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■
企
画
展
《
ア
ー
ト
　
オ
ブ
　
ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
展
　
エ
ピ
ソ
ー
ド
Ⅰ
・
Ⅱ
＋
α
》
は
平
成
一
六
年
七
月
三
日
（
土
）
か
ら
九
月
二
六
日
（
日
）
ま
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

■
企
画
展
観
覧
料
　
一
般
・
大
学
生
一
、
四
〇
〇
円
（
一
、
二
〇
〇
円
）
中
・
高
校
生
一
、
〇
〇
〇
円
（
八
〇
〇
円
）
小
学
生
五
〇
〇
円
（
四
〇
〇
円
）

美
術
館
と
の
両
館
セ
ッ
ト
券
　
一
般
・
大
学
生
二
、
五
〇
〇
円
（
二
、
三
〇
〇
円
）
中
・
高
校
生
一
、
五
〇
〇
円
（
一
、
四
〇
〇
円
）
小
学
生
七
〇
〇
円
（
六
〇
〇
円
）（

）
は
二
〇
名
以
上
の
団
体
の
場
合
の
料
金
で
す
。

＊
会
期
中
は
駐
車
場
の
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

＊
県
立
美
術
館
で
は
「
ア
ー
ト
　
オ
ブ
　
ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
展
　
エ
ピ
ソ
ー
ド
Ⅳ
・
Ⅴ
・
Ⅵ
」
が
同
時
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

アミダラの王座の間のガウン（コスチューム）

ジャバ・ザ・ハットのロイヤルボックス（大型模型）
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一
八
六
八
（
慶
応
四
）
年
八
月
に
起
き
た
飯
盛
山
で
の
白
虎
隊

自
刃
と
い
う
出
来
事
は
、
早
く
も
翌
年
四
月
に
「
官
許
新
聞
　
天

理
可
楽
怖
」
の
中
で
報
じ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
白
虎
隊
の
こ

と
は
明
治
期
の
文
学
・
芸
能
な
ど
に
も
と
り
あ
げ
ら
れ
、
広
く
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

明
治
以
後
の
歴
史
書
で
は
、
新
政
府
側
の
視
点
か
ら
書
か
れ
た

歴
史
記
述
の
合
間
に
白
虎
隊
の
話
が
挿
入
さ
れ
た
り
、
ま
た
戦
史

と
は
別
に
逸
聞
と
し
て
独
立
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
印
象
深
い
白
虎
隊
自
刃
の
物
語
は
、「
天
理
可
楽
怖
」
の

記
事
の
内
容
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
歴
史
記
述
の
中
で
は
比
較
的

独
立
性
の
強
い
と
り
あ
げ
ら
れ
方
を
し
て
ゆ
き
ま
し
た
。

教
科
書
で
は
、
明
治
三
〇
年
代
後
半
に
は
じ
ま
る
国
定
教
科
書

の
時
期
に
、
白
虎

隊
を
取
り
あ
げ
た

も
の
が
多
く
な
り

ま
す
。
歴
史
教
科

書
の
中
で
、
白
虎

隊
の
部
分
が
次
第

に
長
く
な
り
、
誇

張
さ
れ
情
緒
的
な

描
写
に
な
っ
て
ゆ

き
ま
す
。
と
く
に

戦
時
中
は
、
会
津

藩
・
会
津
戦
争
が

背
景
に
退
き
、
む

し
ろ
白
虎
隊
の
方

が
主
役
と
な
る
よ
う

な
記
述
に
変
わ
り
ま

す
。
ま
た
官
軍
・
賊

軍
と
い
う
対
立
の
構

図
が
消
え
、
そ
の
対

立
を
超
越
し
、
そ
れ

ら
を
包
摂
す
る
存
在

と
し
て
天
皇
の
こ
と

が
教
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

皇
民
化
教
育
の
中
で
、

白
虎
隊
の
藩
主
に
対

す
る
忠
誠
は
、
天
皇

へ
の
忠
誠
に
読
み
替

え
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

白
虎
隊
自
刃
の
物
語
は
、
不
本
意
に
も
軍
国
主
義
教
育
に
利
用

さ
れ
た
と
い
え
ま
す
。
も
と
も
と
物
語
自
体
が
、
歴
史
記
述
の
中

か
ら
遊
離
し
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
時
代
に
都
合
の

よ
い
価
値
観
の
中
で
利
用
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

今
後
は
、
白
虎
隊
の
少
年
と
い
う
属
性
に
注
目
し
な
が
ら
、
広

く
受
容
さ
れ
た
背
景
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

講
演
会
と
終
了
後
に
行
わ
れ
た
展
示
解
説
会
に
は
、
多
く
の
方

々
が
参
加
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。（文

責
　
学
芸
員
　
高
橋
充
）

「
木
曜
の
広
場
」
が
始
ま
り
ま
し
た

赤
坂
憲
雄
館
長
に
よ
る
講
座
木
曜
の
広
場
「
会
津
学
事
始
め
・

四
季
の
生
業
と
暮
ら
し
」
が
、
毎
月
一
回
全
一
二
回
に
わ
た
り
開

催
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
赤
坂
館
長
は
、「
東
北
学
」
と
い

う
地
域
学
の
研
究
に
と
り
く
ん
で
お
り
、
そ
の
ひ
と
つ
に
「
福
島

学
」
の
構
想
も
い
だ
い
て
い
ま
す
。
初
年
度
は
、
県
立
博
物
館
が

立
地
す
る
会
津
地
方
の
民
俗
、
特
に
生
業
と
暮
ら
し
を
中
心
に
、

「
会
津
学
」
の
構
築
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

講
座
の
方
法
は
、「
木
曜
の
広
場
」
と
い
う
赤
坂
館
長
と
学
芸
員

の
対
話
形
式
を
と
り
、
終
了
後
聴
講
者
か
ら
の
質
問
に
答
え
る
と

い
う
方
法
で
行
い
ま
す
。
第
一
回
は
四
月
八
日
に
「『
会
津
農
書
』

の
世
界
」
と
題
し
て
、
会
津
地
方
の
農
業
技
術
を
記
述
し
た
『
会

津
農
書
』
か
ら
、
近
世
初
期
の
会
津
の
村
落
の
成
立
過
程
と
、
近

世
の
会
津
の
民
俗
に
つ
い
て
佐
々
木
長
生
学
芸
員
と
行
い
ま
し
た
。

こ
の
講
座
を
聴
講
さ
れ
た
方
か
ら
、
新
た
な
る
『
会
津
農
書
』
下

巻
の
写
の
存
在
の
情
報
提
供
が
あ
る
な
ど
、
講
座
の
成
果
が
あ
ら

わ
れ
て
い
ま
す
。

第
二
回
目
以
降
の
講
座
の
日
程
お
よ
び
内
容
は
、
左
記
の
と
お

り
で
す
。
多
く
の
方
々
の
御
聴
講
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
会
場

は
県
立
博
物
館
講
堂
、
時
間
は
午
後
一
時
三
〇
分
か
ら
三
時
ま
で

の
予
定
で
す
。

第
二
回
　
五
月
一
三
日

会
津
風
俗
帳
の
世
界

第
三
回
　
六
月
三
日

田
植
え

第
四
回
　
七
月
一
日

赤
米

第
五
回
　
八
月
七
日（
土
）
焼
畑
と
カ
ブ

第
六
回
　
九
月
二
日

収
穫
儀
礼

第
七
回
　
一
〇
月
七
日

神
去
来

第
八
回
　
一
一
月
一
八
日

サ
ケ
と
マ
ス

第
九
回
　
一
二
月
二
日

正
月
と
小
正
月

第
一
〇
回
　
一
月
一
三
日

雪
の
民
俗

第
一
一
回
　
二
月
三
日

民
具
の
世
界

第
一
二
日
　
三
月
三
日

森
の
文
化

講
演
要
旨
企
画
展「
戊
辰
戦
争
と
い
ま
」記
念
講
演
会

「
白
虎
隊
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
か
」

講
　
師
　
会
津
大
学
　
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

後
藤
　
康
二
氏

平
成
一
六
年
四
月
二
五
日
（
日
）
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漆
工
品
に
は
、
実
に
様
々
な
装
飾
技
法
が
あ
り
ま
す
。
金
や
銀

な
ど
の
粉
を
漆
で
付
着
さ
せ
る
蒔ま

き

絵え

。
貝
殻
の
内
側
の
薄
い
板
を

は
め
込
む
螺ら

鈿で
ん

。
模
様
を
刃
物
で
彫
っ
て
溝
に
金
粉
を
埋
め
る
沈ち

ん

金き
ん

。
漆
を
何
層
に
も
塗
り
重
ね
て
、
模
様
を
彫
り
だ
す
彫ち

ょ
う

漆し
つ

、
な

ど
な
ど
枚
挙
に
暇
が
あ
り
ま
せ
ん
。

全
国
各
地
の
漆
器
産
地
の
代
表
的
な
技
法
と
な
っ
て
い
る
も
の

も
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
細
か
い
貝
を
モ
ザ
イ
ク
の
よ
う
に
貼
り

込
ん
だ
杣そ

ま

田た

細
工
は
富
山
の
産
。
沈
金
は
輪
島
漆
器
の
一
つ
の
顔

で
す
。
四
国
の
高
松
で
は
江
戸
時
代
か
ら
続
く
彫
漆
技
法
が
現
在

も
息
づ
い
て
い
ま
す
。

で
は
、
漆
器
産
地
と
し
て
必
ず
名
を
挙
げ
ら
れ
る
会
津
の
漆
器

は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
会
津
漆
器
と
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
漆
器

と
す
ぐ
頭
に
思
い
浮
か
ぶ
姿
は
、
残
念
な
が
ら
定
着
し
て
い
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
江
戸
時
代
に
は
、
会
津
漆
器
に
対
す
る
一
つ
の
強
い

イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
器
に
つ
い
て
書
か
れ
た
書
物
の

中
に
、
会
津
漆
器
に
つ
い
て
の
記
述
と
し
て
「
箔
椀
」「
箔
盆
」
と

い
う
言
葉
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
ま
す
。
金
箔
を
貼
っ
て
装
飾
を
し

た
お
椀
や
お
盆
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
に
、
杉
野
駁
華
と
い
う
人
物
に
よ
っ

て
ま
と
め
ら
れ
た
『
新
撰
包
丁
梯

か
け
は
し』

と
い
う
料
理
書
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
中
に
様
々
な
器
を
紹
介
し
て
い
る
箇
所
が
あ
り
、「
會
津
椀
」

も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
菱
形
と
細
長
い
短
冊
の
よ
う
な
形

の
模
様
を
描
い
た
椀
の
図
の
傍
ら
に
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

「
会
津
椀
、
喰
初
椀
の
形
、
そ
の
他
形
は
色
々
で
あ
る
。
切
箔

絵
で
あ
る
。
ま
た
、
箔
椀
と
も
い
う
。（
筆
者
口
語
訳
）」

菱
形
や
短
冊
形
の
模
様
は
、
漆
で
箔
を
付
着
さ
せ
た
装
飾
を
示

し
て
い
ま
し
た
。
杉
野
駁
華
に
と
っ
て
、
会
津
椀
と
は
、
箔
、
恐

ら
く
金
箔
で
飾
っ
た
椀
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
の
で
す
。
字
が

違
う
の
で
す
が
、
会
津
の
名
産
品
と
し
て
「
薄（
箔
）椀
」「
薄（
箔
）

盆
」
を
挙
げ
て
い
る
書
物
も
あ
り
ま
す
。

寛
永
一
五
年（
一
六
三
八
）か
ら
正
保
二
年（
一
六
四
五
）頃
に
、

京
都
の
俳
人
松
江
重
頼
が
著
し
た
俳
句
集
『
毛け

吹ふ
き

草ぐ
さ

』
に
は
全
国

の
名
産
品
も
あ
わ
せ
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
会
津
の
名
産
品
は
、

「
陸
奥
（
中
略
）
會
津
、
漆
、
蝋
燭
、
薄
椀
、
同
盆
」

と
い
う
よ
う
に
、
漆
と
漆
の
実
か
ら
つ
く
っ
て
い
た
蝋
燭
、
そ
し

て
薄
椀
、
薄
盆
が
列
挙
さ
れ
て
い
ま
す
。「
薄
椀
」「
薄
盆
」
は
、
同

じ
音
の
漢
字
を
あ
て
た
も
の
で
、「
箔
椀
」「
箔
盆
」
の
こ
と
で
し

ょ
う
。
一
七
世
紀
中
頃
の
京
都
の
人
に
と
っ
て
も
、
会
津
漆
器
の

代
表
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
箔
絵
の
漆
器
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

で
は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
会
津
漆
器
の
代
表
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
こ
の
「
箔
椀
」「
箔
盆
」
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な

漆
器
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。『
新
撰
包
丁
梯
』
の
図
が
少
し
ヒ
ン

ト
を
与
え
て
い
ま
す
。
菱
形
と
短
冊
形
を
組
み
合
わ
せ
た
箔
の
模

様
で
す
。
そ
し
て
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）
に
出
版
さ
れ
た
日

本
最
初
の
工
芸
史
書
『
工
芸
志
料
』
の
会
津
塗
に
関
す
る
記
述
も

参
考
に
な
り
ま
す
。

「
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）、
二
千
二
百
五
十
年
、
蒲
生
氏
郷

が
会
津
の
領
主
と
な
っ
た
。
氏
郷
は
漆
工
に
命
じ
て
、
は
じ
め
て

南
部
椀
を
模
造
し
て
漆
器
を
製
作
さ
せ
た
。
こ
れ
を
会
津
塗
と
い

い
、
そ
の
椀
を
薄
椀
と
云
い
、
そ
の
盆
を
薄
盆
と
云
う
。（
筆
者
口

語
訳
）」

『
工
芸
志
料
』
は
、「
薄（
箔
）椀
」「
薄（
箔
）盆
」
が
南
部
椀
に
似

て
い
る
と
い
う
情
報
を
教
え
て
い
ま
す
。

菱
形
と
短
冊
形
の
金
箔
を
貼
り
、
南
部
椀
に
似
た
漆
器
。
現
在

残
っ
て
い
る
江
戸
時
代
の
会
津
の
漆
器
の
中
に
、
そ
の
よ
う
な
装

飾
の
も
の
が
あ
る
の
で
す
。

曲
線
を
連
ね
た
雲
の
よ
う
な
縁
取
り
を
し
、
そ
の
上
に
菱
形
と

短
冊
形
の
金
箔
を
組
み
合
わ
せ
て
模
様
と
し
て
貼
り
付
け
て
い
ま

す
。
そ
し
て
縁
取
り
の
中
は
、
色
漆
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
漆
絵
が

華
や
か
に
、
可
憐
に
埋
め
て
い
ま
す
。
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
菊

か
松
竹
梅
が
ほ
と
ん
ど
で

す
。南

部
椀
は
、
色
漆
で
雲

形
の
縁
取
り
を
し
、
そ
の

上
に
金
箔
を
貼
っ
て
、
余

白
に
菊
を
色
漆
で
描
い
て

い
ま
す
。

雲
形
の
形
、
金
箔
の
貼

り
方
、
色
漆
の
種
類
や
漆

絵
の
描
き
方
な
ど
細
か
い

違
い
は
あ
り
ま
す
が
、
大

ま
か
な
と
こ
ろ
で
こ
の
ふ

た
つ
の
漆
器
は
似
て
い
ま

す
。会

津
で
作
ら
れ
た
こ
の

よ
う
な
漆
器
は「
会
津
絵
」

と
も
呼
ば
れ
、
江
戸
時
代

後
期
か
ら
明
治
、
大
正
時

代
に
か
け
て
作
ら
れ
た
も

の
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い

ま
す
。
量
の
多
さ
と
器
の

種
類
の
豊
か
さ
は
、
会
津

漆
器
の
一
つ
の
ブ
ラ
ン
ド

と
し
て
広
く
受
け
入
れ
ら

れ
、
需
要
が
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
ま
す
。

金
箔
に
よ
る
平
面
的
な
金
色
の
輝
き
、
漆
絵
の
暖
か
み
の
あ
る

表
現
は
、
蒔
絵
な
ど
と
は
異
な
る
魅
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

魅
力
を
少
し
で
も
お
伝
え
し
た
い
と
「
会
津
絵
―
会
津
の
漆
絵
漆

器
」
と
い
う
報
告
書
を
刊
行
し
ま
し
た
。
ま
た
、
常
設
展
示
歴
史

美
術
の
テ
ー
マ
展
示
と
し
て
七
月
二
一
日
か
ら
開
催
す
る
「
う
る

し
え
―
漆
絵
」
で
会
津
絵
漆
器
を
展
示
し
ま
す
。
か
つ
て
会
津
漆

器
の
代
表
で
あ
っ
た
「
会
津
絵
」
が
、
多
く
の
方
に
も
う
一
度
知

っ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

研
究
ノ
ー
ト

会
津
漆
器
の
イ
メ
ー
ジ

小
林
め
ぐ
み
　
美
術
担
当

松竹梅漆絵椀 青光塗菊漆絵大平
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と
一
三
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
に
も
な
る
大
型
の
鳥
で
す
。
潜
水
が
得
意

で
主
に
魚
を
餌
に
し
て
い
ま
す
。
一
九
七
〇
年
頃
は
開
発
と
環
境

汚
染
の
た
め
、
全
国
で
三
〇
〇
〇
羽
ま
で
激
減
し
ま
し
た
が
、
現

在
は
回
復
し
六
万
羽
く
ら
い
だ
そ
う
で
す
。
長
良
川
の
鵜
飼
い
は

有
名
で
す
が
、
仲
間
の
ウ
ミ
ウ
を
使
っ
て
い
ま
す
。
カ
ワ
ウ
も
以

前
は
伝
統
漁
法
の
担
い
手
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

Ｑ：

新
聞
や
テ
レ
ビ
で
、
カ
ワ
ウ
の
こ
と
が
話
題
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

Ａ：

魚
が
主
食
の
た
め
、
漁
業
被
害
が
深
刻
に
な
っ
て
い
ま
す
。

体
が
大
き
い
の
で
、
一
日
に
食
べ
る
量
も
約
五
〇
〇
グ
ラ
ム
だ
そ

う
で
す
。
ア
ユ
の
成
魚
五
匹
分
で
す
ね
。
福
島
県
に
は
現
在
一
〇

〇
〇
羽
ほ
ど
と
推
計
さ
れ
て
い
る
の
で
、
一
日
に
五
〇
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム
の
魚
を
食
べ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ウ
が
共
存
で
き
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
都
心
で
は
ハ
シ
ブ
ト
ガ
ラ

ス
が
増
え
て
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
原
因
は
人
間
の
ゴ
ミ
の

出
し
方
に
あ
る
よ
う
で
す
。
日
本
産
ト
キ
は
絶
滅
し
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、
ト
キ
は
江
戸
時
代
、
藩
に
よ
っ
て
は
田
を
荒
ら
す
害
鳥

と
し
て
駆
除
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
野
生
生
物
は
い
つ
も
人
間
の
都

合
で
、
危
機
に
た
た
さ
れ
ま
す
。
カ
ワ
ウ
に
し
て
も
増
え
る
条
件

が
と
と
の
っ
た
た
め
に
、
絶
滅
の
危
機
か
ら
回
復
し
て
き
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
カ
ワ
ウ
の
問
題
も
カ
ワ
ウ
だ
け
で
論
議
す
る

の
で
は
な
く
、
河
川
の
改
修
工
事
や
養
殖
、
放
流
な
ど
の
問
題
を

含
め
て
、
環
境
全
体
と
し
て
と
ら
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。

Ｑ：
最
近
、
鶴
ヶ
城
の
濠
や
博
物
館
の
上
空
で
カ
ラ
ス
で
は
な
い

黒
い
鳥
を
見
か
け
ま
す
が
、
な
ん
と
い
う
鳥
で
す
か
。

Ａ：

カ
ワ
ウ
で
す
。
鶴
ヶ
城
で
以
前
は
見
か
け
な
か
っ
た
の
で
す

が
、
一
九
九
九
年
七
月
二
〇
日
に
初
確
認
し
て
以
来
、
二
〇
〇
一

年
ま
で
は
、
年
間
の
確
認
率
は
三
〜
七
％
で
し
た
。
そ
れ
が
、
二

〇
〇
二
年
に
は
一
八
％
に
な
り
、
な
ん
と
二
〇
〇
三
年
は
六
五
％

に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
三
年
は
一
度
に
七
羽
確
認
す
る

な
ど
数
で
も
目
立
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
二
〇
〇
四
年
に
は
一

月
に
も
確
認
し
、
鶴
ヶ
城
で
は
、
毎
月
見
る
こ
と
の
で
き
る
野
鳥

に
な
り
ま
し
た
。
二
〇
〇
四
年
三
月
三
日
に
は
、
鶴
ヶ
城
牛
沼
西

側
に
一
〇
羽
も
お
り
、
う
ち
一
羽
は
枝
を
く
わ
え
て
い
ま
し
た
。

Ｑ：

カ
ワ
ウ
と
は
、
ど
ん
な
鳥
で
す
か
。

Ａ：

ペ
リ
カ
ン
目
ウ
科
の
鳥
で
体
長
八
〇
セ
ン
チ
、
翼
を
広
げ
る

ま
た
、
コ
ロ
ニ
ー
（
集
団
営
巣
地
）
で
の
糞
害
も
問
題
に
な
り

ま
す
。
大
量
の
糞
は
土
壌
を
酸
性
化
さ
せ
る
た
め
、
木
が
枯
れ
て

し
ま
う
の
で
す
。
東
京
の
浜
離
宮
庭
園
や
琵
琶
湖
の
竹
生
島
で
は
、

こ
の
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

Ｑ：

福
島
県
で
は
ど
う
な
の
で
す
か
。

Ａ：

食
害
は
阿
武
隈
川
、
阿
賀
川
、
養
殖
池
等
で
出
て
い
ま
す
。

ま
た
、
コ
ロ
ニ
ー
は
猪
苗
代
町
、
本
宮
町
、
高
郷
村
で
確
認
さ
れ

て
い
ま
す
。
県
は
二
〇
〇
〇
年
に
対
策
協
議
会
を
設
立
し
、
二
〇

〇
三
年
に
は
カ
ワ
ウ
を
有
害
鳥
獣
に
指
定
し
、
目
標
数
を
捕
獲
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

Ｑ：

カ
ワ
ウ
は
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ：

昔
は
、
カ
ワ
ウ
の
糞
を
集
め
て
肥
料
に
し
た
り
、
コ
ロ
ニ
ー

の
下
で
魚
を
拾
っ
て
食
べ
た
り
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
人
と
カ
ワ

※
九
月
一
八
日
（
土
）
自
然
史
講
座
「
シ
リ
ー
ズ
自
然
史
3

鶴
ヶ
城
の
自
然
」（
野
外
）
を
行
い
ま
す
。
鶴
ヶ
城
の
自

然
の
豊
か
さ
を
生
き
物
を
通
し
て
実
感
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。
カ
ワ
ウ
に
も
出
会
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
一
ヶ
月
前
か
ら
申
込
み
を
受
け
つ
け
ま
す
。

黒
い
鳥
の
正
体

回
答
者

自
然
担
当

古
川
裕
司

カワウ
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工
芸
は
生
活
文
化
の
芸
術
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
工
芸
と
い
う
概
念
は
、

明
治
時
代
に
西
洋
か
ら
入
っ
て
き
ま
し
た
。
武
器
、
武
具
、
調
度
品
、
文

房
具
、
飲
食
器
な
ど
、
生
活
の
様
々
な
場
面
で
用
い
ら
れ
て
き
た
品
々
が
、

明
治
時
代
以
降
、
工
芸
と
い
う
概
念
で
総
括
さ
れ
て
現
在
に
い
た
っ
て
い

る
の
で
す
。

本
企
画
展
で
は
そ
の
よ
う
な
多
種
多
様
な
工
芸
品
を
二
つ
の
テ
ー
マ
を

切
り
口
と
し
て
ご
紹
介
し
ま
す
。
神
仏
へ
の
信
仰
心
、
亡
く
な
っ
た
人
へ

の
供
養
、
戦
勝
祈
願
な
ど
神
仏
へ
の
祈
り
を
形
と
し
た
工
芸
品
を
取
り
上

げ
る
「
祈
り
の
か
た
ち
」、
茶
の
湯
や
能
な
ど
の
遊
芸
、
飲
食
、
お
し
ゃ
れ

心
を
表
現
し
た
装
身
具
な
ど
生
活
の
中
で
息
づ
い
て
き
た
工
芸
品
を
扱
う

「
く
ら
し
の
美
」、
で
す
。

「
椿
彫
木
彩
漆
笈
」
な
ど
福
島
に
ゆ
か
り
の
あ
る
工
芸
品
の
優
品
や
、
相

馬
焼
、会
津
本
郷
焼
、

会
津
漆
器
な
ど
福
島

で
つ
く
ら
れ
て
き
た

工
芸
品
を
広
く
ご
覧

頂
く
機
会
と
な
る
と

思
い
ま
す
。

今
年
の
秋
は
、「
ふ

く
し
ま
の
工
芸
」
展

で
芸
術
の
秋
も
堪
能

さ
れ
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

◎
秋
の
企
画
展
予
告

■
秋
の
企
画
展
《
ふ
く
し
ま
の
工
芸
》
は
平
成
一
六
年
一
〇
月
二
三
日
（
土
）
か
ら
一
二
月
五
日
（
日
）
ま
で

■
企
画
展
観
覧
料
　
一
般
・
大
学
生
三
〇
〇
円
／
高
校
生
一
七
〇
円
／
小
・
中
学
生
一
二
〇
円

ト
ピ
ッ
ク
ス

今
回
は
、
体
験
学
習
室
に
設
け
ら
れ
た
「
さ
わ
っ
て
た
し
か
め

よ
う
」
の
コ
ー
ナ
ー
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
体
験
学
習
室
の
い
ち
ば
ん
奥
に
あ
る
小
さ

な
コ
ー
ナ
ー
で
す
。
実
は
、
資
料
に
さ
わ
れ
る
コ
ー
ナ
ー
は
以
前

か
ら
こ
の
場
所
に
あ
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
は
限
ら

れ
た
ス
ペ
ー
ス
に
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
配
置
し
て
い
た
の
で
、
ど

こ
と
な
く
イ
ン
パ
ク
ト
に
欠
け
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
否
め
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
昨
年
の
十
月
に
こ
の
コ
ー
ナ
ー
を
変
更
し
、
今
後
は

展
示
の
テ
ー
マ
を
決
め
て
、
お
よ
そ
半
年
ご
と
に
展
示
替
え
を
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

変
更
後
第
一
弾
の
テ
ー
マ
「
会
津
の
漆
器
と
曲
物
」
に
続
き
、

今
年
の
四
月
か
ら
は
自
然
分
野
が
担
当
す
る
「
化
石
に
さ
わ
っ
て

み
よ
う
」
を
展
示
中
で
す
。
あ
ま
り
大
き
な
標
本
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
す
べ
て
実
物
の
化
石
で
す
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
日
頃
め
っ
た

に
出
会
わ
な
い
外
国
産
の
化
石
を
直
接
手
に
取
っ
て
い
た
だ
こ
う

と
考
え
ま
し
た
。
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
、
ベ
レ
ム
ナ
イ
ト
、
三
葉
虫
、

そ
し
て
海
生
ハ
虫
類
モ
サ
サ
ウ
ル
ス
の
歯
な
ど
、
盛
り
だ
く
さ
ん

で
す
。
オ
ル
ド
ビ
ス
紀
や
デ
ボ
ン
紀
な
ど
古
生
代
の
化
石
も
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
が
今
手
に
取
っ
た
一
つ
の
ア
ン
モ
ナ
イ

ト
が
、
三
億
年
を
超
え
る
時
間
を
記
録
し
て
い
る
の
で
す
よ
。
化

石
に
ふ
れ
る
こ
と
は
、
人
類
の
歴
史
を
遙
か
に
超
え
た
�
悠
久
の

時
間
�
を
、�
手
の
ひ
ら
に
載
せ
る
�
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
む
ず

か
し
い
こ
と
は
抜
き
に
し
て
、
化
石
が
語
る
時
の
流
れ
を
、
ご
自

分
の
手
で
感
じ
取
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

椿彫木彩漆笈



「
う
る
し
え
―
漆
絵
」

会
期
　
七
月
二
一
日（
水
）か
ら

八
月
二
二
日
（
日
）
ま
で

「
真
心
を
伝
え
る
―
手
紙
の
歴
史
」

会
期
　
八
月
三
一
日（
火
）か
ら

一
〇
月
一
一
日（
月
・
祝
）ま
で

◎
歴
史
講
座

「
古
文
書
入
門
4

近
世
③
」（
実
技
）

講
師
　
当
館
学
芸
員

日
時
　
七
月
一
〇
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
古
文
書
入
門
5

近
世
④
」（
実
技
）

講
師
　
当
館
学
芸
員

日
時
　
八
月
二
一
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
古
文
書
入
門
6

近
世
⑤
」（
実
技
）

講
師
　
当
館
学
芸
員

日
時
　
九
月
一
一
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
体
験
講
座

「
虫
か
ご
を
つ
く
ろ
う
」（
実
技
）

講
師
　
技
術
伝
承
者
　
阿
部
吉
致
さ
ん

日
時
　
七
月
一
七
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
昔
話
を
語
ろ
う
」（
実
技
）

講
師
　
語
り
部
　
横
山
幸
子
さ
ん

日
時
　
八
月
一
日（
日
）午
前
一
〇
時
半
〜
正
午

「
草
木
染
め
1
」（
実
技
）

講
師
　
染
織
工
芸
家
　
山
根
正
平
さ
ん

日
時
　
八
月
二
八
日（
土
）午
前
一
〇
時
〜
午
後
三
時

「
草
木
染
め
2
」（
実
技
）

講
師
　
染
織
工
芸
家
　
山
根
正
平
さ
ん

日
時
　
八
月
二
九
日（
日
）午
前
一
〇
時
〜
午
後
三
時

◎
美
術
講
座

「
暮
ら
し
の
中
の
美
術
―
吉
祥
―
3

桃
源
郷
―
夢
の
世
界
」

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
川
延
安
直
・
小
林
め
ぐ
み

日
時
　
七
月
二
一
日（
水
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
暮
ら
し
の
中
の
美
術
―
吉
祥
―
4

鶴
亀
―
幸

さ
い
わ
いを

運
ぶ
い
き
も
の
」

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
川
延
安
直
・
小
林
め
ぐ
み

日
時
　
八
月
一
八
日（
水
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
暮
ら
し
の
中
の
美
術
―
吉
祥
―
5

宝
尽
し
―
福
を
呼
ぶ
モ
ノ
」

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
川
延
安
直
・
小
林
め
ぐ
み

日
時
　
九
月
一
五
日（
水
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
特
別
講
座
「
風
土
の
文
化
誌
」

「
伊
佐
須
美
・
都
々
古
別
お
成
り
道

―
鬼
怒
川
ル
ー
ト
と
久
慈
川
ル
ー
ト
―
」

講
師
　
当
館
名
誉
館
長
　
高
橋
富
雄

日
時
　
七
月
二
三
日（
金
）午
後
一
時
半
〜
二
時
半

「
前
途
三
千
里
―
白
河
未
知
の
奧
へ
の
門
―
」

講
師
　
当
館
名
誉
館
長
　
高
橋
富
雄

日
時
　
八
月
二
七
日（
金
）午
後
一
時
半
〜
二
時
半

「
八
十
里
越
挽
歌
―
河
井
継
之
助
イ
フ
史
論
―
」

講
師
　
当
館
名
誉
館
長
　
高
橋
富
雄

日
時
　
九
月
二
四
日（
金
）午
後
一
時
半
〜
二
時
半

◎
考
古
学
講
座

「
縄
文
土
器
を
つ
く
ろ
う
1
」（
実
技
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
渡
部
昌
二
・
高
橋
満

日
時
　
七
月
二
四
日（
土
）午
前
一
〇
時
〜
午
後
三
時

「
縄
文
土
器
を
つ
く
ろ
う
2
」（
実
技
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
渡
部
昌
二
・
高
橋
満

日
時
　
七
月
二
五
日（
日
）午
前
一
〇
時
〜
午
後
三
時

「
土
偶
・
足
形
・
手
形
を
つ
く
ろ
う
」（
実
技
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
渡
部
昌
二
・
高
橋
満

日
時
　
七
月
三
一
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
縄
文
土
器
の
野
焼
き
」

「
大
昔
の
生
活
を
体
験
し
よ
う
」（
野
外
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
渡
部
昌
二
・
高
橋
満

日
時
　
八
月
二
二
日（
日
）午
前
一
〇
時
〜
午
後
三
時

「
石
器
作
り
に
挑
戦
」（
実
技
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
藤
原
妃
敏

日
時
　
九
月
二
五
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
福
島
県
立
博
物
館
指
導
者
向
け
研
修
講
座

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
南
雲
修
他

日
時
　
八
月
四
日（
水
）午
前
一
〇
時
〜
午
後
四
時

◎
自
然
史
講
座

「
シ
リ
ー
ズ
自
然
史
3

鶴
ヶ
城
の
自
然
」（
野
外
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
古
川
裕
司

日
時
　
九
月
一
八
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時
半

会
津
学
事
始
め
―
四
季
の
生
業
と
暮
ら
し

◎
第
四
回

「
赤
米
」

日
時
　
七
月
一
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
第
五
回

「
焼
畑
と
カ
ブ
」

日
時
　
八
月
七
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
第
六
回

「
収
穫
儀
礼
」

日
時
　
九
月
二
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
「
昔
語
り
」

語
り
部
　
横
山
幸
子
さ
ん

日
時
　
七
月
一
八
日（
日
）午
前
一
〇
時
半
〜
正
午

九
月
二
六
日（
日
）午
前
一
〇
時
半
〜
正
午

語
り
部
　
山
田
登
志
美
さ
ん

日
時
　
八
月
八
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
午
後
三
時

九
月
一
九
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
午
後
三
時

◎
「
機
織
り
」

染
織
工
芸
家
　
山
根
正
平
さ
ん

日
時
　
七
月
一
九
日（
月
・
祝
）

午
後
一
時
半
〜
午
後
三
時

◎
「
紙
芝
居
」

紙
芝
居
作
家
　
五
十
嵐
邦
子
さ
ん

日
時
　
八
月
一
五
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
午
後
三
時

◎
伝
統
技
術
実
演

「
檜
枝
岐
の
曲
物
つ
く
り
」

伝
統
技
術
保
持
者
　
星
寛
さ
ん

日
時
　
九
月
二
〇
日（
月
・
祝
）

午
後
一
時
半
〜
午
後
三
時

＊
展
示
解
説
員
に
よ
る
常
設
展
の
案
内
で
す
。

＊
毎
週
土
曜
日
午
後
二
時
か
ら（
三
〇
分
間
）

毎
週
日
曜
日
午
前
一
一
時
か
ら（
三
〇
分
間
）と
午

後
二
時
か
ら（
六
〇
分
間
）で
す
。

＊
な
お
、
都
合
に
よ
り
開
催
し
な
い
こ
と
も
あ
り
ま

す
の
で
、
御
了
承
下
さ
い
。

＊
そ
の
他
、
行
事
等
の
詳
細
に
関
し
ま
し
て
は
、
月

間
行
事
予
定
表
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

八
月
二
一
日（
土
　
県
民
の
日
）

九
月
二
〇
日（
月
　
敬
老
の
日
）

七
月
　
五
日（
月
）・
一
二
日（
月
）・
二
〇
日（
火
）・

二
六
日（
月
）

八
月
　
二
日（
月
）・
九
日（
月
）・
一
六
日（
月
）・

二
三
日（
月
）・
三
〇
日（
月
）

九
月
　
六
日（
月
）・
一
三
日（
月
）・
二
一
日（
火
）・

二
七
日（
月
）

＊
八
月
一
〇
日（
火
）〜
八
月
一
五
日（
日
）ま
で
は
、

午
後
七
時
ま
で
開
館
し
ま
す
。（
入
館
は
六
時
半
ま

で
）

＊
小
・
中
学
生
、
高
校
生
は
常
設
展
を
無
料
で

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
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常
設
展
示
室
「
歴
史
・
美
術
」
テ
ー
マ
展
示

講
演
・
講
座

季
刊
博
物
館
だ
よ
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6
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8
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発
行
　
編
集
・
発
行
　
福
島
県
立
博
物
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津
若
松
市
城
東
町
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常
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や
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し
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展
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会

七
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九
月
の
休
館
日

実
演
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曜
の
広
場

場
所
　
講
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入
場
無
料


