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• 
を
試
み
よ
う
と
発
想
し
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
な
見
地

ー
か
ら
今
日
に
お
け
る
工
芸
の
隆
盛
の
基
を
築
か
れ
た
諸

先
輩
の
偉
業
を
偲
ぶ
と
と
も
に
、
我
が
国
現
代
工
芸
の

胚
胎
す
る
も
の
の
一
端
を
窺
い
、
将
来
に
資
し
よ
う
と
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ー
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

第
こ
の
開
館
記
念
展
は
明
春
三
月
一
九
日
ま
で
開
催
し
、

五
十
五
人
の
作
家
の
手
に
な
る
一
五
九
点
の
作
品
を
随

時
陳
列
換
え
を
行
い
つ
つ
お
目
に
か
け
る
こ
と
と
し
、

約
六

0
0平
方
メ
ー
ト
ル
の
展
示
室
に
常
時
一

0
0余

点
の
作
品
を
展
示
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

僅
か
六

0
0平
方
メ
ー
ト
ル
、
六
室
の
展
示
室
に
お

い
て
前
述
の
意
図
を
集
約
し
展
示
す
る
こ
と
は
至
難
の

こ
と
で
あ
た
が
、
こ
の
開
館
記
念
展
に
お
い
て
、
我
が

国
現
代
工
芸
の
も
つ
豊
か
さ
と
何
ん
ら
か
の
胎
動
の
一

報
端
を
感
じ
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

月
こ
の
よ
う
な
近
代
な
い
し
現
代
の
工
芸
を
専
門
と
す

る
国
立
の
美
術
館
を
設
け
た
い
と
す
る
発
想
を
見
た
の

は
、
我
が
国
の
工
芸
界
が
一
際
燃
え
た
昭
和
三
八
、
九

庁i
t
年
の
頃
で
、
今
日
総
理
府
青
少
年
対
策
本
部
次
長
の
松

文
浦
泰
次
郎
氏
が
当
時
の
文
化
財
保
護
委
員
会
事
務
局
無

形
文
化
課
長
の
職
に
あ
っ
た
頃
と
記
憶
す
る
。
現
在
、

文
化
庁
無
形
文
化
民
俗
文
化
課
の
文
化
財
調
査
官
で
あ

る
柳
橋
真
君
も
当
時
同
課
に
在
っ
た
私
と
共
に
巣
鴨
プ
＾

リ
ズ
ン
跡
や
新
宿
の
浄
水
場
跡
、
そ
し
て
こ
の
旧
近
衛

師
団
司
令
部
跡
を
調
査
し
て
歩
い
た
の
も
こ
の
頃
で
あ

る
。
当
時
の
文
化
財
保
護
委
員
会
に
お
い
て
は
、
芸
能

に
関
し
て
国
立
劇
場
、
工
芸
に
つ
い
て
国
立
工
芸
館
を

設
立
し
よ
う
と
す
る
構
想
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
施
設
は
、
た
だ
作
品
の
収
集
展
示
に
と

）
ど
ま
ら
ず
、
工
芸
研
究
者
や
作
家
が
必
要
と
す
る
資
料

9
の
収
集
や
そ
の
調
査
研
究
を
行
う
と
同
時
に
実
験
工
房

（
も
備
え
、
高
度
の
技
術
者
研
修
に
も
役
立
た
せ
よ
う
と

す
る
雄
大
な
構
想
も
あ
っ
た
。
漆
芸
の
松
田
権
六
氏
や

一
陶
芸
の
加
藤
土
師
萌
氏
等
は
、
そ
の
必
要
を
説
か
れ
た
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我
が
国
の
工
芸
に
は
、
世
界
に
誇
る
べ
き
伝
統
が
あ

る
。
そ
の
種
類
は
豊
富
で
、
芸
術
的
に
も
技
術
的
に
も

他
に
比
類
な
い
高
さ
を
見
せ
、
工
芸
は
我
が
国
文
化
の

特
質
を
示
す
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
工
芸
も
戦
後
の
混
乱
と
と
も

に
非
常
な
苦
難
の
道
を
歩
み
、
一
時
は
絶
滅
す
る
か
に

見
え
た
が
、
今
日
に
お
け
る
盛
ん
な
さ
ま
は
ま
こ
と
に

多
岐
多
様
で
、
か
つ
て
な
い
幅
広
い
展
開
を
見
せ
て
い

る。
苦
心
の
作
品
を
求
め
る
人
も
無
く
、
い
や
、
そ
れ
を

作
る
材
料
す
ら
入
手
で
き
な
い
よ
う
な
苦
難
の
時
代
を

経
て
、
よ
う
や
く
昭
和
三

0
年
代
を
迎
え
よ
う
と
す
る

頃
か
ら
工
芸
家
は
次
第
に
活
発
な
活
動
を
見
せ
、
そ
の

後
に
お
け
る
一

0
余
年
間
は
、
我
が
国
工
芸
の
一
斉
に

花
開
い
た
感
が
あ
り
、
戦
後
に
お
い
て
最
も
充
実
し
燃

焼
し
た
頃
と
目
さ
れ
て
い
る
。

陶
芸
に
お
け
る
板
谷
波
山
・
富
本
憲
吉
の
両
巨
頭
が

共
に
そ
の
晩
年
を
迎
え
て
円
熟
期
に
あ
り
、
浜
田
庄
司

号
・
河
井
寛
次
郎
や
荒
川
豊
蔵
・
石
黒
宗
麿
、
漆
芸
の
松

団
田
権
六
、
金
工
の
高
村
豊
周
や
染
織
に
お
け
る
芹
沢
鮭

第
介
・
稲
垣
稔
次
郎
・
小
合
友
之
助
等
各
々
活
躍
期
に
あ

り
、
北
大
路
魯
山
人
等
も
ま
た
特
異
な
存
在
と
し
て
活

発
な
活
動
を
見
せ
、
ま
た
今
日
指
導
的
な
立
場
に
あ
る

一
諸
大
家
が
青
壮
期
の
意
欲
を
燃
や
し
た
頃
で
あ
っ
た
。

・  

＇ 

東
京
国
立
近
代
美
術
館
工
芸
館
の
開
館

こ
の
こ
と
は
、
明
治
末
年
以
来
の
辛
酸
を
尽
く
し
、

我
が
国
工
芸
の
本
質
を
問
お
う
と
努
力
し
た
人
等
の
研

鑽
の
成
果
を
示
し
た
時
期
で
、
戦
後
を
境
と
し
て
そ
の

大
き
い
進
展
と
変
化
を
見
せ
た
時
点
と
も
言
え
る
も
の

で
あ
っ
た
。

ま
た
こ
の
頃
、
京
都
に
お
け
る
若
い
陶
芸
家
に
よ
っ

て
結
成
さ
れ
た
走
泥
社
の
躍
進
も
目
ざ
ま
し
く
、
そ
の

主
要
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
八
木
一
夫
や
鈴
木
治
は
あ
い
つ

い
で
海
外
に
お
け
る
国
際
陶
芸
展
で
金
賞
を
獲
得
し
、

そ
の
前
衛
的
な
作
品
が
一
躍
世
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と

な
っ
て
、
工
芸
の
な
か
に
新
し
い
思
潮
の
興
り
を
察
知

さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
戦
後
間
も
な
く
海
外
か
ら
導
入
さ
れ

た
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ィ
ザ
イ
ン
の
考
え
方
は
、
こ

れ
ま
で
の
過
飾
気
味
の
作
風
を
嫌
い
、
特
に
会
場
芸
術

的
な
も
の
を
排
し
て
秀
れ
た
意
匠
と
機
能
を
訴
え
、
我

が
国
に
ク
ラ
フ
ト
運
動
を
興
さ
せ
る
素
因
と
も
な
っ
た
。

特
に
、
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
工
芸
概
念
か
ら

脱
し
て
新
し
い
工
芸
の
存
在
理
由
を
解
明
し
よ
う
と
す

る
走
泥
社
の
活
動
は
、
若
い
工
芸
家
に
多
大
な
影
響
を

与
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
若
い
工
芸
家
等
は
、

今
日
の
情
報
化
時
代
に
お
い
て
世
界
各
国
の
工
芸
家
と

相
互
に
影
響
し
あ
っ
て
、
世
界
の
動
向
に
連
動
し
て
更

に
進
ん
だ
芸
域
を
求
め
、
次
第
に
美
術
の
領
域
に
移
行

先
鋒
で
あ
っ
た
と
記
憶
す
る
が
、
用
地
を
確
保
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
等
の
理
由
か
ら
、
遂
い
に
折
か
く

の
構
想
も
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
後
一

0
余
年
、
旧
近
衛
師
団
司
令
部
庁
舎
の
保

存
と
か
ら
ん
で
と
は
い
え
、
こ
の
た
ぴ
東
京
国
立
近
代

美
術
館
の
分
室
と
し
て
工
芸
館
の
発
足
を
見
た
と
は
、

こ
れ
ま
で
工
芸
に
つ
い
て
手
薄
で
あ
っ
た
当
館
と
し
て

も
よ
う
や
く
美
術
館
と
し
て
そ
の
五
体
を
整
え
た
こ
と

に
な
る
が
、
工
芸
界
に
と
っ
て
も
ま
こ
と
に
意
義
深
い

こ
と
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

美
術
館
の
性
格
は
、
そ
の
施
設
、
即
ち
収
蔵
庫
・
研

究
室
・
展
示
室
・
サ
ー
ビ
ス
関
係
室
等
の
配
分
に
よ
っ

て
左
右
さ
れ
る
が
、
展
示
室
の
体
質
も
ま
た
館
の
性
格

構
成
に
重
要
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
。
し

工
芸
館
の
展
示
関
係
の
設
計
を
、
本
館
の
設
計
者
で

あ
る
谷
口
吉
郎
氏
の
手
を
わ
ず
ら
わ
す
こ
と
と
し
た
の

は
東
京
国
立
近
代
美
術
館
分
室
と
し
て
同
じ
体
質
の
展

示
室
と
し
、
一
体
的
な
も
の
と
し
た
い
と
す
る
こ
と
に

他
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
安
達
館
長
の
強
い
意
志

に
よ
る
も
の
で
、
工
芸
館
の
展
示
室
は
、
本
館
三
階
に

お
け
る
日
本
画
展
示
室
を
基
調
と
し
、
旧
近
衛
師
団
司

令
部
庁
舎
の
規
格
に
応
じ
、
近
代
な
い
し
現
代
工
芸
の

展
示
に
適
す
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
重
要
文
化
財
指
定
に
な
る
初
期
洋
風
建

築
を
美
術
館
や
博
物
館
と
し
て
活
用
し
て
い
る
も
の
は
、

当
初
か
ら
博
物
館
施
設
と
し
て
設
計
さ
れ
た
京
都
・
奈

良
両
国
立
博
物
館
旧
館
を
除
い
て
、
横
浜
に
お
け
る
重

要
文
化
財
「
旧
横
浜
正
金
銀
行
本
店
」
の
神
奈
川
県
立

博
物
館
、
金
沢
の
「
第
四
高
等
学
校
々
舎
」
の
石
川
県

立
民
俗
資
料
館
」
、
福
岡
の
「
日
本
生
命
福
岡
支
店
」

の
福
岡
市
歴
史
資
料
館
等
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
ら
の
施
設
は
文
化
庁
の
援
助
と
指
導
助
言
は
得
た

と
は
い
え
地
方
公
共
団
体
が
事
業
主
体
と
な
り
、
各
々

そ
の
手
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
運
営
さ
れ
て
い
る
も
の
で

杉

原

信

彦

（
東
京
国
立
近
代
美
術
館
工
芸
課
長
）

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
た
び
旧
近
衛
師
団
司
令
部

庁
舎
を
工
芸
館
と
し
た
こ
と
は
、
東
京
国
立
近
代
美
術

館
の
分
室
と
は
い
え
、
こ
の
種
の
建
物
の
保
存
活
用
エ

事
を
初
め
て
文
化
庁
自
ら
が
実
施
し
た
も
の
で
、
将
来

に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
重
要
文
化
財
指
定
建
造
物
の
保

存
と
活
用
に
関
し
、
そ
の
範
と
も
な
る
べ
き
重
要
な
意

義
を
持
つ
も
の
と
思
う
。

旧
近
衛
師
団
司
令
部
庁
舎
は
、
そ
の
外
壁
と
玄
関
お

よ
び
階
段
ホ
ー
ル
が
そ
の
重
要
文
化
財
指
定
要
件
と
な

っ
て
い
る
が
、
指
定
の
要
件
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
旧

事
務
室
部
分
を
如
何
様
に
改
装
し
、
こ
れ
に
工
芸
館
の

機
能
を
付
与
す
る
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
工
芸

館
と
し
て
の
機
能
が
ど
れ
程
こ
の
建
物
に
求
め
ら
れ
る

か
と
い
う
こ
と
の
検
討
が
繰
返
さ
れ
た
。
公
園
地
と
す

る
立
地
上
の
、
重
要
文
化
財
と
す
る
建
築
上
の
、
各
種

の
制
約
の
な
か
に
あ
っ
て
建
面
積
九
二
九
平
方
メ
ー
ト

ル
総
二
階
建
、
延
一
、
八
五
九
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
い

て
の
活
用
計
画
を
練
っ
た
。
外
壁
、
そ
し
て
玄
関
・
階

段
ホ
ー
ル
は
建
築
当
初
の
様
相
に
復
原
修
理
さ
れ
、
ニ

階
階
段
ホ
ー
ル
に
接
す
る
小
部
屋
を
休
憩
室
と
し
、
観

客
は
所
定
の
動
線
以
外
に
、
こ
の
休
憩
室
を
経
て
観
客

自
ら
好
む
方
向
に
進
む
こ
と
も
で
き
る
動
線
計
画
で
、

段
段
ホ
ー
ル
か
ら
右
回
り
と
し
、
第
一
室
（
染
織
等
）
、

第
二
室
•
第
三
室
（
陶
磁
）
、
休
憩
室
、
第
四
室
（
漆

芸
等
）
、
第
六
室
（
企
画
）
、
第
五
室
（
金
工
等
）
と

展
示
室
を
配
し
、
原
則
と
し
て
第
一
室
か
ら
第
五
室
に

お
い
て
常
設
展
示
を
行
い
、
第
六
室
に
お
い
て
小
規
模

の
企
画
展
示
を
行
う
よ
う
計
画
さ
れ
て
い
る
。

工
芸
品
の
観
賞
は
も
と
も
と
親
し
み
の
あ
る
展
示
に

お
い
て
す
べ
き
で
あ
る
し
、
と
り
わ
け
近
代
な
い
し
現

代
工
芸
に
お
い
て
は
、
そ
の
都
度
に
お
け
る
デ
ィ
ス
プ

レ
ー
に
よ
り
そ
れ
に
適
し
た
空
間
を
設
定
し
て
展
示
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
だ
が
、
常
設
展
示
と
す
る
第

一
室
か
ら
第
五
室
ま
で
は
作
品
の
管
理
保
全
の
観
点
か

し
て
ゆ
く
か
の
様
相
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
今
日
で
は
現
代
工
芸
と
美
術

の
区
別
は
無
く
な
っ
た
と
し
、
ま
た
工
芸
に
か
か
わ
る

新
し
い
意
義
づ
け
が
必
要
で
あ
る
と
も
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
現
象
を
と
ら
え
、
一
部
に
は
工
芸
の
混
乱

と
し
、
一
方
に
は
現
代
工
芸
が
胚
胎
す
る
本
質
的
な
も

の
と
す
る
見
方
が
あ
る
。

去
る
一
―
月
一
五
日
か
ら
公
開
さ
れ
た
工
芸
館
の
開

館
記
念
展
に
お
い
て
「
現
代
日
本
工
芸
の
秀
作
」
と
題

し
、
主
と
し
て
戦
後
の
工
芸
界
に
光
彩
を
放
っ
た
注
目

す
べ
き
作
品
を
集
め
て
展
示
す
る
と
と
も
に
、
新
し
い

室
内
空
間
に
お
け
る
工
芸
の
あ
り
方
を
示
唆
す
る
展
示

東京国立近代美術館工芸館・外観



ら
、
残
念
な
が
ら
陳
列
ケ
ー
ス
に
よ
る
展
示
に
よ
ら
ざ

＿
る
を
得
な
か
っ
た
。
か
か
る
陳
列
ケ
ー
ス
に
よ
る
展
示

）
に
お
け
る
固
さ
の
欠
を
補
う
た
め
、
第
一
室
の
染
織
展

1
0
示
室
に
は
陳
列
ケ
ー
ス
と
相
対
す
る
壁
前
に
、
幅
五
米
、

（
奥
行
一
・
五
米
の
大
谷
石
プ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
陳
列
台
を

し
つ
ら
え
、
こ
の
上
に
輪
島
の
塩
多
慶
四
郎
氏
の
手
に

な
る
漆
塗
の
大
敷
板
を
置
き
、
そ
の
上
に
大
作
に
な
る

工
芸
品
を
露
出
展
示
し
、
壁
面
に
壁
掛
等
を
飾
っ
て
立

体
的
な
展
示
を
試
み
、
豊
か
な
気
分
を
味
わ
っ
て
頂
く

よ
う
配
慮
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
工
芸
品
が
常
日
頃
置

か
れ
て
い
る
状
態
を
示
唆
す
る
展
示
を
行
い
た
い
と
す

る
安
達
館
長
の
意
図
に
そ
っ
て
、
第
二
室
の
陶
磁
室
の

北
側
に
設
計
者
得
意
の
和
室
風
の
展
示
室
が
し
つ
ら
え

て
あ
り
、
ま
た
大
楠
の
一
枚
板
に
円
座
を
置
い
た
休
息

報
設
備
が
あ
る
。
一
室
に
お
け
る
大
谷
石
に
よ
る
陳
列
台

月
と
こ
れ
ら
の
設
備
は
、
展
示
用
語
で
い
う
「
遊
び
」
で

あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
設
備
に
よ
っ
て
展
示
室
に
実
際
以

上
の
大
き
い
ス
ケ
ー
ル
感
を
持
た
せ
、
観
客
が
ゆ
と
り

庁化
あ
る
気
分
で
工
芸
観
賞
で
き
る
効
果
を
も
っ
て
い
る
。

文
第
六
室
の
企
画
展
示
室
は
約
一

0
0平
方
メ
ー
ト
ル
の
、

小
企
画
展
示
を
行
う
場
所
で
、
そ
の
都
度
デ
ィ
ス
プ
レ

ー
を
行
う
こ
と
と
し
、
陳
列
ケ
ー
ス
・
パ
ネ
ル
等
の
展

示
用
収
納
庫
が
こ
れ
に
隣
接
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
。

い
ま
工
芸
館
が
保
有
す
る
工
芸
作
品
は
、
近
年
そ
の

開
館
準
備
に
収
集
さ
れ
た
三

0
余
点
と
、
こ
の
た
び
の

開
館
に
際
し
て
文
化
庁
か
ら
移
管
さ
れ
た
四
三

0
点
余

が
そ
の
全
て
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
文
化
庁
か
ら
移
管
さ

れ
た
も
の
は
、
主
と
し
て
戦
後
工
芸
界
が
最
も
燃
焼
し

号
た
時
期
の
も
の
で
、
先
学
小
山
冨
士
夫
氏
が
中
心
と
な

3

っ
て
収
集
さ
れ
、
陶
芸
家
富
本
憲
吉
、
漆
芸
家
松
田
権
六

等
の
戦
後
の
代
表
作
を
揃
え
、
少
数
と
は
言
え
さ
す
が

に
高
い
内
容
を
示
し
、
今
回
の
開
館
記
念
展
の
企
画
を

第

容
易
に
さ
せ
て
力
が
あ
っ
た
。

一
作
品
の
収
納
力
と
研
究
態
勢
の
強
化
、
そ
し
て
サ
ー

陳列ケースのない立体的な展示で豊かな気分が味わえる

ビ
ス
関
係
室
の
整
備
は
、
展
示
室
の
計
画
と
共
に
館
の

性
格
を
左
右
す
る
重
要
な
要
素
で
、
小
規
模
の
施
設
で

は
あ
る
が
本
館
計
画
時
の
苦
い
体
験
を
生
か
し
、
特
に

倉
庫
部
分
と
研
究
室
の
確
保
に
重
点
が
置
か
れ
、
一
階

右
翼
は
殆
ど
荷
解
室
・
収
蔵
庫
に
あ
て
ら
れ
、
陶
磁
・

漆
芸
・
金
エ
・
染
織
の
四
収
蔵
庫
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に

類
似
の
作
品
を
収
納
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
そ
の
面

積
は
一
六
八
平
方
メ
ー
ト
ル
で
展
示
面
積
の
二
八
％
に

当
た
る
が
、
古
い
建
物
特
有
の
天
井
高
の
高
い
こ
と
を

利
用
し
、
中
二
階
を
設
け
て
収
納
力
の
増
加
を
計
り
、

展
示
面
積
比
四

0
％
程
度
と
す
る
計
画
が
あ
る
。
建
物

の
左
半
分
は
、
出
札
を
含
め
た
管
理
事
務
室
、
研
究
室
‘

資
料
室
、
調
査
室
、
機
械
室
、
看
手
控
室
等
に
な
っ
て

お
り
、
研
究
室
に
は
陶
磁
・
漆
エ
・
金
エ
・
染
織
係
及

ぴ
現
代
に
お
け
る
新
造
形
に
よ
る
工
芸
や
意
匠
・
技
法

の
調
査
研
究
を
行
ヽ
入
思
匠
係
の
五
係
、
写
真
・
図
書
・

資
料
等
の
収
集
整
理
と
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
工
芸
資
料
係

が
配
備
で
き
る
空
間
が
確
保
さ
れ
、
作
家
や
研
究
者
の

特
別
観
覧
や
研
究
に
対
応
す
る
と
同
時
に
、
写
場
や
応

接
室
と
す
る
多
目
的
だ
が
サ
ー
ビ
ス
関
連
室
と
し
て
の

調
査
室
が
あ
る
。

今
日
の
と
こ
ろ
で
は
当
面
開
館
に
必
要
な
最
少
限
度

の
要
員
で
あ
る
。
今
後
職
員
の
充
実
と
あ
い
ま
っ
て
展

示
内
容
の
充
実
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
作
家
や
研
究
者

の
研
究
に
か
か
わ
る
便
宜
供
の
充
実
を
計
る
こ
と
に
よ

り
、
工
芸
館
も
社
会
に
お
け
る
貴
重
な
歯
車
と
し
て
の

機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

営
団
地
下
鉄
、
東
西
線
竹
橋
で
下
車
し
、
東
京
国
立

近
代
美
術
館
本
館
、
国
立
公
文
書
館
の
前
を
経
て
、
左

手
に
皇
居
の
森
を
眺
め
な
が
ら
爪
先
上
り
の
紀
伊
国
坂

を
進
み
、
桜
並
木
の
つ
き
る
と
こ
ろ
皇
居
乾
門
と
対
峙

し
て
工
芸
館
が
あ
る
。
尖
塔
を
持
つ
赤
煉
瓦
二
階
建
の

こ
の
建
物
は
、
北
の
丸
公
園
西
南
隅
に
位
置
し
、
西
に

千
鳥
ヶ
渕
、
北
東
に
公
園
の
森
を
ひ
か
え
て
い
る
。
都

内
に
お
い
て
は
希
に
見
る
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
て
、
三

月
末
の
桜
の
奮
の
ふ
く
ら
む
頃
か
ら
公
孫
樹
の
黄
ば
む

―
一
月
末
ま
で
が
最
も
美
し
い
。
そ
の
静
か
な
た
た
ず

ま
い
に
映
え
る
赤
煉
瓦
の
建
物
を
評
し
て
、
私
は
東
京

都
ロ
ン
ド
ン
村
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
う
し
た
美
し
い

環
境
の
中
に
あ
る
工
芸
館
、
そ
の
建
物
が
由
緒
あ
る
重

要
文
化
財
「
旧
近
衛
師
団
司
令
部
庁
舎
」
と
あ
っ
て
か
、

関
館
以
来
、
予
想
以
上
の
来
館
者
を
迎
え
、
そ
の
数
は

本
館
の
そ
れ
を
し
の
ぎ
、
総
工
費
八
億
円
余
、
五
か
年

の
工
事
に
従
事
し
た
人
々
を
安
堵
さ
せ
、
職
員
の
将
来

に
お
け
る
責
任
と
意
欲
を
わ
か
せ
て
い
る
。
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編

集

後

記
文
化
、
そ

た
中
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に
な
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れ

分
野
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ら

、
鳥
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保

受
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は
初

部
省
関
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閉
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術
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と
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・
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