掛
軸
が
桐
箱
は
お
ろ
か
紙
箱
に

さ
え
入
れ
ら
れ
ず
に
、
む
き
出
し
の
ま
ま
棚
に
配
架
さ
れ
て
い
た
一
種
異
様
な

光
景
に
驚
い
た
も
の
で
あ
る
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
文
化
大
革
命
時
の
接
収
品
で

あ
る
た
め
に
粗
略
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
掛
軸
を
防
湿
の
た
め
に
箱

に
入
れ
て
保
管
す
る
と
い
う
習
慣
そ
の
も
の
が
中
国
に
は
無
い
た
め
で
あ
っ
た
。

中
国
の
掛
軸
は
そ
れ
自
体
で
湿
度
の
調
製
を
す
る
機
能
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
そ

の
必
要
も
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

掛
軸
の
基
本
情
報
整
理
の
作
業
に
着
手
し
、
保
存
状
態
の
悪
い
作
品
の
確
認

を
行
っ
た
際
に
、
最
も
多
か
っ
た
症
状
は
、
紙
の
乾
燥
と
酸
化
に
よ
る
折
れ
と
、

お
そ
ら
く
長
時
間
空
気
に
触
れ
続
け
た
事
に
よ
る
煤
汚
れ
で
あ
っ
た
。
勿
論
そ

の
複
合
的
な
劣
化
が
多
く
あ
っ
た
。
思
い
返
せ
ば
、
カ
ビ
に
よ
る
汚
損
が
見
ら

れ
た
の
は
、
明
ら
か
に
何
ら
か
の
水
損
を
放
置
し
て
で
き
た
染
み
の
周
辺
に
認

め
ら
れ
る
も
の
だ
け
で
あ
っ
た
。

反
し
て
酸
化
も
し
く
は
乾
燥
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
紙
の
劣
化
症
状
の
例
は
多
く
、

極
端
な
も
の
は
掛
軸
を
開
く
こ
と
さ
え
で
き
な
い
ほ
ど
に
、
本
紙
を
含
め
た
表

具
そ
の
も
の
が
、
僅
か
な
振
動
で
ポ
ロ
ポ
ロ
と
崩
れ
て
し
ま
う
も
の
が
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
は
、
修
理
の
際
の
滲
み
止
め
と
し
て
ド
ー
サ
液
を
使
用
し
た
際
に
、
溶

解
さ
せ
た
ミ
ョ
ウ
バ
ン
の
濃
度
が
高
か
っ
た
た
め
に
起
こ
り
う
る
症
状
で
、
修

理
し
た
職
人
の
過
失
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

日
本
の
紙
に
比
べ
て
、
繊
維
の
短
い
宣
紙
に
書
か
れ
た
書
画
を
、
同
じ
宣
紙

を
用
い
て
表
具
す
る
こ
と
は
、
中
国
の
掛
軸
に
と
っ
て
当
然
で
あ
り
、
機
能
的

な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
降
雨
量
も
少
な
く
乾
燥
勝
ち
の
気
候
の
た
め
、

湿
度
の
変
化
に
対
応
す
る
紙
を
作
る
必
要
も
生
じ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
故

に
繊
維
の
長
い
美
濃
紙
や
美
栖
紙
の
よ
う
な
紙
が
生
産
さ
れ
ず
、
年
月
を
か
け

て
古
糊
を
調
整
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
中
国
と
日
本
の
掛
軸
に

関
す
る
相
違
点
で
あ
る
。
余
談
に
な
る
が
、
歴
史
的
に
清
朝
が
崩
壊
し
て
辛
亥
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革
命
と
そ
の
後
の
動
乱
期
に
失
わ
れ
た
伝
統
技
法
が
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
る
。

書
作
品
の
料
紙
の
一
種
で
あ
る
「
蝋
箋
」
は
工
芸
品
と
し
て
の
価
値
も
高
く
、

清
朝
後
期
に
は
著
名
文
人
の
蝋
箋
使
用
作
品
が
観
峰
館
に
も
数
多
く
収
蔵
さ
れ

て
い
る
が
、
現
在
で
は
そ
の
製
造
技
術
が
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
王
朝
交
代

期
に
い
く
つ
か
の
伝
統
技
術
と
技
法
が
途
絶
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
中
国
の
表

装
技
術
の
分
野
で
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
事
柄
は
い
く
つ
か
あ
る
よ
う
に
思
う
。

で
は
、
古
く
に
舶
載
さ
れ
た
中
国
美
術
の
保
存
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

か
と
い
う
と
、
奈
良
時
代
に
遣
唐
使
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
文
物
は
、
東
大

寺
に
献
納
さ
れ
正
倉
院
に
て
厳
重
に
保
管
さ
れ
て
き
た
。
平
安
時
代
の
経
巻
は

当
時
の
仕
立
て
の
ま
ま
で
存
在
し
て
い
る
も
の
は
無
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
写

経
巻
な
ど
は
長
期
間
に
渡
っ
て
開
巻
さ
れ
る
機
会
が
少
な
く
、
あ
る
も
の
は
断

簡
と
な
っ
て
軸
装
や
台
紙
貼
に
支
持
体
を
変
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
元
正
倉

院
御
物
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
「
王
羲
之
喪
乱
帖
」
は
、
巻
子
装
で
あ
っ
た
が
幾

度
か
の
改
装
修
理
を
経
て
、
掛
軸
装
で
安
定
し
た
状
態
で
保
存
さ
れ
て
い
る
。

鎌
倉
室
町
時
代
に
も
た
ら
さ
れ
た
墨
跡
や
水
墨
画
は
、
当
時
の
中
国
の
表
装

の
ま
ま
請
来
さ
れ
、
修
理
さ
れ
る
度
に
、
日
本
の
環
境
に
対
応
で
き
る
素
材
に

置
き
換
え
ら
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
代
日
本
の
表
装
技
術
の
基
礎
は
、

鎌
倉
室
町
時
代
頃
に
確
立
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
南
宋
の
文
人
画
掛
軸
と
と

も
に
亡
命
僧
が
も
た
ら
し
た
当
時
最
新
の
表
装
技
術
を
、
日
本
の
職
人
が
修
理

す
る
際
に
学
ん
だ
に
違
い
な
い
。

モ
ン
ゴ
ル
の
騎
馬
民
族
と
の
闘
い
と
、
モ
ン
ゴ
ル
化
政
策
の
中
で
、
中
国
本

土
で
散
逸
し
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
技
術
が
、
日
本
に
輸
出
さ
れ
て
継
承
さ
れ
た

も
の
と
、
新
た
に
日
本
の
気
候
風
土
に
マ
ッ
チ
さ
せ
て
工
夫
さ
れ
発
展
し
た
技

術
が
次
の
世
代
に
引
き
継
が
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

近
世
に
も
た
ら
さ
れ
た
中
国
書
画
は
と
い
え
ば
、
基
本
的
に
は
日
本
の
環
境

に
順
応
で
き
る
素
材
と
技
法
で
仕
立
て
ら
れ
、
明
清
時
代
の
中
国
で
行
わ
れ
た

技
術
を
そ
の
ま
ま
保
存
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
黄
檗
宗
な
ど
の
禅
宗
寺
院
に

於
い
て
懸
架
さ
れ
る
頂
相
や
明
末
清
初
の
長
条
幅
は
、
日
本
の
家
屋
建
築
に
適

し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
涅
槃
図
や
平
安
時
代
の
大
幅
の
仏
画
の
修
復
に
必
要

な
技
術
の
醸
成
に
一
役
買
う
こ
と
と
な
っ
た
。
一
方
、
茶
の
湯
で
道
具
第
一
と

さ
れ
た
掛
軸
は
、
平
安
古
筆
の
改
装
と
修
復
の
需
要
を
受
け
て
、
江
戸
時
代
の

安
定
し
た
社
会
の
中
で
、
古
裂
の
再
利
用
と
新
た
な
意
匠
の
創
出
、
特
殊
な
裏

打
ち
用
紙
、
刷
毛
な
ど
の
道
具
、
京
都
・
江
戸
の
表
具
師
に
よ
る
高
度
な
技
術

者
の
養
成
と
技
術
の
継
承
と
い
う
大
き
な
構
造
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
。

最
初
は
中
国
表
具
の
応
用
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
江
戸
か
ら
明
治
ま

で
の
技
法
と
知
識
を
蓄
積
し
、
日
本
の
風
土
の
あ
っ
た
材
料
を
駆
使
し
た
日
本

の
表
具
が
、
保
存
修
復
の
観
点
か
ら
確
立
し
た
時
代
だ
と
い
え
る
。

七
、
中
国
書
画
の
修
復

中
国
の
掛
軸
は
、
先
述
の
日
本
の
掛
軸
の
仕
立
て
方
に
比
べ
て
、
手
順
は
少

な
い
と
感
じ
る
が
、
中
国
書
画
掛
軸
の
修
理
を
考
え
る
と
き
、
ま
ず
そ
の
修
理

の
ポ
イ
ン
ト
が
日
本
の
掛
軸
と
ど
の
よ
う
に
違
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
共
通

し
て
修
理
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
傷
み
の
要
素
と
し
て
は
「
折
れ
」
が
も
っ
と

も
多
く
、
次
い
で
「
染
み
」
と
「
汚
れ
」「
灼
け
」
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

掛
軸
正
面
か
ら
の
観
察
で
は
、
折
れ
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
掛
軸
と
症
状
の

違
い
は
あ
ま
り
な
く
、
傷
み
の
程
度
も
個
々
の
作
品
に
よ
っ
て
当
然
異
な
る
の

で
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
。
表
具
の
背
面
か
ら
観
察
す
る
と
、
前
回
修
理
の

折
れ
伏
せ
紙
の
上
下
で
新
た
な
折
れ
が
発
生
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
も

日
本
の
掛
軸
と
同
様
で
あ
る
。
特
徴
的
に
感
じ
る
の
は
、
裏
打
ち
紙
の
糊
浮
き

が
多
く
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
糊
浮
き
は
裏
打
ち
紙
が
部
分
的
に
剥
離
す
る
症

状
で
、
以
前
の
裏
打
ち
の
糊
濃
度
が
薄
か
っ
た
場
合
に
起
こ
り
や
す
い
。
糊
浮
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き
が
で
き
た
箇
所
は
裏
打
ち
の
厚
み
（
強
度
）
に
差
が
生
じ
る
の
で
、
そ
の
上

下
の
境
界
で
折
れ
が
起
き
や
す
く
な
る
の
で
あ
る
。

中
国
掛
軸
の
糊
浮
き
は
、
人
の
火
傷
の
跡
に
で
き
る
水
ぶ
く
れ
の
よ
う
に
見

え
る
。
肌
裏
と
増
裏
も
し
く
は
、
増
裏
と
総
裏
、
い
ず
れ
の
階
層
で
の
剥
離
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
日
本
の
表
具
に
比
べ
て
剥
離
箇
所
が
明
快
に
わ
か
る
。
こ

れ
は
増
裏
、
総
裏
の
打
ち
方
の
違
い
に
よ
る
。
紙
の
繊
維
が
絡
ま
る
構
造
と
は

な
っ
て
い
な
い
た
め
と
紙
質
の
せ
い
で
剥
離
面
が
は
っ
き
り
表
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
染
み
に
つ
い
て
多
い
症
状
が
、
掛
軸
を
巻
い
た
状
態
で
水
損
を
受
け
た

よ
う
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
主
な
原
因
は
掛
軸
を
箱
に
収
納
し
て
い
な
い
時
に
雨

だ
れ
な
ど
に
遭
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
汚
れ
と
灼
け
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
風

土
と
習
慣
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
気
候
は
沿
岸
部
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど

の
地
域
は
内
陸
性
気
候
で
あ
り
、
一
日
の
寒
暖
差
は
あ
る
が
年
間
の
降
水
量
は

比
較
的
少
な
く
乾
燥
気
味
で
あ
る
、
加
え
て
習
慣
的
に
書
画
を
掛
け
っ
ぱ
な
し

に
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

勿
論
作
品
の
重
要
度
や
、
家
庭
の
規
則
は
区
々
だ
が
、
書
画
鑑
賞
の
機
会
と

場
所
は
日
本
よ
り
多
い
と
い
え
る
。
書
の
芸
術
性
を
日
常
的
に
鑑
賞
し
よ
う
と

い
う
動
機
は
中
国
人
の
方
が
旺
盛
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
詩
文
の
意
味
を
直
接

的
に
理
解
す
る
教
養
の
高
さ
と
、
吉
祥
を
表
現
し
た
絵
画
を
飾
る
こ
と
で
家
内

に
幸
福
を
呼
び
込
み
た
い
と
願
う
気
持
ち
が
、
い
つ
も
目
に
つ
く
場
所
に
良
い

文
字
や
お
め
で
た
い
絵
画
を
飾
る
習
慣
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
端
的
に
言
う
と
、

大
切
な
の
は
書
画
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
所
有
し
鑑
賞
で
き
る
自
分
自

身
の
た
め
に
書
画
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
日
本

人
の
一
般
的
な
感
覚
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。

す
こ
し
論
点
が
ず
れ
た
が
、
で
あ
る
か
ら
日
用
品
の
よ
う
に
生
活
の
中
に
置

い
て
お
く
書
画
は
日
が
当
た
る
埃
っ
ぽ
い
場
所
に
掛
け
っ
ぱ
な
し
に
な
る
の
で

あ
る
。
そ
の
方
が
箪
笥
に
仕
舞
っ
て
お
く
よ
り
も
、
余
程
家
族
や
自
分
の
利
益

に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

八
、
観
峰
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
国
書
画
修
復
計
画

博
物
館
に
お
け
る
収
蔵
品
の
修
復
は
、
活
動
の
三
本
柱
の
一
つ
で
あ
り
極
め

て
重
要
な
計
画
で
あ
る
。
観
峰
館
に
お
け
る
中
国
書
画
の
修
復
事
業
は
、
平
成

一
〇
年
（
一
九
九
八
）
か
ら
本
格
的
に
開
始
し
た
。
修
復
が
必
要
な
作
品
は
数

百
本
の
候
補
が
あ
っ
た
た
め
、
施
工
に
関
し
て
は
大
ま
か
な
方
針
を
立
て
た
。

博
物
館
と
し
て
の
展
示
計
画
を
主
軸
と
し
て
優
先
順
位
を
付
け
て
実
施
す
る
こ

と
と
し
た
。
作
品
の
重
要
性
と
い
う
面
か
ら
、
著
名
作
家
の
作
品
で
あ
る
こ
と
、

劣
化
の
程
度
と
進
行
性
の
劣
化
で
あ
る
か
否
か
を
考
慮
す
る
こ
と
と
し
、
修
復

後
の
活
用
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
展
覧
会
な
ど
で
の
公
開
予
定
が
あ
る
作
品
も

優
先
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
毎
年
一
定
額
の
資
料
修
復
予
算
を
計
上
し
、

計
画
的
に
実
施
で
き
る
環
境
を
整
え
て
も
ら
え
た
こ
と
は
収
蔵
作
品
に
と
っ
て

幸
い
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

年
間
の
修
復
点
数
は
、
予
算
の
枠
内
で
一
〇
件
か
ら
一
五
件
ほ
ど
の
点
数
と

す
る
こ
と
と
し
た
が
、
劣
化
内
容
に
よ
っ
て
は
、
長
い
作
業
日
数
と
大
き
な
費

用
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
、
展
覧
会
開
催
予
定
と
修
復
期
間
の
調
整
を
し

な
が
ら
年
度
ご
と
の
修
復
計
画
を
立
て
る
こ
と
と
な
っ
た
。

計
画
に
お
い
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
の
は
、
平
成
一
〇
年
頃
に
中
国

書
画
の
修
復
を
委
託
で
き
る
表
装
業
者
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

文
化
財
修
復
を
専
門
と
す
る
数
件
の
表
具
店
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
「
中
国
式
表

装
」
に
仕
立
て
る
と
い
う
こ
と
の
利
点
は
何
か
と
い
う
部
分
で
、
理
解
が
得
ら

れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
外
見
上
を
中
国
表
装
風
に
仕
立
て
れ
ば
、
裏
打
ち
な
ど

の
支
持
体
や
材
料
、
技
法
な
ど
は
保
存
上
も
実
績
が
あ
り
手
慣
れ
た
日
本
式
の

ほ
う
が
確
実
に
修
復
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
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確
か
に
発
注
者
側
の
筆
者
も
当
時
は
中
国
式
表
装
の
定
義
が
中
国
製
の
材
料

を
使
用
し
て
、
中
国
に
伝
わ
る
技
法
で
修
復
す
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
た
が
、

そ
れ
に
科
学
的
な
根
拠
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
逆
に
中
国

式
表
装
に
仕
立
て
ら
れ
、
作
品
に
よ
っ
て
は
一
度
も
し
く
は
複
数
回
、
中
国
式

で
修
復
さ
れ
た
作
品
を
、
日
本
式
に
改
装
す
る
積
極
的
根
拠
も
持
ち
え
な
か
っ
た
。

一
、
二
点
の
点
数
な
ら
ば
過
去
に
、
原
田
観
峰
に
よ
っ
て
改
装
さ
れ
た
作
品

も
あ
る
が
、
外
見
上
も
必
ず
し
も
見
栄
え
が
良
い
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
先
日
本
国
内
で
保
管
さ
れ
展
示
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
、
日
本
の
風
土
に
適

し
た
技
法
の
ほ
う
が
良
い
結
果
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
と
も
考
え
た
が
、
観
峰

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
制
作
当
時
ま
た
は
現
状
に
近
い
形
で
保
存
す
る
に
は
、
中
国

式
表
装
を
選
択
す
る
べ
き
だ
ろ
う
と
考
え
た
。
ま
た
修
復
費
用
の
点
で
は
、
年

間
十
数
点
ず
つ
修
復
す
る
計
画
を
立
て
た
と
し
て
も
、
数
十
年
に
渡
る
期
間
を

要
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
コ
ス
ト
を
抑
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。

平
成
一
〇
年
に
、
当
時
、
日
本
式
の
表
装
技
術
の
研
究
と
技
術
習
得
の
た
め

に
来
日
し
て
い
た
、
元
上
海
博
物
館
の
保
存
修
復
職
員
で
あ
り
、
現
在
は
漢
和

堂
と
い
う
中
国
古
書
画
の
修
復
と
表
装
の
専
門
事
業
を
大
阪
で
営
ん
で
い
る
、

陸
宗
潤
氏
を
、
当
時
中
国
書
法
の
鑑
定
を
依
頼
し
て
い
た
大
学
教
授
か
ら
紹
介

さ
れ
た
。
陸
氏
の
研
究
テ
ー
マ
は
、
日
本
の
紙
や
表
装
技
術
を
中
国
表
装
へ
応

用
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
陸
氏
は
、
元
々
中
国
式
表
装
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
あ

り
、
知
識
と
技
術
は
折
り
紙
付
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
一
番
の
理
由
だ
が
、
観
峰

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
意
義
と
修
復
の
方
針
を
互
い
に
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
、
そ
れ
以
降
、
作
品
の
状
態
と
修
復
方
針
を
検
討
し
て
業
務
委
託
す
る
こ
と

が
で
き
た
。

九
、
収
蔵
作
品
の
修
復

【
表
】
に
示
す
通
り
、
平
成
一
〇
年
度
か
ら
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
度
ま

で
の
二
三
年
間
で
、
修
復
を
実
施
し
た
作
品
は
中
国
書
法
一
〇
五
件
一
七
六
本

（
対
聯
、
四
屏
な
ど
が
含
ま
れ
る
た
め
）、
中
国
絵
画
一
五
三
件
一
五
三
本
の
合

計
二
五
八
件
三
二
九
本
で
あ
る
。
次
に
観
峰
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
国
式
掛
軸
の【表】観峰コレクション中国書画の修復件数

年度 書法 （本数） 絵画

1 平成10年 １ （８） ３

2 平成11年 ８ （24） ０

3 平成12年 ０ （０） 13

4 平成13年 ２ （８） ７

5 平成14年 ９ （15） ６

6 平成15年 ２ （５） ９

7 平成16年 ０ （０） 17

8 平成17年 １ （１） 10

9 平成18年 ０ （０） 15

10 平成19年 ４ （10） ７

11 平成20年 12 （24） ４

12 平成21年 ７ （16） 11

13 平成22年 11 （17） ６

14 平成23年 ７ （12） ８

15 平成24年 ７ （９） ８

16 平成25年 ５ （12） ９

17 平成26年 ６ （14） ３

18 平成27年 ４ （10） ５

19 平成28年 ４ （９） ４

20 平成29年 ５ （８） ５

21 平成30年 ４ （14） ０

22 令和元年 ３ （７） ２

23 令和２年 ３ （８） １

合計 105件 176本 153本
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修
復
の
実
際
に
つ
い
て
触
れ
る
。

一
例
目
は
清
時
代
後
期
の
能
書
家
・
何
紹

基
（
一
七
九
九
～
一
八
七
三
）
の
「
行
書
対

聯
」（
図
10
～
12
）
で
あ
る
。
黄
蘗
色
の
絹

本
蝋
箋
で
銀
泥
に
よ
る
亀
甲
く
ず
し
吉
祥
紋

が
手
描
き
さ
れ
て
い
る
。
右
聯
右
肩
に
属
書

を
削
っ
て
塗
り
つ
ぶ
し
た
跡
が
あ
る
。
症
状

の
典
型
は
折
れ
で
本
紙
の
左
右
端
に
及
ぶ
強

い
折
れ
が
左
右
い
ず
れ
の
本
紙
に
も
走
っ
て

お
り
、
数
セ
ン
チ
の
幅
で
本
紙
が
破
断
し
た

【図12】何紹基「行書対聯」修復後

【図10】修復箇所　表（四角で囲
んだ部分）

【図11】修復箇所　裏
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部
分
が
数
か
所
あ
る
。
背
面
か
ら
観
察
す
る
と
強
い
折
れ
の
一
本
は
肌
裏
紙
の

継
ぎ
目
に
あ
り
、
他
の
数
本
は
「
折
れ
伏
せ
」
に
沿
っ
て
起
き
て
い
る
。

折
れ
の
原
因
は
い
く
つ
か
指
摘
で
き
る
が
、
肌
裏
の
継
ぎ
目
や
折
れ
伏
せ
で

新
た
な
折
れ
が
で
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
回
修
理
の
糊
が
強
か
っ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
本
紙
が
絹
本
で
あ
る
点
と
蝋
箋
加
工
の
た
め
本
紙
全
体

に
塗
布
さ
れ
た
顔
料
と
膠
分
が
本
紙
を
固
く
し
て
い
る
点
、
そ
し
て
そ
の
蝋
箋

に
し
っ
か
り
と
定
着
す
る
よ
う
に
濃
墨
を
使
用
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
さ
ら
に

中
国
書
法
形
式
の
一
つ
で
あ
る
対
聯
は
、
画
像
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本

紙
の
縦
寸
法
に
対
し
て
表
具
の
天
地
裂
の
丈
が
短
い
形
式
で
あ
る
点
は
、
折
れ

が
出
来
や
す
い
理
由
で
あ
る
。

こ
れ
を
い
か
に
修
復
す
る
か
を
充
分
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
は
糊
の

強
さ
を
極
力
抑
え
る
こ
と
。
次
に
本
紙
そ
の
も
の
に
絹
本
の
厚
み
が
あ
る
と
こ

ろ
に
、
表
面
の
顔
料
の
層
や
膜
状
の
墨
を
し
っ
か
り
と
定
着
さ
せ
た
ま
ま
し
な

や
か
さ
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
ま
た
保
存
、
展
示
上
で
よ
り
安
全

で
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
に
く
い
形
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

実
際
に
は
二
三
年
間
の
修
復
履
歴
の
最
初
か
ら
確
固
た
る
方
針
が
固
ま
っ
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
部
分
は
試
行
錯
誤
が
あ
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

材
料
と
し
て
多
く
改
良
し
た
の
は
糊
で
あ
る
が
、
仔
細
は
省
略
せ
ざ
る
を
得
な

も
考
慮
し
た
が
、
何
よ
り
も
天
地
を
増
や
す
こ
と
で
巻
き
解
き
に
よ
る
本
紙
へ

の
ダ
メ
ー
ジ
を
軽
減
す
る
た
め
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
本
作
の
よ
う
に
あ
る
程
度

厚
み
が
必
要
な
場
合
は
太
巻
き
を
新
調
し
た
。

二
例
目
の
張
廷
済
（
一
七
六
八
～
一
八
四
八
）
は
何
紹
基
と
ほ
ぼ
同
年
代
の

収
蔵
家
で
あ
り
金
石
研
究
者
で
あ
る
。「
篆
書
臨
史
頌
敦
軸
」（
図
13
～
15
）
は

青
銅
器
の
金
文
臨
書
作
品
で
、
折
れ
も
多
く
発
生
し
て
い
た
が
、
裏
打
ち
紙
の

糊
浮
き
が
顕
著
で
あ
っ
た
。

実
は
中
国
表
装
は
修
理
の
際
の
解
体
が
、
日
本
の
表
装
に
比
べ
て
仕
易
い
こ

と
が
あ
る
、
そ
れ
は
裏
打
ち
紙
の
除
去
で
あ
る
。
喰
裂
比
較
画
像
に
示
す
通
り

（
図
７
）、
実
際
に
は
中
国
の
ほ
と
ん
ど
の
紙
で
は
喰
裂
は
作
れ
な
い
の
で
あ
る
。

紙
の
繊
維
が
短
い
た
め
繊
維
を
引
き
延
ば
し
て
裂
く
こ
と
が
で
き
ず
、
千
切
れ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
日
本
の
表
具
の
よ
う
に
、
肌
裏
紙
と
増
裏
紙

を
打
刷
毛
で
叩
い
て
繊
維
を
絡
ま
せ
て
一
体
化
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、

不
可
能
な
の
で
あ
る
。

い
が
、
裏
打
ち
紙
の
厚
み
や
裏
打
ち

の
回
数
に
つ
い
て
も
、
陸
氏
の
工
房

で
様
々
な
実
験
を
行
い
、
宣
紙
を
用

い
て
接
着
力
を
強
め
す
ぎ
ず
し
な
や

か
さ
が
保
た
れ
る
よ
う
に
改
良
し
た
。

大
胆
に
変
更
し
た
点
も
あ
る
、
寸

法
で
あ
る
。
特
に
修
復
実
績
の
多

か
っ
た
対
聯
形
式
に
つ
い
て
は
、
表

装
の
天
地
（
作
品
上
下
）
裂
を
長
く

し
て
巻
シ
ロ
を
多
く
取
り
、
柱
も
若

干
太
く
し
た
。
こ
れ
は
観
峰
館
の
展

示
ケ
ー
ス
に
展
示
し
た
際
の
見
栄
え

【図13】張廷済「篆書臨史頌敦軸」
修復前

【図14】修復箇所　裏（折れと裏打ち紙の糊浮き部分）
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逆
に
言
う
と
糊
で
張
り
合
わ
さ
れ
た
裏
打
ち
紙
同
士
は
、
互
い
を
接
着
し
て

い
る
糊
が
水
分
で
緩
み
さ
え
す
れ
ば
容
易
に
剥
離
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
で

あ
る
か
ら
糊
浮
き
自
体
は
起
こ
り
う
る
現
象
と
い
え
る
が
、
こ
れ
が
裏
打
ち
の

際
の
糊
付
け
の
ム
ラ
の
せ
い
で
あ
れ
ば
、
そ
の
糊
浮
き
が
起
き
た
境
界
線
で
折

れ
が
発
生
す
る
原
因
と
な
り
う
る
。
そ
も
そ
も
糊
浮
き
が
発
生
す
る
と
本
紙
は

支
持
体
を
離
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
表
装
の
仕
立
て
直
し
の
時
期
を
迎
え
た

サ
イ
ン
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

表
装
の
表
面
だ
け
見
れ
ば
、
裂
の
色
味
が
変
わ
る
と
作
品
の
持
つ
雰
囲
気
も

違
っ
て
見
え
る
。
清
時
代
以
降
の
中
国
書
画
の
表
具
は
比
較
的
シ
ン
プ
ル
な
も

の
が
多
い
。
先
述
の
綸
子
裂
を
基
本
に
白
や
薄
い
色
味
の
裂
の
み
を
使
用
す
る

た
め
で
あ
る
。
印
象
が
変
わ
る
と
い
う
点
で
は
、
修
復
の
後
に
作
品
が
よ
り
よ

く
見
え
る
よ
う
に
、
美
術
的
な
観
点
か
ら
裂
の
取
り
合
わ
せ
を
再
構
成
す
る
こ

と
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
お
け
ば
無
難
で
あ
ろ
う
、
と
い

う
態
度
は
作
品
を
よ
く
見
せ
て
あ
げ
る
義
務
を
怠
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

十
、
ま
と
め

昨
今
、
各
種
の
展
覧
会
図
録
の
作
品
図
版
に
表
装
の
一
部
あ
る
い
は
全
部
を

掲
載
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
る
こ
と
は
、
鑑
賞
者
に
作
品
の
良
さ
を
伝
え
よ

う
と
す
る
良
い
傾
向
だ
と
思
う
。

中
国
式
表
装
の
修
理
に
は
、
宣
紙
の
折
れ
伏
せ
が
良
い
か
、
美
濃
紙
の
折
れ

伏
せ
が
効
果
的
か
、
小
さ
な
実
験
の
繰
り
返
し
で
は
あ
っ
た
が
、
中
国
製
の
掛

軸
を
日
本
で
保
管
、
展
示
す
る
た
め
に
最
適
な
修
復
方
法
は
何
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
、
材
料
と
技
法
に
お
け
る
日
中
の
優
位
点
を
検
討
し
、
仕
上
が
り
の

重
さ
や
巻
き
の
強
さ
を
考
慮
し
て
、
し
な
や
か
で
軽
く
損
傷
し
に
く
い
表
装
を

目
指
し
て
工
程
の
改
良
を
行
っ
た
。
勿
論
ま
だ
実
施
し
て
一
〇
数
年
の
時
間
し

か
経
過
し
て
い
な
い
の
で
改
良
の
結
果
は
出
て
い
な
い
が
、
観
峰
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
掛
軸
修
復
は
概
ね
良
い
方
向
で
継
続
で
き
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。

個
々
の
修
復
に
つ
い
て
本
稿
で
は
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
折
れ
伏
せ
だ
け

で
な
く
、
作
品
を
よ
り
よ
く
見
せ
る
た
め
の
表
具
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い 【図15】張廷済「篆書臨史頌敦軸」修復後
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て
も
い
く
つ
か
試
み
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
作
品
修
復
は
、
単
に
傷
を
直
す

だ
け
で
は
な
く
、
作
品
の
持
つ
芸
術
性
を
制
作
当
時
の
姿
に
戻
し
て
あ
げ
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
個
々
の
芸
術
性
を
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
点
で
学
芸
員

と
し
て
の
力
量
も
発
揮
で
き
る
重
要
な
任
務
で
あ
る
と
い
え
る
。

〔
注
〕

（
１
）
瀨
川
敬
也
「
観
峰
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
収
集
と
特
徴
」『
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
』
第
26

号
（
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
刊
行
会
編
、
二
〇
一
二
年
、
82
～
86
頁
）

（
２
）
作
品
の
欠
損
部
分
に
本
紙
と
似
通
っ
た
材
質
の
紙
（
絹
）
を
補
塡
し
、
そ
の
部
分

の
み
本
紙
と
の
色
調
を
合
わ
せ
る
目
的
で
、
天
然
絵
具
を
用
い
て
彩
色
す
る
こ
と

を
「
補
彩
」
と
呼
ぶ
。
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