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■
企
画
展
《
発
掘
さ
れ
た
日
本
列
島
　
二
〇
〇
三
》
は
平
成
一
五
年
七
月
一
五
日
（
火
）
か
ら
八
月
一
三
日
（
水
）
ま
で
、
《
発
掘
ふ
く
し
ま
　
３
》
は
平
成
一
五
年
八
月
二
〇
日
（
水
）
か
ら
九
月
二
三
日
（
火
）
ま
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

■
企
画
展
観
覧
料
　
一
般
・
大
学
生
五
〇
〇
円
／
高
校
生
三
〇
〇
円
／
小
・
中
学
生
二
〇
〇
円
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企
画
展
「
発
掘
さ
れ
た
日
本
列
島
　
二
〇
〇
三
」

関
連
行
事
の
お
知
ら
せ

○
記
念
講
演
会

日
時

七
月
二
一
日
（
月
）
午
後
一
時
半
〜

場
所

当
館
講
堂

演
題

「
日
本
列
島
発
掘
も
の
が
た
り
」

講
師

文
化
庁
文
化
財
調
査
官
　
玉
田
芳
英
氏

○
展
示
解
説
会

日
時

七
月
二
〇
日
（
日
）
午
後
一
時
半
〜

場
所

企
画
展
示
室

解
説

当
館
学
芸
員

日
時

八
月
一
〇
日
（
日
）
午
後
三
時
半
〜

場
所

企
画
展
示
室

解
説

当
館
学
芸
員

企
画
展
「
発
掘
ふ
く
し
ま
　
３
」

関
連
行
事
の
お
知
ら
せ

○
発
掘
調
査
成
果
報
告
会

「
考
古
学
が
解
き
明
か
す
ふ
く
し
ま
の
歴
史
」

日
時

九
月
七
日
（
日
）
午
後
一
時
半
〜

場
所

当
館
講
堂

講
師

県
内
各
地
の
埋
蔵
文
化
財
担
当
者

○
展
示
解
説
会

日
時

八
月
二
四
日
（
日
）
午
後
一
時
半
〜

九
月
二
〇
日
（
土
）
午
後
一
時
半
〜

場
所

企
画
展
示
室

解
説

当
館
学
芸
員

調査風景（会津坂下町長井前ノ山古墳）

金
銀
象
嵌
鉄
剣
　
棚
倉
町
流
廃
寺
跡
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発掘ふくしま　3
●会期　平成15年8月20日（水）～9月23日（火）



東
北
大
学
を
退
官
す
る
と
き
に
寄
贈
し
た
資
料
の
中
か
ら
、
鉱

石
関
係
を
中
心
に
展
示
し
て
あ
り
ま
す
。
博
物
学
で
は
、「
動
物
」

「
植
物
」「
鉱
物
」
と
い
う
分
け
方
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
は

あ
ま
り
こ
う
い
う
分
け
方
を
し
な
く
な
り
ま
し
た
。
鉱
物
と
は
、

天
然
に
産
す
る
無
機
物
が
主
体
で
す
が
、有
機
物
の
石
炭
や
石
油
、

天
然
ガ
ス
を
含
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

鉱
石
と
は
、
金
と
か
鉛
と
か
の
有
用
鉱
物
で
あ
り
、
人
間
の
役

に
立
ち
利
益
に
な
る
も
の
で
、
鉱
山
か
ら
掘
り
出
さ
れ
る
も
の
で

す
。
鉱
床
と
は
、
有
用
鉱
物
が
取
り
出
せ
る
よ
う
に
集
ま
っ
て
い

る
も
の
で
、
経
済
性
を
も
っ
て
掘
り
出
せ
る
も
の
で
す
。
も
し
、

月
に
金
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
取
り
に
行
け
な
け
れ
ば
、
鉱
床
と

は
い
え
ま
せ
ん
。

金
属
の
値
段
は
、
日
夜
変
動
し
て
い
ま
す
。
金
は
一
グ
ラ
ム
、

千
三
百
円
前
後
で
上
下
し
て
い
ま
す
。
銀
は
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
一

万
八
〜
九
千
円
く
ら
い
で
す
。
銅
は
一
ト
ン
で
二
十
一
〜
二
十
二

万
円
く
ら
い
、
鉛
は
一
ト
ン
で
八
万
数
千
円
く
ら
い
で
す
。
松
茸

は
、
同
じ
重
さ
で
銀
の
三
倍
く
ら
い
の
値
段
で
す
。
お
茶
は
一
ト

ン
で
一
千
万
円
、
サ
サ
ニ
シ
キ
で
一
ト
ン
一
千
万
円
で
す
か
ら
、

人
間
は
銅
よ
り
は
る
か
に
高
い
も
の
を
食
べ
て
い
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
そ
れ
に
、
食
物
は
再
生
産
が
可
能
で
す
が
、
金
属
資
源
は

一
度
と
る
と
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

海
底
熱
水
性
堆
積
鉱
床
と
は
、海
底
火
山
活
動
に
よ
る
熱
水
が
、

深
い
海
底
に
か
か
る
高
い
水
圧
の
た
め
に
、
沸
騰
し
な
い
で
あ
が

っ
て
来
て
、
海
底
に
噴
き
出
す
も
の
で
、
熱
水
に
溶
け
込
ん
で
い

た
金
属
成
分
が
有
用
鉱
物
と
し
て
海
底
に
沈
殿
し
た
も
の
で
す
。

黒
鉱
鉱
床
な
ど
、
千
五
百
万
年
も
前
の
も
の
で
、
会
津
で
は
横
田

鉱
山
や
田
代
鉱
山
な
ど
が
そ
う
で
す
。
鉱
山
で
は
、
細
か
く
つ
ぶ

し
て
鉱
石
を
分
け
る
こ
と
を
選
鉱
と
言
い
ま
す
。黒
鉱
鉱
床
で
は
、

い
っ
し
ょ
に
石
膏
も
出
て
き
ま
す
。
か
つ
て
石
膏
は
セ
メ
ン
ト
の

原
料
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
会
津
藩
の
金
山
と
し
て
始
ま
っ
た
朝

日
鉱
山
や
石
ヶ
森
鉱
山
が
石
膏
鉱
山
と
し
て
有
名
で
、
太
平
洋
戦

争
の
と
き
、
セ
メ
ン
ト
に
利
用
さ
れ
た
た
め
に
さ
か
ん
に
な
り
ま

し
た
。

石
ヶ
森
鉱
山
の
き
れ
い
な
透
石
膏
が
展
示
し
て
あ
り
ま
す
が
、

広
い
隙
間
で
成
長
し
た
も
の
で
す
。
水
晶
も
同
じ
で
す
が
、
せ
ま

い
場
所
で
結
晶
が
で
き
は
じ
め
る
と
競
争
し
あ
っ
て
大
き
な
結
晶

に
成
長
し
ま
せ
ん
。
人
も
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
大
き
く
育
て

る
に
は
の
び
の
び
と
し
た
空
間
が
必
要
で
す
。

重
晶
石
と
は
硫
酸
バ
リ
ウ
ム
で
、
胃
の
透
視
の
と
き
に
飲
む
バ

リ
ウ
ム
は
、鉛
や
亜
鉛
を
除
い
た
重
晶
石
を
精
製
し
た
も
の
で
す
。

ス
カ
ル
ン
鉱
床
と
は
、
石
灰
岩
が
花
コ
ウ
岩
質
マ
グ
マ
に
よ
る

熱
水
と
反
応
し
て
ス
カ
ル
ン
鉱
物
と
い
う
も
の
が
沈
殿
す
る
も
の

で
す
。
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
の
原
因
と
さ
れ
た
神
岡
鉱
山
、
磁
鉄
鉱

の
釜
石
鉱
山
等
が
そ
う
で
す
。
話
が
と
び
ま
す
が
、
日
本
画
の
絵

具
に
使
わ
れ
て
い
る
顔
料
は
鉱
物
質
で
す
。
白
は
石
英
、
緑
は
銅
、

朱
は
水
銀
の
化
合
物
で
す
。
松
島
瑞
巌
寺
の
絵
が
何
百
年
た
っ
て

も
、
変
色
せ
ず
生
々
し
い
の
は
顔
料
が
鉱
物
質
だ
か
ら
で
す
。

昨
年
、
北
海
道
の
大
平
洋
炭
鉱
が
廃
坑
と
な
り
、
日
本
で
は
炭

鉱
が
な
く
な
り
ま
し
た
。

料
理
は
温
度
や
時
間
で
味
が
変
わ
る
よ
う
に
、
石
炭
も
温
度
や

圧
力
に
よ
っ
て
質
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
で
き
た
と
き
の
歴
史
を
背
負
っ
て
い
る
の
で
す
。
サ

ラ
ッ
と
し
た
も
の
は
火
力
発
電
用
に
、
粘
り
が
あ
る
も
の
は
コ
ー

ク
ス
用
に
と
使
い
方
も
違
っ
て
き
ま
す
。

最
近
は
、
硯

に
興
味
を
持
っ

て
い
ま
す
。
硯

石
は
、
旧
藩
時

代
は
藩
の
財
源

と
な
っ
て
い
ま

し
た
。
岩
手
県

猊
鼻
渓
の
紫
雲

石
は
三
億
七
千

万
年
前
の
デ
ボ

ン
紀
、
有
名
な

中
国
の
端
渓
石

は
三
億
八
千
万

年
前
の
も
の
で

す
。
自
分
で
も

硯
を
彫
っ
て
み

て
、
楽
し
み
な

が
ら
調
べ
て
い

ま
す
。
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解
説
要
旨
収
蔵
資
料
品
展
展
示
解
説
会

「
鈴
木
舜
一
　
鉱
物
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
」

講
　
師
　
東
北
大
学
名
誉
教
授

鈴
木
　
舜
一
氏

平
成
一
五
年
四
月
二
六
日
（
土
）



思
え
ば
、
こ
の
十
数
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
、
前
館
長
の
高
橋
富
雄

先
生
が
切
り
開
か
れ
た
道
を
、
そ
れ
と
意
識
す
る
こ
と
も
な
い
ま

ま
に
辿
り
つ
づ
け
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
ふ
と
気
が
つ
く

と
、
そ
こ
に
高
橋
先
生
の
孤
高
の
う
し
ろ
姿
が
あ
り
、「
東
北
学
」

と
染
め
抜
か
れ
た
旗
が
手
招
き
で
も
す
る
よ
う
に
風
に
揺
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
東
北
学
を
…
…
、

そ
う
呼
び
か
け
ら
れ
、
励
ま
さ
れ
て
い
る
気
が
し
た
の
は
、
け
っ

し
て
錯
覚
で
は
な
か
っ
た
と
信
じ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
も
ま
た
、

布
き
れ
に
手
書
き
で
「
東
北
学
」
と
書
き
つ
け
、
そ
れ
を
幟
に
携

え
て
、
山
形
の
地
か
ら
わ
た
し
の
東
北
学
を
創
る
た
め
に
働
き
は

じ
め
た
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
十
年
の
歳
月
が
過
ぎ
去
り
、
こ
の
春
に
は
高
橋
前

館
長
の
あ
と
を
承
け
て
、
福
島
県
立
博
物
館
の
館
長
と
い
う
重
職

を
拝
命
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
っ
た
く
感
慨
無
量
で
す
。

浅
学
に
し
て
非
力
・
非
才
の
わ
た
し
に
、
い
っ
た
い
こ
ん
な
重
大

な
職
務
が
つ
と
ま
る
の
か
、
む
ろ
ん
不
安
に
駆
ら
れ
な
い
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
不
安
以
上
に
、
福
島
県
立

博
物
館
と
い
う
未
知
な
る
現
場
に
た
い
す
る
期
待
の
ほ
う
が
、
大

き
く
ふ
く
ら
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
福
島
の
、
会
津
の
地
か
ら
、
東
北
学
が
豊
か
に
花
開
い
て

ゆ
く
こ
と
に
は
、
幾
重
に
も
必
然
が
あ
る
こ
と
、
あ
ら
た
め
て
思

い
ま
す
。
東
北
学
は
ひ
と
つ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
東
北
に
生
き
る

人
々
が
、
み
ず
か
ら
の
過
去
に
思
い
を
い
た
し
、
そ
の
歴
史
や
文

化
や
自
然
風
土
を
地
域
資
源
と
し
て
再
発
見
し
、
そ
れ
を
糧
と
し

て
東
北
の
将
来
像
を
思
い
描
こ
う
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
す
で

に
、
い
く
つ
も
の
東
北
学
が
し
っ
か
り
と
芽
生
え
、
根
を
張
り
は

じ
め
て
い
る
の
で
す
。
東
北
学
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
や
が
て
大
河
と
な
る
か
も
し
れ
ぬ
、
い
ま
は
ま
だ
生

ま
れ
た
ば
か
り
の
、
幾
筋
も
の
知
の
流
れ
に
た
い
し
て
、
仮
に
東

北
学
と
名
付
け
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
す
。

わ
た
し
は
い
ま
、
む
し
ろ
東
北
学
の
以
前
に
、
地
域
学
の
ひ
と

つ
と
し
て
の
「
福
島
学
」
や
「
ふ
く
し
ま
学
」
を
創
る
必
要
が
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
感
じ
て
い
ま
す
。
八
十
年
代
の
半
ば
か

ら
、
し
だ
い
に
み
ず
か
ら
の
輪
郭
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
地
域
学

は
現
在
、
全
国
に
二
千
か
ら
三
千
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
あ

た
ら
し
い
地
域
の
時
代
を
支
え
る
理
念
と
し
て
、
哲
学
と
し
て
、

ま
た
、
そ
れ
を
創
る
た
め
の
方
法
や
技
と
し
て
、
地
域
学
が
熱
い

関
心
を
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
福
島
県
内
に
も
、
広
義

に
地
域
学
に
く
く
ら
れ
る
動
き
が
た
く
さ
ん
見
ら
れ
、
と
き
に
は

地
域
起
こ
し
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
地
域
に
根
ざ
し
、
地
域
に
開
か
れ
た
博
物
館
と
し
て
の
将
来

イ
メ
ー
ジ
を
思
う
と
き
、
そ
う
し
た
地
域
学
と
の
連
携
が
模
索
さ

れ
、
た
と
え
ば
県
立
博
物
館
が
「
ふ
く
し
ま
学
」
の
拠
点
へ
と
育

っ
て
ゆ
く
と
い
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

か
つ
て
、
民
俗
学
者
の
宮
本
常
一
は
、
博
物
館
が
知
ら
ぬ
間
に

「
貧
し
さ
の
展
示
場
」
に
堕
落
す
る
こ
と
に
た
い
し
て
、
警
鐘
を

鳴
ら
し
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
、
そ
の
村
や
町
や
県
の
歴
史
・
文

化
・
風
土
の
豊
か
さ
を
知
ら
せ
る
た
め
の
場
と
し
て
造
ら
れ
な
が

ら
、
そ
れ
は
油
断
を
す
る
と
、
埃
ま
み
れ
の
「
貧
し
さ
の
展
示
場
」

と
化
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
の
で
す
。
だ
か
ら
、
博
物
館
は
い
わ

ば
細
胞
分
裂
と
増
殖
を
く
り
か
え
し
、
つ
ね
に
変
容
を
遂
げ
て
ゆ

く
時
代
の
た
だ
な
か
に
身
を
さ
ら
し
、
新
た
な
自
己
の
姿
を
提
示

し
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
時
代
に
追
い
抜
か
れ
、
置
き

去
り
に
さ
れ
る
と
き
、
博
物
館
は
知
ら
ぬ
間
に
「
貧
し
さ
の
展
示

場
」
と
化
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
逆
に
言
え
ば
、

大
小
を
問
わ
ず
、
い
か
に
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
の
「
豊
か
さ
の

展
示
場
」
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
い
を
、

と
て
も
困
難
な
、
し
か
し
、
永
遠
に
背
負
っ
て
ゆ
く
べ
き
テ
ー
マ

と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
博
物
館
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

地
域
や
民
族
や
人
類
の
過
去
を
い
か
に
記
憶
す
る
か
、
い
か
に

記
録
す
る
か
。
そ
れ
が
し
だ
い
に
、
わ
た
し
た
ち
が
足
を
踏
み
入

れ
つ
つ
あ
る
世
紀
の
大
切
な
公
の
課
題
で
あ
る
こ
と
が
、
広
く
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
い
か
に
記
録
す

る
か
、
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
し
て
も
、
近
年
の
高
度
な
情
報
化
社

会
の
訪
れ
と
と
も
に
、
あ
き
ら
か
に
大
き
な
場
面
転
換
が
起
こ
っ

て
い
ま
す
。
か
つ
て
、
た
と
え
ば
民
俗
の
記
録
と
い
え
ば
、
文
字

や
ス
ケ
ッ
チ
が
主
体
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
い
つ
し
か
、
音
声

の
記
録
か
ら
、
写
真
に
よ
る
静
止
画
像
、
さ
ら
に
動
き
の
あ
る
映

像
の
記
録
へ
と
移
行
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
映
像
の
処
理
・
保
存

や
展
示
・
公
開
の
方
法
に
つ
い
て
も
、
驚
く
ほ
ど
の
技
術
革
新
が

あ
り
、「
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ヴ
」
と
い
う
こ
と
が
声
高
に
語

ら
れ
て
い
ま
す
。
博
物
館
が
文
化
の
記
憶
と
記
録
に
か
か
る
現
場

で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
う
し
た
情
報
化
社
会
の
展
開
に
背
を
向
け
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

た
く
さ
ん
の
外
な
る
・
内
な
る
声
に
耳
を
澄
ま
し
、
た
く
さ
ん

の
開
か
れ
た
議
論
を
重
ね
る
な
か
に
、
あ
た
ら
し
い
県
立
博
物
館

の
イ
メ
ー
ジ
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
博
物
館
は

時
代
の
な
か
に
あ
り
、
地
域
の
な
か
に
あ
る
、
思
え
ば
、
あ
た
り

前
に
す
ぎ
る
、
そ
ん
な
初
心
の
場
所
か
ら
、
わ
た
し
は
こ
の
博
物

館
で
の
仕
事
を
は
じ
め
た
い
、
と
ひ
そ
か
に
願
っ
て
い
ま
す
。

5

着着
任任
にに
ああ
たた
っっ
てて

着
任
に
あ
た
っ
て

館
長
　
赤

坂

憲

雄
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世
の
光
　
地
に
は
塩
と
も
　
汝
よ
な
れ
と

の
ぞ
み
の
日
日
を
　
こ
こ
に
送
り
つ

あ
な
た
の
と
こ
ろ
に
わ
た
く
し
が
迎
え
ら
れ
た
の
は
、
昭
和
六

一
年
（
一
九
八
六
）
四
月
で
し
た
。
陽
春
、
草
萌
ゆ
る
候
、
希
望

の
船
出
を
目
睫
の
間
に
し
て
、
最
終
の
点
検
に
余
念
な
い
頃
あ
い

で
し
た
。
そ
し
て
そ
の
年
十
月
、
残
菊
の
候
、
錦
秋
の
装
い
も
新

た
に
、
あ
な
た
は
「
ふ
く
し
ま
文
化
元
年
」
の
祝
福
の
も
と
に
、

開
館
の
あ
の
栄
光
の
日
を
迎
え
ま
し
た
。

わ
た
く
し
は
、
あ
の
時
の
松
平
知
事
の
「
文
化
元
年
」
の
祝
福

の
辞
を
今
も
鮮
明
に
脳
裡
に
刻
ん
で
い
ま
す
。
わ
た
く
し
の
そ
れ

か
ら
の
日
日
は
、
そ
の
祝
福
を
現
実
に
す
る
た
め
の
あ
ゆ
み
で
し

た
。わ

た
く
し
は
、
職
員
の
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
に
、
あ
な
た
を
文

化
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
殿
堂
に
立
ち
上
げ
よ
う
と
、
精
い
っ
ぱ
い

つ
と
め
た
つ
も
り
で
す
が
、日
暮
れ
て
道
遠
し
の
感
が
あ
り
ま
す
。

で
も
、
考
え
て
み
れ
ば
、
文
化
と
い
う
の
は
、「
ま
こ
と
に
日

に
新
た
に
、
日
に
日
に
新
た
に
、
ま
た
日
に
新
た
な
る
も
の
」
で

す
。「
大
い
な
る
未
完
成
の
日
日
」
の
う
ち
に
こ
そ
創
造
が
あ
る

と
も
言
え
る
の
で
す
か
ら
、
わ
た
く
し
は
、
大
い
な
る
な
ぐ
さ
め

の
も
と
、
こ
の
「
未
完
の
大
器
、
未
完
成
交
響
曲
」
を
次
期
館
長

に
引
き
継
ぐ
の
で
す
。

「
未
完
成
」「
日
に
日
に
新
た
」
と
い
う
の
は
、「
無
限
の
可
能

性
」
を
意
味
し
ま
す
。
た
だ
、
可
能
性
は
現
実
で
な
い
た
め
に
、

し
っ
か
り
し
た
理
念
に
導
か
れ
て
い
ま
せ
ん
と
、
闇
雲
に
な
っ
て

し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
西
洋
に
も
そ
う
い
う
こ
と
わ
ざ
が

あ
り
ま
す
。

H
e
that

w
alketh

in
the
darkness

know
eth

not
w
hither

he
goeth

（「
闇
夜
を
歩
く
者
は
自
分
が
ど
こ
に

行
く
の
か
わ
か
っ
て
い
な
い
」）
と
い
う
も
の
で
す
。

わ
た
く
し
は
十
七
年
間
、
斯
の
道
を
つ
と
め
て
ま
い
り
ま
し
て
、

い
さ
さ
か
発
明
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
置
土
産
に
一
言
二

言
書
き
と
め
て
お
き
ま
す
。

あ
な
た
の
お
名
前
「
博
物
館
」M

useum

の
原
名
がM

useion

「
ミ
ュ
ー
ズ
（
ム
サ
）
の
神
殿
」
の
意
味
、
さ
ら
に
そ
の
ミ
ュ
ー

ズ
が
、
学
芸
全
般
に
わ
た
る
文
神
・
詩
神
た
る
こ
と
は
、
み
ん
な

知
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
博
物
館
の
現
状
は
、
こ
の
原
義
を
忘
却

し
去
っ
た
よ
う
な
マ
ナ
ー
リ
ズ
ム
の
中
に
あ
り
ま
す
。「
文
化
」

と
い
う
名
の
「
つ
く
ら
れ
た
も
の
」（
ノ
エ
ー
マ
）
を
展
示
し
て
、

能
事
畢
わ
る
と
し
て
、「
文
化
」
の
第
一
義
た
る
「
つ
く
る
こ
こ

ろ
」（
ノ
エ
ー
シ
ス
）
を
顧
み
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

わ
た
く
し
は
、
博
物
館
が
こ
の
「
詩
神
ミ
ュ
ー
ズ
の
館
」
の
原

点
に
立
ち
戻
る
た
め
に
、
ミ
ュ
ー
ズ
女
神
像
を
、
わ
れ
ら
の
聖
な

る
シ
ン
ボ
ル
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
高
く
掲
げ
、
詩
神
の
殿
堂
の
名

に
ふ
さ
わ
し
い
ム
セ
イ
オ
ン
に
な
る
こ
と
を
、
わ
が
博
物
館
リ
ニ

ュ
ー
ア
ル
芸
術
哲
学
と
し
て
、
再
確
認
す
る
よ
う
に
し
た
い
―
そ

ん
な
ふ
う
に
ね
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

わ
た
く
し
は
、
管
理
職
館
長
と
し
て
は
、
こ
れ
と
い
う
こ
と
、

何
一
つ
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。た
だ
一
つ
慰
め
と
し
て
い
る
の
は
、

開
館
以
来
、ず
っ
と
金
曜
講
座
と
い
う
の
を
継
続
し
た
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
無
任
所
学
芸
員
と
し
て
の
仕
事
で
し
た
け
れ
ど
も
、
ま
わ

り
の
人
た
ち
は
み
な
「
館
長
ノ
ル
マ
」
と
み
な
し
て
い
ま
し
た
か

ら
、
そ
の
点
で
、
こ
れ
は
「
事
実
上
の
館
長
職
務
」
だ
っ
た
の
で

す
。わ

た
く
し
は
こ
の
金
曜
講
座
に
お
い
て
「
ソ
フ
ト
な
チ
ャ
レ
ン

ジ
」
を
試
み
た
の
で
す
。

「
博
物
館
学
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
で
よ
い
の
か
。

「
学
者
」
と
い
う
名
の
人
た
ち
の
研
究
・
学
問
は
、
こ
れ
で
十

全
な
の
か
。

「
郷
土
史
」「
郷
土
学
習
」
と
い
う
も
の
、
す
べ
て
う
ま
く
い

っ
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

「
生
涯
学
習
」「
社
会
学
級
」「
市
民
講
座
」。
さ
ま
ざ
ま
な
形

で
「
学
問
と
市
民
と
の
対
話
」
が
は
か
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実

効
や
い
か
に
。

「
市
民
の
た
め
の
学
問
・
教
育
・
文
化
」
に
つ
い
て
の
こ
の
よ

う
な
さ
ま
ざ
ま
な
問
い
に
対
す
る
「
共
通
の
広
場
」
と
し
て
こ
そ

「
ミ
ュ
ー
ズ
の
館
」
と
い
う
も
の
も
あ
る
の
で
な
い
か
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、
そ
の
「
文
化
の
祭
の
司
祭
者
」
た
る
館
長
は
、
そ
の
マ

ツ
リ
ゴ
ト
を
「
聖
職

ベ
ル
ー
フ

」
と
し
て
、
は
じ
め
て
そ
の
管
理
の
職
務
も

全
う
し
得
る
の
で
な
い
か
―
そ
ん
な
思
い
か
ら
発
足
し
継
続
さ
れ

た
も
の
で
し
た
。

そ
こ
で
一
番
大
切
な
こ
と
。
そ
れ
は
「
ミ
ニ
マ
ム
・
エ
セ
ン
シ

ャ
ル
ズ
」
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
歴
史
と
し
て
、

文
化
と
し
て
、
そ
の
地じ

方か
た

学
習
と
し
て
、
一
番
大
切
な
こ
と
を
、

ズ
バ
リ
一
言

ひ
と
こ
と

、
こ
の
テ
ー
マ
で
、
そ
の
こ
こ
ろ
と
か
た
ち
を
つ
く

す
。
そ
う
い
う
心
づ
も
り
で
回
を
重
ね
ま
し
た
。

こ
れ
は
理
想
で
す
。
現
実
は
、
そ
う
し
て
作
成
さ
れ
た
未
来
学

習
の
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
Ｐ
Ｒ
す
る
程
度
に
と
ど
ま
り
ま
し

た
。
で
も
、
そ
れ
が
講
座
の
形
を
と
り
、
四
〇
〇
回
近
く
も
と
も

か
く
続
い
た
と
な
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
何
か
新
し
い
も
の
の
は
じ

ま
り
に
は
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
今
そ
の
お
わ
り
に
つ
い

て
語
っ
て
、
お
別
れ
す
る
の
で
す
。

思
い
出
深
い
十
七
年
で
し
た
。
長
い
こ
と
、
ほ
ん
と
う
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

※
高
橋
富
雄
前
館
長
は
、
四
月
一
日
よ
り
名
誉
館
長
に
な
ら
れ

ま
し
た
。

博博
物物
館館
をを
去去
るる
のの
記記

“
”

“
”

“
”

博
物
館
を
去
る
の
記

前
館
長
　
高

橋

富

雄
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「
笑
い
」。
み
な
さ
ん
は
、「
笑
い
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
か
？

こ
の
企
画
展
は
、
み
な
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
「
笑
い
」
と
は
何
か
を
考

え
て
み
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
展
覧
会
で
す
。

私
た
ち
人
間
は
、
自
分
の
感
情
を
表
す
一
つ
の
手
段
と
し
て
「
笑
い
」

を
も
っ
て
い
ま
す
。
お
も
し
ろ
い
と
き
、
私
た
ち
は
大
き
な
声
で
笑
い
ま

す
。
う
れ
し
か
っ
た
と
き
、
自
然
と
笑
み
を
浮
か
べ
ま
す
。
一
方
、
か
な

し
く
て
も
無
理
に
笑
い
を
つ
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
一
言
で
笑
い
と
い

っ
て
も
、
私
た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
や
思
い
を
内
在
さ
せ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、「
笑
い
」
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
考
え
て
い
く
と
、
だ
れ
も

が
同
じ
よ
う
に
、
同
じ
時
、
同
じ
も
の
を
見
て
、
同
じ
状
態
で
笑
う
わ
け

で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
く
は
ず
で
す
。
ま
た
単
に
自
ら
が
笑
う
と
い
う
だ

け
で
は
な
く
、
な
り
わ
い
と
し
て
、
あ
る
い
は
祭
り
や
芸
能
の
場
に
お
い

て
、
他
人
を
〈
笑
わ
せ
る
人
〉
が
存
在
す
る
こ
と
も
見
逃
す
わ
け
に
は
い

き
ま
せ
ん
。

ど
う
も
「
笑
い
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
や
時
代
に
よ
っ
て
も
必
ず
し

も
同
じ
と
は
限
ら
な
い
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
「
人

は
笑
う
」
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
文
化
と
深

く
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

こ
の
展
覧
会
で
は
、
縄
文
時
代
か
ら

現
代
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
で
「
笑

い
」
が
、
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
造
形

化
さ
れ
て
き
た
の
か
、
あ
る
い
は
地
域

に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
「
笑
い
」
の

特
色
が
あ
っ
た
の
か
、
日
本
人
の
笑
い

を
め
ぐ
る
想
像
力
に
迫
っ
て
い
こ
う
と

思
い
ま
す
。

「
笑
い
の
想
像
力

―
笑
わ
せ
る
ヒ
ト
と
笑
う
モ
ノ
の
博
物
誌
―
」

■
秋
の
企
画
展
《
笑
い
の
想
像
力
》
は
平
成
一
五
年
一
〇
月
一
一
日
（
土
）
か
ら
一
二
月
七
日
（
日
）
ま
で

■
企
画
展
観
覧
料
　
一
般
・
大
学
生
五
〇
〇
円
／
高
校
生
三
〇
〇
円
／
小
・
中
学
生
二
〇
〇
円

◎
秋
の
企
画
展
予
告

ト
ピ
ッ
ク
ス

新
し
い
講
座
が
始
ま
り
ま
し
た

博
物
館
で
は
、
今
年
度
も
さ
ま
ざ
ま
な
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

今
回
は
、
新
し
く
始
ま
っ
た
通
年
の
講
座
の
内
容
を
御
紹
介
し
ま

す
。

○
総
合
講
座

「
シ
リ
ー
ズ
　
若
松
城
を
歩
く
―
歴
史
と
自
然
・
再
発
見
」

若
松
城
（
鶴
ヶ
城
）
を
共
通
テ
ー
マ
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ

プ
の
講
座
を
一
年
を
通
し
て
行
い
ま
す
。
野
外
講
座
で
は
、
城

跡
の
石
垣
や
堀
を
見
学
し
た
り
、
野
の
花
や
野
鳥
を
観
察
し
ま

す
。
ま
た
、
歴
代
の
城
主
の
肖
像
画
や
城
絵
図
、
城
を
め
ぐ
る

稲
荷
信
仰
な
ど
を
テ
ー
マ
に
講
話
を
行
い
、
こ
の
城
に
つ
い
て

考
え
る
た
め
の
様
々
な
話
題
を
提
供
し
ま
す
。

○
美
術
講
座
「
暮
ら
し
の
中
の
美
術
―
茶
の
湯
」

美
術
は
も
と
も
と
暮
ら
し
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
し
た
。

お
茶
、
お
花
は
も
と
よ
り
冠
婚
葬
祭
、
晩
酌
の
楽
し
み
ま
で
、

暮
ら
し
の
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
美
術
は
生
き
て
い
ま
す
。
本

講
座
を
通
し
て
「
暮
ら
し
」
の
中
に
「
美
術
」
を
探
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。
今
年
度
は
「
茶
の
湯
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
。

○
特
別
講
座
「
ふ
る
さ
と
の
文
学
―
風
土
と
こ
こ
ろ
―
」

高
橋
富
雄
名
誉
館
長
に
よ
る
講
演
会
で
す
。

こ
の
他
に
、
好
評
の
歴
史
講
座
「
古
文
書
入
門
」
や
美
術
講
座

「
福
島
の
仏
像
」
も
継
続
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。

な
お
詳
し
い
日
程
な
ど
は
、「
博
物
館
だ
よ
り
」
の
イ
ン
フ
ォ

メ
ー
シ
ョ
ン
や
博
物
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
毎
月
発
行
さ
れ
る
「
博

物
館
ニ
ュ
ー
ス
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。



「
津
田
得
民
の
仕
事
―
近
現
代
の
漆
工
芸
―
」

会
期
　
六
月
三
日（
火
）か
ら
七
月
六
日（
日
）ま
で

「
画
題
で
見
る
美
術
―
山
水
画
と
風
景
画

憧
れ
の
景
色
・
夢
の
景
色
―
」

会
期
　
七
月
一
五
日（
火
）か
ら
八
月
一
七
日（
日
）ま
で

「
浦
上
玉
堂
と
七
絃
琴―

文
人
の
愛
し
た
音
色
―
」

会
期
　
八
月
二
六
日（
火
）か
ら
九
月
二
八
日（
日
）ま
で

◎
美
術
講
座

「
福
島
の
仏
像
32
」

講
師
　
当
館
学
芸
課
長
　
若
林
　
繁

日
時
　
七
月
五
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
暮
ら
し
の
中
の
美
術
3
」

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
川
延
安
直
・
小
林
め
ぐ
み

日
時
　
八
月
一
三
日（
水
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
暮
ら
し
の
中
の
美
術
4
」

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
川
延
安
直
・
小
林
め
ぐ
み

日
時
　
九
月
一
〇
日（
水
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
民
俗
講
座

「
カ
ラ
ム
シ
の
糸
づ
く
り
」（
実
技
）
要
申
込

講
師
　
染
織
工
芸
家
　
佐
藤
美
幸
さ
ん

山
田
あ
か
り
さ
ん

日
時
　
七
月
六
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
四
時

◎
歴
史
講
座

「
古
文
書
入
門
4

近
世
④
」（
実
技
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
酒
井
耕
造

日
時
　
七
月
一
二
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
古
文
書
入
門
5

近
世
⑤
」（
実
技
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
酒
井
耕
造

日
時
　
八
月
三
〇
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
古
文
書
入
門
6

近
世
⑥
」（
実
技
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
酒
井
耕
造

日
時
　
九
月
二
七
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
考
古
学
講
座

「
縄
文
土
器
を
つ
く
ろ
う
1
」（
実
技
）
要
申
込

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
渡
部
昌
二
・
関
口
　
功

日
時
　
七
月
一
九
日（
土
）午
前
一
〇
時
〜
午
後
三
時

「
縄
文
土
器
を
つ
く
ろ
う
2
」（
実
技
）
要
申
込

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
渡
部
昌
二
・
関
口
　
功

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

「
縄
文
土
器
を
つ
く
ろ
う
3
」（
実
技
）
要
申
込

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
渡
部
昌
二
・
関
口
　
功

日
時
　
七
月
二
六
日（
土
）午
前
一
〇
時
〜
正
午

「
縄
文
土
器
の
野
焼
き
」（
野
外
）

（
大
川
河
川
敷
）
要
申
込

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
渡
部
昌
二
・
関
口
　
功

日
時
　
八
月
二
三
日（
土
）午
前
一
〇
時
〜
正
午

「
大
昔
の
生
活
を
体
験
し
よ
う
」（
野
外
）

（
大
川
河
川
敷
）
要
申
込

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
竹
内
　
浩

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

◎
総
合
講
座

「
シ
リ
ー
ズ
若
松
城
を
歩
く
3

城
絵
図
パ
ズ
ル
に
挑
戦
」（
実
技
）
要
申
込

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
高
橋
　
充

日
時
　
七
月
二
一
日（
月
・
祝
）午
前
一
〇
時
半
〜
正
午

「
シ
リ
ー
ズ
若
松
城
を
歩
く
4

鶴
ヶ
城
の
野
の
花
」（
野
外
）
要
申
込

講
師
　
会
津
生
物
同
好
会
副
会
長

大
須
賀
昭
雄
さ
ん

当
館
学
芸
員
　
古
川
裕
司

日
時
　
七
月
二
七
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時
半

◎
特
別
講
座
「
ふ
る
さ
と
の
文
学
―
風
土
と
こ
こ
ろ
」

「
神
授
の
詩
―
歌
人
服
部
躬
治
」

講
師
　
当
館
名
誉
館
長
　
高
橋
富
雄

日
時
　
七
月
一
一
日（
金
）午
後
一
時
半
〜
二
時
半

「
と
く
と
こ
の
わ
れ
を
見
よ
―
若
松
賤
子
の
英
詩
」

講
師
　
当
館
名
誉
館
長
　
高
橋
富
雄

日
時
　
八
月
八
日（
金
）午
後
一
時
半
〜
二
時
半

「
北
越
雪
譜
の
風
景
―
雪
国
の
論
理
」

講
師
　
当
館
名
誉
館
長
　
高
橋
富
雄

日
時
　
九
月
一
二
日（
金
）午
後
一
時
半
〜
二
時
半

◎
体
験
講
座

「
虫
か
ご
を
つ
く
ろ
う
」（
実
技
）
要
申
込

講
師
　
技
術
伝
承
者
　
阿
部
吉
致
さ
ん

日
時
　
八
月
二
日（
土
）午
前
一
〇
時
〜
午
後
三
時

「
子
ど
も
の
た
め
の
草
木
染
め
」（
実
技
）
要
申
込

講
師
　
染
織
工
芸
家
　
山
根
正
平
さ
ん

日
時
　
八
月
九
日（
土
）午
前
一
〇
時
〜
午
後
三
時

「
昔
話
を
語
ろ
う
」（
実
技
）
要
申
込

講
師
　
語
り
部
　
横
山
幸
子
さ
ん

日
時
　
八
月
一
六
日（
土
）午
前
一
〇
時
〜
正
午

「
草
木
染
め
1
」（
実
技
）
要
申
込

講
師
　
染
織
工
芸
家
　
山
根
正
平
さ
ん

日
時
　
九
月
六
日（
土
）午
前
一
〇
時
〜
午
後
三
時

「
草
木
染
め
2
」（
実
技
）
要
申
込

講
師
　
染
織
工
芸
家
　
山
根
正
平
さ
ん

日
時
　
九
月
七
日（
日
）午
前
一
〇
時
〜
午
後
三
時

「
お
も
ち
ゃ
を
つ
く
ろ
う
」（
実
技
）
要
申
込

講
師
　
展
示
解
説
員

日
時
　
九
月
一
三
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時
半

◎
福
島
県
立
博
物
館
研
修
講
座
　
要
申
込

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
南
雲
　
修
　
他

日
時
　
八
月
六
日（
水
）午
前
一
〇
時
〜
午
後
四
時

◎
保
存
科
学
講
座

「
流
廃
寺
跡
出
土
金
銀
象
嵌
鉄
剣
の
発
見
」

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
松
田
隆
嗣

日
時
　
八
月
一
〇
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
企
画
展
展
示
解
説
会

「
発
掘
さ
れ
た
日
本
列
島
二
〇
〇
三
」

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
藤
原
妃
敏

日
時
　
七
月
二
〇
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
二
時
半

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
田
中
　
敏

日
時
　
八
月
一
〇
日（
日
）午
後
三
時
半
〜
四
時
半

「
発
掘
ふ
く
し
ま
3
」

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
田
中
　
敏

日
時
　
八
月
二
四
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
二
時
半

九
月
二
〇
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
二
時
半

◎
企
画
展
記
念
講
演
会

「
日
本
列
島
発
掘
も
の
が
た
り
」

講
師
　
文
化
庁
文
化
財
調
査
官
　
玉
田
芳
英
さ
ん

日
時
　
七
月
二
一
日（
月
・
祝
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
発
掘
調
査
成
果
報
告
会

「
考
古
学
が
解
き
明
か
す
ふ
く
し
ま
の
歴
史
」

講
師
　
県
内
各
地
の
埋
蔵
文
化
財
担
当
者

日
時
　
九
月
七
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
四
時

◎
「
昔
語
り
」

語
り
部
　
横
山
幸
子
さ
ん

日
時
　
七
月
二
七
日（
日
）午
前
一
〇
時
半
〜
正
午

日
時
　
九
月
二
一
日（
日
）午
前
一
〇
時
半
〜
正
午

語
り
部
　
山
田
登
志
美
さ
ん

日
時
　
八
月
三
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

日
時
　
九
月
一
四
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
「
紙
芝
居
」

紙
芝
居
作
家
　
五
十
嵐
邦
子
さ
ん

日
時
　
八
月
一
七
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
「
会
津
の
唐
人
凧
つ
く
り
」

技
術
伝
承
者
　
鈴
木
英
夫
さ
ん

日
時
　
八
月
二
一
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
伝
統
技
術
実
演

「
只
見
の
あ
け
び
づ
る
細
工
」

伝
統
技
術
保
持
者
　
吉
田
貞
夫
さ
ん

日
時
　
九
月
一
五
日（
月
・
祝
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
や
さ
し
い
展
示
解
説
会

＊
展
示
解
説
員
に
よ
る
常
設
展
の
案
内
で
す
。
六
〇

分
程
度
。

七
月

六
日（
日
）・
一
三
日（
日
）・
二
〇
日（
日
）・

二
七
日（
日
）

八
月

三
日（
日
）・
一
〇
日（
日
）・
一
七
日（
日
）・

二
四
日（
日
）・
三
一
日（
日
）

九
月

七
日（
日
）・
一
四
日（
日
）・
二
一
日（
日
）・

二
八
日（
日
）

＊
毎
週
日
曜
日
午
前
一
〇
時
半
か
ら
で
す
。た
だ
し
、

七
月
二
七
日
と
九
月
二
一
日
は
午
後
二
時
か
ら
。

＊
行
事
の
詳
細
に
関
し
ま
し
て
は
、
博
物
館
ニ
ュ
ー

ス
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

八
月
二
一
日（
木
　
県
民
の
日
）

九
月
一
五
日（
月
　
敬
老
の
日
）

＊
小
・
中
学
生
、
高
校
生
は
、
い
つ
で
も
常
設
展
が

無
料
で
す
。
た
だ
し
、
引
率
者
は
事
前
（
一
週
間

前
）
の
減
免
申
請
が
必
要
で
す
。

七
月

二
日（
水
）・
七
日（
月
）・
一
四
日（
月
）・
二

二
日（
火
）・
二
八
日（
月
）

八
月

四
日（
月
）・
一
一
日（
月
）・
一
八
日（
月
）・

二
五
日（
月
）

九
月

一
日（
月
）・
八
日（
月
）・
一
六
日（
火
）・
二

二
日（
月
）・
二
四
日（
水
）・
二
九
日（
月
）

＊
八
月
九
日（
土
）〜
八
月
一
五
日（
金
）ま
で
は
、
午

後
六
時
ま
で
開
館
し
ま
す
。（
入
館
は
五
時
半
ま
で
）

8

常
設
展
示
室
「
歴
史
・
美
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」
テ
ー
マ
展
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講
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・
講
座
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