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企
画
展
開
催
に
あ
た
っ
て

　

木
々
の
芽
も
ふ
く
ら
み
、
さ
わ
や
か
な
風
と
と
も
に
戸こ
が
い外
を
歩

く
こ
と
が
非
常
に
心
地
よ
い
季
節
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
歩

く
こ
と
は
そ
の
も
の
の
楽
し
み
だ
け
で
な
く
、
新
た
な
出
会
い
や

発
見
の
機
会
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
何
か
を
目
的
に
歩

く
場
合
の
道
し
る
べ
の
一
つ
と
し
て
、
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
情
報
や

地
図
を
希
望
さ
れ
る
方
々
か
ら
の
相
談
や
要
望
が
、
本
館
に
寄
せ

ら
れ
る
こ
と
も
増
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
企
画
展
は「
宮
代
再
発
見　

写
真
で
め
ぐ
る
文
化
財
展
」

と
題
し
、
私
た
ち
の
身
の
ま
わ
り
に
あ
る
文
化
財
を
地
図
と
写
真

を
中
心
に
紹
介
い
た
し
ま
す
。
こ
の
展
示
で
示
す
文
化
財
は
、
単

に
県
や
町
か
ら
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
モ
ノ
の
み
を
さ

す
の
で
は
な
く
、
宮
代
町
の
歩
み
を
見
つ
め
て
き
た
歴
史
の
証
言

者
と
し
て
私
た
ち
に
多
く
の
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
、
そ
の
よ
う

な
モ
ノ
全
て
を
さ
し
て
い
ま
す
。

　

展
示
は
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
地
図
を
作

成
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
展
示
を
ご
覧
に
な
っ
た
後
、
実
際
に
地

図
を
参
考
に
歩
い
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
新
た
な
郷
土
宮
代
を

発
見
さ
れ
、
よ
り
一
層
の
理
解
と
愛
着
を
深
め
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。

平
成
17
年
3
月　
　

宮
代
町
郷
土
資
料
館

凡　
　
例

　

本
書
は
平
成
十
七
年
三
月
十
九
日
か
ら
同
年
七
月
十
日
ま

で
開
催
さ
れ
る
「
宮
代
再
発
見　

写
真
で
め
ぐ
る
文
化
財
展

の
展
示
図
録
で
す
。

　

本
展
示
の
写
真
撮
影
は
当
館
学
芸
員
が
、
企
画
構
成
並
び

に
本
書
の
執
筆
は
横
内
美
穂
が
行
い
、
編
集
は
長
谷
川
弘
樹

が
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
展
示
は
資
料
館
職
員
が
協
力
し
行

い
ま
し
た
。

①②
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国
・
県
・
町
指
定
文
化
財
を
訪
ね
る
（
地
図
１
）

　

宮
代
町
に
は
、
平
成
17
年
3
月
現
在
で
、
国
指
定
重
要
文
化
財

が
1
件
、
県
指
定
有
形
文
化
財
が
1
件
、
そ
し
て
町
指
定
文
化
財

が
無
形(

1
件)

・
有
形
（
13
件
）
合
わ
せ
て
14
件
あ
り
ま
す
。

　

国
指
定
文
化
財
は
西
 
さ
い
こ
う
い
ん

光
院
阿あ

み

だ
弥
陀
三さ
ん
ぞ
ん
ぞ
う

尊
像
で
、
現
在
は
上
野
に

あ
る
東
京
国
立
博
物
館
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

県
指
定
文
化
財
は
、
東
地
区
に
あ
る
五ご

し
ゃ社
神
社
本
殿
で
「
五ご
け
ん間

流
れ
造
り
」
と
呼
ば
れ
る
地
方
色
豊
か
な
建
物
で
す
。
す
ぐ
近
く

に
西
光
院
も
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
は
、
西
光
院
阿
弥
陀
三
尊
像
が

納
め
ら
れ
て
い
た
阿
弥
陀
堂
と
五
社
神
社
は
並
ん
で
建
て
ら
れ
て

い
ま
し
た
。

　

町
指
定
文
化
財
の
う
ち
、無
形
文
化
財
の「
東ひ

が
し
く
め
は
ら

粂
原
獅
子
舞
」は
、

江
戸
時
代
中
頃
に
は
じ
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
も
の
で
、
現
在
で
は

7
月
16
日
近
く
の
日
曜
日
に
東
粂
原
の
鷲わ

し
み
や宮
神
社
に
奉
納
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
中
地
区
に
あ
る
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い

る
宝ほ

う
し
ょ
う
い
ん

生
院
の
大
イ
チ
ョ
ウ
は
、
樹
齢
五
百
年
以
上
も
経
っ
て
い
る

大
木
で
す
。
そ
の
大
き
さ
に
は
圧
倒
さ
れ
ま
す
。

道
標
〜
み
ち
し
る
べ
〜
を
求
め
て
（
地
図
２
）

　

道
し
る
べ
と
は
、
石
に
そ
の
道
の
行
く
先
を
示
し
た
道
案
内
を

示
し
ま
す
。
町
域
に
あ
る
道
し
る
べ
は
、享

き
ょ
う
ほ
う保

17
年
（
一
七
三
二
）

か
ら
明
治
8
年
（
一
八
七
五
）
に
わ
た
る
24
基
が
確
認
さ
れ
て
い

町
内
の
神
社
を
訪
ね
る
（
地
図
４
）

　

日
本
に
は
八や
お
よ
ろ
ず

百
万
の
神
が
い
る
‥
‥
と
よ
く
い
わ
れ
ま
す
。

人
々
は
暮
ら
し
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
お
い
て
、
そ
の
場
面

ご
と
に
願
い
を
か
な
え
て
く
れ
る
神
が
存
在
す
る
と
考
え
、
そ
れ

ぞ
れ
の
神
々
へ
の
信
仰
を
深
め
て
き
ま
し
た
。
農
耕
に
関
す
る
神

や
疫え

き
び
ょ
う病な
ど
か
ら
守
っ
て
く
れ
る
神
、
ま
た
学
問
を
深
め
た
り
商

売
が
繁は

ん
じ
ょ
う盛し
た
り
す
る
よ
う
に
守
り
導
い
て
く
れ
る
神
な
ど
、
人

の
願
い
の
数
だ
け
神
が
存
在
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
こ
れ
ら
の
神
々
は
、
社や

し
ろを
建
て
て
祀ま
つ

ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は

石
造
物
が
造
ら
れ
た
り
な
ど
し
て
、
人
々
か
ら
信
仰
さ
れ
て
き
ま

し
た
。

　

明
治
時
代
以
降
の
歴
史
の
中
で
、
い
く
つ
か
の
神
社
が
合ご

う
し祀
さ

宮
代
再
発
見

ま
す
。
道
し
る
べ
に
は
行
き
先
だ
け
で
な
く
距
離
な
ど
も
示
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
当
時
の
人
々
の
地
理
感
覚
や
距
離
感
覚
、
ま
た
行

動
範
囲
な
ど
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
が
古
く

か
ら
道
と
し
て
往
来
し
て
き
た
場
所
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
道
し
る

べ
を
訪
ね
て
歩
く
こ
と
は
古
い
道
を
訪
ね
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

え
ま
す
。

　

ま
た
町
域
の
道
し
る
べ
の
特
徴
と
し
て
、
道
し
る
べ
と
し
て
の

目
的
だ
け
で
造
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
当
時
の
人
々
が
信
仰
心

の
顕あ

ら
われ
と
し
て
造ぞ
う
り
ゅ
う立さ
れ
た
庚こ
う
し
ん
と
う

申
塔
や
地
蔵
像
、
観
音
像
な
ど
に

道
し
る
べ
と
し
て
の
情
報
が
刻
ま
れ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
る
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

町
内
の
寺
院
・
堂ど
う
あ
ん庵
を
訪
ね
る
（
地
図
３
）

　

こ
れ
ま
で
の
調
査
に
よ
り
、
町
内
に
は
西さ

い
こ
う
い
ん

光
院
を
始
め
、
古
く

か
ら
数
多
く
の
寺
や
堂
庵
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま

す
。
跡
地
を
含
め
る
と
相
当
の
数
の
寺
院
、
堂
庵
が
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

町
指
定
文
化
財
で
あ
る
十じ
ゅ
う
い
ち
め
ん
か
ん
の
ん
ぼ
さ
つ
り
ゅ
う
ぞ
う

一
面
観
音
菩
薩
立
像
の
あ
る
和
戸

本
郷
の
西さ

い
ほ
う
い
ん

方
院
は
真
し
ん
ご
ん
し
ゅ
う

言
宗
智ち
ざ
ん山
派
の
寺
で
、
寺
伝
に
よ
る
と
寛か
ん
じ
ん仁

元
年(

一
〇
一
七
）
に
創
立
さ
れ
た
と
伝
わ
り
ま
す
。
現
在
の
町

域
で
確
認
さ
れ
て
い
る
道
し
る
べ
の
中
で
最
古
の
年
号
で
あ
る
、

享き
ょ
う
ほ
う保

17
年(

一
七
三
二)

の
道
し
る
べ
が
あ
り
ま
す
。

　

西に
し
く
め
は
ら

粂
原
の
宝ほ
う
こ
う
じ

光
寺
は
天て
ん
ぶ
ん文
元
年(

一
五
三
二
創
立
と
さ
れ
る

曹そ
う
と
う
し
ゅ
う

洞
宗
の
寺
で
、「
ぶ
っ
さ
り
地
蔵
」
と
い
う
昔
ば
な
し
が
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

須
賀
の
真し
ん
ぞ
う
い
ん

蔵
院
は
嘉か
り
ゃ
く暦
年
中(

一
三
二
六
〜
一
三
二
九)

創
立

と
さ
れ
る
真
言
宗
智
山
派
の
寺
で
、「
身
代
り
薬や

く
し師
」
の
伝
説

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
中
世
に
は
門
前
に
市
が
た
っ
た
と
さ
れ
、

「
市い

ち
ば
の
さ
い
も
ん

場
之
祭
文
（
武ぶ
し
ゅ
う
も
ん
じ
ょ

州
文
書
）」
に
示
さ
れ
た
「
須
賀
の
市
」
は
、

真
蔵
院
の
門
前
市
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

前
原
の
宝ほ

う
し
ょ
う
い
ん

生
院
は
真
言
宗
智
山
派
の
寺
で
15
世
紀
後
半
の
開
基

で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
、
町
指
定
文
化
財
の
天
然
記
念
物
で
あ
る
大

イ
チ
ョ
ウ
が
あ
り
ま
す
。

写
真
で
め
ぐ
る
文
化
財
展　
概
要
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近
代
の
宮
代
を
訪
ね
る
（
地
図
５
）

　

町
が
発
展
し
て
き
た
歴
史
の
中
に
「
な
ぜ
」
を
求
め
る
と
、
そ

の
理
由
の
一
つ
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
開
発
の
成
果
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。
江
戸
時
代
の
笠
原
沼
の
新
田
開
発
も
含
め
、
米
づ
く
り
を
目

的
と
し
た
用
水
な
ど
の
整
備
や
土
地
改
良
な
ど
が
お
こ
な
わ
れ
、

成
果
を
あ
げ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
災
害
に
対
す
る
反
省
と
備
え

の
観
点
か
ら
の
治
水
も
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
明
治
32
年
の
東
武
鉄
道
の
開
通
は
、
人
や
物
資
の
流
れ

を
そ
れ
ま
で
の
牛
馬
や
舟
な
ど
か
ら
鉄
道
と
い
う
運
送
方
法
へ
と

大
き
く
変
え
る
と
と
も
に
、
人
々
の
生
活
様
式
そ
の
も
の
に
も
大

郷
土
の
先
人
を
訪
ね
る
（
地
図
５
）

　

郷
土
に
生
を
受
け
た
先
人
の
事
跡
を
紹
介
し
た
記
念
碑

（
顕け

ん
し
ょ
う
ひ

彰
碑
）
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
町
域
に
あ
る
記
念
碑
を
み
る
と
、

多
く
は
郷
土
の
発
展
や
教
育
に
深
く
か
か
わ
っ
た
方
で
す
が
、
中

に
は
郷
土
と
い
う
枠
を
越
え
、
日
本
と
い
う
国
の
発
展
に
お
い
て

大
き
な
功
績
を
上
げ
た
方
の
も
の
も
あ
る
よ
う
で
す
。
個
々
の
詳

し
い
調
査
成
果
に
つ
い
て
は
今
後
の
展
示
に
期
待
い
た
だ
く
と
し

文
化
財
案
内
板
に
つ
い
て
（
地
図
６
）

　

宮
代
町
に
は
「
全
町
博
物
館
構
想
事
業
」
と
い
う
事
業
が
あ

り
ま
す
。
町
全
体
を
博
物
館
と
想
定
し
、
町
内
に
散
在
す
る
文
化

財
・
史
跡
・
祭
事
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
名
称
・
由
来
な
ど

を
記
し
た
案
内
板
・
標
柱
を
設
置
し
た
り
、
見
学
コ
ー
ス
を
設
定

す
る
な
ど
を
行
う
事
業
で
す
。
毎
年
少
し
ず
つ
増
や
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
が
、
将
来
的
に
は
文
化
財
マ
ッ
プ
な
ど
を
作
成
し
た
り

し
て
、
文
化
財
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
こ
と
を
目
標
に
し
て

い
ま
す
。
現
在
、
平
成
16
年
度
分
の
設
置
も
含
め
て
、
案
内
板
21

基
、
標
柱
5
基
を
設
置
、
ま
た
従
前
の
案
内
板
を
含
め
る
と
34
基

の
案
内
板
・
標
柱
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

れ
た
り
、
個
人
の
宅
地
内
に
ひ
っ
そ
り
と
祀
ら
れ
て
い
た
り
す
る

た
め
に
正
確
な
数
は
把
握
で
き
て
い
ま
せ
ん
が
、
町
域
に
は
ま
だ

数
多
く
の
神
社
が
点
在
し
て
い
ま
す
。

て
も
、
ま
ず
は
先
人
達
の
事
跡
を
訪
ね
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

き
な
変
化
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
郷
土
に
暮
ら
し
た
先
人
達
の
力
に
よ
り
さ
ま
ざ

ま
な
開
発
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
を
知
る
こ

と
は
今
と
な
っ
て
は
難
し
く
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
残
さ
れ
た
記
念

碑
や
構
造
物
な
ど
か
ら
断
片
的
に
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
出
来
ま

す
。

姫
宮
落
川
に
架
か
る 

煉
瓦
造
り
の
橋
脚
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宮
代
む
か
し
む
か
し

十
一
面
観
音
（
西
方
院
）

　

西
方
院
の
観
音
堂
は
蓮
台
山
流
水
寺
と
称
し
ま
す
。
こ
こ
の
本

尊
の
十
一
面
観
音
は
、
行
基
の
作
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
観

音
は
、
大
洪
水
の
際
、
古
利
根
川
を
流
れ
て
き
た
の
を
拾
い
あ
げ

て
西
方
院
に
奉
祀
し
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。

ぶ
っ
さ
り
地
蔵
（
宝
光
寺
）

　

西
粂
原
の
宝
光
寺
に
あ
る
地
蔵
尊
を
ぶ
っ
さ
り
地
蔵
と
い
い
ま

す
。
昔
、
近
郷
近
在
の
若
者
が
杉
戸
宿
に
遊
び
に
行
っ
た
頃
の
話

で
す
。
夜
道
を
歩
い
て
の
帰
り
道
、
宝
光
寺
の
近
く
ま
で
来
た
と

き
に
肩
に
若
い
娘
が
お
ぶ
さ
っ
て
き
ま
し
た
。
暗
く
て
顔
も
見
え

な
か
っ
た
の
で
そ
の
ま
ま
背
負
っ
て
歩
き
、
我
が
家
も
近
づ
い
て

き
た
の
で
ど
ん
な
娘
か
と
思
い
振
り
向
い
て
見
て
み
る
と
、
娘
で

は
な
く
地
蔵
尊
が
お
ぶ
さ
っ
て
い
ま
し
た
。
あ
わ
て
て
問
い
た
だ

し
て
み
る
と
、
宝
光
寺
の
地
蔵
尊
だ
と
答
え
た
そ
う
で
す
。

身
代
り
薬
師
（
真
蔵
院
）

　

須
賀
の
真
蔵
院
に
は
、
身
代
り
薬
師
と
い
う
も
の
が
祀
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
縁
起
に
よ
る
と
、
昔
、
伊
藤
修
理
大
夫
光
重
と

い
う
者
が
無
実
の
罪
の
た
め
に
北
条
時
氏
の
軍
勢
に
討
た
れ
ま
し

た
。
光
重
の
首
を
も
っ
た
そ
の
軍
勢
が
須
賀
の
地
に
さ
し
か
か
る

と
、
に
わ
か
に
光
重
の
首
が
重
く
な
り
ま
し
た
。
不
思
議
に
思
い

確
か
め
る
と
、
光
重
の
首
で
は
な
く
薬
師
の
首
に
か
わ
っ
て
い
ま

し
た
。
伊
藤
の
家
に
尋
ね
る
と
、
光
重
は
傷
一
つ
受
け
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
薬
師
の
霊
験
に
感
じ
入
っ
た
時
氏
は
、
た
だ
ち
に
光

重
の
罪
を
許
し
ま
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
の
霊
験
の
あ
る
薬

師
を
鎌
倉
に
迎
え
入
れ
よ
う
と
し
ま
し
た
が
ど
う
し
て
も
重
く
動

か
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
、
あ
る
夜
、
須
賀
の
領
主
の
形
辺
左
衛
門
尉
が
夢
の
お

告
げ
を
受
け
て
薬
師
の
お
堂
を
造
っ
た
と
こ
ろ
、
綿
の
よ
う
に
軽

く
持
ち
上
げ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
首
を
移
す
こ
と
が
で
き
た
そ

う
で
す
。

地図
1- ③
3-1
6-3

地図
3-3
6-10

地図
3-3
6-10
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左
甚
五
郎
と
鍛
冶
屋
（
西
光
院
）

　

む
か
し
、
不
思
議
な
大
工
が
西
光
院
に
現
れ
て
、
御
堂
を
三

日
間
で
建
て
る
こ
と
を
本
尊
に
誓
い
ま
し
た
。
仕
事
は
着
々
と
進

み
、
三
日
目
の
明
け
方
こ
ろ
に
は
で
き
あ
が
る
ま
で
に
な
り
ま
し

た
。
す
る
と
東
の
空
が
白
む
と
と
も
に
、
村
の
鍛
冶
屋
の
「
ト
ン

テ
ン
カ
ン
、
ト
ン
テ
ン
カ
ン
」
と
い
う
勇
ま
し
い
槌
の
音
が
響
い

て
き
た
の
で
、
大
工
は
残
念
そ
う
に
工
事
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
ど

こ
へ
と
も
な
く
立
ち
去
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
後
、
鍛
冶
屋
の
家
に
不
幸
が
続
い
た
の
で
、
村
の
人
た
ち

は
大
工
さ
ん
の
た
た
り
だ
ろ
う
と
言
っ
て
う
わ
さ
し
、
お
そ
れ
ま

し
た
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
こ
の
村
に
は
ま
っ
た
く
鍛
冶
屋

が
住
み
つ
か
な
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。
な
お
、
お
堂
を
建
て
か
け

た
ま
ま
村
を
立
ち
去
っ
た
こ
の
大
工
は
、
左
甚
五
郎
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

勝
軍
地
蔵
尊
（
地
蔵
院
）

　

西
原
の
地
蔵
院
は
勝
軍
地
蔵
尊
を
祀
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
蔵

尊
は
馬
に
ま
た
が
っ
て
い
て
、
火
伏
せ
の
神
様
と
し
て
信
仰
さ
れ

て
い
ま
す
。
あ
る
と
き
、
耕
地
内
の
民
家
が
火
事
に
な
っ
た
と
き

に
、
白
い
馬
が
駆
け
め
ぐ
り
火
を
消
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
勝
軍

地
蔵
尊
も
白
馬
に
ま
た
が
り
、
よ
く
見
る
と
赤
い
汗
を
か
い
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

身
代
神
社

　

む
か
し
あ
る
武
将
が
奥
州
に
落
ち
の
び
よ
う
と
し
た
と
き
の
こ

と
。
今
の
身
代
神
社
の
辺
り
ま
で
逃
げ
て
き
ま
し
た
が
、
も
う
す

ぐ
そ
こ
ま
で
追
っ
手
が
身
近
に
迫
っ
て
お
り
、
武
将
の
娘
で
あ
る

姫
が
捕
ら
え
ら
れ
そ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
あ
わ
れ
に
思

っ
た
村
人
た
ち
は
こ
の
姫
を
か
く
ま
い
ま
し
た
。
村
人
は
コ
ノ
シ

ロ
と
い
う
魚
を
焼
き
、
追
っ
手
の
者
に
姫
の
行
方
を
尋
ね
ら
れ
る

と
、「
姫
は
亡
く
な
り
ま
し
た
。」
と
答
え
姫
の
命
を
救
い
ま
し
た
。

コ
ノ
シ
ロ
は
焼
く
と
人
を
火
葬
し
た
と
き
と
同
じ
よ
う
な
に
お
い

が
し
た
そ
う
で
す
。
村
人
に
感
謝
し
た
姫
は
、
こ
の
コ
ノ
シ
ロ
に

ち
な
ん
で
身
代
神
社
を
祀
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

地図
1- 国1
1- ④⑤
3-11
6- ⑦

地図
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宮
目
姫
の
伝
説
（
姫
宮
神
社
）

　

む
か
し
平
安
京
の
頃
、
桓
武
天
皇
の
皇
子
・
安
世
王
に
宮
目
姫

と
い
う
美
し
い
姫
が
い
ま
し
た
。

　

こ
の
姫
が
下
総
国
に
行
こ
う
と
し
た
旅
の
途
中
、
武
蔵
国
百
間

の
里
、
紅
葉
ヶ
岡
と
い
う
所
に
た
ど
り
つ
き
ま
し
た
。
山
中
の
紅

葉
の
な
が
め
が
と
て
も
美
し
く
、
浜
の
砂
と
調
和
し
て
そ
の
見
事

さ
は
言
葉
に
つ
く
せ
ぬ
ほ
ど
で
し
た
。
あ
ま
り
の
美
し
さ
に
目
を

奪
わ
れ
た
姫
は
思
わ
ず
馬
を
止
め
、
景
色
に
見
と
れ
て
お
り
ま
し

た
。

　

い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
の
時
が
た
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
景
色
に

見
と
れ
て
い
た
姫
は
突
然
の
激
し
い
癪
に
襲
わ
れ
、
手
当
て
の
す

べ
も
無
い
ま
ま
に
息
を
引
き
取
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
姫
の
な

き
が
ら
は
こ
の
岡
の
西
の
辺
り
に
埋
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
頃
に

は
岡
の
近
く
に
住
む
人
も
い
た
た
め
、
姫
の
墓
に
花
な
ど
を
手
向

け
る
人
も
い
た
そ
う
で
す
。
後
に
慈
覚
大
師
が
故
郷
の
下
野
へ
下

る
と
き
、
こ
の
姫
の
話
を
耳
に
し
て
、
里
人
と
共
に
祠
を
建
て
供

養
を
し
、
姫
宮
明
神
と
呼
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

お
い
て
け
堀
（
身
代
神
社
の
池
）

　

身
代
神
社
の
池
は
、
も
と
も
と
は
荒
川
の
流
路
だ
っ
た
な
ご
り

の
池
な
の
で
、
魚
が
多
く
釣
り
を
す
る
と
非
常
に
よ
く
釣
れ
ま
し

た
。
し
か
し
、
釣
り
を
終
え
て
魚
を
持
ち
帰
ろ
う
と
す
る
と
、
池

の
な
か
か
ら
「
オ
イ
テ
ケ
、オ
イ
テ
ケ
」
と
い
う
声
が
し
ま
し
た
。

こ
の
声
を
聞
い
た
者
は
恐
ろ
し
く
な
っ
て
し
ま
い
、
だ
れ
も
が
魚

を
置
い
て
帰
り
ま
し
た
。
も
し
、
魚
を
持
ち
帰
っ
て
食
べ
て
し
ま

う
と
、
そ
の
人
の
家
は
落
ち
ぶ
れ
て
し
ま
い
村
に
居
ら
れ
な
く
な

っ
て
し
ま
う
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
誰
も
そ
の
魚
を
食

べ
る
人
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
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