
第

三
回

平
成

一
一十
六

(
一
一〇

一
四
)
年

六
月

一
一十

一
日

夙
川
文
化
探
訪

ー

ミ

ュ
ー
ジ

ア
ム
と
の
出
逢

い

ー

1
塩

田

昌

弘

(し
お
た
・ま
さ
ひ
ろ
)

初
め
ま
し
て
、
塩
田
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

今
回
と
次
回
、
「
夙
川
文
化
探
訪
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
美
術
館
の
勤
め
が
長
か

っ
た
の
で
、

「
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
と
の
出
逢
い
」
を
入
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
夙
川
の
こ
と
を
考
察
し
て
い
こ
う
と
思

っ
て
い
る
の

で
す
が
、
私
自
身
は
昭
和
四
十
年
代
に
大
阪
市
内

の
道
頓
堀
と
か
日
本
橋

の
方
で
過
ご
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
頃
か
ら
、

夙
川
と
い
う
所
は
、
少
し
手
の
届
か
な
い
上
品
な
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う

い
う
所
と
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
以
前

に
阪
神
文
化
と
か
阪
急
文
化
に
つ
い
て
、
小
冊
子
に
書
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
論
考

で
阪
神
文
化
と
夙
川
文
化

を
考
察
し
た
時
も
、
微
妙
な
温
度
差
と
申
し
ま
す
か
違
い
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
や
は
り
夙
川
文
化
は
、
非
常
に

上
品
な
文
化
で
あ
る
こ
と
が
分
か

っ
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
講
座
を
お
引
き
受
け
し
た
時
、
夙
川
と
は

一
体
ど
ん
な
所
か
、
ど
の
よ
う
な
文
化
施
設
が
あ
り
、
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
が
あ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
文
化
を
発
信
し
て
い
る
の
か
を
ま
ず
調
べ
て
み
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
私
が
東
京
都

美
術
館
を
皮
切
り
に
い
ろ
ん
な
美
術
館
に
学
芸
員
と
し
て
勤
め
た
お
り
、
美
術
史
的
に
関
係

の
あ
る
も
の
を
購
入
し
た
り
、

作
品
を
解
説
し
て
発
信
す
る
こ
と
を
し
て
い
ま
し
た
。
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
こ
だ
わ
る
と
、
そ
の
美
術
館
が
そ
こ
に
あ
る
と
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い
う
こ
と
は
、
そ
の
地
域
、
そ

こ
の
文
化
、
代
表
的
な
そ
こ
の
土
地
柄
の
作
品
で
あ
る
文
学
や
美
術
や
考
古
遺
物
を
当
然

扱

っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
夙
川
近
辺
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
調
べ
る
の
も
、
夙
川
文
化
を
理
解
す
る
の

に
有
効
で
は
な

い
か
な
と
い
う
感
じ
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で

「ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
と
の
出
逢
い
」
と
い
う
の
を
副
題
に
使

っ

た
次
第
で
す
。

こ
れ
は
二
つ
の
意
味
を
含
ま
せ
て
お
り
ま
す
。

一
つ
は
こ
の
夙
川
と
い
う
地
域

・
風
土
に
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
-。
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
の
由
来
と
か
歴
史
そ
し
て
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
ど
ん
な
も
の
を
収
集
し
て
い
る
か
。
こ
れ
は
美
術

館
が
あ

っ
た
り
、
歴
史
資
料
館
で
あ

っ
た
り
、
文
学
館
が
あ

っ
た
り
し
ま
す
の
で
、
発
信
す
る
文
化
を
総
合
的
に
見
れ
ば
、

な
ん
と
か
夙
川
文
化
が
こ
う

い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
大
体
の
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
方

で
、

一
つ

一
つ
調

べ
て
い
く
と
い
う
方
法
で
す
。
も
う

]
つ
、
夙
川
文
化
に
関
連
す
る
美
術
、
文
学
、
歴
史
等
を
深
く
広
く
理
解
す
る
た
め

に
他

の
地
域
、
隣
接
す
る
地
域
の
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
の
持

っ
て
い
る
資
料
と
、
夙
川
近
辺
の
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
が
保
存
あ
る
い

は
収
集
し
て
い
る
資
料
を
比
較
検
討
し
て
み
れ
ば
、
自
ず
と
夙
川
文
化
の
典
型
的
な
も
の
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
、
と

い
う
視
点
で
す
。
他
地
域
と
は
、
東
京
で
あ

っ
た
り
鎌
倉
で
あ

っ
た
り
京
都
で
あ

っ
た
り
奈
良
で
あ

っ
た
り
、
ま
た
大
阪
、

神
戸
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
視
点
か
ら
、
「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
の
出
逢

い
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
つ
い

た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

本
講
座
は
前
半
と
後
半
に
分
か
れ
ま
す
。
今
日
は
そ
の

一
回
目
と
い
う

こ
と
で
お
聞
き
く
だ
さ

い
。
今
回
は
、
私
が
調

べ
ま
し
た
夙
川
文
化
関
係
に
関
す
る
資
料
を
紹
介
し
、
夙
川
文
化
探
訪
と
い
う
こ
と
で
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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一
枚
目
の
ス
ラ
イ
ド
で
す
が
、
こ
れ
は
夙
川
に
か
か

っ
た
国
道
二
号
線
の
夙
川
橋

か
ら
撮

っ
た
写
真
で
す

(写
真

1
)
。
春
先
で
す
ね
。

こ
こ
に
多
く
の
美
し
い
桜
が

咲
き
ま
し
て
、
そ
し
て
い
ろ
ん
な
人
が
楽
し
み
に
訪
れ
る
。
桜
が
満
開
に
な

っ
た
頃
、

最
も
夙
川
が
華
や
か
に
な
り
ま
す
。
非
常
に
き
れ
い
な
桜
を
毎
年
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
夙
川
橋
の
写
真
を
映
し
ま
す
の
で
ち
ょ
っ
と
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

J
R
さ
く
ら
夙
川
駅
か
ら
本
校
に
来
ら
れ
る
と
き
に
、
坂
道
を
登
り
切

っ
た
と
こ

ろ
に
夙
川
橋
が
か
か

っ
て
お
り
ま
す

(
写
真
2
)
。
橋

の
手
前
に
四
つ
角
が
あ
り
ま

す
ね
。
こ
れ
は
そ
の
近
辺
の
風
物
で
す
。
こ
こ
を
通

っ
て
大
学
に
通
勤
し
て
い
ま
す
。

夙
川
に
沿

っ
て
公
園
が
あ
り
ま
す
。
夙
川
公
園
は
昭
和
七

(
一
九
三
二
)
年
に
工

事
が
始
め
ら
れ
ま
し
て
、
昭
和
十
二

(
一
九
三
七
)
年
、
竣
工
し
ま
し
た
。
公
園
は

夙
川
の
ほ
と
り
を
、
ず

っ
と
北
の
ほ
う
に
県
道
八
十
二
号
線
が
夙
川
に
か
か
る
銀
水

橋
ま
で
伸
び
て
い
っ
て
お
り
ま
す
し
、
下
の
南
の
ほ
う
は
大
阪
湾
に
注
ぐ
西
宮
回
生

病
院
の
あ
た
り
ま
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
夙
川
の
両
サ
イ
ド
に
、
川
の
ほ
と
り
に
桜
が

ず

っ
と
咲

い
て
お
り
ま
す
。
夙
川
橋
は
細
長

い
夙
川
公
園
の
真
ん
中
あ
た
り
で
す

ね
。
戦
後
、
昭
和
二
十
四

(
一
九
四
九
)
年
、
千
本
の
桜

の
若
木
が
植
樹
さ
れ
た
と

聞

い
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
昭
和
四
十
五

(
一
九
七
〇
)
年
、
こ
れ
は
高
度
経
済

成
長
の
さ
な
か
、
大
阪
で
万
博
が
あ

っ
た
と
き
で
す
ね
、
夙
川
の
鉄
橋
か
ら
北
山
ま
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で
夙
川
の
上
流
方
面
に
道
が
完
成

い
た
し
ま
し
て
、
そ
し
て
平
成
二

(
一
九
九
〇
)
年
に

「
日
本
桜
の
名
所

一
〇
〇
選
」
(
夙

川
公
園

・
夙
川
河
川
敷
緑
地
)
に
選
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
後
年
、
「日
本
の
歴
史
公
園

一
〇
〇
選
」
(
夙
川
公
園
)
に

選
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
夙
川
桜
と
歴
史
そ
し
て
文
学
、
こ
う

い
っ
た
桜
を
め
ぐ
る
文
化
の
融
合
し
た
魅
力

は
素
晴
ら
し
く
全
国
的
に
評
価
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
自
ず
と
近
辺
に
は
文
学
と
か
歴
史
と
か
、
そ
し
て
桜
に
関
係
す
る
事

蹟
が
多
く
、
魅
力
的
な
都
市
を
形
成
し
て
い
ま
す
。

夙
川
橋
を
渡
る
と
す
ぐ
、
大
学
の
近
く
に
夙
川
公
園
の
花
の
広
場
が
あ
り
ま
す
。
公
園
の
入
り
口
と
い
っ
て
よ
い
位
置

に
公
園
の
ス
ペ
ー
ス
シ
ン
ボ
ル
の
よ
う
に
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
存
在
し
ま
す

(写
真
3
)
。
今
年
が
午
年
と
い
う
こ
と
と
は
関

係
な
く
、
馬
の
よ
う
な
彫
刻
と
理
解
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
白
御
影
石
と
黒
御
影
石
で
制
作
さ
れ
、
抽

象

の
現
代
彫
刻
で
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
い
え
る
作
品
で
す
。
白
い
御
影
石
で
少
し
粗
く

彫

っ
て
あ
り
ま
す
の
で
、
生
き
生
き
と
し
た
馬
の
表
情
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
し
て
、
背
の
部
分
は
黒
御
影
石
で
す
ね
。

こ
れ
は
、
馬
の
鞍
を
表
現
し
て
い

ま
す
。
夙
川
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
が
昭
和
六
十
三

(
一
九
八
八
)
年
に
寄
贈
し
た
も

の
で
す
。
そ
こ
で
当
時
の
図
面
を
、
西
宮
市
商
工
会
館

の
夙
川
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ

か
ら
取
り
寄
せ
て
み
ま
し
た
。
そ
の
図
面
か
ら
は
、
市
役
所
公
園
課
で
夙
川
公
園
の

花

の
広
場
を
設
計
し
た
段
階
か
ら
、
そ
こ
に
こ
う

い
う
彫
刻
を
設
置
す
る
ん
だ
と
い

う

こ
と
で
寄
贈
を
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
題
名

は

「夙
川
公
園

・
花

の
広
場
」
。
こ
れ
が
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
と
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
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ま
す
。
作
者
名
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
作
者
が
意
図
的
に
そ
う
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
は
、
馬
の
よ
う
に
見
え
て
い
ま
す
。
横
に
水
飲
み
場
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
桜
が
咲
い
た
時
、
馬
に
乗

っ

は

て
夙
川
に
来
た
貴
人
が
水
を

「食
む
」
と
申
し
ま
す
か
、
馬
に
水
を
や
る
た
め
に
、
桜
に
馬
を

つ
な

い
で
お
く
と
見
て
と
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
た
が

っ
て
、
馬

・
水

・
桜
と
い
う
こ
の
三
つ
を
合
わ
せ
ま
し
て
、
環
境
芸
術
を
示
唆
し
て
い
る
と
思

わ
れ
ま
す
。

ま
た
、

こ
の
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
思
い
浮
か
べ
る
の
が
、
大
阪
の
藤
田
美
術
館
所
蔵
の

「桜
狩
蒔
絵
硯
箱
」
と
名
づ
け

あ

し

で

ら

で

ん

す
ず
り
ば

こ

ら
れ
た
、
「
葦
手
」
と
い
う
技
法
を
使

い
螺
釦
で
つ
く

っ
た
硯
箱
で
す
、
。
「ま
た
や
み
ん

か
た
の
の
み
の
の
」
と

い
う
文
字

ま

き

え

を
蒔
絵
と
し
て
蓋
に
は
め
込
ん
で
あ
り
ま
す
。
蓋

の
裏
に
こ
う
い
う
光
景
が
あ
り
ま
す
。
桜
の
花
を
螺
鍋
で
表
現
し
て
い

る
。
貝
を
薄
く
切

っ
て
は
め
込
ん
で
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
花

の
雪
ち
る
様
に
花
び
ら
が
散

っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

つ
ず
り

硯
と
筆
を
入
れ
る
と
こ
ろ
に
も
、
春
の
曙
の
景
色
を
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
。

こ
れ
は
枚
方

の
禁
野
辺
り
の
平
野
の
こ

み

の

と
を

「御
野
」
と
呼
ん
で
る
ん
で
す
。
皇
室
の
所
領
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
「
い
つ
か
ま
た
見
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
交

野
の
御
野
で
の
桜
狩
り
。
花
が
雪
の
よ
う
に
散

っ
て
く
る
、
こ
の
春
の
曙
の
景
色
を
」
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
の
花
が
雪
の

さ
さ

め
ゆ
き

よ
う
に
散

っ
て
く
る
。
有
名
な
谷
崎
潤

一
郎
の
小
説

『細
雪
』
の
題
名
を
連
想
さ
せ
る
、
非
常
に
美
し
い
光
景
で
す
。

こ
う
い
う
伝
統
的
な
自
然
を
愛

で
た
歌
、
そ
れ
を
ヒ
ン
ト
に
今

の
夙
川
橋
の
公
園
の
入
り
口
に
こ
れ
を
造
形
し
た
と
い

み

や

れトノ

う

の
は
、
す
ご

い
構
成
力
か
な
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。
非
常
に
夙
川
ら
し
い
雅
な
感
じ
が

い
た
し
ま
す
。
し
か
し
、
古

い

だ
け
で
は
な
く
夙
川
の
知
性
、
そ
れ
を
現
代
に
さ
り
げ
な
く
・王
張
し
て
る
と
こ
ろ
が
い
か
に
も
夙
川
ら
し
い
感
じ
を
与
え

て
い
ま
す
。
こ
れ
は

一
つ
の
伝
統
的
な
古
典
の
あ
ら
わ
れ
で
す
ね
。
こ
れ
を
現
代
に
生
か
し
て
い
る
、
都
会
的
な
セ
ン
ス
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を
見
る
こ
と
が
出
来
る
作
品
が
あ
り
ま
す
。
京
都
の
国
立
近
代
美
術
館
が
所
蔵
し
て
い
る
、
鈴
木
治
と

い
う
現
代
陶
芸

家

の
作
品

「
馬
」
で
す
。
(
『京
都
国
立
近
代
美
術
館
所
蔵
作
品
選
』
京
都
国
立
近
代
美
術
館
、

一
九
八
六
年
、
二
八
〇
～

二
八

一
頁
)
。
抽
象

の
馬
で
面
白

い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
と
比
べ
て
見
て
も
先
ほ
ど
の
も
の
は
遜
色
が
な

い
、

見
劣
り
し
な
い
感
じ
が

い
た
し
ま
す
。

古
来
か
ら
雪
月
花

の
世
界
を
扱

っ
た
歌
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
ど
う

い
う
わ
け
か
高
僧
、
僧
侶
の
も

の
と
、
そ
し
て

武
士
の
も
の
が
多

い
。
い
く

つ
か
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
(
『美
し
い
日
本
の
私
』
川
端
康
成
著
・講
談
社
・
一
九
六
九
年
参
照
)

ま
た
や
見
ん

交
野
の
御
野
の

桜
狩
り

花
の
雪
散
る

春
の
あ
け
ぼ
の

「桜
狩
蒔
絵
硯
箱
」
で
紹
介
し
た
俊
成
卿
の
歌
で
す
。
続
い
て
三
つ
と
も
僧
侶
が
詠
ん
だ
も
の
で
す
。

春
は
花

夏
ほ
と
と
ぎ
す

秋
は
月

冬
雪
ざ
え
て

す
ず
し
か
り
け
り

こ
れ
は
道
元
で
す
。
「本
来
ノ
面
目
」
と
い
う
題
が
あ
り
、
こ
れ
が

つ
く
ら
れ
た
。
そ
の
次
に
明
恵
上
人
で
す
。

雲
を
出
で
て

我
に
と
も
な
ふ

冬
の
月

風
や
身
に
し
む

雪
や
冷
た
き

あ
と
、
良
寛
辞
世
の
歌
、
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形
見
と
て

何
か
残
ざ
ん

春
は
花

山
ほ
と
と
ぎ
す

秋
は
も
み
ち
葉

の
様
な
歌
で
す
。

吹
く
風
を

な

こ
そ
の
せ
き
と
思
へ
ど
も

道
も
せ
に
散
る

山
桜
か
な

こ
れ
は
源
義
家
、
八
幡
太
郎
義
家

で
す
。
東
北
の
ほ
う
に
平
定
す
る
た
め
に
向
か

っ
て
い
る
時
、
桜
が
散

っ
て
い
る
。
大

量
に
散

っ
て
い
る
の
を
見
て

一
首
詠
ん
だ
も
の
で
す
。
伝
説
で
は
、
そ
の
様
子
を
見
て
文
武
両
道
の
人
だ
と
い
う
こ
と
が

知
れ
、
反
乱
が
お
さ
ま

っ
た
と
い
い
ま
す
。

た

い
ら
の
た
だ
の
り

そ
れ
か
ら
平
忠
度

で
す
。
源
氏
と
平
家
が
戦
う
。
最
終
的
に
は
平
家
が
都
落
ち
を
す
る
。
西
の
ほ
う
に
逃
れ
て
い
く
。

も
ち
ろ
ん
源
氏
が
追
い
か
け
て
行
き
ま
す
。
そ
の
時
に
、
忠
度
は
、
日
頃
、
俊
成
卿
に
歌
を
習

っ
て
い
た
。
そ
れ
で
、
ど

う
せ
死
ぬ
な
ら

一
首
歌
を
残
し
て
お
い
て
ほ
し
い
と
伝
え
ま
し
た
。

ざ
ざ
な
み
や

し
が
の
都
は

あ
れ
に
し
を

む
か
し
な
が
ら
の

山
桜
か
な

の
ち
に
こ
れ
を
、
勅
撰
和
歌
集
の

『千
載
和
歌
集
』
に
撰
者

の
俊
成
卿
は

「読
み
人
知
ら
ず
」
と
し
て
入
れ
ま
し
た
。
賊

に
な

っ
て
お
り
ま
す
の
で
読
み
人
知
ら
ず
と
し
て
そ
の
歌
を
と
り
あ
げ
た
ん
で
す
。
た
だ
の
秀
才
で
は
な
か

っ
た
ん
で
す

ね
。
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
忠
度
は
明
日
決
戦
と
い
う
と
き
に
、
も
う
平
家
は
ど

こ
も
頼

っ
て
行
く
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
野
宿
を
し
ま
す
。
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行
き
く
れ
て

木
の
下
か
げ
を

や
ど
と
せ
ば

花
や
こ
よ
ひ
の

あ
る
じ
な
ら
ま
しえ

び
ら

桜
が
咲
い
て
い
る
、
桜
の
木
の
下
で

一
夜
を
過
ご
し
た
時
に
詠
ん
だ
歌
で
す
。
そ
れ
を
簸
に

矢
の
箱

で
す
ね

矢
を
入
れ
て
結
び

つ
け
て
戦
場
に
臨
ん
だ
。
も
ち
ろ
ん
多
勢
に
無
勢
で
す
か
ら
、
首
を
取
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
源
氏
方

は
こ
の
武
士
が
誰
か
わ
か
ら
な
か

っ
た
、
決
め
手
が
な
い
。
し
か
し
こ
の
歌
で
も

っ
て
こ
れ
は
忠
度
だ
と
分
か

っ
た
の
で

す
。以

上
は
、
僧
侶
と
武
士
の
、
雪
月
花
を
詠

っ
て
い
る
歌
の
例

で
す
。
桜
の
花
が
入

っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
風
流
と
申

し
ま
す
か
人
情
の
機
微
が
分
か
る
、
自
然
を
愛

で
な
が
ら
人
生

の
哀
歓
を
知
る
名
歌
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
う
い
う
歌
を

読
み
な
が
ら
他
の
工
芸
品
を
見
る
と
、
な
る
ほ
ど
と
う
な
ず
け
ま
す
。
昔
か
ら

「駒

つ
な
ぎ

の
桜
」
と
い
う
画
題
が
あ
り
、

他
に
も
い
ろ
い
ろ
詠
ん
だ
も
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
も
の
を
下
地
に
と
言
い
ま
す
か
、
伝
統
的
な
も
の
を
大
事
に

し
な
が
ら
、
夙
川
橋

の
と
こ
ろ
に
現
代
彫
刻
、
立
体
造
形
、
環
境
芸
術
を
さ
り
げ
な
く
設
置
し
て
あ
る
。
非
常
に
高
度
な

芸
術

・
文
化
趣
味
の
あ
る
人
た
ち
が
夙
川
に
は
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
。

他
に
も
、
江
戸
時
代
の
伊
万
里
焼
の
器
に
も
、
桜
と
休
ん
で
い
る
馬
が
モ
チ
ー
フ
に
な

っ
て
る
も
の
が
見
ら
れ
ま
す
。

当
時
、
流
行

っ
て
い
た
。
好
ま
れ
た
ん
で
す
ね
。
外
国
で
も
好
ま
れ
た
よ
う
で
す
。
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夙
川
関
係
の
も
の
で
特
記
事
項
は
、
谷
崎
潤

一
郎
石
碑
文
に
関
す
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
大
手
前
大
学
の
夙
川
キ
ャ
ン



パ
ス
の
校
舎
で
す
が
、
そ
こ
に
、
あ
と
で
お
見
せ
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
む
す
び
型
の
碑
を
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

我
と

い
ふ

人
の
心
は

た

㌧
ひ
と
り

わ
れ
よ
り
外
に

知
る
人
は
な
し

有
名
な
谷
崎
の
歌
が
読
め
ま
す
。

こ
れ
を
ち
ょ
っ
と
覚
え
て
お
い
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

は

じ

め

こ
こ
で
、
篠
田

一
十

(文
芸
評
論
家
)
の
ま
と
め
た

『
谷
崎
潤

一
郎
随
筆
集
』
(岩
波
書
店
、
二
〇

一
二
年
)
か
ら
、
「私

の
見
た
大
阪
及
び
大
阪
人
」
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

こ
の
随
筆
集
は

一
九
八
五
年
の
八
月
十
六
日
が
第

一
刷
で
す
ね
。
私
が

持

っ
て
お
り
ま
す
の
は
二
〇

一
二
年
の
五
月
十
五
日
第
二
六
刷
の
本
で
す
。
そ
れ
だ
け
の
時
間
の
経
過
が
あ

っ
て
も
、
や

は
り
今
も
夙
川
は
そ
の
風
土
の
中
に
な
に
か
し
ら
雅
な
上
品
さ
を
有
し
て
い
る
、
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
谷
崎
も

「関

西
に
お
け
る
最
も

ハ
イ
カ
ラ
な
区
域
と
言
え
ば
、
阪
急

の
夙
川
か
ら
御
影
に
至
る
沿
線
で
」
と
書

い
て
あ
る
ん
で
す
ね
。
つ

づ
け
て
読
み
ま
す
の
で
、
お
聞
き
く
だ
さ
い
。

「
大
阪
の
婦
人
の
洋
装
は
何
と
な
く
ス
マ
ー
ト
な
感
じ
が
乏
し
い
。
近
来
心
斎
橋
筋
や
梅
田
辺
を
歩
い
て
い
る
と
、
時
々

衣
裳
持
ち
物
に
五
分

の
隙
も
な
い
素
晴
ら
し
い
モ
ガ
を
見
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
ん
な
の
は
大
概
東
京
か
ら
遊
び
に
来
た

旅
行
者
が
多

い
よ
う
で
あ
る
。
関
西
に
お
け
る
最
も

ハ
イ
カ
ラ
な
区
域
と
い
え
ば
阪
急
の
夙
川
か
ら
御
影
に
至
る
沿
線
で

あ

っ
て
、
あ
の
辺
に
住
ん
で
い
る
若
夫
人
や
令
嬢
た
ち
は
、
随
分
洋
服
の
眼
も
肥
え
て
い
る
し
、
趣
味
も
進
ん
で
い
る
し
、

金
に
不
自
由
は
な
い
の
だ
か
ら
、
毛
皮
、
手
袋
、

ハ
ン
ド
バ

ッ
グ
の
好
み
ま
で
ソ
ツ
の
あ
ろ
う
は
ず
は
な

い
の
だ
け
れ
ど

も
、
そ
れ
で
い
て
何
処
か
ス
ッ
キ
リ
と
し
な

い
。
そ
う
か
と
い
っ
て
、
勿
論
田
舎
臭

い
の
で
も
安

っ
ぽ

い
の
で
も
な

い
。

品
の
い
い
こ
と
は
飽
く
ま
で
い
い
の
だ
が
、

つ
ま
り
前
に
い
う
宝
塚
の
少
女
と
同
様
に
、
シ
ャ
ナ
ラ
シ
ャ
ナ
ラ
し
て
、
お
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姫
様
が
洋
服
を
お
召
し
に
な

っ
た
と
い
う
感
じ
が
、
ど
う
し
て
も
抜
け
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
」
(
一
二
四
頁
)
と
、
こ
う

言

っ
て
お
り
ま
す
。
も
と
も
と
、
谷
崎
は
東
京
人
形
町
辺
り
の
下
町
に
育

っ
て
い
ま
す
。
関
東
大
震
災
で
仕
事
が
で
き
ま

せ
ん
の
で
、

こ
ち
ら
に
来
た
。
特
に
関
西
で
最
も

ハ
イ
カ
ラ
な
区
域

で
あ
る
阪
急
の
夙
川
か
ら
御
影
に
至
る
阪
急
沿
線
、

こ
の
芦
屋
近
辺
、
夙
川
近
辺
を
舞
台
に
し
て
小
説
を
書
き
、
大
作
家
に
な

っ
て
い
き
ま
す
。

こ
の
地
区
の
こ
と
が
好
き
で

あ
る
か
ら
書
け
る
ん
で
す
。

た
し
か
、
川
端
康
成
が
あ
る
本
に
書
い
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
少
女
が
歩

い
て
い
る
。
緑
の
木
が
た
く
さ
ん
あ
る

街
路
を
歩

い
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
空
気
が
緑
色
に
な

っ
て
、
幻
想
的
な
感
じ
に
な
る
と
い
う
の
を
読
み
ま
し
た
。

そ
れ
と
ま

っ
た
く
同
じ
こ
と
を
今

で
も
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
、
日
が
射
し
て
き
ま
し
た
が
、
天
気

の
い
い
日

に
阪
急
電
車
に
乗
り
ま
し
て
、
夙
川
か
ら
御
影

の
ほ
う
に
ず

っ
と
鈍
行
で
行
き
ま
す
と
、
夙
川
を
出
た
す
ぐ
あ
た
り
か
ら

ず

っ
と
緑
色
の
ツ
タ
の
よ
う
な
の
が
あ
り
ま
し
て
、
全
体
に
緑
色

の
空
気
が
流
れ
て
い
る
よ
う
な
、
そ
う

い
う
瞬
間
に
と

ら
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言

っ
て
お
ら
れ
た
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。
電
車
の
中
で
す
け
れ
ど
、
非
常
に
こ
の

世
の
も
の
と
思
え
な
い
よ
う
な
美
し
い
少
女
の
顔
が
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
つ
づ
け
ま
す
。

「
こ
れ
は
色
合
い
ば
か
り
で
な
く
、
彼
女
た
ち
の
骨
格
や
動
作
な
ど
が
よ
ほ
ど
関
係
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
関
東
の
方

は
昔
か
ら
野
蛮
な
気
風
が
あ
り
、
女
で
も
キ
ビ
キ
ビ
し
た
の
が
喜
ば
れ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
現
代
の
フ
ラ
ッ
パ
ア
の
心

さ

さ

し
ん
た

い

意
気
と
比
較
的
容
易
に
合
致
し
て
、
坐
作
進
退
や
表
情
法
な
ど
も
ヤ
ン
キ
ー
式
に
同
化
す
る
可
能
性
が
多

い
の
に
反
し
、

関
西
の
方
は
服
装
ば
か
り
取
り
換
え
て
も
、
体

の
こ
な
し
に
数
百
年
来
の
し
と
や
か
な
習
慣
が
沁
み
込
ん
で
い
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
」
(
「私

の
見
た
大
阪
及
び
大
阪
人
」
『
谷
崎
潤

一
郎
随
筆
集
』

一
二
五
頁
)
そ
う
い
う
伝
統

で
す
ね
。
女
性
の
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美
し
さ
と
か
、
装

い
は
進
化
で
は
な
い
。
な
か
な
か
新
し
い
ほ
う
に
す
ぐ
に
飛
び

つ
く
と

い
う

こ
と
は
な

い
、
そ
う
い
う

言

い
方
で
す
ね
。
そ
う
な

っ
た
か
ら
い
い
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
女
性
た
ち
を
見
て
も
、
そ
の
違
い
が
あ
る
と
言

っ
て

い
る
。
「東
京

の
下
町
で
は
、
婦
人
の
洋
装
な
ぞ
と
い
う
も
の
が
絶
対
に
見
ら
れ
な
か

っ
た
私
の
幼
少
の
時
分
、
若

い
女
が

夏
に
な
る
と
よ
く
腕
ま
く
り
を
し
た
も
の
で
、
私

の
母
な
ぞ
は
浴
衣
の
両
袖
を
肩
の
上
ま
で
た
く
し
上
げ
て
団
扇
を
使

っ

て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
」
(
「私
の
見
た
大
阪
及
び
大
阪
人
」
『
谷
崎
潤

一
郎
随
筆
集
』
一
二
五
頁
)
と
書

い
て
い
る
の
も
、
そ

の
よ
う
な
文
化
の
違

い
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。

か
ぶ
ら
き
き
よ
か
た

有
名
な
鏑
木
清
方
の

『築
地
明
石
町
』
と
い
う
近
代
美
人
画
の
名
作
が
あ
り
ま
す

(個
人
蔵
)
。
描
か
れ
て
い
る
の
は
玄

人
の
女
性
で
す
け
れ
ど
、
凛
と
し
た
表
情
が
あ
り
、
粋
だ
な
と
感
じ
ま
す
。
あ
あ

い
う
婦
人
を
谷
崎
は
見
て
大
き
く
な

っ

て
き
た
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、

こ
ち
ら
に
来
る
と
何
か
上
品
で
お
嬢
さ
ん
っ
ぽ

い
顔
立
ち
の
女
性
が
多
く
、

こ
う
い
う

人
人
の
女
性
に
は
な
り
き
れ
て
な
い
と
こ
ろ
を
発
見
し
た
ん
で
す
ね
。

せ
っ
か
く
な
の
で
、
他
に
も
い
く

つ
か
美
人
画
を
あ
げ
て
み
ま
す
。
M
O
A
美
術
館
蔵
の
三
幅

一
対
の
軸
装
の
錦
絵

『雪

月
花
』
。
こ
れ
は

「見
立
て
」
と
い
っ
て
、
当
世
の
婦
人
を
平
安
王
朝
の
三
才
媛
に
見
立
て
て
描

い
た
も
の
で
す
。

一
幅
目

み

つ

は
、
「香
櫨
峰
の
雪
は
ど
う
し
て
見
る
ん
だ
」
と
言
わ
れ
る
と
、
御
簾
を
か
か
げ
て
見
る
と
い
う
、
清
少
納
言
が
応
え
た
故

事

(
『枕
草
子
』
第

二
百
九
十
九
段
)
に
見
立
て
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
二
幅
目
は
、
石
山
寺
の
紫
式
部
が
月
を
見
て
物
語

を
創
作
し
て
い
る
姿
が
描
か
れ
、
三
幅
目
は

「花

の
色
は
う

つ
り
に
け
り
な
…
」
と
詠
ん
だ
小
野
小
町
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
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他
に
も
、
関
東
の
伊
香
保
の
女
性
を
描

い
て
い
る

『
伊
香
保
の
沼
』
と
い
う
松
岡
映
丘
の
作
品

(東
京
芸
術
大
学
人
学
美

て

い
さ

い
ほ

く

ば

術
館
所
蔵
)
や
、
こ
れ
も
江
戸
の
浮
世
絵
で
す
が
、
北
斎
を
非
常
に
尊
敬
し
て
い
た
画
家
蹄
斉
北
馬
が
描
い
た
美
人
画

『秋

郊
美
人
』
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
こ
う
裾
が
乱
れ
て
ま
し
て
野
性
的
な
感
じ
が
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
若

い
女
が
夏
に

な
る
と
腕
ま
く
り
を
し
た
と
谷
崎

の
い
う
感
じ
を
持

っ
て
い
る
女
性
で
す
。
私
は
こ
う

い
う
と
こ
ろ
に
も
よ
さ
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
京
都
も
そ
れ
に
近

い
で
す
ね
。
た
だ
上
村
松
園
の
作
品
は
、
ひ
や
か
す
と
怒
ら
れ
る
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す

ね
。
毅
然
と
し
た
と
こ
ろ
に
美
し
さ
を
堅
持
し
て
い
た
女
性
た
ち
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ

ら
の
美
人
は
す
っ
き
り
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
大
人
の
女
性
の
美
し
さ
で
あ
る
と
、
言

っ
て
る
ん
で
す
ね
。

こ
の
よ
う
に
谷
崎
が
比
較
し
て
い
る
よ
う
に
関
西
の
特
に
夙
川
と
か
御
影
と
か
の
非
常
に

ハ
イ
カ
ラ
で
す
け
れ
ど
も
、

な
に
か
谷
崎
に
は
つ
か
み
に
く
い
女
性
が
多
か

っ
た
。
そ
れ
が
小
説
の
も
と
に
な

っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
女
性

が
文
化
を
造
る
、
そ
れ
が
も
し
本
当
で
あ
れ
ば
、
そ
う
い
う
文
化
が
こ
の
近
辺
に
は
育
て
ら
れ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
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ま
た
、
『文
豪
ナ
ビ
谷
崎
潤

一
郎
』
(新
潮
文
庫
、
新
潮
社
、
二
〇
〇
五
年
)
の

「編
者
か
ら
ひ
と
こ
と
」
(
五
十
八
頁
)
に

よ
れ
ば
、
編
者
は
谷
崎
潤

]
郎
を
い
っ
ぱ

い
読
ん
だ
。
特
に

『
細
雪
』
を
何
回
も
読
み
返
し
た
ん
で
す
け
ど
、
ど
こ
に
も
雪

が
降

っ
て
る
景
色
は
な

い
と
言

っ
て
ま
す
ね
。
お
そ
ら
く
谷
崎
は

ま
た
や
見
ん

交
野
の
み
野
の

桜
が
り

花
の
雪
ち
る

春
の
あ
け
ぼ
の

ち

し

つ

と
い
う
俊
成
卿
の
歌
を
知
悉
し
て
い
て
、
そ
し
て
そ
の
象
徴
と
し
て
雪
子
さ
ん
を
創
出
し
、
話
を
展
開
し
て
い
っ
た
と
思



い
ま
す
。
だ
か
ら
、

こ
の
辺
り
の
桜
が
咲
く
頃
、
美
し
い
女
性
が
闊
歩
す
る
。
非
常
に

ハ
イ
カ
ラ
で
す
け
ど
も
、
心
の
中

に
は
伝
統
的
な
も
の
も
ち
ゃ
ん
と
理
解
す
る
能
力
が
十
分
あ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
理
解
す
れ
ば
谷
崎

の

『細
雪
』
が

も

っ
と
よ
く
わ
か
る
だ
ろ
う
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
先
日
、
古
本
屋
さ
ん
で

『
大
阪
ぎ
ら
い
物
語
』
(布
井
圭
旦
房
、

一
九
六
二
年
五
月
二
十
日
)
を
見

つ
け
ま
し
た
。
私
は
大
阪
育
ち
で
す
の
で
、
大
阪
嫌

い
と
言
わ
れ
る
と
ギ
ク

ッ
と
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
好
き
で
あ
る

が
ゆ
え
に
こ
う

い
う
タ
イ
ト
ル
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
分
か

っ
て
き
ま
し
た
。
著
者
は
、
鍋
井
克
之
と

い
う
人
阪
の
画
家

で
す
。
大
阪
画
壇

の
話
を
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
必
ず
出
て
き
ま
す
。
鍋
井
克
之
ゆ
え
に
買

っ
た
の
で
す
が
、
表
紙
の
裏
に

つ
づ
き

だ
か

つ
ら

薄
田
桂
と

い
う
名
前
が
毛
筆
で
書

い
て
あ
り
ま
し
た
。
非
常
に
勢

い
が
あ
り
、
著
者
本
人
が
書

い
て
進
呈
し
た
ん
で
し
ょ

す
す

き
だ
き

ゅ
う
き
ん

う
。
古
本
屋
さ
ん
で
扉
の
見
返
し
は
見
な
か

っ
た
の
で
す
が
、
家
に
持

っ
て
帰

っ
て
か
ら
発
見
し
ま
し
た
。
薄

田
泣
董
と

い
う
文
学
者
の
息
子
さ
ん
の
よ
う
で
す

(薄
田
桂

「
父
・
泣
董
を
語
る
」
『大
阪
春
秋
』
第
七
号
、
昭
和
五
十
年
七
月
)
。

薄
田
泣
董
と
い
え
ば
、
本
学
園
理
事
長
の
祖
父

・
福
井
治
兵
衛

(
艸
公
)
と
親
交
が
あ

っ
て
、
福
井
治
兵
衛
が
住
ま

い

を
提
供
し
た
り
も
し
て
い
ま
し
た
。
福
井
家
は
い
ろ
ん
な
芸
術
家
の
パ
ト

ロ
ン
で
、
そ
し
て
芸
術
家
を
育
て
上
げ
て
い
く
。

芸
術
家
に
す
れ
ば
そ
う
い
う
非
常
に
あ
り
が
た
い
人
で
し
た
。
思
い
が
け
ず

こ
の
二
つ
が
結
び

つ
い
た
の
で
、
絶
対
に
公

開
講
座
で
紹
介
し
よ
う
と
思

っ
て
い
ま
し
た
。

こ
う
い
う

こ
と
を
こ
こ
で
私
が
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
、
不
思

議
な
ご
縁
を
感
じ
ま
す
。

本
学
と
夙
川
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
前
回
ま
で
の
講
座
で
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
る
よ
う
で
す
の
で
、
こ
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こ
で
は
詳
し
く
は
触
れ
ま
せ
ん
が
、
大
手
前
人
学
は
、
夙
川
と
伊
丹
、
二
つ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
が
あ
り
ま
す
。
特
に
夙
川
と

伊
丹
は
江
戸
時
代
か
ら
の
酒
造
り
の
街
と
し
て
有
名
で
す
け
れ
ど
も
、
伊
丹
は
山
中
鹿
之
助

の
関
係
者
が
当
時
の
鴻
池
町

で
清
酒
造
り
に
成
功
し
て
、
江
戸
時
代
に
は
日
本
で
最
大
規
模
の
酒
造
業
の
町
に
発
展
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。

そ
の
酒
造
り
の
遺
跡
が
郷
町
遺
跡

で
、
当
時
、
樽
廻
船
な
ど
で
江
戸

へ
わ
た
っ
て
い
ま
し
た
。
将
軍

へ
の
献
上
酒
と
し
て

知
ら
れ
る

「剣
菱
」
や

「老
松
」
、
そ
の
他
に
は

「
男
山
」
な
ど
も
、
今
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
銘
柄
で
す
。

私
は
夙
川
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
勤
務
し
て
お
り
ま
す
が
、
仕
事
を
終
え
て
研
究
室
を
出
る
頃
は
、
夜
の
七
時
を
過
ぎ
る
ん

で
す
。
夙
川
橋
を
越
え
て
い
く
と
き
に
中
天
に
お
月
さ
ん
が
出

て
お
り
ま
す
。
帰
り
道
で
す
か
ら
楽
し
く
て
、
知
り
あ

い

の
人
は
誰
も
い
ま
せ
ん
し
、
春

の
夜
な
ど
、
頼
山
陽
の

「題
不
識
庵
撃
機
山
図
」
を
歌
を
歌
い
な
が
ら
帰

っ
た
り
し
ま
す
。

夙
川
の

「夙
」
と

「鞭
聲
粛
粛
」
の

「粛
」
と
は
字
が
違

っ
て
も
音
が
同
じ
だ
か
ら
、
つ
な
が

っ
て
く
る
ん
で
す
ね
。

頼
山
陽
は
幕
末
の
頃
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
で
し
た
。
ど

こ
の
勤
王
の
志
士
も
皆
、
彼
を
非
常
に
尊
敬
し
て
い
た
と
い
う
。

頼
山
陽
は
お
酒
が
好
き
で
、
お
母
さ
ん
と
箕
面
に
紅
葉
狩
り
に
行

っ
た
帰
り
に
、
阪
上
桐
陰
家
に
寄

っ
た
。
造
酒
屋
さ
ん

で
、
文
人
墨
客
が
当
時
よ
く
来
た
ん
で
す
ね
。
接
待
し
て
も
ら

っ
て
帰
る
時
に
な
に
か
絵
を
描

い
た
り
書
を
書

い
た
り
し

て
作
品
を
置

い
て
い
く
こ
と
を
し
て
い
た
。
そ
の
立
ち
寄

っ
た
時
に
頼
山
陽
は
柿
を
出
さ
れ
た
。
お
酒
に
酔

っ
て
体
が
熱

い
時

に
冷
た
い
柿
を
食
べ
た
の
で
、
あ
ま
り
の
美
味
し
さ
に
驚
き
ま
す
。
そ
の
柿
は

へ
た
の
部
分
が
非
常
に
大
き
く
て
、

だ
い
か
き

ひ

っ
く
り
返
し
て
出
す
と
台
に
乗

っ
た
柿
に
見
え
る
の
で

「台
柿
」
と
言
う

の
で
す
け
れ
ど
も
、

こ
の
柿
は
隣

の
家
に
住

ん
で
い
る
岡
田
家
の
柿
だ

っ
た
の
で
す
。
頼
山
陽
は
こ
の
柿
は
た
だ
の
柿
で
は
な

い
か
ら
、
大
事
に
育

て
て
く
だ
さ

い
、
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守

っ
て
や

っ
て
く
だ
さ

い
と

一
言
伝
え
た
の
で
、
岡
田
家
で
は
そ
の
柿
を
大
事
に
し

カ
ぎ
ざ
り
い

た
。
そ
れ
が
現
在
、
「
柿
衛
文
庫
」
の
名
と
し
て
残

っ
て
い
ま
す
、
柿
衛
文
庫
に
は

そ
う

い
う
由
来
が
あ
る
ん
で
す
ね

(東
薫

『新
阪
神
史
話
』
阪
神
サ
ン
ケ
イ
新
聞
社
、

一
九
八
〇
年
、
二
三
〇
～
二
三

一
頁
)
。

こ
の
柿
を
隣
に
渡
し
て
頼
山
陽
と
の
関
係

も
で
き
た
。

こ
う
ち

ょ
う

そ
の
柿
衛
文
庫
や
旧
岡
田
家
住
宅
は
、
伊
丹
の
郷
町
と
言

っ
て
る

一
角
、
「
み
や

の
ま
え
文
化
の
郷
」
に
あ
り
ま
す

(写
真
4
)
。

こ
の
よ
う
に
、

こ
の

一
帯
に
文
化
施

設
が
入
っ
て
い
ま
す
。

岡
田
家
住
宅
は
店
舗

・
釜
屋

・
酒
蔵
か
ら
な
り
ま
す
が
、
特
に
酒
蔵
は
現
在
、
年

代
が
判
明
す
る
中
で
最
古
の
酒
蔵
と
し
て
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

柿
衛
文
庫
の
俳
譜
関
係
の
収
集
と
し
て

一
句
、
ご
紹
介
し
ま
す
。

ふ
る
池
や
蛙
飛
込
水
の
お
と

芭
蕉
の
代
表
句
で
す
。
そ
の
真
筆
を
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
ひ
ら
が
な
で

「
は
せ
を
」
と
書

い
て

「ば
し
ょ
う
」
と
発
音

す
る
。
こ
れ
が
あ
る
限
り
は
、
東
京
大
学
に
負
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
東
京
大
学

の
図
書
館
と
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書

館
と
こ
こ
の
柿
衛
文
庫
は
、
日
本
三
大
俳
譜

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
有
名
で
す
。
他
に
も
も

っ
と
貴
重
な
も
の
を
所
蔵
し
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て

い
ま
す
。

こ
う

し
た
ゆ
か
り
か
ら
、

京
都
に
あ
る
頼
山
陽
の
書
斎
を
訪
ね
て
行
き
ま
し
た
。
山
紫
水
明
処
と
い
い
ま
す
。

不歪
識き蔵

、

 

鞭
聲
粛
粛
夜
過
河

曉
見
千
兵
擁
大
牙

遺
恨
十
年
磨

一剣

流
星
光
底
逸
長
蛇

き

ざ
ん

機
山
を
撃

つ
圖
に
題
す
。

わ
た

鞭
聲
粛
粛
夜
河
を
過
る
。

み

曉
に
見
る
千
兵
の
大
牙
を
擁
す
る
を
。

遺
恨
な
り
十
年

一
剣
を
磨
き
、

流
星
光
底
に
長
蛇
を
逸
す
。

ご
存
知
の
よ
う
に
、
武
田
信
玄
と
上
杉
謙
信
の
第

四
回
目
の
戦

い
を
頼
山
陽
が
七
言
絶
句
と
し
て
作
り
ま
し
た
。
先
ほ

ど
お
話
し
た
、
私
が
歌
い
な
が
ら
帰
る
時
の
歌

で
す
。
山
の
上
に
武
田
信
玄
が
控
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
川
の
向
こ
う
に

上
杉
謙
信
の
兵
が
対
峙
し
て
い
た
。
夜
に
な

っ
て
、
暗
く
な
り
見
え
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
上
杉
謙
信
は
川
を
遠
回
り
し

て
音
を
た
て
な

い
よ
う
に
し
て
、
山
の
下
に
陣
取
ろ
う
と
す
る
。
馬
に
藁
を
含
ま
せ
た
り
蹄
を
藁
で
音
を
た
て
な
い
よ
う

に
し
な
が
ら
、
鞭
の
音
も
立
て
な
い
よ
う
に
し
て
静
か
に
夜
、
謙
信

の
軍
勢
が
千
曲
川
を
渡

っ
て
行

っ
た
。
明
け
方
に
な

り
ま
す
と
、
霧
が
消
え
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
眼
前
に
兵
を
見
て
武
田
方
は
あ
わ
て
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
書

い
て
あ
る
ん
で
す
け
ど
も
、
油
断
す
る
な
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
(頼
成

一
・
伊
藤
吉
三
訳
註

『頼
山
陽
詩
抄
』
岩
波
文
庫

・

一
九
九
〇
年

・
頁
一
二

九
-
二
二
〇
)
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こ
の
建
物
は
茶
室
も
兼
ね
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
煎
茶
を
好
ん
だ
ら
し
い
の
で
す
ね
。
抹
茶
か
ら
入

っ
た
か
も
わ
か
り
ま

せ
ん
け
ど
、
抹
茶
を
飲
み
す
ぎ
る
と
胃
が
ち
ょ

っ
と
荒
れ
ま
す
。
煎
茶
の
ほ
う
が
胃
に
や
さ
し
い
そ
う
で
す
か
ら
ね
。
書

斎
に
は
節
度
あ
る
人
き
さ
の

「山
紫
水
明
処
」
の
書
が
か

っ
て
い
て
、
庭
に
は
鴨
川
の
伏
流
水
を
ひ
い
た
井
戸
が
あ
り
ま

す
。
頼
山
陽
の
書
も
あ
り
ま
し
た
が
、
字
も
上
手

い
。
元
気
が
あ
り
ま
す
。

部
屋
を
案
内
し
て
下
さ
る
頼
家
ゆ
か
り
の
お
嬢
様
に

「大
学
の
帰
り
道
、
夙
川
橋
を
わ
た
る
時
、
『鞭
聲
粛
粛
、
夜
、
夙

わ
た

川
を
過

る
』
と
か
言

っ
て
行
く

ん
で
す
わ
」
と
話
を
す

る
と
に

こ

っ
と
笑

っ
て
お
ら

れ
た
。

こ
の
方

に

「鞭

聲
粛
粛
、
夜
、

わ
た

夙
川
を
過
る
」
と
言

っ
て
も

い
い
で
す
よ
、
と
許
可
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
紹
介
し
て
お
き
ま
し

た
。余

談
で
す
が
、
京
都
大
学
の
総
合
博
物
館
に
も
行
き
ま
し
て
、
ど
う

い
う
訳
か
、
花

の
展
覧
会
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、

見
て
お
り
ま
し
た
ら
、
そ
こ
の
先
生
が
収
蔵
庫
に
入
れ
て
く
れ
た
ん
で
す
。
何
か
見
た

い
物
が
あ
り
ま
し
た
ら
と
言
わ
れ

ま
し
た
か
ら
、
山
桜
を
見
た

い
と
言
い
ま
し
た
ら
、
す
る
と
、
ほ
ん
と
う
に
山
桜

の
標
本
を
収
蔵
庫
か
ら
取
り
出
し
て
見

せ
て
下
さ

い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
標
本
に
し
て
も
臭
い
は
し
な
い
ん
だ
と
。
植
物
は
普
通
は
臭

い
が
す
る
の
で
す
が
、
あ

れ
は

一
旦
標
本
化
す
る
と
ス
パ
ッ
と
臭

い
を
断

つ
、
と
い
う
お
話
を
聞
い
て
き
ま
し
た
。
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と
こ
ろ
で
、
司
馬
遼
太
郎
の

『
竜
馬
が
ゆ
く
』
(全
八
巻

・
文
芸
春
秋
)
は
国
民
文
学
に
な
り
ま
し
た
。
み
ん
な
に
愛
さ
れ

て
非
常
な
部
数
で
本
が
売
れ
、
有
名
で
す
。
最
後
は
暗
殺
さ
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
し
か
し
、
時
代
の
扉
を

こ
の
青
年
が
開

い
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ま

い
ま
す
。
私
の
学
生
の
頃
に
こ
れ
が
売
り
出
さ
れ
て
、
そ
し
て
、
N
H
K
で
大
河
ド
ラ
マ
が



放
送
さ
れ
て
第

一
回
目
の
ブ
ー
ム
で
す
ね
。
福
山
雅
治
主
演
の

『
龍
馬
伝
』
を
N
H
K
が
放
映
し
た
ら
二
回
目
の
ブ
ー
ム
に

な
り
ま
し
た
。

こ
の
小
説
を
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
み
ま
す
。
(司
馬
の

「竜
馬
」
の
小
説
な
の
で
表
記
は
こ
こ
か
ら
は
、
竜
馬
で
統

一
し
ま
す
。
)

「
い
ま
こ
の
時
期
、
英
国
と
紛
争
を
お

こ
せ
ば
、
目
下
幕
閣
や
諸
藩
に
対
し
て
事
前
工
作
中
の
土
佐
藩
提
議
の
大
政
奉
還

案
は

一
挙
に
崩
壊
す
る
ほ
か
な
い
。
竜
馬
と
し
て
は
い
ま
の
と
こ
ろ
、
ひ
た
す
ら
に
国
内
の
無
事
を
願

い
、
犬

の
喧
嘩
を

さ
え
怖
れ
た
い
心
境
な
の
だ
。
」
(
『竜
馬
が
ゆ
く
』
「横
笛
丸
」
第
八
巻

一
五
〇
頁
)

つ
ま
り
、
坂
本
竜
馬
は
身
分
が
低
い
で
す
か
ら
、
小
御
所
会
議
な
ど
、
大
政
奉
還
を
認
め
さ
せ
る
そ
う

い
う
会
議
に
は

や
ま
の
う
ち
よ
う
レ
てつ

絶
対
出
ら
れ
な

い
。
そ
こ
で
ど
う
し
た
か
と
言

い
ま
す
と
、
山
内
容
堂
、
お
殿
様
に
言

っ
て
も
ら
う
と

い
う
こ
と
し
か
で

き
な

い
ん
で
す
ね
。
後
藤
象
二
郎
が
、
大
政
奉
還
を
自
分
が
考
え
た
と
い
う

こ
と
で
、
提
出
す
る
。
そ
し
て
認
め
さ
せ
る
。

竜
馬
に
し
た
ら
、
新
し
い
時
代
が
で
き
た
ら

い
い
と

い
う
こ
と
で
や

っ
て
い
た
ん
で
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど

っ
ち
で
も
よ

か
っ
た
。

英
国
と
の
紛
争
と
書

い
て
あ
り
ま
す
の
は
、
長
崎
に

「亀
山
社
中
」
と
い
う
会
社
を
持

っ
て
、
自
分
が
経
営
し
て
い
る
ん

で
す
ね
。
丸
山
と
い
う
と
こ
ろ
に
花
街
が
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
水
兵
が
斬
殺
さ
れ
た
ん
で
す
。
現
場
に
提
灯
が

の
こ
っ
て

い
て
そ
れ
が
竜
馬

の
会
社
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
強
ま

っ
た
。
そ
の
時
ち
ょ
う
ど
英
国
公
使
パ
ー
ク
ス
が
来
て

お
り
ま
し
て
、
徳
川
幕
府
に
ね
じ
込
む
。
徳
川
は
い
ま
力
が
弱

っ
て
き
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
土
佐
の
お
殿
様
に
お
話
を

し
て
く
れ
と
逃
げ
る
ん
で
す
ね
。
英
国
軍
艦
と
幕
府
軍
艦
は
談
判
の
た
め
高
知
に
行
く
態
勢
を
兵
庫
港
で
整
え
て
い
る
時

だ

っ
た
ん
で
す
ね
。
竜
馬
は
そ
れ
を
知
ら
な

い
で
、
人
坂
の
土
佐
堀
に
あ
る
十
佐
藩
邸
に
行

っ
た
の
で
す
ね
。
土
佐
藩
の
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上
層
部
が
兵
庫
に
向
か
っ
て
行

っ
た
そ
の
あ
と
を
馬
で
追

い
か
け
て
、
竜
馬
が
兵
庫
港

へ
い
く
ん
で
す
。

西
宮
に
入

っ
た
の
が
二
時
間
後

で
あ
る
と
。

こ
の
時
に
土
工
の
群
れ
が
歌
を
歌

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
西
宮
海
岸
の
幕
府

砲
台

の
建
設
に
雇
わ
れ
て
い
る
人
達
で
す
。

こ
れ
は

「勝
海
舟
の
設
計
に
よ
る
台
場
で
、
文
久
三
年
以
来
か
れ
こ
れ
五
年

も
か
か
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
ろ
そ
ろ
完
工
も
近

い
は
ず

で
あ

っ
た
」
(
一
六

一
頁
)
。
し
か
し
、
こ
れ
は
使
わ
な
い
で
終
わ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
「西
宮
の
宿
を
通
る
時
、
竜
馬
は
い
つ
も
あ
の
元
治
元
年

の
蛤
御
門
の
変
の
こ
ろ
を
思
い
出
す
」

(
一
六

一
頁
)
と
い
う
。
そ
の
頃
は

「
こ
の
西
宮
か
ら
五
里
さ
き
の
神
戸
村
で
海
軍
塾
を
管
理
し
て
い
た
が
、
塾
か
ら
池
田

屋
ノ
変
の
関
係
者
を
出
し
た

こ
と
と
、
こ
の
変

の
敗
兵
を
何
人
か
収
容
し
た
こ
と
で
勝
が
幕
府
か
ら
疑
わ
れ
、
そ
の
失
脚

の
原
因
に
な
っ
た
。
」
(
一
六
三
頁
)
慶
応
三

(
一
八
六
七
)
年
で
す
か
ら
、
そ
れ
か
ら
三
年
経

つ
ん
で
す
け
ど
も
、
竜
馬
は

長

い
年
月
が
経

っ
た
よ
う
だ
と
回
想
し
ま
す
。
さ
ら
に
続
け
て
司
馬
は
次

の
よ
う
に
書

い
て
い
ま
す
。

し

ゅ
く
が
わ

「竜
馬
は
宿
場
の
雑
踏
の
な
か
を
ゆ
る
ゆ
る
と
打
た
せ
、
や
が
て
宿
場
は
ず
れ
の
夙
川
の
乾
い
た
河
床
に
降
り
、
そ
れ
を

も

み
ワ

越
え
お
わ

っ
て
か
ら
、
馬
に
鞭
を
く
れ
た
」
(
一
六
三
頁
)
。

こ
こ
に

「夙
川
」
が
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。
国
民
的
文
学

『竜

馬
が
ゆ
く
』
の
中
に
発
見
し
ま
し
て
ち
ょ

っ
と
び

っ
く
り
し
ま
し
た
。
大
政
奉
還
を
通
し
て
新
し
い
時
代
を
迎
え
る
た
め

に
、
小
さ
な
こ
と
で
す
け
ど
も
、
災
い
を
断

つ
必
要
が
あ
る
と
い
う
大
事
な
場
面
で
、
竜
馬
が
走

っ
て
き
て
、
夙
川
で
ま

い

っ
し

わロ
せ

ん

り

ず

一
服
す
る
。
そ
し
て
、
馬
に
水
を
や

っ
て
自
分
も
休
み
、
そ
し
て
そ
れ
か
ら

一
潟
千
里
に
兵
庫
に
向
か

っ
た
。
現
在
の

国
道

二
号
線
も
ち
ょ
う
ど
夙
川
橋
に
か
け
て
か
な
り
ゆ
る
や
か
な
坂
に
な

っ
て
ま
す
。
橋
を
頂
点
に
下
が

っ
て
い
く
ん
で

す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
ま
で
司
馬
遼
太
郎
は
歴
史
を
調
べ
て
、

こ
れ
を
書

い
た
の
で
は
な

い
か
、
な
ど
と
思

っ
た
り
し
て

い
ま
す
。
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と
こ
ろ
で
、
少
し
話
が
そ
れ
ま
す
が
、
大
阪
の
小
説
家
と
し
て
有
名
な
織

田
作
之
助
は
、
生
誕

一
〇
〇
年
に
な

っ
て
、

少
し
ブ
ー
ム
に
な
り
ま
し
た
。
代
表
作
は
道
頓
堀
の
近
く
の
法
善
寺
を
舞
台
に
し
た

『
夫
婦
善
哉
』
で
す
ね
。

こ
れ
は
映

画
化
さ
れ
ま
し
た
。
森
繁
久
弥
と
淡
島
千
景
を
主
役
に
、
豊
田
四
郎
が
監
督
を
し
、
映
画
で
も
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。
法
善

寺
の
境
内
、
お
不
動
さ
ん
の
前
で
雪
が
降

っ
て
く
る
な
か
な
か
い
い
場
面
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
あ
れ
も
な
ん
だ
か
、
『細

雪
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。
水
掛
不
動
の
前
で
二
人
で

一
所
懸
命
生
き
て
い
こ
う
、
二
人
で
支
え

合

っ
て
生
き
て
い
こ
う
と
い
う
決
心
を
感
じ
さ
せ
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
女
性
が
支
え
て
い
ま
す
ね
。
男
の
ほ
う
が
、
坊
ち
ゃ

ん
、
ボ
ン
ボ
ン
で
、
そ
れ
が
ま
た
、
女
性
の
プ
ラ
イ
ド
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
か
。
森
繁
の

「お
ば
は
ん
、
頼
り
に
し
て
ま

っ

せ
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
の
が
な
か
な
か
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
森
繁
の
才
能
を
見
た
思
い
が
し
ま
す
。
「お
ば
は
ん
、
頼

り
に
し
て
ま

っ
せ
」
と
い
う
言
葉
、
普
通

]
般
に
今
使
い
ま
す
と
、
え
ら

い
怒
ら
れ

ま
す
。
汚
い
言
葉
だ

っ
て
。
し
か
し
、
こ
て
こ
て
の
大
阪
に
生
ま
れ
た
私
は
優
し
い

響
き
を
感
じ
取
る
こ
と
が
出
来
る
ん
で
す
。
自
分
は
何
も
自
慢
で
き
な

い
存
在
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
女
性
に
言

っ
て
い
る
。

一
種
の
甘
え
、
そ
う
い

う
表
現
で
す
。

織
田
作
之
助
作
品
に
は

『
木
の
都
』
と
か
い
ろ
ん
な
作
品
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、

短
編
小
説

『蛍
』
に
、
龍
馬
と
登
勢
の
恋
愛
に
も
似
た
思
慕
の
情
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

こ
う
い
う
こ
と
も
ち
ょ
っ
と
関
係
し
て
く
る
と
思
い
ま
し
た
の
で
、
お
話
し
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
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こ
の
教
室
は
大
手
前
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の

一
室

で
す
。
建
築
は
安
藤
忠
雄
で
、
彼
の
美
術
館
建
築
の
初
期
の
も
の
で
す
。

道
を
は
さ
ん
で
向

こ
う
に
人
学
の
事
務
所
や
教
室
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
ち
ら

へ
向
か
う
途
中
に
石
碑
が
立

っ
て
い
ま
す
。

お
む
す
び
型
の
碑
と
言

っ
た
の
は
こ
れ
で
す

(写
真
5
)
。

我
と

い
ふ

人
の
心
は

た

ン
ひ
と
り

わ
れ
よ
り
外
に

知
る
人
は
な
し

と
読
め
ま
す
。
こ
れ
は
、
谷
崎
潤

一
郎
本
人
の
直
筆
で
す
。
意
味
は
お
の
ず
と
分
か
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

い
う

こ
と
の
本
当
の
自
分
の
こ
と
は
自
分
し
か
わ
か
ら
な
い
ん
だ
と
。
非
常
に
理
知
的
な
歌
で
す
。

ま
た
、
別
に
こ
の
よ
う
な
句
が
あ
り
ま
す
。

世
の
人
は

わ
れ
を
な
に
と
も
ゆ
は
ゴ
い
へ

わ
が
な
す

こ
と
は

わ
れ
の
み
ぞ
し
る

自
分
と

「
坂
本
龍
馬
関
係
資
料
」
(京
都
国
立
博
物
館
蔵
)

の

一
つ
で
、
国
の
重
要
文
化
財
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。
多
分
、
京
都

で
龍
馬
は
活
躍
し
ま
し
た
の
で
、

こ
れ
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
し
た
ん
で
す
ね
。
先
ほ
ど
の
谷
崎
の
歌
と
、
同
じ
内
容
で
す
。

龍
馬
の
こ
の
歌
を
谷
崎
は
知

っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
、
龍
馬
は
神
戸
の
湊
川
神
社
で
も
歌
を
詠
ん
で
ま
す
。

月
と
日
の
む
か
し
を
し
の
ぶ

み
な
と
川

流
れ
て
清
き

菊
の
下
水

「菊

の
下
水
」
と
い
う
の
は
、
勤
王
の
志
士
の
志
を
暗
に
言

っ
て
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、
彼
も
そ
う
で
す
し
、
楠
正
成
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が

い
ま
す
ね
。
こ
う
い
う
ふ
う
な
関
連
が
全
部
わ
か

っ
て
く
る
ん
で
す
。
先
ほ
ど
の

谷
崎

の
歌
を
読
む
と
、
龍
馬

の
歌
を
連
想
し
ま
し
て
、
大
変
な
場
所
、
歴
史
的
な
場

所
と
し
て
の
夙
川
に
い
る
ん
だ
な
と

い
う
こ
と
を
、
私
は
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
歴
史
的
な
地
域
に
あ
る
大
学
の
本
学
を
大
い
に
利
用
し
て
、
勉
強
し

て
、
龍
馬

の
よ
う
に
世
界
を
引

っ
張

っ
て
い
く
よ
う
な
人
材
が
育

っ
て
ほ
し
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

来
月
は
谷
崎
潤

一
郎
に
つ
い
て
お
話
を
し
た

い
と
思

っ
て
い
ま
す
。
最
近

で
は
文

学
作
品
は
だ

い
ぶ
知
ら
れ
研
究
さ
れ

て
い
て
、
研
究

の
興
味
は
む
し
ろ
本

の
挿
絵

が
と
り
ざ
た
さ
れ
て
い
ま
す
。

は
、
美
術
史
の
ほ
う
で
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
横
目
で
見
て
た
ん
で
す
け
ど
も
、

庫
、
二
〇

一
三
年
)

し
た
。
谷
崎
が

一
時
、
非
常
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
画
家
で
す
。
谷
崎
は
、

き
ょ
し
こ
う
じ
ん
せ

い
ち

ょ
う
じ

川
修
造
と

い
う
の
は
建
築
家
で
清
荒
神
清
澄
寺

の
鉄
斎
美
術
館
を
設
計
し
た
人
で
す
。

た
頃
の
国
立
国
際
美
術
館

(
写
真
6
)
に
勤
務
し
て
い
た
時
に
、

お
宅
に
伺

っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
当
時
は
何
と
も
思

っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
。

つ
い
て
も
、
写
真
を
紹
介
し
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
挿
絵
作
家
と
谷
崎
の
関
係
に

つ
い
て
よ
く
調
べ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
か
け
ま
す
。
私

(『
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
』
(中
公
文

に
収
録
さ
れ
て
い
る

『
ド
リ
ス
』
の
挿
絵
を
担
当
し
た
中
川
修
造
と
い
う
挿
絵
画
家
の
名
を
見
つ
け
ま

育

て
る
の
が
好
き
な
ん
で
す
。
じ

つ
は
、
中

私
は
移
転
前
の
万
博
公
園
に
あ

っ

展
覧
会
準
備

の
た
め
に
、
作
品
を
借
り
に
中
川
先
生
の

次
回
で
は
中
川
修
造
先
生
の
事
に
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①
白
鹿
記
念
酒
造
博
物
館

西
宮
市
鞍
掛
町

8
1
21

清
酒

「白
鹿
」
の
醸
造
元
、
辰
馬
本
家
酒
造
㈱
が
創
業
三
二
〇
年
に
あ
た

る

↓
九
八
二

(昭
和
五
十
七
)
年
に
、
伝
統
的
酒
造
り
を
後
世
に
伝
え
る
目

的
で
設
立
し
ま
し
た
。
「酒
蔵
館
」
と

「記
念
館
」
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
九
九
五

(平
成
ヒ
)
年
の
阪
神

・淡
路
大
震
災
で
全
壊
し
た
酒
蔵
館
に
代
わ

り
、

一
八
六
九

(明
治
二
)
年
築
の
酒
蔵
を
利
用
し
た
現
在
の

「酒
蔵
館
」
は

震
災
の
傷
跡
を
残
す
補
強
を
施
し
、
大
桶
の
中
に
入
っ
た
り
、
酒
造
道
具
に

触
れ
る
体
験
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た

「記
念
館
」
で
は
酒
に

因
む
書
画

・
工
芸
品

・
資
料
を
展
示
す
る
酒
資
料
室
、
桜
の
保
護

・
育
成
に
力

を
尽
く
し
た
故
笹
部
新
太
郎
氏
の
収
集
し
た
桜
に
関
す
る
資
料
を
展
示
す
る

資
料
室
な
ど
が
あ
り
、
春

・秋
に
は
特
別
展
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

(同
博
物
館
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
よ
り
)
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②
白
鷹
集
古
館

西
宮
市
鞍
掛
町

5
-

1

(白
鷹
禄
水
苑
内
)

白
鷹
禄
水
苑
は
、
か
つ
て
そ
こ
に
あ
っ
た
蔵
元
・
辰
馬
家
の
住
居
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
建
て
ら
れ
た
。
戦
前
ま
で
の
灘
の
造
り
酒
屋
で
多
く
み
ら
れ
た

「内

蔵
形
式
」
が
基
に
な
っ
て
い
る
。
蔵
元
の
住
居
と
酒
蔵
が
地
続
き
に
な
っ
て
い

る
形
式
で
、
毎
年
変
わ
ら
ず
繰
り
返
さ
れ
る
、
そ
の
季
節
そ
の
時
々
に
し
か

な
い
仕
事
や
行
事
な
ど
の
、
蔵
元
の

「暮
ら
し
」
を
今
に
伝
え
る
空
間
に
は
、

シ
ョ
ッ
プ
、
レ
ス
ト
ラ
ン
、
バ
ー
、
多
目
的
ホ
ー
ル
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
奥
に
建

つ
蔵
が

「集
古
館
」
と
し
て
開
放
さ
れ
、
白
鷹
に
伝
わ
る
昔
な

が
ら
の
酒
造
り
道
具
、
酒
器
、
御
料
酒
を
奉
納
し
て
い
る
伊
勢
神
宮
の
関
係



資

料
な

ど

、

が

で
き

る
。

創
業
以
来
の
白
鷹
の
酒
造
り
に
対
す
る
姿
勢
を
知
る
こ
と

(白

鷹
禄

水
苑

葺
6
"＼
≧
鋳

三
⇔
冨

-°。
げ
o
℃
む
＼
)

③
辰
馬
考
古
資
料
館

西
宮
市
松
下
町

2
i
28

財
団
法
人
辰
馬
考
古
資
料
館
は
辰
馬
悦
蔵
翁

(
一
八
九
ニ
ー

一
九
八
〇
)

が

一
九
七
六
年
に
設
立
し
た
博
物
館
。
翁
は
銘
酒

「白
鷹
」
醸
造
元

(北
)
辰

馬
家
に
生
ま
れ
、
三
代
悦
蔵
と
し
て
家
業
を
継
い
だ
が
、
若
く
し
て
考
古
の

学
を
志
し
、
京
都
帝
国
大
学
で
な
が
く
研
鑛
を
か
さ
ね
、
新
進
の
学
徒
と
し

て
日
本
考
古
学
上
の
諸
問
題
、
と
く
に
銅
鐸
と
玉
類
等
の
研
究
に
と
り
く
み
、

そ
の
学
の
進
歩
の
一
端
を
担
っ
た
。

(同
資
料
館
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
よ
り
)
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④
上
田
安
子
記
念
館

西
宮
市
殿
山
町
4
番
26
号

学
校
法
人
上
田
学
園
の
会
長
上
田
浩
氏
が
こ
こ
の
館
長
で
、
上
田
安
子
服

飾
専
門
学
校
、
大
阪
総
合
デ
ザ
イ
ン
専
門
学
校
も
経
営
。
建
物
は
、
㈱

一
粒

社
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
建
築
事
務
所
の
作
品

(二
〇
〇
九
年
竣
工
)
。
夙
川
の
緑
濃
き

住
宅
地
の
中
に
、
朱
色
の
瓦
が
映
え
、
瀟
洒
な
建
物
は
近
隣
の
人
々
か
ら
愛



さ

れ

て

い
る
。

㈱

一
粒

社
ヴ

ォ
ー

リ
ズ

建

築

事
務

所

は
、

一
九
〇

五

年

に
伝

道

師

と

し

て

来

日
し

た

ア
メ
リ

カ
人

、
ウ

ィ
リ

ア
ム

・
メ

レ
ル

・
ヴ

ォ
ー
リ
ズ

が
創

設

し
た

ヴ

ォ
ー

リ
ズ
建

築

事
務

所
が

発
展

し
た

も

の
。

W

・
M
ヴ

ォ
ー

リ
ズ

は

・
メ

ン

ソ
レ

ー
タ

ム

・
を

販
売

し

た

近
江

兄

弟
社

を

結

成

し
た

人

物
と

し

て

も
知

ら

れ

る
。

夙

川

近

辺

で
は
、

関

西

学
院

、

神

戸
女

学

院
、

六

甲

山
荘

、

フ

ロ
イ

ン
ド
リ

ー
ブ

(旧

神

戸

ユ

ニ
オ

ン
協

会
)
、
大

丸

心
斎
橋

店

な
ど

が
知

ら

れ

て

い
る
。

⑤
黒
川
古
文
化
研
究
所

西
宮
市
苦
楽
園

3
番
町
14
1
50

昭
和
二
十
五
年
十
月
、
黒
川
幸
七

(黒
川
家
三
代
)
が
、
家
蔵
の
古
文
化

財
を
学
術
研
究
の
資
料
に
提
供
し
、
か
つ
そ
の
保
存
を
図
る
た
め
、
土
地
・建

物
・資
本
金
と
と
も
に
寄
付
し
て
設
立
し
た
財
団
法
人
。
当
初
は
芦
屋
市
打
出

春
日
町
に
あ
っ
た
が
、
昭
和
四
十
九
年
十

一
月
、
現
在
地
に
新
築
移
転
し
た
。

収
蔵
品
は
、
二
代
黒
川
幸
七

(
一
八
七

一
～

一
九
三
八
年
)
が
学
術
的
に
意

義
深
い
も
の
と
の
観
点
か
ら
蒐
集
し
た
中
国
・
日
本
の
美
術
工
芸
品
や
考
古
歴

史
資
料
を
主
と
す
る
、
極
め
て
多
様
な
分
野
に
わ
た
る
八
五
〇
〇
件

(二
万

点
)
。(

同
研
究
所
W
E
B
サ
イ
ト

耳
6
"＼＼≦
ンミ
汁
二
『o
訂
≦
鋤
占
コ
・゚葺
三
ρ
oこ
℃
＼

よ
り
)
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⑥
野
坂
昭
如

『火
垂
る
の
墓
』

新
潮
社

平
成
24
年
3
月
25
日
72
刷

(昭
和
47
年
1
月
30
日
発
行
)

「桜
狩
蒔
絵
硯
箱
」

『日
本
の
意
匠

第
四
巻

桜
』
/
京
都
書
院
、
昭
和
五
十
九
年
/
九
三
番

「桜
狩
蒔
絵
硯
箱
」
の
灰
野
昭
郎
氏
に
よ
る
図
版
解
説
・

一
八

一
頁
を
参
考
、
引
用
し
た
。
藤
原
俊
成

(「ふ
じ
わ
ら
の
と
し
な
り
」
あ
る
い
は

「し
ゅ
ん
ぜ
い
」)
の
歌

《ま
た
や
見
ん

交
野

の
み
野
の

桜
が
り

花
の
雪
ち
る

春
の
あ
け
ぼ
の
》
(『新
古
今
和
歌
集
』
一
一
四
)
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