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被
せ
蓋
の
硯
箱
で
、
中
央
に
硯
石
と
水
滴
、
両
側
に
筆
を
お
く
た
め
の
下
水

板
を
お
さ
め
る
。
硯
石
は
失
わ
れ
て
い
る
が
、
花
文
を
表
す
七
宝
製
円
筒
形
の

水
滴
が
収
納
さ
れ
る
。【
図
３
】

　

総
体
は
内
外
と
も
に
豪
華
な
梨
子
地
に
仕
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
要
所
に
黒
と

朱
の
漆
、
切
金
な
ど
を
用
い
、
薄
肉
の
金
銀
高
蒔
絵
で
、
蓋
表
【
図
１
】
に
は

『
源
氏
物
語
』
第
四
十
五
帖
「
橋
姫
」、
蓋
裏
【
図
２
】
に
は
『
伊
勢
物
語
』
第

九
段
「
東
下
り
」
に
ち
な
む
意
匠
、
身
に
は
秋
草
に
雲
が
表
さ
れ
る
。

　

か
つ
て
は
蓋
裏
の
富
士
山
を
見
な
が
ら
駒
を
す
す
め
る
貴
人
の
一
行
の
図
か

ら
「
伊
勢
物
語
蒔
絵
硯
箱
」
と
し
て
い
た
。
蓋
表
に
表
さ
れ
る
柳
橋
に
水
車
、

蛇
籠
の
あ
る
風
景
、
こ
れ
は
宇
治
橋
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
が
、
貴
人
が

宇
治
橋
を
渡
る
場
面
は
『
伊
勢
物
語
』
に
見
い
だ
せ
な
い
。
と
こ
ろ
が
近
世
の

源
氏
絵
画
帖
を
見
る
と
、
第
四
十
五
帖
「
橋
姫
」
ち
な
む
図
と
し
て
、
宇
治
橋

を
渡
る
薫
の
一
行
を
表
す
も
の
を
複
数
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る) 1

(

。
そ
の
た
め

本
器
の
名
称
は
蓋
表
に
あ
る
意
匠
と
い
う
こ
と
で
近
年
は
「
橋
姫
蒔
絵
硯
箱
」

と
呼
ん
で
い
る
。

　

こ
の
硯
箱
の
一
番
の
特
色
は
蓋
表
に
穿
た
れ
た
円
型
の
空
間
に
仕
掛
け
ら
れ

た
象
牙
製
の
水
車
で
あ
る
【
図
１
】。
蓋
を
手
に
と
り
、
少
し
斜
め
に
す
る
と

蓋
の
裏
に
仕
込
ま
れ
た
金
属
製
の
器
に
溜
め
た
水
銀
が
水
車
の
上
部
に
流
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
水
車
が
勢
い
よ
く
ま
わ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

　

蓋
の
表
裏
は
精
緻
な
蒔
絵
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
、
肉
眼
で
は
ど
の

よ
う
な
仕
掛
け
が
蓋
の
内
部
に
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
十

十
四
年
に
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
に
於
い
て
Ｘ
線
撮
影
し
た
結
果
、
蓋
の
内

部
に
金
属
容
器
が
仕
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
画

像
を
紹
介
す
る
。【
図
４
】【
図
５
】【
図
６
】

　
【
図
４
】
は
蓋
表
を
撮
影
し
た
画
像
で
あ
る
。
水
車
の
上
部
の
ち
ょ
う
ど
蛇

籠
が
あ
る
あ
た
り
に
水
銀
を
溜
め
る
器
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
出
た
水
銀
は
水
車

の
左
上
部
に
あ
る
穴
か
ら
流
れ
出
し
、
水
車
の
下
部
に
あ
る
穴
か
ら
宇
治
橋
の

手
前
の
袂
あ
た
り
に
あ
る
広
い
器
に
流
れ
込
み
、
再
び
少
し
細
く
な
っ
た
部
分

を
通
っ
て
上
の
器
に
戻
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
水
車
か
ら
勢
い
よ

〈
資
料
紹
介
〉橋

姫
蒔
絵
硯
箱
の
か
ら
く
り
細
工
に
つ
い
て

土
　
井
　
久 

美 

子
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く
水
銀
を
流
す
た
め
に
、
上
の
器
は
右
か
ら
左
へ
と
傾
斜
が
つ
い
て
い
る
こ
と

も
特
徴
的
で
あ
る
。
繊
細
な
仕
組
み
で
あ
る
た
め
、
経
年
変
化
に
よ
り
水
銀
が

う
ま
く
流
れ
な
く
な
っ
た
場
合
、
蓋
表
と
蓋
裏
の
間
に
仕
組
ん
だ
後
、
梨
地
を

施
し
蒔
絵
し
て
い
る
た
め
、
開
け
て
補
修
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　

水
銀
を
用
い
た
絡
繰
り
に
よ
っ
て
水
車
を
ま
わ
す
仕
組
み
の
硯
箱
は
本
器
の

他
に
も
東
京
国
立
博
物
館
や
根
津
美
術
館
な
ど
の
作
品
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、

他
の
器
物
を
撮
影
し
た
Ｘ
線
写
真
を
見
た
こ
と
が
な
く
伝
聞
で
あ
る
が
、
蓋
裏

の
水
銀
の
容
器
の
形
状
は
少
し
ず
つ
異
な
っ
て
お
り
で
は
な
く
、
当
館
の
硯
箱

の
も
の
よ
り
単
純
な
も
の
も
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た（

２
）。

　

江
戸
時
代
の
中
期
に
は
、
水
銀
を
用
い
た
段
返
り
人
形
と
い
う
か
ら
く
り
人

形
が
作
ら
れ
て
お
り
、
寛
政
八
年
に
は
細
川
賴
直
に
よ
っ
て
か
ら
く
り
の
構
造

や
原
理
、
制
作
方
法
を
記
し
た
『
機
功
図
彙
』
上
巻
が
出
版
さ
れ
、
仕
組
み
が

広
め
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
か
ら
く
り
を
用
い
た
硯
箱
の
制
作
期
も
お
そ
ら
く

そ
の
周
辺
の
時
期
の
こ
と
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る（

３
）。

註１　

宇
治
橋
と
貴
人
の
一
行
を
描
く
図
。
光
源
氏
の
異
母
弟
で
あ
る
八
の
宮
を
宇
治
の
山

荘
に
訪
ね
る
薫
の
一
行
で
あ
る
。
浄
土
寺
本
源
氏
物
語
洗
面
散
屏
風
（
六
曲
一
双
）

を
は
じ
め
「
橋
姫
」
の
帖
を
表
す
主
な
場
面
の
一
つ
で
あ
る
。

２　
「
扇
散
蒔
絵
硯
箱
（
蓋
裏
）」（
東
京
国
立
博
物
館
）、「
瀧
山
水
蒔
絵
硯
箱
」（
根
津
美

術
館
）
な
ど
に
類
例
が
あ
る
。

３　
『
機
巧
図
彙
』
細
川
半
蔵
著　

寛
政
八
年
（
１
７
９
６
）
刊
。

【図１】橋蒔絵硯箱（蓋表）

【図２】橋姫蒔絵硯箱（蓋裏）
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【図４】硯箱（蓋表Ｘ線撮影）

【図１】硯箱（蓋表）

【図３】硯箱（身込）

【図５】 硯箱（下水板をはずした身込　Ｘ線
撮影）

【図６】硯箱（見込と下水板　Ｘ線撮影）


