
第
四
回

平
成

二
十
六

(
二
〇

一
四
)
年

七
月
十
九
日

夙
川
文
化
探
訪

ー

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
の
出
逢
い

2

1

塩

田

昌

弘

(し
お
た
・ま
さ
ひ
ろ
)

前
回
の
講
座
で
は
、
夙
川
か
ら
イ
メ
ー
ジ
す
る
桜
と
水
、
そ
し
て
夙
川
公
園
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
馬
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、

夙
川
文
化
探
訪
と
い
う

こ
と
で
お
話
を
す
す
め
ま
し
た
。

日
本
で
は
春
に
な
る
と
、
多
く
の
桜
好
き
の
人
々
が
毎
年
、
桜
が
開
花
す
る
と
花
見
を
し
、
楽
し
く
旧
交
を
温
め
ま
す
。

し
か
し
、
知
人
と
の
別
れ
に
見
る
桜
は
、
美
し
く
も
悲
し
い
も
の
で
す
。
そ
う

い
う

心
情
で
桜
を
見
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
桜
に
関
す
る
歌
を

い
く

つ
か
紹
介

い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
歌
は
、

川
端
康
成
が
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た
際
に
記
念
と
し
て
出
版
し
た

『
美
し
い

日
本
の
私

そ
の
序
説
』
(講
談
社
現
代
新
書
、

一
九
六
九
年
)
に
収
め
ら
れ
て
い
る

も

の
で
、
高
僧
、
武
将
あ
る
い
は
公
家
の
醍
醐
味
の
歌
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
中
か
ら

選
ん
だ
も
の
で
す
。

ま
た
、
司
馬
遼
太
郎
の
国
民
的
文
学
作
品

『竜
馬
が
ゆ
く
』
に
描
か
れ
た
夙
川
の

シ
ー
ン
も
取
り
上
げ
ま
し
た
。
夙
川
が
出
て
く
る
と
非
常
に
う
れ
し
く
感
じ
る
私
は
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通
勤

の
途
中
、
朝
と
か
夜
遅
く
に
、
こ
こ
が
そ
の
歴
史
の
舞
台
に
な

っ
た
ん
だ
な
と
思

い
な
が
ら
、
夙
川
橋
あ
た
り
を
行

き
来
し
て
い
る
ん
で
す
。

司
馬
遼
太
郎
は
他
に
も
、
『花
神
』
で
大
村
益
次
郎
、
長
州
藩

で
陸
軍
を
作

っ
た
村
田
蔵
六
を
描

い
て
ま
す
。
ず

っ
と
西

の
ほ
う
か
ら
日
本
列
島
に
花
が
ひ
ら
き
、
そ
し
て
伝
播
し
て
北
上
し
て
い
く
と
い
う
、
そ
の
よ
う
に
明
治
維
新
が
行
わ
れ

て
い
っ
た
と
い
う
の
を
象
徴
し
た
、
花
の
神
、
『花
神
』
と
い
う
歴
史
小
説
で
す
ね
。
こ
の
村
田
蔵
六
は
藩
の
命
令
で
、
オ

ラ
ン
ダ
語
を
勉
強
す
る
為
に
当
時
の
中
之
島
の
近
く
に
あ
り
ま
し
た
適
塾

の
緒
方
洪
庵
の
と
こ
ろ
で
学
ん
で
お
り
ま
す
。

同
じ
頃
福
沢
諭
吉
も
学
ん
で
い
ま
す
。
両
方
と
も
よ
く
学
び
塾
頭
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
明
治
の
青
春
時
代
を
リ
ア
ル
に
描

い
た
小
説

『坂
の
上
の
雲
』
も
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
ま
し
た
。

「
こ
の
物
語
の
・王
人
公
は
、
あ
る
い
は

こ
の
時
代
の
小
さ
な
日
本
と
い
う
こ
と
に

な
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
と
も
か
く
も
わ
れ
わ
れ
は
三
人
の
人
物
の
あ
と
を
追
わ
ねよ

し

ば
な

ら
な

い
」
(
『坂

の
上

の
雲
』
(
一
)
文
春

文
庫
、

二
〇
〇
九
年
、
七
頁
)
。
秋
山
好

ふ
る

さ
ね
ゆ
き

古
と
秋
山
真
之
、
正
岡
子
規
、

こ
の
三
人
の
物
語
を
司
馬
先
生
は
明
治
時
代

の
若
者

の
代
表
に
し
て
い
る
。
弱

い
小
さ
な
国
で
す
け
れ
ど
も
、
だ
ん
だ
ん
と
世
界
に
の
し

て
い
く
と
い
う
坂
を
上
り
始
め
る
。
そ
う
い
う
物
語
で
す
。

こ
の
写
真

(
写
真

2
)
は
道
後
温
泉
、
夏
目
漱
石
の
小
説

『
坊
ち
ゃ
ん
』
に
出
て

く
る
有
名
な
温
泉
で
す
ね
。
道
後
温
泉
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
を
、
私
は
長

い
間

「宝

珠
」
と
思

っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
お
湯
を
沸
か
し
た
時
に
湧
き
上
が
る
泡
、
ま
た
は
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玉
の
よ
う
に
湧
き
出
る
熱
湯
を
表
し
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。
そ
れ
を
縁
起
物
と
し
て

表
現
し
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
湯
玉
を
詠
ん
だ
歌
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
も
う
ひ
と

つ
の
シ
ン
ボ
ル
の
白
鷺
で
す
が
、
こ
れ
は
、
山
の
中
で
白
鷺
が
湯
に
入

っ
て
傷
を
治

し
て
い
る
の
を
村
人
が
見

つ
け
て
温
泉
を
発
見
し
た
と
い
う
伝
説
が
も
と
に
な
っ
て

う
だ
れ

い
ま
す
。
京
風
の
簾
は
、
夏
の
風
物
詩
と
な
っ
て
い
ま
す
。

次
の
写
真
は
、
松
山
市

一
番
町
に
建

つ

「坂
の
上
の
雲
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
」
で
す

(写

真
3
)
。
こ
れ
は
安
藤
忠
雄
の
作
品
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
大
手
前
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー

も
安
藤
忠
雄
の
作
品
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
司
馬
遼
太
郎
記
念
館

(大
阪
府
東
大
阪

市
下
小
阪
)
も
安
藤
忠
雄
で
す
ね

(
写
真
4
)
。

お
も
し
ろ

い
の
は

「坂
の
上
の
雲
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
」
の
所
蔵
作
品
と
展
示
内
容
で

す
。
『産
経
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
そ
の
小
説
で
描
こ
う
と
し
た
歴
史
を
、
展
示
物
に

よ

っ
て
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
、
見
学
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。
秋
山
兄
弟

の
写
真
も
あ
り
ま
す
。
秋
山
好
古
、
兄
さ
ん
で
す
ね
。
外
人
の
よ
う
な
顔
を
し
て
い

ま
す
。
秋
山
好
古
は
陸
軍
士
官
学
校
に
入

っ
て
騎
兵
隊
を
作
り
、
陸
軍
大
将
に
な

っ

て
引
退
し
ま
し
た
。
弟
の
秋
山
真
之

で
す
が
、
N
H
K
ド
ラ
マ
で
は
、
モ

ッ
ク

ン

(本
木
雅
弘
)
が
秋
山
真
之
の
役
を
し
て
い
ま
し
た
。
東
京
人
学
の
予
備
門
に
入
学

し
て
海
軍
兵
学
校
で
研
修
す
る
ん
で
す
ね
。
米
国
に
留
学
し
て
第

一
艦
隊
参
謀
に
な
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り
ま
す
。
有
名
な
バ
ル
チ

ッ
ク
艦
隊
と
戦

い
ま
す
ね
。
そ
の
時
の
丁
字
戦
法
と
い
う
伊
予
の
水
軍
、
自
分
ら
の
田
舎
の
水

軍
が
使

っ
て
い
た
戦
法
で
勝

つ
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
海
軍
中
将
に
ま
で
上
り
詰
め
ま
す
。
香
川
照
之
は
正
岡
子
規
の
役
を

演
じ
、
妹
の
律
を
演
じ
た
の
は
菅
野
美
穂
で
す
。

こ
の
真
之
に
少
し
慕
情
を
抱

い
て
い
た
よ
う
な
描
き
方
で
小
説
も
テ
レ

ビ
も
あ
つ
か
っ
て
お
り
ま
し
た
。

展
示
場
で
は
、
兄
さ
ん
の
好
古
物
語
が
新
聞
の
挿
絵
と
と
も
に
説
明
し
て
あ
り
ま
す
。

た

だ

「
ま
だ
お
知
り
ん
か
、
人
阪
に
師
範
学
校
と
い
う
も
の
が
出
来
た
ぞ
、
な
も
し
。
こ
れ
は
あ
ん
た
、
無
料
の
学
校
ぞ
な
」

(
司
馬
遼
太
郎

『坂
の
上
の
雲
』
(
一
)
、
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
九
年
、
十
八
頁
)
と
言
う
近
所
の
人
の
話
を
聞
い
て
い
た
好

古
は
大
阪
に
行
く
の
で
す
ね
。
そ
し
て
、
行
く
と
き
に
小
学
校
の
教
員
に
な
る
と
言
う
の
で
す
。
そ
し
た
ら
給
料
が
も
ら

え
る
。
「七
円
も
ら
え
る
。
や
が
て
返
す
け
ん
な
」
(
二
十
三
ぺ
ー
ジ
)
と
、
お
父
さ
ん
に
言

っ
て
伝
馬
船
に
乗
る
。
そ
し

て
人
阪
に
向
か
う
の
で
す
。
こ
こ
を
読
み
ま
す
と
ち
ょ
っ
と
ぐ

っ
と
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
「や
が
て
返
す
け
ん

な
」
。
私
は
、
個
人
的
に
で
す
け
ど
も
、
親
に
借
り
た
り
、
い
た
だ
い
た
り
し
た
お
金
は
返
さ
な
あ
か
ん
と
思

い
ま
す
。
受

験
料
な
ど
も
返
さ
な
あ
か
ん
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
の
場
合
は
、
し
て
い
な

い
の
で
苦

い
思
い
出
に
な
り
ま
す
け
ど

ね
。
そ
う

い
う
と
こ
ろ
に
司
馬
さ
ん
の
人
間
通
の
や
さ
し
さ
が
う
か
が
え
ま
す
。

方
言
で
私
と
い
う
の
は

「
あ
し
」
で
す
ね
。
「あ
し
は
会
う
た
こ
と
は
な

い
が
」
、

こ
れ
は
好
古
の
兄
さ
ん
が
帰
郷
し
た
際

に
、
ず

っ
と
年
下

の
真
之
に
言

っ
て
る
内
容
で
す
が
、
「今
の
世
間
で
は
福
沢
諭
吉
と
い
う
人
が

一
番
偉

い
」
。
福
沢
は
後

に
慶
応
義
塾
を
作
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
好
古
は
い
ろ
ん
な
著
書
を
あ
げ
て
真
之
に
伝
え
る
ん
で
す
ね
。
「好
古
兄
さ
ん
は
軍

人
だ
か
ら
軍
人
の
名
を
挙
げ
る
と
思

っ
た
」
と
書

い
て
あ
り
ま
す
。
兄
さ
ん
の
好
古
は
陸
軍
の
大
将
に
な
り
ま
す
が
、
退
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役
し
た
後
は
勲
章
を
も
ら
わ
ず
、
松
山
の
市
立

の
無
名

の
北
予
中
学
と
い
う
中
学
の
校
長
を
さ
れ
て
生
涯
を
終
え
ま
し
た
。

お
墓
に
行

っ
て
き
ま
し
た
。
質
素
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
堂
々
と
し
た
石
碑
で
し
た
。
そ
う
い
う
人
物

で
し
た
。

そ
し
て
真
之
の
モ
ッ
ト
ー
と
し
た
言
葉

「熟
慮
断
行
」
が
、
直
筆
で
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
学
の
試
験
も
山
を
か
け
る
の

が
、
非
情
に
う
ま
か

っ
た
と

い
い
ま
す
。
バ
ル
チ

ッ
ク
艦
隊
と
の
戦
闘
に
そ
な
え
て
作
戦
を
練

っ
た
形
跡
も
残
さ
れ
て
い

ま
す
。

関
連
す
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
東
京
の
田
端
に
あ
り
ま
す
。
「
田
端
文
士
村
記
念
館
」
と
い
い
ま
す
。
田
端
文
士
村
記
念
館

と
い
う
の
は
、
谷
崎
潤

一
郎
の
ラ
イ
バ
ル
芥
川
龍
之
介
が

こ
こ
に
引

っ
越
し
て
住
ん
で
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
い
ろ

ん
な
小
説
家
と
か
、
芸
術
家
が
田
端
に
押
し
寄
せ
て
く
る
ん
で
す
。
こ
の
背
景
に
は
東
京
美
術
学
校
が

こ
の
近
く
に
で
き

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
陶
芸
家
、
彫
塑
家
、
鋳
金
家
、
画
家
、
版
画
家
、
小
説
家
、
詩
人
な
ど
が
田
端
に
集
ま
り
、
文
士

村

・
芸
術
家
村
を
形
成
し
て
ゆ
き
ま
し
た
。
竹
久
夢
二
も

い
ま
し
た
。
陶
芸
家
で
あ
る
板
谷
波
山
は

一
番
有
名
で
す
ね
。
小

杉
放
蕎
は
洋
画
、
水
墨
画
、
南
画
を
描

い
た
多
彩
な
芸
術
家
で
す
。

館
長
さ
ん
と
、
黒
崎
学
芸
員
の
お
二
人
に
相
談
す
る
と
、
す
ぐ
大
龍
寺
に
案
内
さ
れ
ま
し
た
。
知
ら
な
か

っ
た
の
で
す

が
、

こ
こ
に
坂
の
上
の
雲
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
の
中
心
人
物
に
な
る
正
岡
子
規
の
墓
が
あ
る
の
で
す
。

「連
合
艦
隊
が
横
浜
沖
で
凱
旋
の
観
艦
式
を
お
こ
な

っ
た
の
は
、
十
月
二
十
三
日
で
あ
る
。
そ
の
翌
々
日
の
朝
、
真
之
は

い
も
さ
か

暗

い
う
ち
に
家
を
出
た
。
/
途
中
、
根
岸
の
芋
坂
と
よ
ば
れ
て
い
る
あ
た
り
の
茶
店
で
ひ
と
や
す
み
し
た
」
(
『坂
の
上
の
雲
』

第
八
巻

「雨
の
坂
」
、
文
春
文
庫
、
三
〇
〇
頁
)
。
「真
之
は
そ
の
あ
と
三
キ

ロ
の
道
を
歩
き
、
田
端
の
人
竜
寺
ま
で
行

っ
て
」
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と
あ
り
ま
す
。

一
目
散
に
子
規

の
墓
に
来
た
ん
で
す
ね

(
写
真
5
)
。
も
ち
ろ
ん
本

人
は
い
な

い
ん
で
す
け
ど
、
墓
参
り
し
て
心
を
整
理
し
よ
う
と
し
た
ん
で
す
ね
。
「墓

地
は
本
堂
の
む
か

っ
て
左
横
に
あ
る
。
子
規
の
墓
は
そ
の
奥
に
あ

っ
た
。
/

『
子
規

居
士
之
墓
』
と
み
か
げ
石
に
き
ざ
ま
れ
た
石
碑
が
あ
り
、
そ
の
あ
た
り
の
楓
が
み
ご

と
に
色
づ

い
て
い
た
」
(
三
〇
二
頁
)
。
「そ
の
あ
た
り
の
楓
が
み
ご
と
に
色
づ

い
て
い

た
」
と
い
う
の
は
司
馬
さ
ん
の
感
性

で
し
ょ
う
ね
。
そ
し
て
、

こ
の
墓
誌
を
読
む
ん

で
す
。
こ
れ
は
生
前
、
も
う
長
く
は
な
い
と

い
う

こ
と
を
悟

っ
た
子
規
が
自
身

の
紹

介
を
し
た
も
の
で
す
。

つ
ね

の
り

の
ぼ
る

だ

っ
さ

い

「
正
岡
常
規
又
ノ
名

ハ
処
之
助
又
ノ
名

ハ
升
又
ノ
名

ハ
子
規
又
ノ
名

ハ
獺
祭
書
屋

は

や
た

主
人
又
ノ
名

ハ
竹
ノ
里
人
伊
予
松
山

二
生
レ
東
京
根
岸

二
住
ス
父
隼
太
松
山
藩
御
馬
廻
加
番
タ
リ
卒
ス
母
大
原
氏

二
養

ハ

ル
日
本
新
聞
社
員
タ
リ
明
治
三
十
□
年
□
月
□
日
残

ス
享
年
三
十
□
月
給
四
十
円
」
(
三
〇
三
頁
)
。
簡
潔
に
自
分

の
写
生
文

学
の
精
神
を
以
っ
て
表
現
し
た
文
章
に
な

っ
て
い
ま
す
。

次
は
司
馬
さ
ん
の
文
才
が
う
か
が
え
る
名
文

で
す
。
「石
碑
が
濡
れ
は
じ
め
、
」
雨
が
降

っ
て
き
た
ん
で
す
ね
。
「真
之
は

く

り

ふ
る
が

さ

ふ
る
み
の

墓
前
を
去

っ
た
。
/
雨
に
な

っ
た
。
庫
裡
で
古
笠
と
古
蓑
を
借
り
、
供
養
料
を
置

い
て
路
上

へ
出
た
。
/
道
は
、
飛
鳥
山
、

川
越

へ
通
ず
る
旧
街
道
で
あ
る
。
雨
の
な
か
で
緑
が
は
る
か
に
煙
り
、
真
之
は
ふ
と
三
笠
の
艦
橋
か
ら
の
ぞ
ん
だ
あ
の
日

の
日
本
海
の
海
原
を
お
も

い
だ
し
た
」
(
三
〇
四
頁
)
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
明
治
と
い
う
時
代
の
歴
史
を
、
絵
画
で
語
り
伝
え
る
た
め
に
建
設
さ
れ
た
記
念
館
が
あ
り
ま
す
。
明

治
神
宮
の
聖
徳
記
念
絵
画
館

(東
京
都
新
宿
区
霞
ヶ
丘
町
)
で
す
。

こ
れ
は
、
明
治
天
皇
と
昭
憲
皇
太
后
が
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
お
二
方
の
御
事
績
を
長
く
後
世
に
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
建
設
さ
れ
た
の
で
す
ね
。
所
蔵
の
絵
画
作
品
は
、
四
十
人
の
気
鋭
の
洋
画
家
と
四
十
人
の
日
本
画
家
に
依
頼
し
て
描

か
れ
た
も
の
で
す
。

日
露
戦
争
、
明
治
三
十
八

(
一
九
〇
五
)
年
五
月
二
十
七
日
の
日
本
海
海
戦
の
油
絵

(『
日
露
役
日
本
海
海
戦
』
)
は
海
軍

ふ

せ

つ

省
が
奉
納
し
た
、
洋
画
家

・
中
村
不
折
の
作
品
で
す
。
描
か
れ
た
人
物
は
豆
粒
の
よ
う
で
す
が
、
双
眼
鏡
を
持

っ
た
東
郷
平

八
郎
も
見
ら
れ
ま
す
。
真
之
が
考
案
し
た
乙
字
戦
法
と
か
丁
字
戦
法
と
か
で
対
峙
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、

観
艦
式
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。
海
軍
省
が
奉
納
し
た

『
凱
旋
観
艦
式
』
で
す
。
真
ん
中
が
明
治
天
皇
で
す
。
後
に
は
皇
太
子

殿
下
、
大
正
天
皇
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
海
軍
の
大
臣
山
本
権
兵
衛
。
東
郷
平
八
郎
を
推
薦
し
た
人
物
で
す
ね
。

ゆ

う

き

ノて

め

い

ま
た
、
結
城
素
明
の

『江
戸
開
城
談
判
』
も
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
明
け
渡
し
の
会
談
で
す
ね
。
西
郷
隆
盛
、
勝
海
舟
な

ど
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
政
治
家
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
結
城
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
回

っ
て
来
ま
し
て
、
日
本
画
は

「粉
本
」
と
申
し
ま
す
か
、
本
で
見
て
描
く
と
い
う
ス
タ
イ
ル
、
つ
ま
り
写
実
、
実
写
に
基
づ
か
な
か

っ
た
か
ら
衰
退
し
て

き
た
こ
と
に
気
づ
く
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
デ

ッ
サ
ン
に
力
を
入
れ
て
油
絵
を
指
導
し
ま
す
。
結
城
は
日
本
画
家
だ
け
れ
ど
、

デ

ッ
サ
ン
に
力
を
入
れ
て
指
導
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
す
。
東
山
魁
夷
が
東
京
美
術
学
校
を
受
験
す
る
と
き
の
面
接

官
が
結
城
で
し
た
。
東
山
魁
夷
は
、
も
と
も
と
洋
画
家
に
な
り
た
か

っ
た
の
で
す
が
、
お
父
さ
ん
が
日
本
画
家

で
あ
れ
ば

許
す
と
い
う
の
で
、
や
む
な
く
日
本
画
を
志
望
し
た
の
で
す
が
、
才
能
と

い
う
の
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
代
表
的
な
日
本
画

一71一



家
と
し
て
成
功
し
て
い
ま
す
か
ら
。

余
談
で
す
が
、
私

の
論
文

(
「聖
徳
記
念
絵
画
館
に

つ
い
て
の

一
考
察
」
『大
手
前

大
学
社
会
文
化
学
部
論
集
』
六
号
、
二
〇
〇
五
年
)
に
聖
徳
記
念
絵
画
館
の
壁
画
の

図
版
を
掲
載
す
る
際
に
、
無
料
で
写
真
を
借
用
で
き
て
嬉
し
か

っ
た
こ
と
と
、
昭
和

天
皇
に
そ

っ
く
り
な
人
が
出
て
こ
ら
れ
て
驚

い
た
こ
と
な
ど
、
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
皆
さ
ん
が
今
お
ら
れ
る
こ
の
大
手
前
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー

(写
真
6
)

も
、
近
代
日
本
の
発
展
に
貢
献
し
た
人
物
と
縁
が
あ
る
の
で
す
。
森
具
交
差
点
か
ら

北
方
向
に
歩
く
と
、
左
手
に
あ
る
建
物
の
南
壁
面
に
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
文
字
を
見

る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
そ
の
手
前
に
和
風
の
門
が
あ
る
ん
で
す

(
写
真
7
)
。
不
思

議
な
感
じ
が
し
ま
す
が
、
も
と
も
と
こ
こ
は
、
岩
本
栄
之
助
の
邸
宅
跡
地
だ
と
伝
え

ら
れ
て
い
て
、

こ
れ
は
岩
本
邸
の
名
残
な
の
で
す
。

岩
本
栄
之
助
の
お
父
さ
ん
は
和
歌
山
県
の
出
身
で
す
が
、
江
戸
の
末
期
に
大
阪

へ

出

て
き
て
、
蝋
商
を
経

て
屋
号
銭
栄
と
い
う
両
替
商
を
営
ん
だ
。
『
公
会
堂
の
恩
人

岩
本
栄
之
助
』
(大
阪
市
民
生
局
、

一
九
五
四
年
)
に
よ
り
ま
す
と
、
間
口
六
問
、
番

頭
さ
ん
が
三
、
四
人

い
た
ん
で
す
ね
。
お
父
さ
ん
、
可
愛
が

っ
た
ん
で
す
。
天
折
し

た
兄
の
代
わ
り
に
、
良
く
出
来
た
二
男
に
家
督
を
継
が
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
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す
。株

式
仲
買
人
と
な

っ
た
岩
本
栄
之
助
は
、
明
治
四
十
二

(
一
九
〇
九
)
年
に
渋
沢
栄

一
を
団
長
と
す
る
実
業
視
察
団
の

一
員
と
し
て
±
居
通
夫
ら
と
渡
米
し
ま
し
た
。

こ
の
渋
沢
栄

一
は
、
先
ほ
ど
お
話
し
し
ま
し
た
聖
徳
記
念
絵
画
館
建
設
時

に
八
〇
枚
の
壁
画
を
当
時
の
優
秀
な
画
家
た
ち
を
選
び
描

い
て
も
ら

っ
て
、
そ
の
画
題
に
ゆ
か
り
の
深

い
方
が
絵
画
を
篤

志
奉
納
す
る
か
た
ち
で
完
成
さ
せ
る
、
そ
う
い
う
方
式
を
考
え
た
中
心
人
物
だ

っ
た
の
で
す
。

栄
之
助
は
、
ア
メ
リ
カ
を
視
察
す
る
な
か
で
、
公
共
的
な
事
業

へ
の
寄
附
を
名
士
の
条
件
と
し
た
習
慣
に
共
感
を
し
た
。

大
原
美
術
館
も
そ
う
で
す
け
ど
、
成
功
し
た
実
業
家
が
富
を
社
会
に
還
元
す
る
。
助
け
合

い
の
精
神
で
す
ね
。
そ
れ
に
触

発
さ
れ
た
栄
之
助
は
大
阪
の
中
之
島
に
公
会
堂
を
つ
く
ろ
う
と
考
え
た
の
で
す

(
写
真
8
)。
公
会
堂
を
建
設
す
る
資
金
と

し
て
百
万
円
を
寄
附
す
る
。
様
々
な
金
持
ち
の
人
が
大
阪
に
大
勢

い
ま
す
か
ら
、
彼

は
差
し
出
が
ま
し
い
と
思
う
と
こ
ろ
も
あ
り
、
渋
沢
に
相
談
す
る
ん
で
す
。
渋
沢

は
、
そ
れ
は
考
え
る
必
要
は
な
い
と
い
い
、
む
し
ろ
応
援
を
し
た
。
建
築
は
ど
ん
な

デ
ザ
イ
ン
に
す
る
か
と
い
う
の
は

コ
ン
ペ
形
式
に
し
た
。
東
京
駅
を
作

っ
た
辰
野
金

吾
に
審
査
を
委
ね
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
岡
田
信

一
郎
の
設
計
案
が
最
優
秀
と
な
り

ま
す
。
今
、
岩
本
栄
之
助
は
大
阪
に
中
央
公
会
堂
の
恩
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

大
阪
を
訪
れ
る
人
は
中
之
島
に
こ
ん
な
立
派
な
建
物
が
あ
る
と
知

っ
て
び

っ
く
り
さ

れ
ま
す
。

栄
之
助
は
明
治

四
〇
年
の
大
暴
落
の
時
に
は
株
仲
間
を
助
け
た
と
い
う

こ
と
で
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「義
侠
の
相
場
師
」
と
い
う
異
名
を
と

っ
た
人
物
で
す
が
、

い
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。

気
の
折
に
、
相
場
で
資
金
を
失

い
、
辞
世
の
句
を
残
し
自
殺
を
図

っ
た
の
で
す
。

第

一
次
世
界
大
戦
後
の
異
常
景

そ
の
秋
を
ま
た
で
ち
り
ゆ
く
紅
葉
哉

ひ
げもりし

て
ん
ち
か

い
び

へ
く

こ
の
中
央
公
会
堂
の
貴
賓
室
と
言
わ
れ
て
い
る
三
階
の
特
別
室
の
天
井
に
は
、
松
岡
壽

の
油
絵

『天
地
開
關
』
(伊
邪
那

岐

・
伊
邪
那
海
の
二
神
の
図
)
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
地
下
に
は

「岩
本
記
念
室
」
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
立
派

な
展
示
室
内
に
岩
本
栄
之
助
縁
の
品
な
ど
も
含
め
て
、
公
会
堂
の
歴
史
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
も
、
公
会
堂
と
同
じ
よ
う
に
、

一
般
市
民
の
皆
さ
ん
に
公
開
で
き
る
教
育
文
化
施
設
と
し
て
の

使
命
を
持

っ
て
建
設
さ
れ
た
の
で
す
。
そ

こ
で
、
こ
の
大
手

前
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
た
展
覧
会
の
中
か
ら
私
の
関

わ
っ
た
も
の
を
い
く
つ
か
ご
紹
介
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
平
成
九

(
一
九
九
七
)
年
に
開
催
し
た

「黒
田

ア
キ
展
」
の
チ
ラ
シ
で
す

(
写
真
9
)
。
こ
の
黒
田
ア
キ
さ
ん

の
父
親
は
、
洋
画
家
黒
田
重
太
郎
の
従
兄
で
す
。
大
手
前
学

園
の
福
井
家
と
は
非
常
に
ご
縁
が
あ
り
、
前
理
事
長
の
福
井

有
先
生
が
ス
ポ

ン
サ
ー
と
し
て
力
を
入
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
在
住
の
有
名
な
芸
術
家

で
す
。
展
覧
会
テ
ー
マ
は

剛帥

ゆ講
黒田アキ燦
[コ弓,一^-h.噛"門

轟

一

1

,ピ

一§

」月

』
覇

α゚ 罵A匿 一誕1乖 「,JLU

(写真9)

黒田アキ展チラシ
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コ
ス
モ
ガ
ー
デ
ン
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
。
そ
の
都
度

こ
う
い
う
主
題
を
考
え
て
展
覧
会
を

す
る
現
代
作
家
で
す
。

こ
の
公
開
講
座
の
会
場
に
も
作
品
が
展
示
さ
れ
ま
し
た
。
イ

ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
て
、
空
間
全
体
を
作
品
に
仕
上
げ
た
も
の
で
す
。
こ
の

部
屋
で
大
き
な
巨
大
な
箱
を
組
み
立
て
て
、
黒
田
さ
ん
が
こ
こ
で
作
品
を
制
作
し
て

い
っ
た
の
で
す
が
、
準
備
を
し
て
い
る
写
真
が
残

っ
て
い
ま
す

(写
真

10
)
。
腕
組

み
を
し
て
い
る
、

一
番
右
の
方
が
黒
田
ア
キ
さ
ん
で
す
。
中
央
の
方
が
、
前
理
事
長

の
福
井
有
先
生
で
す
ね
。

一
番
左
に
本
公
開
講
座
の
ス
タ
ッ
フ
の
方
も
写

っ
て
い
ま

す
ね
。
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
担
当
も
兼
務
さ
れ
て
い
ま
す
。
黒
田
ア
キ
が
芸
術
創
作

を
す
る
根
源
に
は
、
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
の
よ
う
な
強

い
力
が
作
家
の
内
面
か
ら
出
て
く

る
。
猛
々
し
い
と
言

い
ま
す
か
、
リ
ビ
ド
ー
と
い
う
生
命
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、

こ
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、

謝
を
捧
げ
る
と
い
う
意
味
で
、

し
て
並
べ
ま
し
た
。
そ
の
作
品
の
並
べ
方
、
展
示
は
、
黒
田
さ
ん
も

]
緒
に
な

っ
て
、

の
色
と
か
形
と
か
を
、
周
囲
に
指
示
し
た
の
で
す
。
非
常
に
エ
ス
ニ
ッ
ク
で
す
ね
。

上
げ
ま
す
と
、
池
が
あ
る
の
で
す
が
、
黒
田
は
白

い
ソ
ー
サ
ー
を
、

蓮
の
よ
う
に
私
に
は
見
え
ま
し
た
。

こ
の
チ
ラ
シ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
で
す
。
白

い
ヴ

ィ
ー
ナ
ス
。

そ
う

い
う
も
の
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。

展
覧
会
の
オ
ー
プ

ニ
ン
グ
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
の
ご
来
場
者
三
五
〇
人
に
、
黒
田
は
感

そ
の
大
き
な
作
品
の
周
囲
の
床
に
白
い
コ
ー
ヒ
ー
カ

ッ
プ
と
白
い
ソ
ー
サ
ー
を
セ

ッ
ト
に

と

い
う
よ
り
彼
が
展
示
順
の
作
品

ま
た
、

こ
の
教
室
は
ス
ク
リ
ー
ン
を

そ
の
池
に
か
わ
ら
け
飛
ば
し
の
よ
う
に
飛
ば
し
た
。

そ

の
形

を
見
る
と
、
黒

田

の
ヴ

ィ
ー
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ナ

ス
だ
と
フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
人
々
は
す
ぐ
に
分
か
る

の
で
す
。
黒
田
の
ヴ

ィ
ー
ナ
ス
は
、
ピ
カ
ソ
の
裸
婦
の
よ
う

に
有
名
な
フ
ォ
ル
ム
を
形
成
し
て
い
る
の
で
す
。

次
に
紹
介
す
る

一
九
九
六
年

に
開
催
し
た

「
黒
澤
明
展
」

も
福
井
前
理
事
長
が
企
画
し
ま
し
た

(写
真

11
)
。
こ
の
時
は

ま
だ
黒
澤
さ
ん
は
ご
存
命
中
で
し
た
。
あ
と
で
伺

っ
た
話

で

す
が
、
京
都
の
病
院
に
入
院
中
で
し
た
。
チ
ラ
シ
の
絵
は
、

絵

コ
ン
テ
で
す
ね
。
黒
澤
は
、
映
像
に
す
る
前
に
イ
メ
ー
ジ

を
絵

コ
ン
テ
に
描

い
て
い
ま
す
が
、
『影
武
者
』
の
絵

コ
ン
テ

で
は
、
勝
新
太
郎
似
に
描
か
れ
て
い
た
も
の
が
、

達
矢
に
代
わ
っ
て
い
た
、
と
い
う

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

映
画
衣
装

の
展
示
の
う
ち
十
二
単
も
展
示
さ
れ
、

の
資
料
、

気
迫
に
溢
れ
て
い
て
、
日
本
人
の
魂
を
揺
さ
ぶ
る
作
品
で
す
ね
。

と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
名
前
が
出
て
い
た
勝
新
太
郎
と
い
え
ば
、

う
の
は
、

は
清

い
生
活
を
し
て
い
る
。
今
東
光
の
小
説
で
す
ね
。

の
ち
に
黒
澤
と
ぶ

つ
か
っ
た
た
め
に
、
映
像
に
な

っ
た
と
き
は
、
仲
代

専
門
家
が
来
て
飾
り

つ
け
し
ま
し
た
。
こ
の
部
屋
で
は

『七
人
の
侍
』

そ
し
て
臨
場
感

い
っ
ぱ

い
で
映
画
を
上
映
し
て
お
り
ま
し
た
。
『
七
人
の
侍
』
は
非
常
に
内
容
も
す
ご

い
で
す
し
、

戦
後
の

「悪
名
シ
リ
ー
ズ
」
が
有
名
で
す
ね
。
悪
名
と
い

悪
事
を
し
て
そ
の
事
で
世
間
に
名
を
知
ら
れ
た
悪
者
と
い
う
こ
と
で
す
。
悪
く
島、口
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
本
当

こ
の
今
東
光
と
川
端
康
成
は
文
学
を
通
し
て
の
友
人
で
も
あ
る
ん
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で
す
。
や
く
ざ
の
親
分
が
戦
後
、
大
阪
の
繁
華
街
で
町
の
人
に
悪
さ
を
す
る
。
そ
れ
を
警
察
に
か
わ

っ
て
悪
人
を
こ
ら
し

め
活
躍
を
す
る
主
人
公
の
話
で
す
ね
。

こ
う
い
う
話
も
大
阪
文
化
の

一
要
素
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
方
、
こ
の
夙
川
の
辺
り
の
文
化
の

一
要
素
に
は
、
ど
う

い
う
も
の
が
あ
る
か
と
言

い
ま
す
と
、
例
え
て
み
る
と
、
非

常
に
紳
士
然
と
し
て
ま
す
け
ど
、
小
津
安
二
郎
の
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
ね
。

小
津
安
二
郎
の
描
く
岩
下
志
麻

の

『
秋
刀
魚

の
味
』
と
か
、
池
部
良

・
岸
恵
子
の

『
早
春
』
。
あ
る
い
は
原
節
子

『晩
春
』

や
、
笠
智
衆

・
原
節
子
の

『東
京
物
語
』
で
す
。
作
品
に
描
か
れ
る
場
所
は
変

っ
て
い
き
ま
す
け
ど
も
、
内
容
の
基
調
と
な

る
話
、
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
理
想
的
な
生
活
を
送
る
中
で
も
、
そ
こ
に
は
ま
た
、
人
間
と
し
て
当
然
悲
喜

こ
も
ご
も
、
生
活

苦
な
ど
、
社
会
的
な
、
リ
ア
ル
な
面
も
出
て
く
る
。
非
常
に
ス
マ
ー
ト
で
そ
し
て
、
知
的

で
、
し
か
も
、
大
人
の
や
さ
し

い
心
が
映
画
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
琴
線
に
触
れ
る
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
名
作
を
撮

っ
て

い
ま
す
。
こ
う
い
う
小
津
が
描
く
映
画
の
世
界
に
通
じ
る
も
の
が
、

成
す
る
要
素
の

]
つ
を
支
え
て
い
る
と
私
は
思
う
ん
で
す
。

夙
川
文
化
を
形

さ
て
、
話
が
夙
川
に
戻

っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
谷
崎
潤

一
郎
に

つ
い
て
お
話
し
を

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

芦
屋
市
の
谷
崎
潤

一
郎
記
念
館

(写
真

12
)
、
行
か
れ
た
方
も
多

い
か
と
思

い
ま

せ
き
そ
ん
て
い

す
が
、
こ
の
記
念
館
を
建
て
る
際
に
模
し
た
建
物
が
京
都

の

「石
村
亭
」
で
す
。
谷

せ
ん
か
ん
て
い

崎
は
そ
こ
で
生
活
し
て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
頃
は

「濤
濃
亭
」
と
名
付
け
ら
れ
て
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い
ま
し
た
。
こ
の
数
寄
屋
風
建
物
に
は
池
泉
回
遊
式
の
庭
が
あ

っ
て
、
こ
の
あ
た
り
の
デ
ザ
イ
ン
が
芦
屋
の
記
念
館
に
い

か
さ
れ
て
い
ま
す
。
建
物
は
下
鴨
神
社
の
近
く
に
あ

っ
て
、
谷
崎
は
そ
こ
に
住
ん
で
小
説
を
書

い
て
い
た
ん
で
す
ね
。
熱

海
に
移
住
す
る
こ
と
に
な

っ
た
と
き
、
日
新
電
機
株
式
会
社
社
長
の
奥
様
が
谷
崎
夫
人
の
松
子
さ
ん
と
高
等
学
校
の
同
期

だ

っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
こ
で
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
す

。
「石
村
亭
」
の
名
前
は
、
日
新
電
機
株
式
会
社

の
所
有
に
な

っ
て
か
ら
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
建
物
は
当
時
の
ま
ま
保
存
さ
れ
て
い
て
、
「濤
濃
亭
」
と
書
か
か
れ
た
額
も

現
存
し
て
い
ま
す
。

こ
う
け

つ
あ

つ
し

ょ
う

谷
崎
の

『高
血
墜
症
の
思
い
出
』
に
も
、
「私
は
こ
の
邸
を

『濤
濃
亭
』
と
名
づ
け
、
当
時
日
本
に
滞
在
し
て
い
た
銭
痩
鉄

氏
に
揮
毫
し
て
貰

っ
た
扁
額
を
掲
げ
」
た

(『
夢
の
浮
橋
』
中
公
文
庫
、
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
七
年
、

一
六
二
頁
)
と
あ

り
ま
す
。

こ
こ
で
は

『
潤

一
郎
新
訳
源
氏
物
語
』
を
完
成
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
小
説

『少
将
滋
幹
の
母
』
が

こ
こ
で

生
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
『夢
の
浮
橋
』
の
舞
台
と
な

っ
て
、
「五
位
の
庵
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

「
『
五
位
の
庵
』
と
云
う
の
は
、
こ
の
家
の
庭
に
よ
く
五
位
鷺
が
飛
ん
で
来
る
の
で
、
祖
父
の
時
代
か
ら
こ
の
邸
を

『
五
位

庵
』
と
呼
び
習
わ
し
て
い
た
か
ら
」
で
、
そ
の

「
五
位
庵
の
場
所
は
、
糺
の
森
を
西
か
ら
東

へ
横
切

っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

下
鴨
神
社
の
社
殿
を
左
に
見
て
、
森
の
中
の
小
径
を
少
し
行
く
と
、
小
川
に
か
け
た
幅
の
狭

い
石
の
橋
が
あ

っ
て
、
そ
れ

を
渡
れ
ば
五
位
庵
の
門
の
前
に
出
る
。」
(十

一
頁
)
。
「そ
こ
は
や
〉
御
殿
風
に
造
ら
れ
て
い
て
、
東
か
ら
南
へ
縁
が
廻
ら
し

て
あ
り
、
欄
干
は
勾
欄
風
に
な

っ
て
い
た
。
南
側
は
わ
ざ
と
日
の
光
り
を
避
け
、
棚
を
池
の
面
の
方

へ
さ
し
か
け
て
あ

っ

も

ベ

マ

マ

く
く

て
、
野
木
瓜
の
葉
が

一
ぽ

い
に
繁

っ
て
い
、
池
の
水
が
そ
の
葉

の
下
を
潜
り
つ
〉
勾
欄
の
際
ま
で
寄
せ
て
い
た
。
欄
に
も

た
れ
て
眺
め
る
と
、
池
の
向
う

の
木
深
い
と
こ
ろ
か
ら
滝
が
落
ち
、
春
は
八
重
山
吹
、
秋
は
秋
海
巣
の
下
を
通

っ
て
、
暫
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あ
ず
ま
や

く
の
間
せ

、
ら
ぎ
と
な

っ
て
池
に
落
ち
る
。
」
(十
五
頁
)
「橋
を
渡
る
と
四
阿
が
あ
り
、
四
阿
の
西
に
茶
席
が
あ

っ
た
。
『ば

あ
、
あ
ん
た
は
附

い
て
来
た
ら
い
か
ん
、
そ
こ
に
待

っ
と
い
』
と
、
私
は
乳
母
を
待
た
せ
て
お
い
て
、

一
人
で
茶
席
に
這
入

る
の
を
楽
し
み
に
し
た
。
屋
根
が
低
く
、
部
屋
が
狭
く
、
ま
る
で
子
供

の
た
め
に
造
ら
れ
た
玩
具
の
建
物
の
よ
う
な
気
が

に
じ

ノ
　ち

す
る
の
が
嬉
し
く
て
、
私
は
そ
こ
に
臥
そ
べ
っ
て
み
た
り
、
瓦
燈

口
や
踊
り
口
を
出
た
り
這
入

っ
た
り
し
て
み
た
り
、
水

屋
の
水
を
捻

っ
て
み
た
り
、
そ
こ
ら
に
置

い
て
あ
る
木
箱
の
真
田
紐
を
解

い
て
中
の
器
物
を
取
り
出
し
て
み
た
り
、
大
き

な
露
地
傘
を
被

っ
て
み
た
り
し
て
い
つ
迄
で
も
遊
ん
で
い
た
。
」
(十
八
頁
)
。
以
上
の
様
な
谷
崎
が
描
写
し
た
そ
の
も
の
を

見
て
み
る
と
い
う
こ
と
が
文
学
を
知
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
表
現
の
し
か
た
を
詳
し
く
知
る
こ
と
に
な
る
ん
で
す
。
『夢

の
浮
橋
』
に
は
、
き
れ
い
な
お
継
母
さ
ん
が
、
乳
が
張

っ
て
い
て
そ
れ
を
搾
乳
し
て
い
る
、
そ
う

い
う
よ
う
な
描
写
も
あ
り

ま
す

(五
十
三
頁
)
。

一79一

た
だ
、
谷
崎
は
リ

ュ
ウ
マ
チ
で
悩
ん
で
お
り
ま
し
た
か
ら
、
寒

い
と
こ
ろ
は
苦
手
で
、
岡
本

の
ほ
う
に
行

っ
た
り
し
て

最
終
的
に
は
熱
海
に
行

っ
た
ん
で
す
ね
。
「滝
が
あ
り
池
が
あ
る
の
で
、
冬
は
寒
く
、
湿
気
が
多
い
と
こ
ろ
か
ら
、
冬
を
越

こ
う
け

ツ
あ

つ
し

ょ
う

 す

こ
と
は
め

っ
た
に
な
か

っ
た
が
、
こ
の
庭
の
雪
景
色
の
素
晴
ら
し
さ
も
知
ら
な

い
で
は
な
か

っ
た
。
」
(『
高
血
堅
症
の
思

い
出
』
、

一
六
二
～

一
六
三
頁
)

建
物
に
は
、
新
春
の
母
屋
を
飾
る
掛
け
軸
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
絵
は
樋

口
富
麻
呂
画
伯

で
す
。
そ
の
絵
に
は
、
佐
藤

春
夫
作
の

「春
琴
抄
之
歌
」
を
谷
崎
自
身
が
金
泥
で
添
え
書
き
し
て
い
ま
す
ー
。
佐
藤
春
夫
は

「秋
刀
魚

の
歌
」
で
有
名
で
す

ね
。



を
か
に
来
て

ほ
か
ら
か
に
哺
く
や

鶯

あ
り
し
日
の

谷
間
の
雪
に

ま
し
へ
た
る

氷
る
な
み
た
は

知
る
人
そ
知
る

雪
が
好
き
で
す
ね
、
谷
崎
は
。

と
こ
ろ
で
、
谷
崎
の
文
学
は
今
、
調
べ

つ
く
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
で
は
、
何
が
研
究
さ
れ
て
い
る
の
か
。
近
頃
は
挿
絵

を
誰
が
描

い
た
の
か
と
い
う

こ
と
を
専
門
家
が
よ
く
調
べ
て
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
中
で
、
中
川
修
造
と

い
う
人
が
出
て
く

る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
誰
な
の
か
、
ど
の
様
な
人
な
の
か
。
『
ド
リ
ス
』
の
挿
絵
を
し
て
い
ま
す
。
『苦
楽
』
に

]
九
二
七
年

一
月
か
ら
四
月
に
連
載
し
た

『ド
リ
ス
』
の
仕
事
は
、
谷
崎
が
四
十

]
歳
の
時
で
、
中
川
修
造
二
十
八
歳
で
し
た
、
。

私
が
美
術
館
に
勤
務
し
て
い
た
時
、
展
覧
会

(国
立
国
際
美
術
館

「近
代
の
水
墨
画

・
中
国
と
日
本
」
展
)
の
た
め
に
水

墨
画
を
中
川
先
生
宅
に
お
借
り
し
に
伺

っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
家
は
京
都

の
白
梅
町
か
ら
ち
ょ
っ
と
行

っ
た
と
こ
ろ

へ
つ
こ
う

で
、
自
分

で
建
築
を
さ
れ
瀟
洒
な
和
風
建
築
で
し
た
。
中
川
先
生
は
非
常
に
温
厚
な
人
で
、
奥
さ
ん
は
大
阪
の
籠
甲
問
屋

の

「
こ
い
さ
ん
」
で
、
先
生
が
高
等
学
校
の
先
生
、
新
進
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
竹
中
工
務
店
に
顔
が
利
く
建
築
家
。
大
阪

難
波
高
島
屋
で
有
名
な
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ー
の
デ
ィ
ス
プ
レ
ー
を
や

っ
て
た
人
で
す
ね
。
近
く
の
松
坂
屋
は
大
変
だ

っ
た

と
私
は
思

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
谷
崎
と
交
際
が
あ

っ
た
。
子
供
さ
ん
は
お
ら
れ
な
く
て
、
奥
さ
ん
が
戦
後
、
谷
崎

と
会

っ
た
ら
、
「
あ
ん
た
も
大
人
に
な
っ
た
な
」
と
顔
を
見
て
三
口わ
れ
た
そ
う
で
す
。

昭
和
五
十
五
年
、
京
都
で
上
品
な
和
菓
子
を
創
作
し
大
成
功
を
と
げ
ら
れ
た
方

の
ご
希
望
で
、
美
術
館
を
創
る
協
力
を
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さ
せ
て
い
た
だ

い
た
事
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
方
が
個
人
美
術

館
を
創
る
の
を
中
川
先
生
に
相
談
さ
れ
た
ん
で
す
ね
。
そ
し
て

美
術
館
に
勤
務
し
て
い
た
私
は

こ
の
こ
と
で
中
川
先
生
か
ら
ご

相
談
を
受
け
た
の
で
す
。
中
川
先
生
が
考
え
て
い
る
美
術
館
が

実
現
出
来
る
か
ど
う
か
、
私

の
先
輩
が
お
り
ま
し
た
の
で
、
和

泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館

(和
泉
市
内
田
町
)
に
相
談
の
た
め

一

緒
に
行

っ
た
ん
で
す

(写
真
13
)
。
そ
の
後
、
美
術
館

の
建
設

・

運
営
事
業
に
先
輩
が
協
力
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
進
ん
で
い
き

ま
し
た
。

宝
塚
の
清
荒
神
清
澄
寺
と
い
う
大
き
な
お
寺
が
あ
り
ま
す

(写

真

14
)
。
そ
こ
の
建
物

「聖
光
殿
鉄
斎
美
術
館
」
3
の
設
計
者
は
、

こ
の
中
川
修
造
先
生
で
す
。
蓬
莱
庫
・収
蔵
庫
も
作

っ
た
の
で
す
。

そ
の
当
時
の
貴
重
な
館

の
資
料
に
設
計
者
名
が
書
か
れ
て
あ
り

ま
す
し
、
柏
木
知
子
さ
ん
と
い
う
鉄
斎
美
術
館
・王
任
学
芸
員
が
、

そ
の
箇
所
の
コ
ピ
ー
を
私
に
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
清
荒
神
の
鉄

斎
美
術
館
建
設
に
ま

つ
わ
る
資
料
が
出

て
き
ま
し
た
の
で
、
少

し
そ
の
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

聾醐 朕 蕊灘

、黛 ・矯 擁
≧鑑

髪 縫 繋 鯉難 馨
轟謂

 

4

』

臥

磯

轡
"

ご

,畠

一 愚 舜f'

(写真14)

清荒神清澄寺
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鉄
斎
美
術
館
の
開
館
に
あ
た

っ
て
、
坂
本
光
聰
と
い
う
そ
の
当
時
法
主
の
方
が

「中
川
脩
造
氏
設
計
の
も
と
」
と
あ
い
さ

つ
文
に
も
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
。

と

い

し

展
示
室

・
収
蔵
庫
の
温
度
湿
度
の
施
設
は
、
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
の
保
存
科
学
部
長
で
あ

っ
た
登
石
健
三
の
意
見
を

参
考
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
方
は
レ
オ
ナ
ル
ド

・ダ

・ヴ
ィ
ン
チ
の

「
モ
ナ

・
リ
ザ
」
を
フ
ラ
ン
ス
政
府
か
ら
借
り
て
東

京
国
立
博
物
館
で
展
覧
会
を
す
る
と
き
に
、
カ
ビ
を
生
や
し
て
返
し
た
ら
日
本
の
名
折
れ
だ
と
言

っ
て
、
「調
湿
」
と
言

い

ま
す
け
ど
も
、
自
分
で
薬
で
調
節
し
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
為
、
会
期
が
終

っ
て
パ
リ
に
返
す
ま
で
カ
ビ
が
発
生
し
な
か

っ

た
と
い
う
、
素
晴
し
い
実
績
を
持

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

鉄
斎
美
術
館

の
正
面
の
額

「聖
光
殿
」
と
門
標

「鉄
斎
美
術
館
」
の
文
字
は
森
田
子
龍
と
い
う
書
道
家

・
墨
象
作
家
の
方

が
書

い
た
も
の
で
す
。
森
田
子
龍
は
抽
象
画
家
と
も
交
流
が
あ

っ
て
、
阪
神
間
で
も

活
躍
し
た
作
家
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
ち
ょ
っ
と
お
伝
え

し
た
か
っ
た
こ
と
で
す
。

清
荒
神
の
鉄
斎
美
術
館
の
奥
に
細
い
で
す
け
ど
滝
が
流
れ
て
い
る
ん
で
す
ね

(龍

王
滝
)
。
そ
の
辺
り
に
お
不
動
様
が
お
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
を
拝
み
に
、
み
ん
な
来
ら

れ
る
ん
で
す
ね
。
中
山
寺
も
別

の
観
音
様
が
お
ら
れ
ま
す
が
清
荒
神
は
不
動
明
王
で

す
。
修
行
を
助
け
て
く
れ
る
。
そ
う
い
う
も
の
は
簡
単
に
は
見
え
な

い
ん
で
す
ね
。

そ
し
て
、
美
術
館
か
ら
下

っ
て
行
き
ま
す
と
清
澄
寺
本
堂
が
あ
り
ま
す
。
谷
崎

の
文

学

・
挿
絵

・
装
丁
を
調
べ
て
中
川
修
造
に
至
り
ま
し
た
が
、
建
築

・
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
方
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面
か
ら
調
べ
る
と
、
い
ま
ま
で
知
ら
な
か

っ
た
事
が
出
て
く
る
よ
う
で
す
。

次
に
紹
介
す
る
の
は
笹
部
新
太
郎
と
い
う
、
こ
の
方
も
夙
川
に
非
常
に
縁

の
あ
る

文
化
人
だ
と
い
え
ま
す

(写
真
15
)
。

桜
が
な
く
な

っ
て
い
く
、
死
ん
で
い
く
。
で
も
桜
に
関
し
て
は
、
大
学
の
先
生
は

分
類
し
た
り
、
整
理
し
た
り
す
る
の
が
大
事
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
桜
が
傷
ん
で
死
に

か
か

っ
て
い
る
の
を
治
す
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
笹
部
新
太
郎
は
そ
れ
が
で
き

る
ん
で
す
。
天
皇
の
心
臓
執
刀
医
み
た
い
で
す
ね
。
そ
の
笹
部
新
太
郎
の
有
名
な
物

語
で
す
け
れ
ど
、
実
際
の
資
料
を
も
と
に
お
話
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

笹
部
は
岡
本
に
引

っ
越
し
て
来
る
ん
で
す
ね
。
そ
こ
を
訪
ね
て
み
ま
し
た
。

こ
の

岡
本
南
公
園
は
、
桜
の
研
究
家
笹
部
新
太
郎
の
邸
宅
跡
を
笹
部
新
太
郎
の
奥
様
が
亡

く
な
ら
れ
て
か
ら
神
戸
市
が
買
収
し
て
、
市
民
の
憩

い
の
場
に
整
備
し
た
と
、
岡
本

南
公
園
の
碑
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
(
写
真

16
・
17
)

以
前
甲
陽
園
に
あ

っ
た
料
亭

「
は
り
半
」
で
水
上
勉
が
笹
部
に
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
し

て
い
る
写
真
も
残

っ
て
い
ま
す
。
水
上
勉
は
笹
部
を
モ
デ
ル
に

『櫻
守
』
(新
潮
社
、

昭
和
五
十

一
年
)
と

『
花
守

の
記
』
(毎
日
新
聞
社
、
昭
和
五
十
二
年
)
と
二
つ
、
小
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説

と

エ

ッ
セ
ー
に
し
て

い
ま
す
。

み

ぼ

ろ

『花
守
の
記
』
に
は
、
巨
大
な
桜
の
物
語
が
二
つ
載

っ
て
お
り
ま
す
。

]
つ
は
岐
阜
と
富
山
県
境
の
庄
川
の
幽
境
御
母
衣

流
域
に
ダ
ム
を
造
る
、
東
洋

一
の
ダ
ム
を
造
る
。

こ
の
時
の
こ
と
が
書
か
れ
た
ん
で
す
ね
。
高
度
経
済
成
長
で
電
気
が
い

る
ん
で
し
ょ
う
。
今
は
原
発
で
す
が
。
こ
の
時
、

一
帯
が
水
没
し
て
ダ
ム
の
底
に
な

っ
て
し
ま
う
村
の
墓
地
を
覆
う
よ
う

に
し
て
大
き
な
二
本

の
桜
が
あ

っ
た
。
霊
木
と
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
代
々
こ
こ
か
ら
戦
争
に
行
く
人
は
、

こ
こ
へ
生
き

て
帰

っ
て
く
る
、
あ
る
い
は
死
ん
で
魂
が
帰

っ
て
く
る
、
そ
う

い
う
伝
説
の
あ
る
巨
大
な
桜
で
す
。
四
〇
〇
年
以
上
生
き

て
い
る
銘
木
で
す
。

こ
の
人
工
事

の
総
指
揮
を
電
源
開
発
の
総
裁
、
高
碕
達
之
助
が
担
当
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
笹
部

氏
に
助
け
を
求
め
に
来
た
ん
で
す
。
な
ぜ
高
碕
が
岡
本
の
笹
部

の
と
こ
ろ
に
来
た
の
か
。
自
分
は
自
然
を
破
壊
し
て
、
自

然

の
生
き
物
を
殺
し
て
き
た
。
し
か
し
今
回
は
、
四
〇
〇
年
以
上
も
こ
の
村
の
風
物
を
守
り
、
村
人
と
共
に
生
き
て
き
た

二
本

の
巨
桜
を
助
け
た
い
と
思

っ
た
か
ら
だ

っ
た
の
で
す
。
当
時

の
常
識
で
は
、
大
学
の
先
生

で
植
物
を
研
究
し
て
い
る

人
は
、
生
き
た
桜
の
木
を
死
ん
で
か
ら
分
析
す
る
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
も
、
生
き
て
い
る
間
に
治
す
こ
と
は
で
き
な

い
、

と
言
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
な
の
に
ダ
ム
の
近
く
に
桜
を
移
し
替
え
る
と

い
う
の
は
常
識
外
で
し
た
。
高
碕
は
、
自
分
の
立

場
を
全
部
笹
部
さ
ん
に
任
せ
る
か
ら
ぜ

ひ
や

っ
て
く
れ
と
依
頼
す
る
。

こ
れ
が
成
功
す
る
ん
で
す
。
そ
の
桜
の
わ
き
に
自

然
石
の
碑
が
あ
る
。
高
碕
の
歌
が
彫
ん
で
あ
り
ま
す
。

み
な
そ
こ

ふ
る
ざ
と
は

水
底
な
り
つ

う
つ
し
来
し

こ
の
老
桜

咲
け
と
こ
し
へ
に
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も
う

一
つ
は
、

こ
れ
は
岐
阜
に
住
む
医
者
の
話

で
す
け
ど
も
、
美
濃
の
西
の
谷
、
根
尾
谷
に

一
五
〇
〇
年
近
く
生
き
て



い
る

「淡
墨
桜
」

薄
墨
桜
と
書
く
の
と
、
淡
墨
桜
と
書
く
の
と
ど

っ
ち
も

「う
す
ず
み
ざ
く
ら
」
と
言

い
ま
す
が

そ
の
幹
が
折
れ
て
、
瀕
死
の
状
態
に
な

っ
た
。
「
ヒ
ガ

ン
ザ
ク
ラ
」
の
若
い
木
の
根
を
持

っ
て
き
て
、
巨
桜

の
根
に
若
木
の

根
を
継
い
だ
。
そ
う
す
る
と
、
翌
年
か
ら
花
を
咲
か
せ
た
ん
で
す
ね
。
結
果
的
に
古
い
千
五
百
年
の
桜
が
蘇
生
し
た
。
そ

の
蘇
生
し
た
桜
の

一
部
、
こ
れ
が
先
ほ
ど
お
話
し
た
清
荒
神
の
鉄
斎
美
術
館
の
入
り
口
に
立

っ
て
お
り
ま
す

(写
真
18
)
。

こ
の
桜
は
、
千
五
百
年

の
根
尾
谷

の
桜
を
枝
分
け
し
て
こ
こ
で
咲

い
て
い
る
ん
で

す
。
桜
の
命
を
大
切
に
守

っ
た
人
た
ち
の
努
力
の
結
果
を
こ
こ
で
見
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
す
。

桜
は
毎
年
、
大
体
同
じ
時
期
に
咲
き
ま
す
ね
。
人
間
は
桜
を
見
て
感
動
し
ま
す
け

ど
も
、
生
き
て
い
る
と
少
し
ず

つ
老
い
て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
そ
の
辺

り
の
せ

つ
な
さ
、
自
然
の
力
、
自
然
の
妙
、
そ
う
い
う
こ
と
を
谷
崎
は

『
細
雪
』
で

言

い
た
か

っ
た
ん
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
と
思

い
ま
す
。
「年
を
取
る
に

つ
れ
て
、
昔

の
人
の
花
を
待
ち
、
花
を
惜
し
む
心
が
、
決
し
て
た
ゴ
の
言
葉
の
上
の

『
風
流
が
り
』

で
は
な
い
こ
と
が
、
わ
が
身
に
沁
み
て
分
る
や
う
に
な

つ
た
。
」
(
『細
雪
』
上
巻
、

頁
参
考
)
。

中
央
公
論
社
、
昭
和
二
十
三
年
、
二
二

一
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先
日
東
京
に
行

っ
て
き
ま
し
た
が
、
有
名
な
三
社
祭
の
浅
草
寺
で
許
可
を
も
ら

っ
て
撮
影
し
て
い
た
ん
で
す
け
ど
、
浅



草
寺
本
堂
外
陣
正
面
に

「施
無
畏
」
の
額
が
あ
り
ま
し
た
。
「畏
れ
無
き
を
施
す
」
と
書

い
て
あ
る
ん
で
す
ね
。

こ
れ
は
観
音

様
の
こ
と
で
す
け
ど
も
、
畏
れ
無
き
現
象
を
施
す
。
「無
畏
」
、
ど
こ
か
で
読
ん
だ
な
と
思

っ
た
ん
で
す
。
先
ほ
ど
の
清
荒
神
・

お
そ

聖
澄
寺
に
あ
る
慈
雲
尊
者

の
揮
毫
に
よ
る
扁
額
で
す
。
「無
畏
城
」
。
「
畏
れ
無
き
城
」
と
読
み
ま
す
。

つ
ま
り
、
畏
れ
が
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
畏
れ
を
も
た
な
い
、
真
理
を
抱
く
、
正
し
く
知

っ
て
不
安
や
疑
惑
を
は
な
れ
て
い
る
、
だ
か
ら
、
不

安
や
疑
惑
が
な

い
か
ら
畏
れ
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
す
ね
。

ひ
で
ひ
ろ

そ
れ
か
ら
ま
た
、
小
島
英
煕
著

『
山
岡
鉄
舟
』
(
日
本
経
済
新
聞
社
、
二
〇
〇
三
年
)
の
六
〇
頁
の

「剣
禅

一
如
に
苦
心
」

の
と
こ
ろ
に

「
施
無
畏
」
が
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
勝
海
舟
、
高
橋
泥
舟
、
山
岡
鉄
舟
、
幕
末
の
三
舟
の

一
人
と
し
て
有

名
な
山
岡
鉄
舟
の
こ
と
を
書

い
た
本
で
す
。
彼
は
剣
道
の
達
人
で
あ

っ
た
だ
け
で
な
く
、
人
間
的
に
も
よ
く
出
来
た
武
士

で
あ

っ
た
。
明
治
に
な

っ
て
か
ら
、
山
岡
鉄
舟
は
西
郷
隆
盛
の
推
挙
で
明
治
天
皇

の
侍
従
職
に
な
る
ん
で
す
ね
。
し
か
し

社
会
の
荒
波
に
負
け
な
い
よ
う
に
明
治
天
皇
に
厳
し
く
躾
を
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
男
で
し
た
。
質
実
剛
健
で
あ
り
、

か
つ
人
間
味
あ
ふ
れ
る
男
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。

初
め
か
ら
誰
も
強
く
は
な

い
ん
で
す
。
二
十
八
歳
の
時
に
江
戸
の
剣
道
場
で
、
浅
利
又
七
郎
義
明
と
い
う
剣
豪
が
い
た

ん
で
す
。
俊
敏
に
動
き
強

い
ん
で
す
。
ど
う
し
て
も
勝
て
な

い
ん
で
す
。
山
岡
は
そ
れ
は
心
の
弱
さ
の
表
わ
れ
だ
と
、
坐

禅
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
時
が
流
れ
、
十
七
年
後
、
四
十
五
歳
の
時
に

「無
畏
」
を
感
得
し
、
「
施
無
畏
」
と
同
体
に
な
り
、

無
想
剣
の
極
致
を
得
た
。
山
岡
は
、
先
ほ
ど
の
慈
雲
尊
者
を
尊
敬
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
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人
は
文
化
を
作
り
ま
す
が
、
文
化
も
ま
た
人
を
作

っ
て
い
く
。
心
の
有
り
様
は
文
化
の
根
源
に
作
用
し
ま
す
。
こ
の

「畏



カ
し
こ

れ
無
き
も
の
と
す
る
」
と
前
に
も
言
い
ま
し
た
が
、
恐
怖
の

「恐
」
で
は
な
い
の
で
す
。
「畏
れ
」
と
い
う
の
は
、
畏
む
と
い

う

「畏
れ
」
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
だ
わ
り
の
な
い
よ
う
な
ま
で
の
修
業
を
し
な
さ
い
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
ふ

う
な
こ
と
を
最
後
に
私
が

こ
の
場

で
お
伝
え
す
る
と
い
う
の
は
、
私
よ
り
年
長
の
方
が
お
ら
れ
ま
す
の
で
ち
ょ
っ
と
畏
む

こ
と
な
の
で
す
が
、
私
が
好
き
な
言
葉
で
す
。
「畏
れ
無
き
を
施
す
」
、
そ
う
い
う
人
生
を
送
り
た
い
な
と
思

っ
て
お
り
ま

す
。資

料
提
供

"
日
新
電
機
株
式
会
社
、
写
真
撮
影

"
若
林
龍

一
、
解
説
文

"
日
新
電
機
株
式
会
社
広
報
グ
ル
ー
プ

明
里
千
章
執
筆

「谷
崎
は
小
出
楢
重
を
い
つ
意
識
し
た
か
」
(小
出
龍
太
郎
編
著

・
明
里
千
章
著

・
荒
川
朋
子
著

『小
出
楢
重
と
谷
崎
潤

一
郎
～

小
説

「蓼
喰
ふ
虫
」
の
真
相
～
』
(春
風
社
、
二
〇
〇
六
年
、

一
二
九
～

一
四
八
ぺ
ー
ジ
)
の
中
の

「中
川
修
造
」
(
一
四
〇
～

一
四
八
ペ
ー
ジ
)

に
詳
細

に
論
考
さ
れ
て
い
る
の
を
参
考
に
し
た
。
ま
た
細
江
光
執
筆

「謎
の

『画
家
』
・
中
川
修
造
氏
の
た
め
に
」
の
論
考

(た
つ
み
都
志

・
永

井
敦
子
編
集

『谷
崎
潤

一
郎
と
画
家
た
ち
～
作
品
を
彩
る
挿
絵
と
装
丁
～
』
芦
屋
市
谷
崎
潤

一
郎
記
念
館
、
平
成
二
十
年
三
月
二
十
日
発
行
、

一
二
～

=
ニ
ペ
ー
ジ
)
を
参
考
引
用
し
た
。
ま
た
、
明
里
千
章

「中
川
修
造
と
谷
崎
潤

一
郎
、
そ
の
後
」
の
論
考

(同
書

一
四
～

一
五
ぺ
ー
ジ
)

も
参
考
と
し
た
。
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3

聖
光
殿

「鉄
斎
美
術
館
」
は
清
荒
神
清
澄
寺
第
三
十
ヒ
世
光
浄
和
上
の
理
想
と
そ
の
遺
志
を
継
承
し
て
、
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
蒐
集
さ

れ
て
き
た
画
聖
富
岡
鉄
斎

(
一
八
三
六
～

一
九
二
四
)
の
作
品
を
広
く
公
開
展
示
す
る
た
め
、
第
三
十
八
世
光
聰
和
上
が
昭
和
五
十
年
四
月
、

こ
こ
清
荒
神
清
澄
寺
の
境
内
に
開
館
い
た
し
ま
し
た
。

(同
美
術
館
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
よ
り
)


