
令和４年２月（１）第 648 号 足 立 史 談

鏡
の
母
子
」
（
写
真
左
）
に
は
和
鏡
を
使
用

し
て
い
る
当
時
の
女
性
の
姿
を
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
髪
を
大
き
く
結
っ
た
女
性

が
舌
を
出
し
な
が
ら
和
鏡
を
見
て
い
ま
す
。

和
鏡
は
青
銅
な
ど
の
金
属
で
作
ら
れ
、
鏡

面
に
は
ス
ズ
が
張
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
た
め
曇
り
防
止
の
た
め
箱
に
入
れ
て
保

管
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
浮
世
絵
の
女
性
の

顔
と
比
較
す
る
と
江
戸
時
代
の
和
鏡
の
大

き
さ
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
女
性
の
髪

形
が
大
き
く
な
る
こ
と
で
和
鏡
も
大
き
く

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

■
館
収
蔵
の
和
鏡
か
ら
み
る
紋
様
　
写
真

１
は
「
松
竹
梅
鶴
亀
図
柄
鏡
」
（
直
径
二
四

㎝
、
柄
一
〇
・
五
㎝
）
で
す
。
和
鏡
は
婚
礼

道
具
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
か
ら
吉

祥
紋
が
多
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。
写
真
１

　

鏡
は
化
粧
を
す
る
際
に
使
わ
れ
る
道
具

で
す
。
古
墳
か
ら
大
量
の
銅
鏡
が
出
土
す

る
よ
う
に
神
聖
な
道
具
と
し
て
も
扱
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
今
で
も
神
社
の
神
体
が
鏡

に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
各
地
に
あ
り
ま

す
。
本
稿
で
は
足
立
区
立
郷
土
博
物
館
が

収
蔵
し
て
い
る
江
戸
時
代
に
使
用
さ
れ
た

和
鏡
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
同
時
代
に
描

か
れ
た
美
術
作
品
か
ら
鏡
の
使
用
を
み
て

い
き
ま
す
。

　

和
鏡
と
は
現
代
の
鏡
と
は
異
な
り
、
全

体
が
金
属
で
作
ら
れ
、
円
形
で
す
。
室
町

時
代
以
降
に
な
る
と
柄
が
つ
け
ら
れ
ま
し

た
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
大
量
生
産
が
可

能
に
な
り
、
鏡
の
裏
面
に
は
吉
祥
紋
な
ど

様
々
な
紋
様
が
あ
し
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
当
館
所
蔵
の
喜
多
川
歌
麿
「
手
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時
に
縁
起
の
よ
い
文
様
が
あ
し
ら
わ

れ
鑑
賞
で
き
る
と
い
う
美
術
品
と
し

て
の
側
面
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
当

館
に
は
他
に
も
南
天
（
難
を
転
ず
る

と
い
う
意
味
で
好
ま
れ
た
）
や
亀
甲

地
紋
な
ど
が
あ
し
ら
わ
れ
た
和
鏡
が

残
さ
れ
て
い
ま
す
。
鏡
の
紋
様
か
ら

は
当
時
の
人
々
の
美
に
対
す
る
価
値

観
、
縁
起
担
ぎ
に
対
す
る
嗜
好
を
う

か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

和
鏡
を
所
蔵
し
て
い
た
��
田
家
は

伊
藤
谷
村
（
現
・
綾
瀬
）
の
豪
農
の

家
で
す
。
検
地
帳
の
写
本
や
明
治
時

代
以
降
の
色
紙
や
短
冊
な
ど
が
伝
来

し
て
い
ま
す
。
ま
た
久
左
衛
門
新
田
（
現
・

神
明
）
の
星
野
家
も
村
役
人
層
を
勤
め
、

そ
の
文
書
は
区
の
登
録
文
化
財
に
な
っ
て

い
ま
す
。
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
た
和
鏡
も

旧
家
に
伝
来
し
て
き
た
も
の
の
一
つ
で
す
。

博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
和
鏡
は
具
体

的
な
作
成
年
代
や
旧
家
で
ど
の
よ
う
に
使

用
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
ま
で
は
わ
か

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
大
切
に
保
管
さ
れ
て

き
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

現
代
で
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
道
具
で

あ
っ
て
も
、
当
時
の
市
井
を
描
い
た
浮
世

絵
な
ど
の
美
術
資
料
と
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
物
の
使
用
や
管
理
の
状
況
を

視
覚
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

【
参
考
文
献
】

青
木
豊
『
和
鏡
の
文
化
史　

水
鏡
か
ら
魔

鏡
ま
で
』
刀
水
書
房
、
一
九
九
二
年

　
　
　
　  
（
当
館
専
門
員
　
間
所
　
瑛
史
）

く
な
る
に
つ
れ
て
鏡
磨
き
を
行
う
職
人
が

専
業
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
鏡
磨
き
は
現

在
の
富
山
県
氷
見
地
方
の
農
家
が
農
閑
期

に
出
稼
ぎ
と
し
て
多
く
行
っ
て
い
ま
し
た
。

ス
ズ
の
メ
ッ
キ
に
は
水
銀
を
用
い
る
た
め
、

水
銀
中
毒
に
な
る
人
も
多
か
っ
た
と
い
い

ま
す
。

　

当
館
に
は
、
建
部
巣
兆
が
描
い
た
鏡
磨

き
を
行
っ
て
い
る
人
物
の
絵
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。
建
部
巣
兆
（
一
七
六
一
～

一
八
一
四
）
は
江
戸
時
代
に
関
屋
（
足
立
区
）

に
庵
を
構
え
た
文
人
・
画
家
で
す
。
彼
は
「
巣

兆
俳
諧
絵
巻
」
（
以
下
・
絵
巻
）
と
い
う
俳

句
と
俳
句
に
ち
な
ん
だ
絵
を
描
い
た
巻
物

を
描
き
ま
し
た
（
写
真
右
）
。
絵
巻
の
中
に

腰
を
屈
め
て
鏡
を
磨
い
て
い
る
男
性
の
姿

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

■
日
常
道
具
か
ら
み
る
美
意
識　

和
鏡
は

日
常
生
活
で
使
用
す
る
道
具
で
あ
る
と
同

の
も
作
ら
れ
ま
し
た
。
写
真
３
（
天
下
一

藤
原
重
□
（
判
読
不
明
）
作
、
縦
七
・
八
㎝
、

横
五
・
五
㎝
）
は
当
館
が
所
蔵
し
て
い
る
小

型
鏡
の
一
つ
で
す
。
現
代
の
コ
ン
パ
ク
ト

ミ
ラ
ー
と
用
途
が
似
て
い
ま
す
。
円
形
の

小
型
鏡
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
四
角
形

に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
小
型
鏡
に
は
裏
面

に
紋
様
が
あ
し
ら
わ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま

す
が
、
写
真
３
の
小
型
鏡
は
砂
目
地
で
紙

入
れ
に
縫
い
付
け
る
た
め
の
二
つ
の
突
起

と
銘
だ
け
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

■
絵
に
描
か
れ
た
鏡
磨
き　

現
在
の
鏡
は

一
般
的
に
金
属
の
上
に
ガ
ラ
ス
を
張
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
和
鏡
は
直
接
ス
ズ
に

空
気
が
触
れ
る
の
で
半
年
も
経
つ
と
鏡
面

が
く
す
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

鏡
を
定
期
的
に
磨
く
必
要
が
あ
り
ま
し

た
。
鏡
を
磨
く
に
は
ま
ず
酸
性
の
ザ
ク
ロ

の
果
汁
で
鏡
に
つ
い
た
汚
れ
を
落
と
し
ま

す
。
そ
し
て
水
銀
を
使
っ
て
再
度
ス
ズ
の

メ
ッ
キ
を
行
い
ま
す
。
当
初
は
鋳
造
か
ら

研
磨
ま
で
鏡
師
が
一
貫
し
て
行
っ
て
い
ま

し
た
が
、
室
町
時
代
以
降
は
鏡
の
数
が
多

の
鏡
に
は
松
竹
梅
と
鶴
亀
が
あ
し
ら
わ
れ
、

左
側
に
は
「
津
田
薩
摩
守
藤
原
定
次
」
と

い
う
鏡
師
の
銘
が
あ
り
ま
す
。
鶴
亀
や
松

竹
梅
と
い
っ
た
デ
ザ
イ
ン
は
江
戸
時
代
後

期
に
多
く
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

写
真
２
は
「
家
紋
入
り
柄
鏡
」
（
直
径

一
七
㎝
、
柄
九
㎝
）
で
す
。
砂
目
地
で
松

の
絵
の
上
に
大
き
く
「
折
り
入
り
角
に
立

葵
」
の
家
紋
が
あ
し
ら
わ
れ
、
左
側
に
は

「
藤
原
金
益
」
の
銘
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
家
紋
入
り
の
鏡
が
作
成
さ
れ
た

背
景
に
踏
み
返
し
法
に
よ
る
鏡
の
大
量
生

産
化
が
あ
り
ま
す
。
踏
み
返
し
法
は
一
度

完
成
し
て
い
る
鏡
を
砂
な
ど
に
押
し
込
ん

で
型
を
取
り
、
そ
れ
を
合
わ
せ
て
鋳
型
と

す
る
も
の
で
、
い
わ
ば
コ
ピ
ー
を
作
る
よ

う
な
方
法
で
す
。
踏
み
返
し
法
で
作
っ
た

鏡
に
注
文
主
に
応
じ
た
家
紋
を
ほ
ど
こ
し

た
も
の
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

家
紋
入
り
柄
鏡
は
江
戸
時
代
中
期
に
多
く

作
ら
れ
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代
後
期
に
な

る
と
大
文
字
入
り
柄
鏡
が
作
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
踏
み
返
し
法
で
鋳
型
を
作
っ

て
い
く
こ
と
を
重
ね
る
と
紋
様
が
徐
々
に

不
鮮
明
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
た

め
写
真
２
の
よ
う
に
当
初
の
紋
様
を
背
景

と
し
て
、
大
き
く
目
立
つ
文
字
を
書
き
加

え
る
よ
う
に
な
り
、
「
相
生
」
や
「
薫
」
な

ど
の
縁
起
の
よ
さ
や
文
学
作
品
を
連
想
さ

せ
る
大
文
字
入
り
の
柄
鏡
が
多
く
作
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

鏡
は
大
型
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
旅

行
な
ど
に
持
ち
運
べ
る
よ
う
に
小
型
の
も
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き
ま
す
。
女
性
は
左
手
に
銭
升
を
持
ち
、
右

手
で
硬
貨
を
つ
か
も
う
と
し
て
い
ま
す
。
当

時
の
区
役
所
の
現
役
道
具
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
（
写
真
上
）

　

当
館
所
蔵
の
も
の
に
は
、「
硬
貨
整
理
器　

昭
和
38

年
10

月
納　

ノ
ー
ブ
ル
工
業
」
と
記

載
さ
れ
た
金
属
ラ
ベ
ル
が
つ
い
て
い
ま
す
。

銭
で
は
な
い
の
で
、
さ
す
が
に
銭
升
と
は
呼

ん
で
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。「
硬
貨
升
」（
こ

う
か
ま
す
）
と
呼
ん
で
い
た
と
い
う
報
告
も

あ
り
ま
す
。
同
じ
仕
組
み
と
使
い
方
の
道
具

で
あ
っ
て
も
、
時
代
の
変
化
に
よ
っ
て
そ
の

名
称
も
適
し
た
も
の
に
変
わ
っ
て
い
る
様

子
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

銭
升
は
、
シ
ン
プ
ル
で
わ
か
り
や
す
い
道

具
の
た
め
、
小
学
生
の
「
む
か
し
の
道
具
し

ら
べ
」
や
、
体
験
学
習
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
　
　   

（
当
館
学
芸
員
　
荻
原
　
ち
と
せ
）

え
る
た
め
、
マ
ス
目
も
小
さ
く
長
方
形
で

す
。
一
朱
銀
は
、
長
辺
一
・
五
㎝
、
短
辺
〇
・

八
㎝
と
小
さ
く
、
一
六
枚
で
一
両
と
な
り
ま

す
。
二
朱
銀
は
、
長
辺
二
・
八
㎝
、
短
辺
一
・

一
㎝
程
度
で
、
八
枚
で
一
両
と
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、八
×
一
〇
（
十
両
）、五
×
八
、（
五

両
）
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
額
面
が
わ
か
り

や
す
い
マ
ス
目
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
〇

×
一
六
と
大
変
細
か
い
も
の
も
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
一
朱
銀
だ
と
十
両
に
な
り
、
一

朱
銀
を
量
る
の
に
便
利
で
す
。

　

銭
升
は
江
戸
時
代
か
ら
使
わ
れ
始
め
た

道
具
で
す
が
、
実
は
昭
和
の
中
ご
ろ
ま
で
使

わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

区
役
所
職
員
が
昭
和
三
四
（
一
九
五
九
）

年
に
伊
勢
湾
台
風
被
害
地
へ
送
る
義
援
金

を
数
え
る
た
め
に
使
っ
て
い
る
様
子
を
、
足

立
区
広
報
写
真
の
な
か
で
、
見
る
こ
と
が
で

に
細
い
金
具
、
も
し
く
は
竹
ひ
ご
で
マ
ス
目

が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
左
手
で
持
ち
、
硬

貨
を
ひ
と
つ
か
み
乗
せ
て
ゆ
ら
し
、
軽
く
傾

斜
さ
せ
な
が
ら
右
手
で
な
ら
す
と
、
マ
ス
目

の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
一
枚
ず
つ
硬
貨
が
入

り
ま
す
。
余
っ
た
硬
貨
は
、
そ
の
ま
ま
す
べ

り
落
と
す
と
、
マ
ス
目
の
数
と
同
じ
数
の
硬

貨
を
数
え
て
取
り
出
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま

た
硬
貨
の
金
額
に
よ
っ
て
、
い
く
ら
に
な
る

か
を
す
ぐ
に
計
算
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

同
じ
種
類
の
硬
貨
を
あ
ら
か
じ
め
ま
と

め
て
お
く
と
い
う
手
間
は
あ
り
ま
す
が
、
一

枚
ず
つ
数
え
る
よ
り
も
早
く
作
業
を
進
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
数
多
く
の
硬
貨
を
扱

う
の
が
前
提
で
一
般
の
家
庭
で
は
使

う
こ
と
の
な
い
道
具
で
し
ょ
う
。

　

江
戸
時
代
の
銭
升
は
、
小
さ
な
短

冊
形
を
し
た
一
朱
銀
、
二
朱
銀
を
数

　

銭
升
は
、
大
量
の
硬
貨
を
一
度
に
数
え
る

た
め
の
道
具
で
、
江
戸
時
代
に
両
替
商
や
商

家
な
ど
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が

最
初
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
名
前
は
、
米
や

液
体
を
量
る
道
具
で
あ
る
「
升
」
か
ら
、
銭

を
量
る
升
で
あ
る
た
め
名
づ
け
ら
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
（
写
真
左
）

　

羽
子
板
型
の
薄
い
ト
レ
ー
の
よ
う
な
容

器
の
な
か
に
、
硬
貨
が
一
枚
ず
つ
入
る
よ
う

（３）第 648 号

・写真上：義援金を数える区職員

・写真下：被害地に送られる義援金と救援物資

足
立
の
民
具
図
典
⑬

銭
ぜ

に

ま

す升
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石
の
大
身
旗
本
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
小

源
太
を
名
乗
っ
た
の
は
信
之
の
曾
孫
の
信

方
と
信
清
の
二
人
で
、
信
清
の
と
き
罪
が

あ
り
、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
に
改
易

さ
れ
ま
し
た
。
真
田
小
源
太
屋
敷
と
記
さ

れ
て
い
る
場
所
は
、
現
在
の
保
木
間
一
丁

目
付
近
で
す
が
、
足
立
区
域
に
真
田
屋
敷

の
伝
承
等
は
な
く
、
こ
の
絵
図
の
み
に
記

さ
れ
て
い
る
貴
重
な
事
実
と
し
て
大
変
注

目
さ
れ
ま
す
。

　

つ
ぎ
に
「
佐
竹
大
膳
下
屋
敷
」
で
す
が
、

こ
ち
ら
は
六
三
一
号
で
ご
紹
介
し
た
梅
田

の
佐
竹
抱
屋
敷
跡
（
現
佐
竹
稲
荷
神
社
）

の
こ
と
で
、
秋
田
藩
主
佐
竹
氏
の
私
邸
で

す
。
五
二
〇
〇
坪
の
広
大
な
土
地
に
構
堀

（
か
ま
え
ぼ
り
）
が
め
ぐ
ら
し
て
あ
り
、
絵

図
に
も
構
堀
の
よ
う
な
も
の
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。

■
作
成
年
代　

大
膳
を
名
乗
っ
た
秋
田
藩

主
は
四
代
義
格
（
よ
し
た
だ
）
し
か
い
ま

せ
ん
。
義
格
が
大
膳
に
任
官
し
た
の
は
宝

永
五
年
（
一
七
〇
八
）
の
こ
と
で
、
正
徳

五
年
（
一
七
一
五
）
に
は
没
し
て
し
ま
い

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
絵
図
は
こ
の

間
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
推
測

さ
れ
ま
す
。

　

千
住
花
又
瀬
崎
辺
之
図
は
、
一
八
世
紀

前
半
の
足
立
区
域
内
の
様
子
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
大
変
貴
重
な
文
化
財
で
す
。

【
参
考
文
献
】

多
田
文
夫
「
寄
合
旗
本
真
田
家
の
屋
敷
」

（
『
足
立
史
談
』
五
〇
九
号　

平
成
二
二
年
）

　
　
　  
（
文
化
財
係
学
芸
員
　
佐
藤
貴
浩
）

ろ
に
橋
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
に

よ
り
、
当
時
の
区
内
の
交
通
の
様
子
を
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
寺
社　

こ
の
絵
図
で
一
番
大
き
く
描
か

れ
て
い
る
の
は
花
又
の
大
鷲
神
社
で
、
「
鷲

明
神
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
境
内
を
示
す

線
が
引
か
れ
、
そ
の
線
に
沿
っ
て
木
が
多

数
描
か
れ
て
い
ま
す
。
本
殿
の
場
所
を
示

す
と
み
ら
れ
る
四
角
と
鳥
居
の
形
が
朱
で

描
か
れ
て
い
ま
す
。
梅
田
の
明
王
院
に
も

山
門
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
他
に
も
大
谷

田
に
は
「
地
蔵
」
、
竹
塚
に
は
「
大
日
勧
化
所
」

の
注
記
が
あ
り
ま
す
。
鳥
居
の
形
が
描
か

れ
て
い
る
場
所
や
寺
院
名
が
記
さ
れ
て
い

る
箇
所
は
他
に
も
複
数
あ
り
ま
す
。
こ
う

し
た
寺
社
等
は
、
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
っ

た
の
で
し
ょ
う
。

■
大
名
屋
敷　

絵
図
に
は
、
「
真
田
小
源
太

屋
敷
」
・
「
佐
竹
大
膳
下
屋
敷
」
（
写
真
２
）

と
書
か
れ
た
場
所
が
あ
り
ま
す
。

　

真
田
小
源
太
は
初
代
松
代
藩
主
と
な
っ

た
真
田
信
之
の
子
孫
で
、
別
家
し
て
二
千

や
、
寺
社
・
村
名
・
名
主
な
ど
が
注
記
さ
れ
、

家
や
木
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
場
所
も
あ

り
ま
す
。
今
回
は
、
こ
の
絵
図
に
つ
い
て

ご
紹
介
し
ま
す
。

■
道
・
橋　

絵
図
の
西
（
左
）
側
に
は
、

幹
線
道
路
で
あ
る
奥
州
街
道
（
日
光
道
中
）

が
描
か
れ
て
お
り
、
並
行
し
て
道
海
道
（
ど

う
け
み
ち
）
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
道
海

道
は
、
古
い
時
代
の
奥
州
街
道
と
も
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
他
に
も
村
道
や
野
道
と
記

さ
れ
た
道
が
た
く
さ
ん
描
か
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
綾
瀬
川
を
挟
ん
で
二
本
の
道
が
描

か
れ
て
お
り
、
写
真
で
は
わ
か
り
に
く
い

で
す
が
、
伊
藤
谷
橋
・
榎
木
橋
等
が
確
認

で
き
ま
す
。
他
に
も
絵
図
の
い
た
る
と
こ

　

十
八
世
紀
前
半
の
足
立
区
域
の
姿
を
伝

え
る
貴
重
な
文
化
財
に
「
千
住
花
又
瀬
崎

辺
之
図
」
（
足
立
区
登
録
有
形
文
化
財
・

郷
土
博
物
館
所
蔵
）
が
あ
り
ま
す
（
以
下
、

絵
図
と
省
略
）
・
（
写
真
１
）
。
こ
の
絵
図

は
、
現
足
立
区
域
東
部
と
草
加
市
瀬
崎
な

ど
の
隣
接
自
治
体
が
一
部
描
か
れ
て
い
る

縦
一
三
二
㎝
、
横
九
九
㎝
の
か
な
り
大
き

な
も
の
で
す
。
黄
色
で
彩
色
さ
れ
た
道
路

写真１　全体像　※地名等は加筆

写真２　佐竹大膳下屋敷

瀬
崎

花
又

大
谷
田

保
木
間

竹
塚

奥
州
街
道

道
海
道

綾
瀬
川

梅
田

は
い
、
文
化
財
係
で
す
㉞

千せ

ん

じ

ゅ

は

な

ま

た

せ

ざ

き

住
花
又
瀬
崎

辺あ

た

り

の

ず

之
図


