
比庵佳境の会

第１３号　２０２０年３月

１

笠
岡
市
美
術
商　

豊
池 

勇

　
　

矢
部
犀
洲
と
窓
日
彫

窓
日
彫
特
集

一　

�
矢
部
犀
洲
�
の
誕
生

　

矢
部
犀

さ
い
し
�
う洲

先
生
は
本
名
を
矢
部
高
義
さ
ん
と
言

う
�(

以
下
は
敬
称
を
略
さ
せ
て
戴
き
ま
す
�)

大
正
八
年(

一
九
一
九
年)

に
岡
山
県
西
大
寺
市

駅
前
町
三
四
七
�
旧
住
所
名
�
後
に
岡
山
市
に
編
入
�

に
生
ま
れ
る
�

　

幼
い
時
か
ら
�
美
術
に
優
れ
た
才
能
の
萌
芽
を
放

ち
小
学
校
を
終
え
る
時
期
に
教
師
が
家
庭
ま
で
出
向

き
�
家
の
者
に
美
術
の
専
門
へ
の
進
学
を
薦
め
た
と

云
う
�
絵
が
好
き
�
書
が
好
き
で
あ
�
た
矢
部
少
年

は
成
長
し
�
や
が
て
徴
兵
検
査
を
受
け
る
�
こ
れ
か

ら
運
命
は
禍
福
が
糾
え
る
縄
の
ご
と
く
に
展
開
し
て

行
く
�

　

先
ず
�
徴
兵
検
査
で
肺
結
核
の
診
断
を
下
さ
れ
る
�

こ
れ
に
よ
り
�
彼
は
出
征
す
る
こ
と
な
く
病
気
療
養

の
日
々
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
�
青
春
の
日
を
岡
山
県

の
早
島
の
療
養
所
に
て
送
る
事
に
な
る
�
当
時
��
不

治
の
病
�
と
恐
れ
ら
れ
た
病
気
を
得
て
戦
地
に
赴
く

事
な
く
療
養
す
る
事
と
な
�
た
心
中
は
如
何
ば
か
り

で
あ
�
た
ろ
う
か
�
療
養
所
で
は
�
肺
結
核
の
治

療
と
共
に
様
々
な
カ
リ
キ
�
ラ
ム
が
用
意
さ
れ
て
い

た
�

　

こ
こ
で
矢
部
青
年
は
烏
城
彫
を
指
導
す
る
木
口
九

峰
に
よ
り
�
施
漆
木
工
芸
の
世
界
に
出
合
う
�
更
に

療
養
所
で
矢
部
の
運
命
を
変
え
る
も
う
一
つ
の
大
き

な
出
来
事
が
あ
る
�
そ
れ
は
治
療
に
当
た
�
て
い
た

女
医
・
山
下
裕
子
と
の
め
ぐ
り
逢
い
で
あ
る
�
矢
部

は
社
会
生
活
を
送
れ
る
ま
で
に
治
癒
し
二
人
は
家
庭

を
設
け
る
�
肺
を
患
�
た
経
緯
か
ら
�
生
業
の
選
択

肢
が
限
ら
れ
る
身
に
天
性
の
美
的
感
性
と
療
養
生
活

中
に
身
に
付
け
た
施
漆
木
工
芸
の
技
は
天
の
恵
み
で

あ
�
た
�
工
芸
作
家
・
矢
部
犀
洲
の
ス
タ
�
ト
で
あ

る
�

矢
部
犀
洲
の
生
ま
れ
た
西
大
寺
は
西
大
寺
観
音

院
の
縁
起
に
依
る
と
�
そ
の
始
ま
り
は
�
犀
戴
寺(

さ
い
だ
い
じ)

�
と
あ
る
�
紀
伊
の
安
隆
上
人
が
観

音
寺
建
立
の
為
に
来
航
の
途
中
で
�
犀
の
角
を
持
つ

清
水 

固
宅
に
あ
る
窓
日
彫
の
大
机

　

 

和
室
で
座
�
て
使
用
す
る
大
机
を
�
洋
間
で
腰
か
け
て
使
用

 
 
 

す
る
た
め
に
脚
を
伸
ば
し
た

右
の
書　
　
　

狐
は
穴
あ
り
空
の
鳥
は
巣
あ
り

　
　
　
　
　
　

人
に
は
少
し
銭
の
あ
れ
か
し　
　
　
　
　

八
十
一
比
庵

中
の
書　
　
　

毎
日
佳
境　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

比
庵

左
の
書
�
歌
�
種
ま
く
と
平
ら
し
ゝ
土
の
う
つ
く
し
さ

　
　
　
　
　
　

芽
生
ゆ
る
も
の
を
た
の
し
ま
し
め
む　
　

八
十
一
比
庵

清
水
比
庵
は
歌
人
と
し
て
ス
タ
�
ト
し
�
書
と

画
も
含
め
た
三
位
一
体
の
芸
術
家
と
し
て
現
代
で
も

高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
が
�
芸
術
の
幅
を
広
げ
る

こ
と
に
熱
心
だ
�
た
比
庵
は
窓

そ
う
じ
つ
ぼ
り

日
彫
�
絵
手
紙
�
歌

碑
な
ど
の
分
野
で
も
実
績
を
残
し
て
い
ま
す
�
そ
こ

で
比
庵
佳
境
の
会
13
号
は
窓
日
彫
特
集
と
し
て
組
ん

で
み
ま
し
た
�

窓
日
彫
は
比
庵
愛
好
者
な
ら
ご
存
知
か
と
思
い

ま
す
し
�
文
献
と
し
て
は
濵
﨑 

道
子
様
の
�
窓
日

彫
拓
本
集
�
が
あ
り
ま
す
が
�
こ
れ
を
開
発
し
た
矢

部
犀
洲
の
事
�
窓
日
彫
の
制
作
内
容
な
ど
詳
細
は
私

を
含
め
て
意
外
に
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
�
本
特
集
は

矢
部
犀
洲
に
つ
い
て
は
美
術
商
の
豊
池 

勇
氏
�
窓

日
彫
の
内
容
に
つ
い
て
は
篆
刻
家
の
山
本 

陽
一
氏

に
執
筆
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
ご
覧
く
だ
さ

い
�
今
後
は
適
時
に
絵
手
紙
�
歌
碑
な
ど
の
特
集
も

企
画
し
て
み
た
い
と
思
�
て
お
り
ま
す
�

比
庵
佳
境
の
会
会
長　
　

清
水 

固

窓
日
彫
特
集
に
つ
い
て

仕事場の矢部犀州



２

比庵と犀州

龍
神
が
現
れ
�
こ
の
角
を
持
�
て
地
を
固
め
本
堂
を

建
立
せ
よ
�
�
と
告
げ
開
山
に
至
�
た
と
の
事
�
西

大
寺
観
音
院
は
通
称
�
裸
祭
�
と
し
て
有
名
で
旧
暦

正
月
に
締
め
込
み
一
つ
の
男
た
ち
が
神
木
を
奪
い
合

う
壮
麗
な
祭
り
と
し
て
有
名
で
あ
る
�

　

矢
部
は
生
ま
れ
た
土
地
の
歴
史
に
因
み
�
犀(

さ

い)

の
洲(

し
�
う
は
し
ま
の
意)

と
名
乗
�
た

の
で
あ
ろ
う
�

二　

�
窓
日
彫
�
の
誕
生

　

地
元
岡
山
の
日
本
画
家
・
東
原
方
遷(

ひ
が
し
は

ら
ほ
う
せ
ん)

の
絵
を
基
に
し
た
作
品
と
か
�
書
の

師
匠
で
あ
る
大
原
桂
南
の
字
を
彫
�
た
作
品
�
交
流

の
有
�
た
岡
山
の
高
僧
・
松
坂
帰
庵
の
揮
毫
し
た
も

の
を
作
品
に
手
掛
け
発
表
し
生
計
を
保
つ
�

　

元
よ
り
芸
術
に
造
詣
が
深
い
犀
洲
は
清
水
比
庵
の

作
品
に
出
合
い
啓
示
を
得
た
か
の
よ
う
に
運
命
が
大

き
く
動
き
出
す
�
当
時
�
既
に
人
気
を
博
し
て
い
た

清
水
比
庵
作
品
は
入
手
が
困
難
で
あ
�
た
�
�
清
水

比
庵
先
生
の
世
界
を
自
分
の
手
で
工
芸
作
品
に
し
た

い
�
�
こ
の
祈
り
に
も
似
た
願
い
を
既
に
交
流
の
あ

�
た
岡
山
市
内
法
界
院
の
住
職
・
松
坂
帰
庵
師
に
語

る
�
こ
の
事
か
ら
�
出
会
い
の
序
曲
は
始
ま
る
�
帰

庵
と
比
庵
は
予
て
よ
り
交
流
が
あ
�
た
�

　

帰
庵
師
が
比
庵
と
犀
洲
の
引
き
合
わ
せ
を
お
膳
立

て
し
た
�
そ
し
て
�
比
庵
に
拝
眉
の
機
を
得
る
�
犀

洲
は
比
庵
の
世
界
を
工
芸
作
品
で
発
表
さ
せ
て
頂
き

た
い
と
懇
願
す
る
�
比
庵
は
躊
躇
し
た
�
そ
れ
は
自

分
の
歌
・
書
・
絵
を
果
た
し
て
工
芸
品
で
表
現
出
来

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
疑
問
を
感
じ
た
の
だ
ろ
う
�

第
一
�
犀
洲
の
技
量
は
不
明
で
あ
る
�

　

比
庵
は
犀
洲
の
熱
心
な
要
望
に
�
そ
れ
で
は
一
つ

だ
け
と
了
承
し
後
日
の
結
果
を
見
る
事
と
す
る
�
仕

上
が
�
た
も
の
は
予
想
を
上
回
る
出
来
栄
え
で
あ
�

た
の
だ
ろ
う
�
比
庵
は
大
い
に
満
足
し
�
以
後
は
犀

洲
宛
に
制
作
用
の
下
絵
を
送
る
に
至
る
�

三　

窓
日
彫
の
命
名
と
そ
の
評
判

比
庵
は
自
作
の
歌
・
書
・
絵
の
世
界
を
工
芸
と

云
う
新
た
な
世
界
で
表
現
で
き
る
事
に
歓
び
を
見
出

し
た
�
比
庵
は
犀
洲
の
求
め
に
応
じ
�
自
分
の
主
催

す
る
短
歌
会
�
窓
日
�
の
名
を
犀
洲
に
与
え
�
窓
日

彫
�
と
命
名
し
た
�
後
年
�
清
水
比
庵
展
を
開
催
の

折
に
そ
の
パ
ン
フ
レ
�
ト
に
は
�
�
窓
日
彫
�
の
箇

所
に
清
水
比
庵
・
矢
部
犀
洲
�
合
作
�と
記
し
て
い
る
�

比
庵
が
犀
洲
の
技
量
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
が

窺
え
る
�
そ
の
制
作
分
野
は
盆
・
卓
・
茶
托
・
菓
子

器
な
ど
二
〇
種
類
に
広
が
り
を
見
せ
る
�
東
京
・
大

阪
は
じ
め
各
地
で
開
催
さ
れ
た
�
清
水
比
庵
展
�
に

於
い
て
も
矢
部
犀
洲
の
窓
日
彫
は
好
評
を
得
る
�
比

庵
生
前
時
に
は
笠
岡
市
に
隣
接
す
る
福
山
市
の
喫
茶

画
廊
�
バ
ン
カ
ム
�
で
年
に
二
回
窓
日
彫
の
展
覧
会

が
開
か
れ
�
初
日
十
時
オ
�
プ
ン
に
早
朝
か
ら
店
の

前
に
長
蛇
の
列
が
で
き
た
�
作
品
は
開
店
後
一
時
間

も
経
な
い
で
完
売
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
�
た
と
店
主

は
後
年
語
�
て
い
る
�

ま
た
比
庵
は
月
刊
短
歌
誌
�
窓
日
�
に
毎
回
寄

稿
し
て
い
た
随
筆
�
駒
込
だ
よ
り
�
で
次
の
よ
う
に

語
�
て
い
る
�

秩
父
宮
妃
殿
下
が
岡
山
に
来
ら
れ
た
時
�
県
知

　

事
か
ら
窓
日
彫
を
お
土
産
と
し
て
献
上
し
た
と
こ

　

ろ
�
妃
殿
下
は
大
変
喜
ば
れ
�
そ
こ
に
書
い
て
あ

　

�
た
歌

　

朝
起
き
て
室
の
障
子
を
あ
け
ゝ
れ
ば

　

庭
よ
り
立
て
る
山
に
対
ふ
も

　

を
す
ら
す
ら
と
読
ん
で
�
�
こ
れ
は
わ
た
く
し
の

　

御
殿
場
の
家
の
風
景
を
そ
�
く
り
詠
ん
で
あ
る
�

　

と
言
は
れ
た
そ
う
で
あ
る
�
此
歌
は
小
生
の
歌
集

　

を
刻
版
し
て
下
さ
�
た
大
本
琢
寿
先
生(

岡
山
大

　

学
教
授
�
考
古
学
者)

の
田
舎
の
寺
に
泊
ま
�
た

　

時
の
歌
で
あ
る
け
れ
ど
�
こ
れ
を
御
殿
場
の
家
の

　

歌
と
す
る
と
�
こ
の
山
と
い
ふ
の
は
富
士
山
か
も

　

し
れ
な
い
�
さ
う
す
る
と
こ
の
歌
も
実
に
素
晴
ら

　

し
い
歌
に
な
る
で
あ
ろ
う
�

　

そ
の
後
比
庵
は
富
士
山
の
画
の
画
賛
に
こ
の
歌
を

し
ば
し
ば
使
�
て
い
る
�

四　

終
末

　

比
庵
は
日
頃
か
ら
�
�
芸
術
家
は
長

生
き
が
勝
負
�
と
語
�
て
お
り
�
年

を
重
ね
て
豊
か
に
膨
ら
む
芸
術
性
を

大
切
に
し
た
�
生
活
は
鍛
錬
と
摂
生

を
旨
と
し
た
�
そ
れ
を
範
と
し
て
犀

洲
も
ま
た
自
戒
の
日
々
を
送
る
�
若

く
し
て
肺
を
患
い
�
そ
の
片
方
し
か

機
能
し
て
い
な
い
身
体
で
体
力
維
持

に
相
応
し
い
運
動
は
限
ら
れ
る
�
そ

し
て
彼
は
社
交
ダ
ン
ス
を
選
ぶ
�

　

そ
の
日
も
三
年
程
前
か
ら
始
め
た
社
交
ダ
ン
ス

の
レ
�
ス
ン
に
犀
洲
は
出
か
け
た
�
不
運
に
も
自
宅

を
出
て
間
も
な
く
�
自
動
車
と
接
触
し
帰
ら
ぬ
人

と
な
る
�
昭
和
五
十
五
年
二
月
十
七
日
の
事
�
享
年

六
十
一
歳
�

　

遺
族
に
よ
る
と
�
�
行
�
て
き
ま
す
�
�
が
別
れ
の

言
葉
と
な
�
た
と
云
う
�
比
庵
が
他
界
し
て
五
年
後

の
事
で
あ
�
た
�

と
い
う
訳
で
�
窓
日
彫
�
は
制
作
年
数
が
僅
か

二
十
年
足
ら
ず
で
終
わ
�
た
�
し
か
し
残
さ
れ
た
作

品
は
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
て
今
日
に
至
�
て
い
る
�

比
庵
か
ら
犀
州
へ
の
手
紙

窓
日
彫
の
命
名

これでは見えないが此の中に約

３０人程がぎっしりつまって開場

を待った訳・・・・

作品の争奪戦ご想像にまかせます

朝
起
き
て
窓
の
障
子
を
あ
け
ゝ
れ
ば

庭
よ
り
立
て
る
山
に
對
ふ
も　

　
　
　

比
庵
九
十
三



３

　
　

窓そ
う
じ
つ
ぼ
り

日
彫

　
　

変
刀
と
摺
り
漆
に
よ
る

　
　

矢や

べ部
犀

さ
い
し
�
う洲

の
発
明

　
　
　

篆
刻
家　
　

山
本 

陽
一

�
窓
日
彫
�
の
第
一
印
象

　

私
は
篆
刻
を
や
�
て
い
て
�
木

も
く
が
く額

も
小
さ
い
も
の

は
彫
�
て
い
る
の
で
�
板
に
書
を
彫
�
た
も
の
に
は

関
心
が
あ
る
�
し
か
し
�
漆
芸
は
別
で
�
漆
と
い
う

も
の
の
正
体
が
わ
か
ら
な
い
�
身
辺
に
あ
る
漆
器
は

汁
椀
だ
け
と
い
う
生
活
を
し
て
い
て
�
漆
芸
の
知
識

は
ゼ
ロ
に
近
い
�
漆
器
類
へ
の
関
心
も
薄
い
�
が
�

窓
日
彫
を
初
め
て
見
た
時
は
び
�
く
り
し
た
�
丸

が
ん
と
う刀

で
一
気
に
比
庵
の
歌
が
彫
�
て
あ
る
�
刀
痕
か
ら
�

丸
刀
の
刃
先
が
板
面
を
走
る
音
が
聞
こ
え
る
の
だ
�

子
供
が
見
た
ら
�
僕
に
も
で
き
そ
う
だ
�
や
�
て
み

た
い
�
�
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
�
だ
が
�
丸
刀
で

字
を
彫
�
た
漆
器
な
ど
こ
の
時
ま
で
見
た
こ
と
が
な

か
�
た
�

　

し
か
し
�
で
あ
る
�
比
庵
の
書
画
が
好
き
な
者
と

し
て
見
れ
ば
�
比
庵
の
書
の
線
質
を
生
か
す
彫
り
方

は
�
こ
れ
以
外
に
無
い
と
思
�
た
�

　

作
者
の
矢
部
犀
洲
も
き
�
と
そ
う
ひ
ら
め
い
て
�

や
�
て
み
た
ら
�
比
庵
の
書
が
立
ち
上
�
て
�
呼
吸

し
て
い
る
の
を
確
認
し
た
に
違
い
な
い
�

　

以
上
が
�
窓
日
彫
を
漆
芸
の
門
外
漢
が
初
め
て
見

た
時
の
感
動
で
あ
る
�
後
日
�
矢
部
犀
洲
の
遺
族
か

ら
�
犀
洲
が
丸
刀
の
刀
先
に
手
を
加
え
て
�
少
し
尖

ら
せ
て
�
変

へ
ん
と
う刀

�
と
呼
ん
だ
と
伺
�
た
が
�
そ
れ
以

前
の
ズ
ブ
の
素
人
と
し
て
の
私
の
実
感
を
述
べ
た
か

�
た
の
で
�
あ
え
て
最
初
の
感
想
を
�
丸
刀
�
に
し

た
�
以
後
は
�
変
刀
�
に
し
ま
す
�

一　

矢
部
家
訪
問

　

昨
年
�
清
水
固
様
が
�
豊
池
さ
ん
と
私
に
�
会
報

で
窓
日
彫
の
特
集
を
や
ろ
う
と
言
わ
れ
た
時
�
は
た

と
困
�
た
�
比
庵
芸
術
愛
好
者
は
�
窓
日
彫
も
好
き

だ
�
た
い
へ
ん
良
い
�
�
と
言
う
が
�
そ
の
理
由
を

具
体
的
に
聞
い
た
こ
と
が
な
い
�
作
者
矢
部
犀
洲
の

漆
芸
歴
も
わ
か
ら
な
い
�
そ
こ
で
笠
岡
に
お
住
い
の

豊
池
さ
ん
に
�
同
じ
岡
山
県
と
い
う
こ
と
で
犀
洲
に

つ
い
て
何
か
手
掛
か
り
が
な
い
か
調
べ
て
下
さ
い
と

お
願
い
し
た
�
豊
池
さ
ん
か
ら
は
昨
年
の
夏
�
犀
洲

の
ご
遺
族
と
連
絡
が
取
れ
�
訪
問
し
て
遺
品
を
見
せ

て
い
た
だ
い
た
と
吉
報
が
届
き
�
十
一
月
一
日
�
清

水
固
様
は
じ
め
一
行
五
名
で
の
矢
部
家
訪
問
が
叶
�

た
�
胸
と
き
め
か
せ
て
犀
洲
旧
居
の
前
に
立
�
た
�

　

玄
関
の
庇
が
�
簡
素
な
門
の
よ
う
に
張
り
出
し
�

門
柱
の
両
脇
の
塀
に
対つ

い
れ
ん聯

�
門
の
両
脇
に
対
句
を
記

し
た
も
の
�
が
か
か
�
て
い
た
が
�
風
化
し
て
判
読

で
き
な
か
�
た
�
文
人
の
住
い
を
偲
ば
せ
る
風
情
�

座
敷
に
通
さ
れ
る
と
�
床
の
間
に
比
庵
の
�
風
景
�

の
茶
掛
け
�
そ
の
前
の
窓
日
彫
の
大
き
い
横
額
に
は

こ
ぼ
れ
ん
ば
か
り
に
栗
�
桃
�
林
檎
�
蜜
柑
�
葡
萄
�

柿
�
柘
榴
�
枇
杷
が
あ
ざ
や
か
に
彫
ら
れ
�

　
　

春
と
い
ひ
秋
と
い
ひ
つ
ゝ
一
年
の

　
　

移
り
ゆ
く
こ
そ
う
つ
く
し
く
あ
れ　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八
十
比
庵　

犀
洲
刀

と
�
周
囲
に
は
窓
日
彫
の
盆
や
完
成
間
際
の
�
洗
心
�

の
大
字
の
木
額
�
陽
刻
と
陰
刻
の
二
点)

や
�
�
料

理
�
の
木
額
�
浅

い
蒲
鉾
彫
�
や
�

数
々
の
窓
日
彫
の

下
絵
が
�
ま
た
�

犀
洲
の
書
軸
�
花

間
鳥
自
啼
�
が
掛

か
り
�
長な

げ
し押

に
は

犀
洲
の
書
の
師
�

大
原
桂
南
の
扁
額

�
技
生
研
鑽
�
�
柱

に
も
桂
南
の
書
を

彫
�
た
聯れ

ん

が
掛
か

�
て
い
た
�
ま
た

犀
洲
の
好
み
か
�

熊く
ま
が
い
も
り
か
ず

谷
守
一
が
ね
ず

み
を
描
い
た
小
額

や
�
香か

づ

き

や

す

お

月
泰
男
が

紫あ

じ

さ

い

陽
花
と
蝸
牛
を
描
い
た
二
点
の
油
彩
画
も
あ
�

た
�
私
も
香
月
の
小
品
は
好
き
な
の
で
旧
知
に
会
�

た
気
が
し
た
�
縁
側
に
は
沢
山
の
彫
刻
刀
�
大
小
の

変
刀
な
ど
�
や
漆
刷
毛
等
も
あ
り
�
一
度
に
犀
洲
の

美
の
世
界
に
放
り
込
ま
れ
�
頭
の
中
が
困
乱
し
た
�

こ
れ
ら
を
ど
う
順
序
づ
け
た
ら
窓
日
彫
作
家
犀
洲
を

描
け
る
か
�
宿
題
の
お
土
産
が
余
り
に
も
多
い
半
日

で
あ
�
た
�
そ
の
上
�
お
い
し
い
料
理
を
ご
ち
そ
う

に
な
り
�
犀
洲
ご
遺
族
に
大
変
お
世
話
に
な
�
て
し

ま
�
た
�
ま
た
と
無
い
機
会
の
設
定
に
尽
力
さ
れ
た

豊
池
さ
ん
に
も
感
謝
で
す
�

二　

窓
日
彫―

―

変
刀
彫
に
摺
り
漆

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

拭
き
漆
と
も
い
う)

　
　

�
摺
り
漆
と
は
木
地
に
生
漆
を
何
回
も
摺
り
込    

　
　

み
仕
上
げ
る
技
法
の
こ
と
�

　

さ
て
�
よ
う
や
く
窓
日
彫
の
特
徴
を
考
え
る
と
こ

ろ
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
�
窓
日
彫
は
言
う
ま
で
も
な
く
�

命
名
者
清
水
比
庵
の
書
画
を
矢
部
犀
洲
が
変
刀
で
彫

�
て
漆
を
か
け
た
木
工
芸
品
で
あ
る
�
絵
と
短
歌
や
�

�
毎
日
佳
境
�
な
ど
の
字
が
彫
�
て
あ
る
�
両
者
の

線
の
太
さ
�
絵
の
場
合
は
輪
郭
線
�
は
同
じ
で
�
線

質(

線
の
運
筆
の
呼
吸
の
長
さ
な
ど)

も
同
じ
で

あ
る
�

　

そ
こ
で
�
ま
ず
比
庵
の
書
の
線
質
の
特
色
は
何
か
�

普
通
の
書
は
起
筆
�
打
ち
込
み
�
が
あ
り
�
次
に
筆

の
先(

表)

と
腹
�
裏
�
で
一
定
の
幅
の
線
の
輪

郭
　

縦
画が

く

の
場
合
�
左
側
が
筆
先(

表)

�

　
　
　
　
　
　
　

右
側
が
筆
の
腹
�
裏
�

　

横
画
の
場
合
�
上
側
が
筆
先(

表)

�

　
　
　
　
　
　
　

下
側
が
筆
の
腹(

裏)
を
つ
く
り(

線
の
本
体
部
分)

�
収
筆
で
止
め
た
り

払
�
た
り
す
る
が
�
比
庵
の
書
の
線
に
は
起
筆
・
収

筆
も
な
く
本
体
だ
け
が
あ
る
�
打
ち
込
み
や
払
い
は

余
計
な
も
の
で
�
こ
れ
が
目
立
つ
と
書
が
う
る
さ
く

な
る
�
比
庵
の
書
が
の
た
く
�
て
も
う
る
さ
く
な
い

の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
�
い
き
な
り
線
の
本
体
で
始

ま
り
�
そ
の
ま
ま
パ
�
と
終
る
�
し
か
も
比
庵
の
線

は
呼
吸
が
長
い
�
チ
マ
チ
マ
し
な
い
�
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し

な
い
�
力り

き

ま
な
い
�
明
る
い
線
質
で
あ
る
�

　

次
に
文
字
の
線
の
彫
り
方
で
あ
る
が
�
陰
刻
�
文

字
を
平
面
か
ら
へ
こ
ま
せ
て
彫
る
�
の
場
合
大
略
次

の
二
つ
の
彫
り
方
が
あ
る
�

薬や
げ
ん研

彫

：

断
面
が
Ｖ
字
に
な
る 

　
　
　

彫
り
方
�
切
り
出
し
刀

　
　
　

�
小
刀)

で
線
の
輪
郭
部

　
　
　

に
斜
め
に
刀
を
入
れ
�
縦

　
　
　

画
な
ら
左
右
�
横
画
な
ら

　
　
　

上
下
�
�
押
し
刀
で
往
復

　
　
　

一
度
で
線
幅
を
彫
る
�

　
　
　

小
字
に
多
い
彫
り
方
�

蒲
鉾
彫

：

少
し
大
き
い
字
や
大
字

　
　
　

の
彫
り
方
�

　
　
　

線
せ
ん
は
ば幅

の
輪
郭
線
を
切
出
し

　
　
　

や
鑿の

み

で
斜
め
に
土
手
を
切
り
込
み
�
中
を
な

　
　
　

だ
ら
か
な
蒲
鉾
状
に
浚さ

ら

う
�

　

こ
の
二
つ
の
方
法
は
一
定
の
幅
の
線
を
輪
郭
か
ら

作
�
て
ゆ
く
方
法
で
�
で
き
上
�
た
線
質
が
�
薬
研

彫
で
は
鋭
く
な
り
�
蒲
鉾
彫
で
は
固
定
化
し
や
す
い
�

と
こ
ろ
が
�
比
庵
の
絵(

風
景
は
除
く)

に
添
え

ら
れ
た
歌
は
�
連
綿
で
な
く
単
体
で
あ
�
て
も
�
呼

吸
が
途
切
れ
な
い
�
い
き
な
り
線
本
体
で
始
ま
�
て

大小さまざまな刀（変刀ほか）



４

も
固
く
な
い
�
こ
の
比
庵
の
書
の

線
質
は
一
刀
で
線
幅
を
彫
れ
る
丸

刀
で
な
け
れ
ば
出
せ
な
い
と
�
犀

洲
は
ひ
ら
め
い
た
の
で
は
な
い
か
�

し
か
も
丸
刀
の
線
の
幅
の
輪
郭
は

鋭
く
は
な
く
固
く
も
な
い
�
た
だ
�

丸
刀
の
刃
先
の
ま
ま
だ
と
木
地
を
ひ
�
か
け
て
�
さ

さ
く
れ
が
大
き
く
で
き
や
す
い
の
で
刃
先
を
少
し
尖

ら
せ
て
変
刀
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
�
変
刀
が
比
庵
の

線
質
を
呑
み
込
ん
で
�
盆
の
上
に
�
小
机
の
上
に
比

庵
の
線
質
を
再
現
し
て
見
せ
た
�
そ
し
て
�
こ
の
線

質
を
生
か
す
た
め
に
犀
洲
は
摺
り
漆
�
拭
き
漆
�
の

技
法
を
用
い
た
�
生き

漆
で
木
地
の
自
然
の
表
情
を
生

か
し
た
か
ら
�
一
回
で
し
か
も
の
び
の
び
と
線
の
幅

を
表
現
で
き
る
変
刀
の
刀
痕
も
生
き
た
�
漆
は
か
け

ら
れ
て
い
て
も
彫
り
面
に
風
が
吹
き
込
み
�
彫
ら
れ

た
字
が
呼
吸
し
て
い
る
�
色
漆
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た

ら
�
字
が
窒
息
す
る
�
摺
り
漆
の
技
法
は
�
一
見
�

簡
単
に
見
え
る
が
�
後
日
�
ご
遺
族
か
ら
�
そ
の
工

程
表
に
説
明
を
加
筆
さ
れ
た
も
の
を
い
た
だ
き
�
約

二
十
工
程
も
あ
る
手
間
の
か
か
る
技
法
だ
と
わ
か
�

た
�
し
か
も
完
成
し
た
摺
リ
漆
の
作
品
は
手
間
の
煩

雑
さ
を
感
じ
さ
せ
ず
�
木
地
の
美
し
さ
を
一
番
よ
く

表
現
し
た
技
法
で
�
窓
日
彫
も
正
に
そ
の
と
お
り
で
�

素
材
と
な
�
た
比
庵
作
品
さ
な
が
ら
の
�
正
に
比
庵
・

犀
洲
の
合
作
で
あ
る
�
な
お
ご
遺
族
は
犀
洲
か
ら
窓

日
彫
を
摺
り
漆
に
し
た
理
由
を
聞
い
て
い
な
い
と
の

事
�

　

犀

洲

は

書

も
堪
能
で
あ

�
た
こ
と
が
�

�

花

間

鳥

自

啼
�
の
書
軸
を

見
れ
ば
よ
く

分
か
る
�
線
の

呼
吸
が
長
い
�

字
に
嫌
み
が

な

い
�

書

の

力

量
�

書

の

線
質
を
見
抜

く
力
が
�
窓
日
彫
の
原
点
に
あ
る
と
思
う
�

三　

窓
日
彫
の
工
程

　

窓
日
彫
の
工
程
に
つ
い
て
�
ご
遺
族
か
ら
ご
教
示

い
た
だ
い
た
の
で
次
に
記
し
ま
す
�

①
木
地
は
�
犀
洲
が
図
案
寸
法
を
書
い
て
木
地
師
に 

　

渡
す
�
木
地
は
欅
・
栃
・
栗
等
�
木
地
師
は
岡
山

　

と
西
大
寺
の
二
人
�
丸
盆
�
角
盆
は
高
松
の
方
と

　

の
こ
と
�

②
木
地
に
つ
い
て
い
る
螺
旋
や
傷
を
木
ペ
�
パ
�

　

(

紙
ヤ
ス
リ)
＃2

8
0

・
＃4

0
0

で
磨
い
て
�
木

　

地
の
表
面
を
き
れ
い
に
す
る
�

③
木
地
と
下
絵
の
間
に
複
写
紙
�
和
紙
に
水
で
溶
い

　

た
弁

べ
ん
が
ら柄

を
塗
�
た
も
の
�
を
挟
み
�
下
絵
保
護
の

　

た
め
セ
ロ
ハ
ン
を
置
い
て
鉄
筆
で
下
絵
を
木
地
に

　

写
し
取
る
�
比
庵
が
描
い
た
下
絵
は
�
使
わ
れ
る

　

物
と
し
て
の
器
物
に
あ
し
ら
う
も
の
な
の
で
�
簡

　

潔
に
描
か
れ
て
い
る
�

④
変
刀
で
線
の
太
さ
を
一
度
で
決
め
て
彫
る
�
こ
の

　

彫
り
方
は
�
窓
日
彫
が
初
め
て
で
あ
る
と
思
う
と

　

の
こ
と
�

⑤
こ
の
あ
と
摺
り
漆
�
拭
き
漆
�
の
工
程
に
入
る
�

　

生
漆
で
の
下
地
作
り
か
ら
�
絵
の
色
塗
り
を
経
て

　

仕
上
げ
の
艶
付
け
ま
で
�
塗
�
て
は
乾
く
ま
で
置

　

い
て
磨
く
の
繰
り
返
し
で
約
二
十
の
工
程
が
あ
り

　

作
品
一
点
が
完
成
す
る
ま
で
約
一
�
月
は
か
か
�

　

て
い
た
そ
う
で
あ
る
�

な
お
�
落
款
印
は
彫
ら
ず
に
朱
で
書
い
て
い
る
�

小
さ
く
�
犀
洲
刀
�
と
薬
研
彫
で
入
�
て
い
る
作
品

も
あ
る
�

　

摺
り
漆
の
技
法
で
仕
上
げ
る
窓
日
彫
は
�
木
地
が

見
え
る
の
で
色
漆
よ
り
も
手
間
が
か
か
ら
な
い
よ
う

に
思
え
る
が
�
と
ん
で
も
な
い
�
た
い
へ
ん
手
間
の

か
か
�
た
漆
工
芸
で
あ
る
と
気
づ
か
さ
れ
た
�
気
温

や
湿
度
に
も
影
響
さ
れ
る
漆
と
い
う
生
き
物
を
扱
う

根
気
と
練
度
を
必
要
と
す
る
仕
事
で
あ
る
�

四　

木
も
く
が
く額

・
聯

れ
ん

　

窓
日
彫
以
外
の
�
文
字
を
彫
�
た
犀
洲
の
作
品
に

も
触
れ
て
お
き
た
い
�

①
松
坂
帰
庵
の
書
を
彫
�
た
盆

　
　

岡
山
市
の
法
界
院
住
職
で
あ
�
た
帰
庵
は
�
比

　

庵
と
も
親
し
く
�
犀
洲
に
比
庵
を
紹
介
し
た
の
は

　

帰
庵
で
あ
る
�
窓
日
彫
を
発
明
す
る
前
に
�
犀
洲

　

は
帰
庵
の
書
を
盆
に
彫
�
て
い
る
�
四
字
の
文
字

　

で
�
慈
雲
尊
者
ば
り
の
書
だ
が
�
帰
庵
は
涸
筆
を

　

作
ら
な
い
�
犀
洲
は
そ
れ
を
浅
い
蒲
鉾
彫
に
し
て
�

　

摺
り
漆
の
技
法(

色
は
少
し
濃
い
目)

で
仕
上

　

げ
て
い
る
�
帰
庵
の
大
字
の
調
子
が
よ
く
出
て
い

　

る
�

②
木
額
�
洗
心
�

　
　

比
庵
の
大
字
の
書
�
洗
心
�
を
�
陽
刻

　

と
陰
刻
二
枚
に
彫
�
て
い
る
�
も
と
に
な

　

�
た
比
庵
の
書
を
見
て
は
い
な
い
が
籠か

ご
じ字

(

元
の
字
の
輪

郭
を
な
ぞ
�
て
籠
写
し

に
し
た
文
字)

を
取

る
段
階
で
潤

じ
�
ん
か
つ

涸
�
に
じ

み
と
か
す
れ
�
を
整
理

し
て
彫
�
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
�
私
が
木
額

を
彫
る
の
と
同
じ
や
り

方
な
の
で
�
矢
部
様
宅

で
拝
見
し
た
作
品
の
な

か
で
一
番
興
味
を
持
�

た
�
し
か
も
二
枚
と
も

完
成
一
歩
前
の
未
完
成

作
品
な
の
で
�
思
わ
ず
�

踊
る
よ
う
な
字
づ
ら
を

撫
で
て
し
ま
�
た
�
陽

刻
の
余
白
の
浚さ

ら

い
は
平
刀
�
陰
刻
は

ご
く
浅
い
蒲
鉾
彫
で
大
き
い
リ
ズ
ム

の
刀
痕
が
よ
い
�
陰
刻
の
方
は
文
字

に
胡
粉(

貝
殻
で
つ
く
�
た
白
色
顔

料)

を
入
れ
�
陽
刻
は
普
通
は
金
箔

を
貼
る
が
�
ど
う
す
る
つ
も
り
だ
�

た
の
か
�
後
ろ
髪
を
引
か
れ
る
思
い

で
見
入
�
た
�

③
木
額
�
料
理
�

　
　

比
庵
の
書
を
浅
い
蒲
鉾
彫
に
し
た
も
の
�
以
前

　

墨
の
美
術
館
で
拝
見
し
た
色
漆
で
仕
上
げ
た
木

　

額
と
同
じ
書
を
彫
�
た
も
の
�
こ
ち
ら
は
文
字
が

　

胡
粉
�
落
款
の
左
に
小
さ
く
薬
研
彫
で
�
犀
洲
刀
�

　

と
緑
の
絵
具
が
さ
し
て
あ
る
�

④
聯
�
一
片
冰
心
在
玉
壺
�

　
　

比
庵
の
書
で
�
唐
の
王
昌
齢
の
�
芙
蓉
楼
に
て

　

辛
漸
を
送
る
�
の
句
�
名
利
を
求
め
ず
�
清
い
心

　

で
あ
る
こ
と
の
た
と
え
�
比
庵
と
犀
洲
の
座
右
銘

　

の
よ
う
な
言
葉
�
豊
池
さ
ん
の
店
で
�
一
目
見
て

漆を塗る刷毛

矢
部
犀
州
書　

花
間
鳥
自
啼　

犀
州
書

洗
心　

比
庵
八
十
�
陰
刻
�

　
　
　
　
　
　
　

未
完
成

　

気
に
入
り
�
譲
�
て
い
た
だ
い
た
�
私
も
こ
の
言

　

葉
に
あ
や
か
り
た
い
�
一
四
一
㎝
×
一
〇
・
四
㎝

　

×
〇
・
四
㎝
�
極
め
て
浅
い
蒲
鉾
彫
�
文
字
は
落

　

款
の
下
の
�
犀
洲
刻
之
�
の
薬
研
彫
の
小
字
ま
で

　

胡
粉
�
朱
文
印
と
し
て
彫
ら
れ
た
�
比
庵
�
の
八

　

分
角
の
落
款
印
は
�
朱
は
入
�
て
い
な
い
が
の
び

　

の
び
と
し
た
出
来
栄
え
�
毎
日
�
比
庵
と
犀
洲
に

　

見
守
ら
れ
て
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
�

五　

終
り
に

　

以
上
窓
日
彫
等
に
つ
い
て
の
拙
い
私
見
を
述
べ
ま

し
た
が
�
至
ら
ぬ
と
こ
ろ
は
ご
指
摘
を
い
た
だ
け
れ

ば
あ
り
が
た
い
で
す
�
ま
た
�
ご
遺
族
の
方
に
は
い

ろ
い
ろ
ご
教
示
い
た
だ
き
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し

た
�
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
�　
　
　
　
　
　
　

一
片
冰
心
在
玉
壷　

比
庵
七
十
七
書　

犀
州
刻
之



５

丸
盆

秋
風
は
君
が
山
河
へ
吹
き
ゆ
か
む

蕭
條
と
し
て
う
つ
く
し
く
し
て　

 
 

比
庵
八
十
八

小
机　

茶
道
具
入
れ　

茶
櫃　

菓

子

器

茶
托硯

箱
文
箱

丸
盆

壁
掛

窓
日
彫
の
か
ず
か
ず

椿　
　

比
庵

ほ
の
ぼ
の
と
む
ら
さ
き
に
ほ
ふ　

朝
ぼ
ら
け

う
ぐ
い
す
の
聲　

山
よ
り
き
こ
ゆ　
　
　

比
庵
八
十
四

わ
が
庭
の
山
吹
の
花
ほ
か
に
見
る

花
も
い
ら
ざ
る　

花
盛
り
な
り　
　

比
庵
八
十
四 毎

日
佳
境　

　

八
十
一
比
庵

天
地
は
ひ
ろ
く
あ
れ
ど
も
年
老
い
て

ひ
と
り
あ
そ
び
を
す
る
と
こ
ろ
か
も　

　
　

八
十
一
比
庵

豊
秋
の　

野
を
う
ち
ひ
ろ
げ　

家
毎
に

柿
の
木
高
く　

熟
れ
て
あ
る
か
も　

　
　

比
庵
八
十
四

柿　

清
和

平
安

高
清

長
風

有
餘

八
十
一
比
庵

徳
不
狐
必
有
隣

有
朋
自
遠
方
来
不
亦
楽
乎　
　

比
庵
八
十
八

下
絵
と
角
盆　
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６

今
後
の
比
庵
展
の
お
知
ら
せ
な
ど

　
　

�
窓
日
�
編
集
長　
　
　
　

秋
葉 

貴
子

清
水
比
庵
の
歌
�
七
�月上がる（川合玉堂合作）

　　　　　　製作年不詳

窓
日
彫　
　

下
絵
と
小
机

朝
明
の
雲
く
れ
な
ゐ
に
ち
ら
ば
り
て

細
く
と
が
れ
る
月
を
か
く
さ
ず　
　

比
庵
七
十
九

朝
日
い
ま
上
ら
ん
と
し
て
く
れ
な
ゐ
に

東
な
か
ば
を
染
め
ぼ
か
し
た
り　
　

比
庵
八
十
八

メール　　katashi-shimizu@hat.hi-ho.ne.jp

一　

比
庵
展
開
催
時
期

　

例
年
五
月
末
か
ら
六
月
初
旬
に
か
け
て
東
京
都
品

川
区
西
大
崎
で
開
催
し
て
い
た
比
庵
展
は
オ
リ
ン
ピ

�
ク
の
関
係
で
秋(

一
〇
月
下
旬
か
ら
十
一
月
頃)

に
ず
れ
込
み
ま
す
�
�
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
騒
ぎ
で
例

年
通
り
の
時
期
の
開
催
は
困
難
で
す
が
こ
れ
は
偶
然

で
す
�
�

　

こ
れ
に
伴
い
墨
の
美
術
館
で
の
比
庵
展
も
秋
に
開

催
予
定
で
す
�
詳
細
は
次
号(

十
四
号)

で
お
知

ら
せ
し
ま
す
�

二　

高
梁
比
庵
会
の
短
歌
の
部
比
庵
大
賞

　

比
庵
大
賞
は
隔
年
ご
と
に
開
催
さ
れ
て
い
ま
す

が
�
次
回
は
明
年(

令
和
三
年)

夏
に
開
催
予
定
で

す
�
応
募
要
領
等
は
事
務
局(

〇
八
六
六―

二
一

―

〇
一
八
〇
高
梁
市
文
化
交
流
館)

に
お
尋
ね
く

だ
さ
い
�

三　

会
報
十
四
号
の
発
行
予
定
は
今
年
一
〇
月
で

す
�

　
　

山
高
く
水
長
き
そ
の
一
と
こ
ろ

　
　

銀
に
ぼ
か
し
て
月
の
ぼ
り
た
り

川
合
玉
堂
と
清
水
比
庵
の
交
流
が
始
ま
�
た
の

は
�
昭
和
十
七
年
頃(

比
庵
六
十
歳)

で
�
た
ち

ま
ち
に
し
て
書
簡
の
交
流
が
ひ
ん
ぱ
ん
に
行
な
わ

れ
�
お
互
い
の
絵
と
書
の
合
作
を
発
表
す
る
ま
で
に

な
�
た
�
両
者
の
基
本
は
�
比
庵
の
書
�
歌
�
に
玉

堂
が
絵
を
画
く
と
い
う
順
で
あ
�
た
と
い
う
�
こ
の

作
品
は
玉
堂
の
絵
と
�
比
庵
の
歌
で
な
り
た
�
て
い

る
合
作
で
あ
る
�

　

比
庵
は
昭
和
十
七
年
当
時
�
�
山

さ
ん
こ
う
す
い
ち
�
う

高
水
長
�
の
言

葉
を
好
み
�
よ
く
墨
書
し
て
い
た
�
そ
し
て
そ
の
言

葉
の
意
味
を
�
高
潔
の
士
�
川
合
玉
堂
�
に
見
立
て

て
い
て
�
こ
の
歌
は
そ
の
意
を
込
め
た
一
首
と
い
わ

れ
る
�
そ
し
て
そ
の
歌
意
を
玉
堂
は
直
ち
に
絵
に
表

現
し
�
そ
こ
で
両
者
一
体
の
作
品
が
生
ま
れ
た
�
た

た
な
わ
る
山
�
そ
し
て
空
に
画
か
れ
た
お
ぼ
ろ
月
が

美
し
い
�
歌
も
風
景
に
マ
�
チ
し
て
い
る
�

　

因
み
に
玉
堂
は
比
庵
の
歌
の
力
を
信
じ
�
し
ば
し

ば
自
作
の
歌
を
送
り
添
削
を
所
望
し
た
と
い
う
信
頼

篤
き
間
柄
で
あ
�
た
こ
と
が
偲
ば
れ
る
�

　
　

上
る
日
の
彩
る
土
の
金
色
に　

　
　

わ
が
八
十
の
影
を
描
く
も

こ
の
歌
は
短
冊
掛
け
に
納
め
ら
れ
て
今
�
わ
が

部
屋
に
掲
げ
て
あ
る
感
銘
歌
で
あ
る
�

朝
日
で
は
あ
る
が
�
あ
え
て
�
上
る
日
�
と
し
て
�

そ
の
勢
い
を
見
せ
�
そ
の
射
し
初
め
た
光
が
�
地
面

を
金
色
に
い
ろ
ど
�
て
い
る
と
�
輝
か
し
い
�
そ
の

金
色
に
立
つ
比
庵
の
姿
ま
で
尊

た
�
と

く
偲
ば
れ
る
�

　

し
か
し
�
か
え
り
み
た
と
き
�
そ
こ
に
在
る
の

は
�
わ
が
八
十
の
影
�
で
あ
る
�
昭
和
三
十
年
代
終

り
の
頃
の
作
と
思
わ
れ
る
が
�
多
分
正
月
か
�
誕
生

日
か
の
作
と
想
像
す
る
�
昭
和
三
十
年
代
の
�
八
十

と
い
う
齢

よ
わ
い

と
平
成
二
十
九
年
現
在
の
八
十
は
�
同
じ

齢よ
わ
いな

が
ら
�
そ
の
受
け
止
め
方
は
大
分
違
う
わ
け

で
�
い
よ
い
よ
わ
が
人
生
も
八
十
に
達
し
た
と
い
う

認
識
に
立
�
て
の
歌
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
�

そ
う
思
う
と
�
わ
が
八
十
の
影
�
に
或
る
さ
び

し
さ
が
よ
ぎ
る
�

い
や
そ
う
で
は
な
く
�
八
十
に
達
し
た
大
い
な

る
悦
び
に
�
些
か
の
哀
愁
を
滲
ま
せ
た
歌
で
あ
る
と

い
う
感
じ
も
否
め
な
い
�  

 

　
　
　
　
　
　

以
上

      会費納入のお願い

令和二年度会費を下記に納入されます

ようお願いいたします。

一口、1,000 円 ( 複数口歓迎 )

三井住友銀行 鶴見支店　

             普通　７０６１５５８

名義　クボタノブユキ

なお現金で会長「清水固」宅 ( 下記 )

に郵送されても結構です。


