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感

今
年
の
文
化
祭
の
行
事
と
し
て
蔦
舗
北
斎
の
浮
世

絵
版
画
展
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
｡
有
名
な
富
山
獄
三

十
六
寮
の
展
示
で
山
に
関
係
の
あ
る
も
の
だ
か
ら
だ

そ
う
だ
o

版
画
と
云
え
は
日
本
の
版
画
は
そ
の
立
派
な
作
品

の
大
部
分
は
海
外
へ
持
ち
批
さ
れ
て
日
本
に
現
存
す

る
も
の
ゝ
方
が
少
い
そ
う
で
､
外
国
人
に
よ
っ
て
日

本
の
版
画
の
よ
さ
が
認
め
ら
れ
て
筏
に
な
っ
て
円
本

で
も
認
め
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

私
達
が
他
県
へ
旅
行
を
し
て
大
町
か
ら
来
た
と
云

え
は
あ
ゝ
あ
の
山
岳
博
物
館
の
あ
る
大
町
か
と
よ
-

云
わ
れ
る
事
が
あ
る
｡
大
町
に
住
ん
で
い
る
と
そ
れ

ほ
ど
に
感
じ
な
い
が
よ
そ
で
は
有
名
に
な
っ
て
い
る

山
岳
博
物
館
が
外
国
で
最
初
に
認
め
ら
れ
た
版
画
に

似
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
.

亜
美
山
岳
博
物
館
も
数
々
の
学
術
餌
を
得
て
日
本

で
唯
一
つ
の
山
岳
博
物
館
と
し
て
果
た
し
て
き
た
功

績
は
大
き
い
の
で
あ
る
が
市
民
の
問
か
ら
時
と
し
て

山
岳
博
物
館
に
対
し
て
理
解
の
な
い
吉
葉
を
耳
に
す

る
こ
と
が
あ
る
｡
勿
論
山
博
の
関
係
者
は
率
直
に
そ

の
憲
兄
を
聞
き
､
反
省
す
べ
き
は
反
省
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
､
又
一
方
市
民
に
対
し
て
山
博
へ
の
理

解
を
深
め
る
べ
-
積
極
的
な
P
R
活
動
も
あ
っ
て
よ

い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡

北
ア
ル
プ
ス
を
一
理
出
来
る
大
変
よ
い
位
睦
に
あ

り
な
が
ら
交
通
の
便
が
惑
い
の
も
山
博
に
と
っ
て
大

変
不
利
な
市
と
思
う
｡

最
近
黒
部
ダ
ム
へ
の
観
光
客
の
増
加
と
共
に
山
博

の
入
場
者
も
大
変
増
加
の
傾
向
に
あ
る
が
市
内
の
主

だ
っ
た
よ
く
目
の
つ
く
所
に
､
大
き
な
出
穂
へ
の
案

内
板
で
も
作
っ
た
ら
自
家
用
車
や
観
光
バ
ス
の
客
を

も
っ
と
多
く
山
博
へ
導
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
｡
入
場
若
が
増
し
市
民
の
関
心
が
た
か
ま

る
こ
と
に
よ
っ
て
山
博
の
専
業
も
行
い
易
-
な
っ
て

く
る
も
の
と
思
う
｡
と
に
か
く
乏
し
い
地
方
財
政
の

や
り
く
り
の
中
に
あ
っ
て
山
岳
博
物
館
を
こ
こ
ま
で

育
て
あ
げ
て
き
た
大
町
市
の
文
化
的
水
準
の
高
さ
を
叫

誘
ろ
と
共
に
増
々
山
岳
博
物
館
の
発
展
を
期
待
し
て
山

や
み
ま
せ
ん
｡
(
山
博
協
議
会
長
荒
山
幸
久
)

桧
厄
山
車
P
L
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請物陰ど山

∵
郷
言
土
言
の
‥
‥
‥
地
言
質
言
〔
そ
の
I
U

長

野

県

教

育

セ

ン

タ

ー

指

導

主

事

　

平

　

林

　

照

　

雄

一
'
あ
ら
ま
し

宇
宙
開
発
が
脾
ん
な
の
と
平
行
し
て
､
地
球
の
内

部
を
研
究
す
る
仕
事
も
進
め
ら
れ
て
い
る
｡
地
球
の

内
部
に
関
し
て
は
､
宇
宙
の
場
合
と
同
じ
く
ら
い
未

知
の
点
が
多
く
､
か
つ
難
し
い
問
題
が
山
秋
し
て
い

る
｡
ア
メ
リ
カ
で
や
っ
て
い
る
大
洋
上
か
ら
､
地
殻

の
下
に
あ
る
マ
ン
ト
ル
ま
で
ボ
ー
リ
ン
グ
し
て
､
地

殻
深
部
の
物
質
を
調
べ
る
モ
ホ
ー
ル
計
画
も
そ
の
内

部
開
発
の
一
環
で
あ
る
｡
地
下
の
研
究
は
さ
し
あ
た

り
地
質
学
の
文
野
に
な
る
｡
永
年
の
地
殻
の
変
動
や

地
下
か
ら
噴
出
し
て
く
る
火
山
や
､
地
下
に
源
を
も

つ
地
震
か
ら
地
球
の
内
部
の
様
子
を
あ
る
種
度
ま
で

知
る
こ
と
が
出
光
る
｡

最
近
は
高
校
の
地
学
や
小
中
学
校
の
理
科
で
､
地

蟹
学
的
な
外
野
を
教
材
と
し
て
取
扱
う
の
で
'
一
般

の
知
識
も
高
ま
り
つ
1
あ
る
｡
し
か
し
自
然
科
学
の

他
の
知
識
や
理
解
の
稀
度
に
く
ら
べ
る
と
､
地
質
に

関
し
て
の
知
識
は
浅
く
､
理
解
の
確
度
も
低
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
'
地
旗
が
時
間
的
に
気
の
遠

く
な
る
よ
う
な
大
昔
か
ら
の
出
来
ご
と
を
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
ず
`
地
下
の
様
子
を
立
体
的
に
見
な
く
て

ほ
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
ま
た
､
そ
の
現
象
を
瞳

抜
目
で
見
る
こ
と
は
稀
に
し
か
出
来
な
い
｡
ま
し
て

自
分
で
野
外
を
夢
い
て
地
下
の
様
子
を
判
断
す
る
と

な
る
と
大
変
で
あ
る
｡

我
々
の
郷
土
は
､
地
質
学
的
に
は
全
国
的
に
重
要

な
位
置
に
あ
る
の
で
､
古
く
か
ら
よ
く
研
究
さ
れ
て

い
る
｡
し
か
し
､
ま
だ
ま
だ
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
沢

山
あ
る
｡
最
近
は
国
際
地
球
内
部
開
発
計
画
(
U
M

p
)
に
よ
る
団
体
研
究
の
一
つ
が
姫
川
流
域
で
行
わ

れ
て
い
る
｡
地
図
を
み
る
と
､
糸
魚
川
か
ら
静
岡
に

あ
た
っ
て
､
四
ケ
城
盆
地
･
仁
科
三
湖
盆
地
･
松
本
盆

地
諏
訪
盆
地
お
よ
び
甲
府
盆
地
な
ど
の
山
間
盆
地
が

じ
ゆ
ず
つ
な
ぎ
に
並
ん
で
い
る
｡
こ
の
盆
地
群
は
糸

一
九
一
六
年
矢
部
長
克
先
生
に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
た

魚
用
､
瀞
岡
地
簡
構
造
線
に
沿
っ
て
い
る
｡
こ
の
構

造
線
は
地
形
的
に
は
､
日
本
ア
ル
プ
ス
の
東
側
を
断

層
が
走
っ
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
｡

し
か
し
､
地
質
学
的
に
は
､
二
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

の
全
線
が
断
層
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
て
い
な
い
し
､

そ
の
詳
し
い
通
過
点
が
わ
か
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が

多
い
｡
こ
の
糸
魚
川
静
岡
線
を
韓
に
し
て
､
地
質
的

に
は
西
側
を
西
南
日
本
､
東
側
を
東
北
日
本
と
区
分

す
る
｡
長
野
県
の
東
側
に
は
関
東
山
地
が
あ
り
､
そ

の
西
側
に
は
岩
村
田
･
若
神
子
線
と
よ
ば
れ
る
梢
造

線
が
あ
る
｡
糸
魚
川
･
静
岡
線
と
岩
村
田
･
若
神
子
線

の
間
に
は
､
両
側
の
山
地
の
地
質
と
は
か
け
は
な
れ

て
新
し
い
地
質
の
部
分
が
あ
る
｡
こ
の
部
分
を
ユ
ド

ム
ソ
ド
･
ナ
ウ
マ
ン
は
一
八
八
五
年
頃
､
フ
ォ
ッ
サ
.

マ
グ
ナ
と
名
を
つ
け
た
｡
日
本
ア
ル
プ
ス
や
関
東
山

地
か
す
で
腔
化
し
て
い
る
時
､
フ
ォ
ッ
サ
･
マ
グ
ナ

は
大
断
裂
部
で
海
峡
状
に
あ
い
て
い
た
｡

こ
の
浅
海
部
へ
両
側
の
山
地
か
ら
新
第
三
紀
層
(
令

か
ら
一
〇
〇
〇
万
年
か
ら
三
〇
〇
〇
万
年
位
前
)
が

堆
積
し
､
今
は
隆
起
し
て
山
地
と
な
っ
て
い
る
｡
ナ

ウ
マ
ン
は
図
の
よ
う
な
地
帯
を
フ
ォ
ツ
サ
･
マ
グ
ナ

と
呼
ん
だ
が
､
今
日
で
は
研
究
が
進
み
､
そ
の
広
が

り
も
､
内
部
の
様
子
も
複
雑
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
る
｡
フ
ォ
ッ
サ
･
マ
グ
ナ
は
諏
訪
付
近
で
最
も

漢
-
て
二
五
粁
ぐ
ら
い
し
か
な
い
が
､
北
と
南
へ
行

く
ほ
ど
広
が
り
､
北
部
フ
ォ
ッ
サ
と
商
都
フ
ォ
ッ
サ

に
分
け
ら
れ
る
｡
諏
訪
洲
の
南
か
ら
は
､
中
央
稲

造
線
と
呼
ば
れ
る
明
瞭
な
大
断
層
が
遠
く
九
州
に
延

び
へ
そ
の
北
側
を
内
帯
'
南
側
を
外
帯
と
い
う
｡

中
央
構
造
線
は
糸
魚
川
･
静
岡
線
に
切
ら
れ
た
形
に

な
っ
て
お
り
､
前
著
の
方
が
古
く
に
出
来
た
も
の
で

あ
る
｡
フ
ォ
ッ
サ
･
マ
グ
ナ
内
部
で
も
岡
谷
市
薄
河

川
流
域
の
よ
う
に
､
日
本
ア
ル
プ
ス
側
に
あ
る
よ
う

な
古
い
地
質
の
部
分
が
あ
り
､
単
純
な
も
の
で
は
な

い
o
ま
た
糸
魚
川
･
静
岡
線
を
雅
に
し
て
､
西
側
は

東
側
と
全
-
時
代
の
異
な
る
地
層
か
ら
出
来
て
い
る

と
大
ま
か
に
は
い
え
る
が
'
詳
し
く
調
べ
る
と
､
白

馬
村
の
若
輩
山
南
側
で
蟹
者
が
発
見
し
た
図
の
よ
う

な
､
飛
騨
山
地
側
の
古
い
地
層
の
上
に
､
フ
ォ
ッ

サ
･
マ
グ
ナ
側
の
第
三
紀
属
が
不
整
合
で
の
っ
て
い

る
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
ま
た
諏
訪
湖
の
南
方
の
守
屋
山

で
も
､
糸
魚
川
･
静
岡
線
の
西
側
に
第
三
紀
層
が
か

な
り
広
く
分
布
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
研
究
が
進
む
に
つ
れ
て
､
フ
ォ
ッ

サ
･
マ
グ
ナ
と
か
､
糸
魚
川
･
静
岡
線
の
よ
う
に
､
そ

の
言
葉
は
昔
な
が
ら
に
使
わ
れ
て
い
る
が
､
そ
の
内

容
が
晋
と
は
変
わ
っ
て
き
た
例
は
沢
山
あ
る
｡

安
曇
の
地
方
は
､
西
側
は
古
い
岩
石
で
出
来
て
い

る
飛
騨
山
地
で
､
東
側
は
新
し
い
地
質
の
フ
ォ
ッ
サ

｡
マ
グ
ナ
の
中
信
山
地
で
あ
る
｡
こ
の
間
に
は
さ
ら

新
し
い
時
代
に
糸
魚
川
･
静
岡
線
に
そ
っ
て
出
来
た

盆
地
が
あ
り
､
扇
状
地
が
発
達
し
て
い
る
｡
し
た
が

っ
て
地
形
的
に
は
明
瞭
に
三
区
分
す
る
こ
と
が
出
来

南
北
の
方
向
鮭
が
強
-
､
こ
れ
が
こ
の
地
方
の
生
活

に
も
強
く
影
響
を
与
え
て
い
る
｡
三
区
分
さ
れ
た
西

山
･
東
山
お
よ
び
平
の
地
形
と
地
質
は
か
な
り
相
興

し
て
お
り
､
そ
れ
ぐ
が
特
徴
を
も
っ
て
い
る
｡

た
と
え
は
､
西
山
は
三
〇
〇
〇
米
級
の
男
性
的
な
高

山
で
'
登
山
客
で
に
ぎ
お
う
が
､
人
間
の
永
住
地
と

は
な
り
が
た
い
自
然
現
象
の
さ
び
し
い
世
界
で
あ
る

各
所
に
温
泉
が
湧
出
し
､
東
斜
面
に
は
雪
渓
が
発

達
し
て
お
り
､
狭
い
我
が
国
な
が
ら
ま
だ
動
物
や
植

物
に
と
っ
て
は
葉
関
的
存
在
で
あ
る
｡
北
端
の
風
吹

岳
や
南
の
乗
鞍
寓
の
よ
う
に
火
山
が
噴
出
し
て
い
る

部
分
も
あ
る
　
東
山
は
一
〇
〇
〇
米
以
下
の
女
性
的

な
山
地
で
'
風
化
土
壌
が
厚
く
粘
土
質
で
あ
る
た
め

山
村
が
発
達
し
'
傾
斜
地
操
業
が
営
ま
れ
て
い
る
｡

全
国
的
な
地
造
り
地
帯
で
'
水
不
足
､
軍
艦
に
悩
ま

さ
れ
な
が
ら
不
日
的
な
生
活
を
就
け
て
い
る
地
域
で

あ
る
｡
平
の
部
分
の
､
松
本
盆
地
と
四
ケ
城
盆
地
で

は
､
飛
嗣
山
地
か
ら
流
出
し
た
各
河
川
が
見
事
な
扇

状
地
を
展
開
し
､
砂
礫
頃
の
厚
い
油
糧
層
を
作
っ
て

い
る
｡
米
作
中
心
の
地
域
で
､
花
繍
岩
の
風
化
土
壌

が
多
い
た
め
良
質
の
米
を
産
出
し
て
い
る
｡
我
々
の

最
も
大
切
な
年
酒
舞
台
に
も
な
っ
て
お
り
､
人
口
蜜

度
も
大
き
い
｡
佐
野
坂
と
腫
島
川
扇
状
地
の
間
に
は

仁
科
三
潮
が
あ
り
､
断
層
湖
で
あ
る
た
め
に
面
秋
の

割
合
に
深
く
､
周
囲
の
線
の
山
々
に
つ
ゝ
ま
れ
て
観

光
客
が
多
い
｡
以
上
の
よ
う
な
郷
土
の
地
質
に
つ
い

て
の
あ
ら
ま
し
を
頭
に
入
れ
て
お
い
て
､
順
を
追
っ

て
地
質
学
的
に
特
筆
さ
れ
る
よ
う
な
問
題
を
中
心
に

し
て
紹
介
し
て
行
く
｡
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箱物檎ど山

山
の
請
謁
=

篠
原
志
都
児
歌
碑

-
茅
野
市
蓼
科
山
麓
-

茅
野
駅
に
つ
い
た
の
は
一
〇
時
｡
バ
ス
は
間
も
な

く
発
車
｡
山
浦
の
傾
斜
地
を
走
り
の
ぼ
っ
て
い
-
｡

車
窓
か
ら
日
を
離
さ
な
い
｡
路
傍
の
古
び
た
石
神
･

石
仏
が
日
を
ひ
き
つ
け
る
の
た
｡

起
伏
の
多
い
耕
地
は
桑
畑
｡
そ
の
前
方
は
八
ヶ
岳

一
つ
一
つ
の
蜂
が
分
離
し
､
そ
の
頂
は
雪
が
白
い
｡

算
が
沢
の
村
家
を
通
る
｡
続
い
て
揚
川
の
家
並
に

は
い
る
｡
北
山
地
区
の
中
心
地
ら
し
-
､
店
舗
が
並

ん
で
い
る
｡
こ
1
た
､
　
-
　
こ
れ
か
ら
訪
れ
よ
う
と

し
て
い
る
歌
碑
の
歌
人
志
郎
児
の
生
れ
た
部
落
は
｡

恵
那
児
の
本
名
は
篠
原
円
太
.
明
治
十
四
年
生

れ
｡
小
学
校
卒
業
後
へ
襲
業
に
従
辞
し
て
一
生
を
終

え
た
｡
二
三
歳
､
愛
妻
に
死
な
れ
､
こ
れ
を
動
機
に

短
歌
を
始
め
､
赤
彦
と
共
に
諏
訪
地
方
の
先
銘
と
な

っ
た
｡
左
千
夫
･
節
が
度
々
当
地
を
訪
れ
た
の
も
彼

あ
る
が
た
め
だ
っ
た
｡

部
落
の
中
央
で
路
は
右
に
折
れ
､
い
よ
ー
I
＼
山
路

に
か
1
る
｡
人
気
の
な
い
雑
木
の
中
｡
谷
川
に
つ
き

つ
離
れ
つ
し
､
や
っ
と
通
過
す
る
の
か
蓼
科
湖
畔
の

一
か
く
｡
季
節
は
ず
れ
で
､
人
影
と
て
な
い
閑
静
さ

一
坂
の
ぼ
る
｡
路
傍
に
立
っ
て
い
る
の
が
虚
子
句

碑
｡

ホ
テ
ル
の
前
で
下
車
｡
そ
こ
か
ら
山
陰
路
に
き
し

か
1
る
｡
し
ば
ら
く
し
て
高
い
崖
の
上
､
松
の
根
方

に
碑
が
立
っ
て
い
る
｡
人
に
忘
れ
ら
れ
た
よ
う
な
た

1
ず
ま
い
｡
こ
れ
が
わ
が
志
都
児
歌
碑
だ
｡

別
荘
で
も
建
つ
の
か
､
削
り
と
ら
れ
た
崖
の
上
に

出
る
｡
碑
面
に
日
光
が
ま
と
も
に
当
り
'
松
の
陰
が

落
ち
て
い
る
｡

碑
は
黒
ず
ん
だ
自
然
石
｡
そ
の
正
面
を
平
ら
め
､

磨
き
'
細
い
わ
-
の
中
に
次
の
二
歌
が
並
記
さ
れ
て

い
る
｡
蟹
親
は
草
稿
な
の
だ
ろ
う
か
､
　
-
　
改
ま
ら

な
い
'
そ
ゝ
け
た
字
体
｡
そ
の
節
左
千
夫
そ
っ
く
り

な
筆
使
い
だ
｡

蓼
科
の
出
湯
の
谷
間
末
遠
く
雪
の
御
岳
山
今
日
き

ゃ
に
見
ゆ

こ
ゝ
に
し
て
見
放
く
る
空
に
雲
も
な
く
秀
節
雪
山

天

に

き

ほ

へ

り

　

　

　

　

　

　

志

都

児

志
都
児
一
代
の
作
品
は
｢
ア
ラ
ラ
ギ
故
人
歌
集
｣
第

一
(
昭
和
九
年
)
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
｡
師
に
従

っ
て
万
葉
調
に
な
ず
ん
だ
き
ら
い
は
あ
る
が
､
山
村

生
活
を
歌
い
つ
ゞ
け
た
｡
蓼
科
山
歌
も
数
多
い
｡
そ

の
中
で
､
碑
歌
は
明
治
四
一
年
の
作
｡
こ
ゝ
に
立
つ

と
､
今
日
は
さ
や
か
に
と
は
い
か
な
い
が
､
西
真
正

面
に
御
岳
の
雪
が
浮
か
ん
で
い
る
｡

こ
ろ
で
写
真
を
と
る
.
そ
の
頃
は
西
空
の
要
り
が
増

し
て
碑
の
字
は
必
ず
し
も
浮
き
立
た
な
い
｡

崖
を
か
け
お
り
､
坂
道
を
小
急
ぎ
に
-
だ
る
｡
温

泉
地
に
近
い
路
傍
に
浅
井
の
水
が
流
れ
て
い
る
｡
よ

ご
れ
た
手
を
洗
う
｡
そ
れ
は
温
泉
の
温
い
こ
ぼ
れ
水

だ
っ
た
｡

患
部
児
は
そ
の
後
二
人
の
妻

に
生
別
'
死
別
｡
二
児
に
先
立

た
れ
､
父
と
妹
に
も
死
別
｡
そ

の
後
を
追
っ
て
彼
自
身
も
他
界

し
た
｡
そ
れ
は
大
正
六
年
｡
三

八
歳
の
若
さ
だ
っ
た
｡
碑
が
建

て
ら
れ
た
の
は
二
二
年
後
｡
昭

和
一
五
年
九
月
の
こ
と
｡
そ
れ

は
碑
陰
に
誌
さ
れ
て
い
る
｡
碑

の
高
さ
は
二
二
八
セ
ン
チ
｡
幅

目
通
り
一
一
〇
セ
ン
チ
｡
自
然

石
の
台
座
に
の
っ
て
い
る
｡

長
い
こ
と
待
っ
て
待
ち
く
た

び
れ
て
､
松
の
陰
の
消
え
だ
と

は
み
､
紅
葉
が
始
ま
っ
て
も
つ
い
に
一
声
も
聞
か
れ

ず
終
っ
て
し
ま
い
そ
う
だ
｡

先
日
､
神
威
村
の
湿
原
を
訪
れ
て
み
た
が
､
こ
の

地
方
も
モ
ズ
の
高
鳴
き
は
少
な
-
､
わ
ず
か
一
羽
が

高
鳴
き
ら
し
さ
鳴
き
声
を
し
て
い
た
の
み
で
あ
っ
た

今
年
の
馬
連
の
繁
殖
期
の
頃
の
異
常
天
候
が
大
き
く

影
響
し
た
も
の
か
ど
う
か
､
不
思
議
に
思
わ
れ
る
｡

九
月
も
終
り
の
或
る
日
'
も
う
稲
刈
も
ぽ
つ
ん
＼

始
ま
っ
た
稲
田
の
蛙
道
を
､
澄
ん
だ
空
気
に
北
ア
ル

プ
ス
の
美
し
い
姿
に
み
と
れ
な
が
ら
舞
い
て
い
た
ら

ノ
ピ
タ
辛
の
今
年
縛
っ
た
一
家
族
に
拙
合
っ
た
｡

す
っ
か
り
成
長
し
た
雛
は
､
も
う
親
鳥
と
ほ
と
ん
ど

区
別
が
つ
か
ず
'
五
羽
の
一
家
族
は
鳴
き
声
も
立
て

ず
ひ
っ
そ
り
と
､
秋
の
日
を
浴
び
て
虫
を
あ
さ
っ
て

い
た
｡
恐
ら
く
は
北
海
道
の
方
面
で
繁
殖
を
終
え
､

こ
ゝ
ま
で
渡
っ
て
来
て
､
翼
を
休
め
て
少
休
を
取
り

又
南
へ
渡
っ
て
行
く
こ
の
一
家
族
に
､
無
事
の
旅
が

出
来
る
様
心
か
ら
祈
っ
た
｡

｢
轡
却
面
当
l

十
一
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
の
一
週
間
､
恒
例
の

大
町
市
文
化
祭
に
当
館
で
は
日
本
浮
世
絵
保
存
会
､

酒
井
藤
吉
氏
の
ご
協
力
を
得
て
､
拷
飾
北
斎
の
｢
富

嶽
三
十
六
景
｣
浮
世
絵
展
を
開
催
す
る
｡
入
場
料
は

平
常
通
り
で
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
売
時
ま
で

公
開
す
る
｡

ノ

　

ピ

　

タ

　

キ

長

　

　

沢

　

　

修

　

　

介

燕
の
姿
が
い
つ
の
間
に
や
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
｡

毎
年
八
月
の
下
旬
頃
節
線
な
ど
に
大
き
く
群
が
っ
て

渡
り
の
前
の
憩
の
一
時
を
､
疇
っ
て
い
ろ
風
景
が
見

受
け
ら
れ
る
の
だ
が
今
年
に
つ
い
ぞ
見
か
け
る
桜
会

が
な
い
ま
ゝ
､
燕
の
姿
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡

又
､
九
月
の
初
旬
頃
か
ら
`
秋
を
告
げ
る
モ
ズ
の

高
鳴
き
も
今
年
は
さ
っ
ぱ
り
閲
か
れ
ず
､
稲
穂
が
黄

表

　

紙

　

説

　

明

〝
ピ
ソ
よ
り
赤
沢
岳
猫
の
耳
岩
蜂
を
望
む

撮
影
一
大
町
山
の
会
会
長
)
長
沢
修
介

山
　
と
　
博
　
物
　
館
　
第
1
0
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第
1
0
号
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発
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