
北
方
文
化
博
物
館
訪
問
記
。 

取
材
日
、
二
〇
一
八
年
一
〇
月
二
九
日
。 

  

広
岡
裕
著
『
た
て
も
の
野
外
博
物
館
探
見 

明
治
村
か
ら
江
戸
東
京
た
て
も
の
園
ま
で
全
国
三
五
館
』
Ｊ

Ｔ
Ｂ
発
行 

二
〇
〇
〇
年
初
版
と
い
う
本
が
あ
る
。（
す
で
に
廃
版
。
ア
マ
ゾ
ン
で
購
入
。）
旅
行
に
行
く
と

き
は
、
こ
の
本
を
参
考
に
し
て
、
目
的
地
付
近
に
民
家
の
野
外
博
物
館
が
な
い
か
調
べ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

今
回
、
直
江
津
を
経
由
し
て
新
潟
を
旅
行
し
た
。
新
潟
市
内
に
こ
の
博
物
館
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
ネ
ッ

ト
で
検
索
を
か
け
た
。
こ
こ
に
も
茅
葺
き
の
古
民
家
が
二
軒
移
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。 

 
 

北
方
文
化
博
物
館
は
、
阿
賀
野
川
の
ほ
と
り
の
沢
海
（
そ
う
み
）
に
あ
る
。
新
潟
駅
万
代
口
バ
ス
の
り
ば

十
三
番
線
よ
り
、
沢
海
経
由
秋
葉
区
役
所
・
京
ヶ
瀬
営
業
所
行
き
の
バ
ス
に
乗
車
す
る
。
約
五
〇
分
し
て
上

沢
海
博
物
館
前
に
て
下
車
す
る
。
こ
の
バ
ス
の
便
は
本
数
が
少
な
い
の
で
、
事
前
に
調
べ
て
か
ら
乗
車
す
る

こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。
上
沢
海
博
物
館
前
の
バ
ス
停
を
下
車
す
る
と
案
内
の
看
板
が
あ
り
、
そ
れ
に
沿

っ
て
道
を
歩
く
と
小
さ
な
郵
便
局
が
あ
る
。
更
に
歩
を
進
め
る
と
、
浄
土
真
宗
大
谷
派
の
「
光
圓
寺
」
（
こ

う
え
ん
じ 

旧
字
体
で
記
し
て
あ
る
）
が
目
に
入
る
。
そ
こ
か
ら
車
道
を
渡
っ
て
歩
く
と
正
門
受
付
が
あ
る
。 

 

訪
問
日
、
新
潟
県
は
大
雨
に
見
舞
わ
れ
た
。
私
は
野
外
博
物
館
の
取
材
日
が
大
雨
だ
っ
た
と
い
う
の
は
今

回
が
初
め
て
で
あ
る
。 

 

最
初
に
こ
の
博
物
館
の
も
と
で
あ
る
「
伊
藤
家
」
の
歴
史
に
つ
い
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
記
述
す

る
。 

 

宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
、
初
代
文
吉
は
二
〇
歳
で
分
家
し
た
。
そ
し
て
約
一
三
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

の
畑
が
与
え
ら
れ
、
結
婚
し
た
後
、
農
業
の
か
た
わ
ら
藍
商
売
を
始
め
た
。
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
、
文

吉
の
息
子
、
安
次
郎
が
二
代
目
の
文
吉
を
継
承
し
た
。
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
に
は
名
字
帯
刀
を
許
さ
れ

て
「
伊
藤
文
吉
」
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
頃
に
は
商
売
も
藍
の
み
な
ら
ず
、
雑
穀
、
質
屋
、
倉
庫

業
を
営
み
、
屋
号
「
い
は
の
屋
」
を
称
し
、
農
業
を
や
め
て
地
行
所
一
の
財
力
の
あ
る
豪
商
と
な
っ
た
。
三

代
、
四
代
を
経
て
五
代
目
文
吉
の
時
、
時
代
は
江
戸
か
ら
明
治
へ
と
移
っ
た
。
明
治
十
五
年
（
一
八
八
九
）

に
は
、
用
意
し
て
あ
っ
た
土
地
約
一
八
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
に
お
い
て
、
新
し
く
伊
藤
邸
の
建
築
工
事
を

は
じ
め
、
約
八
年
の
歳
月
を
か
け
て
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
に
完
成
し
た
。
六
代
目
文
吉
の
謙
次
郎

は
豪
商
と
し
て
腕
を
振
る
っ
た
。
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
の
彼
の
披
露
宴
で
は
、
三
日
三
晩
盛
大
に

続
け
ら
れ
た
と
い
う
。（
後
述
す
る
が
、
そ
の
時
の
食
事
の
献
立
が
建
物
内
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。）
然
し
明

治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
に
わ
ず
か
三
十
三
歳
の
若
さ
で
急
逝
し
た
。 

 

時
代
は
明
治
か
ら
大
正
へ
変
わ
る
。
七
代
目
文
吉
は
慶
応
大
学
を
卒
業
後
、
ア
メ
リ
カ
の
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ

ア
大
学
に
留
学
し
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
を
経
て
、
そ
れ
ま
で
の
地
主
と
し
て
の
将
来
像
が
描
け
な
く
な
っ

た
た
め
、
七
代
目
文
吉
は
、
「
博
物
館
を
作
っ
て
、
総
て
の
財
産
を
こ
れ
に
寄
付
す
る
」
と
い
う
決
断
を
し

た
。
こ
の
構
想
に
は
、
進
駐
軍
の
ラ
イ
ト
中
尉
と
の
運
命
的
な
出
会
い
が
あ
っ
た
。
終
戦
直
後
に
伊
藤
家
の

調
査
に
訪
れ
た
ラ
イ
ト
中
尉
は
、
七
代
目
文
吉
が
母
校
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
大
学
の
先
輩
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
交
流
を
深
め
た
。
ラ
イ
ト
中
尉
は
伊
藤
家
を
価
値
の
あ
る
文
化
遺
産
と
し
て
位
置
け
し
、
以
降
、
創
世



期
の
北
方
文
化
博
物
館
に
絶
大
な
支
援
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。（
こ
の
こ
と
に
関
し
て
の
展
示
も
邸
内

に
あ
る
） 

 

ま
た
、
七
代
当
主
と
の
長
き
に
わ
た
る
交
流
に
よ
っ
て
信
頼
を
深
め
て
い
た
庭
匠
、
田
中
泰
阿
弥
（
た
な

か
た
い
あ
み
）
に
よ
っ
て
、
五
年
の
歳
月
を
か
け
て
庭
を
完
成
さ
せ
た
。
こ
の
庭
に
関
し
て
も
学
芸
員
補
の

方
よ
り
、
詳
し
い
説
明
を
受
け
た
の
で
、
詳
し
く
後
述
す
る
。 

 

八
代
目
文
吉
は
、
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
に
三
一
歳
で
襲
名
し
た
。
そ
し
て
「
心
と
癒
し
の
場
と

し
て
の
博
物
館
」
を
目
指
し
て
、
野
外
音
楽
堂
、
レ
ス
ト
ラ
ン
や
宿
泊
施
設
な
ど
も
開
き
、
今
の
時
代
に
求

め
ら
れ
る
よ
う
に
進
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
八
代
目
文
吉
は
平
成
二
十
六
年
（
二
〇
一
六
）
に
多
く
の
人
に
惜

し
ま
れ
つ
つ
他
界
し
た
。 

  

先
ず
は
門
の
説
明
か
ら
始
ま
る
。
外
側
の
門
を
ス
タ
ッ
フ
た
ち
は
「
門
土
蔵
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
一
般

に
は
「
長
屋
門
」
と
い
う
。
建
て
ら
れ
た
の
は
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
に
建
て
ら
れ
た
。
新
潟
県
内
で

こ
の
よ
う
な
、
土
蔵
と
門
が
一
体
に
な
り
、
白
い
漆
喰
が
塗
ら
れ
て
い
る
形
式
の
門
は
、
伊
藤
家
以
外
で
は

新
津
の
桂
家
（
か
つ
ら
け 

現
在
は
郵
便
局
に
な
っ
て
お
り
、
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
と
、
柏
崎
の
飯
塚

家
を
抜
か
す
と
こ
の
伊
藤
家
に
な
る
。
特
に
伊
藤
家
は
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
長
さ
を
持
つ
。
こ
れ
だ
け
の
巨
大

な
長
さ
を
持
つ
も
の
は
そ
う
そ
う
な
い
。
こ
。
当
時
伊
藤
家
の
規
模
は
ま
だ
一
〇
〇
〇
町
歩
で
は
な
く
、
二

〇
〇
町
歩
強
だ
っ
た
。
然
し
屋
敷
だ
け
は
先
輩
で
あ
る
滝
家
と
か
エ
チ
シ
マ
家
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
り
、

自
分
も
い
ず
れ
は
先
輩
方
に
肩
を
並
べ
る
ぞ
と
い
う
意
気
込
み
が
感
じ
ら
れ
、
非
常
に
野
心
的
で
あ
っ
た
。

こ
の
屋
敷
は
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
年
か
ら
八
年
が
か
り
で
建
て
ら
れ
た
。
そ
の
間
に
も
右
肩
上
が
り

の
成
長
を
続
け
て
い
っ
た
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、
二
〇
〇
町
歩
が
五
倍
以
上
の
一
〇
〇
〇
町
歩
に
な

り
、
い
わ
ゆ
る
千
町
歩
地
主
」
と
な
り
、
急
成
長
を
遂
げ
た
。
こ
の
時
に
使
用
人
を
沢
山
雇
用
す
る
必
要
が

あ
っ
た
。
土
地
が
広
が
り
、
組
織
と
し
て
も
巨
大
化
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
家
も
大
き
く
す
る
必
要

が
あ
っ
た
。
八
年
が
か
り
で
屋
敷
が
作
ら
れ
て
い
た
間
も
、
右
肩
上
が
り
の
成
長
を
続
け
て
い
た
。 

門
は
二
つ
あ
り
、
左
側
が
今
、
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
が
使
っ
て
い
る
「
通
用
門
」
、
右
側
は
冠
婚
葬
祭
で
使
う

門
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
「
内
玄
関
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
Ｖ
Ｉ
Ｐ
の
訪
問
時
に
は
こ
こ
か
ら
入
る
。

現
在
で
も
伊
藤
家
の
親
族
の
方
は
、
こ
こ
か
ら
中
に
入
る
。 

 

次
に
見
た
土
間
は
幅
が
狭
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
元
々
奥
ま
で
続
い
て
い
た
の
が
、
使
用
人
の

増
加
に
伴
い
床
面
積
を
広
げ
、
炊
事
場
を
一
番
奥
に
も
っ
て
い
っ
た
痕
跡
が
あ
る
。
和
小
屋
組
み
の
場
所
を

歩
い
て
少
し
行
く
と
洋
小
屋
組
見
な
っ
て
い
る
。
こ
の
洋
小
屋
組
は
明
治
二
〇
年
以
降
日
本
に
入
っ
て
き

た
。
そ
の
た
め
こ
の
場
所
は
、
伊
藤
家
の
当
主
が
最
後
に
増
築
を
加
え
た
部
分
で
あ
る
。
先
ほ
ど
見
て
き
た

和
小
屋
組
み
の
エ
リ
ア
が
徐
々
に
完
成
し
て
、
こ
の
場
所
へ
と
広
が
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
伊
藤
家
は
八

年
が
か
り
で
屋
敷
を
建
築
し
た
が
、
徐
々
に
そ
の
姿
を
変
え
て
い
る
。
売
り
上
げ
が
右
肩
上
が
り
だ
っ
た
こ

と
で
、
人
を
雇
う
必
要
が
あ
っ
た
た
め
だ
っ
た
。 

 

伊
藤
家
個
人
の
性
格
と
し
て
は
普
請
好
き
あ
っ
た
。
斎
藤
金
蔵
を
棟
梁
と
し
て
、
そ
の
技
術
に
惚
れ
こ
ん

だ
当
主
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
作
ら
せ
た
。
因
み
に
、
こ
の
施
設
の
隣
に
あ
る
前
述
し
た
光
圓
寺
は
伊
藤

家
の
菩
提
寺
で
あ
る
。
こ
の
寺
は
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
に
伊
藤
家
の
出
資
に
よ
っ
て
今
あ
る
建
物
に



作
り
替
え
た
。
近
代
に
入
っ
て
伊
藤
家
が
沢
山
お
金
を
使
い
、
自
宅
の
み
な
ら
ず
集
落
の
寺
院
に
も
手
を
加

え
て
い
っ
た
。 

 
 

 

木
が
生
い
茂
る
北
方
文
化
博
物
館
の
入
り
口
。
大
き
な
長
屋
門
。
博
物
館
の
隣
に
あ
る
「
光
圓
寺
」。 

  

風
呂
場
を
案
内
し
て
も
ら
っ
た
。
浴
槽
も
窯
も
タ
イ
ル
張
り
で
、
こ
の
タ
イ
ル
は
昭
和
の
も
の
で
あ
る
。

移
築
さ
れ
た
個
人
の
古
民
家
で
は
、
浴
槽
と
い
え
ば
大
体
木
製
の
大
き
な
樽
状
の
も
の
だ
が
、
タ
イ
ル
張
り

の
浴
槽
を
見
た
の
は
こ
こ
が
初
め
て
で
あ
る
。
因
み
に
こ
の
浴
室
は
伊
藤
家
の
も
の
で
は
な
く
、
使
用
人
た

ち
が
入
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

次
は
台
所
の
説
明
を
受
け
る
。
使
用
人
が
六
〇
人
い
た
が
、
伊
藤
家
家
族
も
使
用
人
と
食
事
を
し
た
。
然

し
伊
藤
家
家
族
は
使
用
人
た
ち
と
同
じ
席
に
な
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
た
め
、
少
し
離
れ
た
欅
の
張
ら
れ

た
場
所
で
食
事
を
し
て
い
た
。
伊
藤
家
は
こ
こ
か
ら
使
用
人
た
ち
に
色
々
命
令
を
し
て
い
た
の
で
、
彼
ら
は

ゆ
っ
く
り
食
事
も
で
き
ず
、
片
膝
を
つ
い
て
食
事
を
し
て
い
た
。 

近
く
に
和
紙
に
書
か
れ
た
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
る
。
こ
れ
は
六
代
目
文
吉
の
謙
次
郎
が
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）

年
に
結
婚
し
た
時
の
「
婚
礼
御
祝
式
献
立
」
で
あ
る
。
五
月
二
三
日
か
ら
三
日
三
晩
、
盛
大
に
行
わ
れ
た
。 

 
 

 

上
が
伊
藤
家
の
食
卓
、
下
が
使
用
人
た
ち
の
食
事
場
。
掲
げ
て
あ
る
の
が
「
婚
礼
御
祝
式
献
立
」。
小
さ
く

て
見
に
く
い
け
れ
ど
、
メ
ニ
ュ
ー
が
細
か
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

 



献
立
の
途
中
に
ハ
モ
が
出
て
く
る
。
勿
論
新
潟
に
ハ
モ
は
な
い
の
で
、
京
都
か
ら
取
り
寄
せ
た
。
そ
の
他
伊

藤
家
が
結
婚
披
露
宴
で
用
い
た
沢
山
の
大
皿
が
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
に
入
っ
て
展
示
し
て
あ
る
。 

 

廊
下
を
歩
い
て
の
一
番
の
見
せ
所
は
丸
桁
で
、
長
さ
は
三
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
地
主
の
家
は
こ
の
桁
を

一
本
の
ス
ギ
で
表
現
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
そ
の
際
の
ス
ギ
の
見
事
さ
を
見
て
下
さ
い
と
い
う
。
一
般

的
に
ス
ギ
は
北
山
杉
や
吉
野
杉
の
よ
う
に
関
西
か
ら
購
入
す
る
が
、
伊
藤
家
で
は
隣
に
阿
賀
野
川
が
流
れ

て
い
る
。
伊
藤
家
で
使
用
さ
れ
て
い
る
材
木
や
岩
も
、
八
割
九
割
は
こ
こ
か
ら
産
出
し
て
持
っ
て
き
て
い
る
。

伊
藤
家
の
す
ご
さ
は
、
こ
の
一
本
の
ス
ギ
を
運
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
ふ
つ
う
は
こ
の
半
分
の
長
さ
で
、
四
列
五

列
の
い
か
だ
に
組
ん
で
途
中
で
ば
ら
し
た
り
組
ん
だ
り
し
な
が
ら
阿
賀
野
川
を
下
っ
て
く
る
。
だ
が
伊
藤

家
で
は
、
元
々
四
〇
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
あ
っ
た
こ
の
杉
を
ど
の
よ
う
に
し
て
運
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
と
言
わ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
記
録
は
な
い
。
然
し
さ
ま
ざ
ま
に
推
察
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
難
所
を
超

え
る
際
に
は
、
ワ
イ
ヤ
ー
を
つ
る
し
て
空
中
吊
り
を
す
る
ぐ
ら
い
の
こ
と
を
し
な
い
と
運
べ
な
い
。
ワ
イ
ヤ

―
で
運
ん
だ
事
例
は
新
潟
県
外
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
類
推
を
し
て
い
く
。
お
そ
ら
く
こ
れ
を
一
本

運
ん
で
く
る
だ
け
で
村
中
の
お
祭
り
騒
ぎ
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
更
に
こ
の
奥
に
三
〇
メ
ー
ト
ル

ク
ラ
ス
が
二
、
三
本
と
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
何
を
伝
え
た
い
か
と
い
う
と
、
伊
藤
家
を
見
る
際
の
「
木
」

の
す
ご
さ
で
あ
る
。
こ
の
足
元
に
使
わ
れ
て
い
る
ケ
ヤ
キ
に
し
て
も
、
乾
燥
さ
せ
る
の
に
一
〇
年
の
月
が
か

か
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
う
。
そ
し
て
ケ
ヤ
キ
の
幅
も
、
伊
藤
家
の
家
族
が
使
う
ス
ペ
ー
ス

の
ケ
ヤ
キ
の
幅
は
、
地
主
ク
ラ
ス
に
限
ら
ず
、
新
潟
県
民
一
般
の
家
で
も
同
じ
幅
の
ケ
ヤ
キ
を
使
っ
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
新
潟
に
は
素
晴
ら
し
い
木
が
沢
山
あ
る
。
そ
れ
ら
を
金
に
糸
目
を
つ
け
ず
に
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ

て
い
る
。 

 

座
敷
に
入
る
。
座
敷
で
は
伊
藤
家
の
土
地
を
管
理
す
る
者
た
ち
や
客
人
を
も
て
な
す
接
客
の
場
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
扁
額
が
飾
ら
れ
て
い
る
。
日
下
部
鳴
鶴
（
く
さ
か
べ
め
い
か
く 

一
八
三
八
～
一
九
二
二
）
の
書

に
よ
る
「
楽
事
は
尽
く
さ
ざ
る
を
以
て
趣
き
有
り
と
為
（
な
）
す
」
と
読
め
る
。
楽
し
い
こ
と
、
お
金
を
か

け
て
贅
沢
を
す
る
こ
と
は
、
ほ
ど
ほ
ど
に
し
な
さ
い
と
い
う
倹
約
の
精
神
で
あ
る
。
こ
の
精
神
は
、
伊
藤
家

が
そ
の
後
の
農
地
改
革
と
か
隆
盛
を
極
め
て
い
た
時
に
も
、
あ
る
い
は
分
家
が
出
た
時
で
も
、
本
家
の
財
産

を
や
せ
細
ら
せ
ず
に
、
ず
っ
と
右
肩
上
が
り
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
要
因
と
い
わ
れ
る
。 

 

次
の
部
屋
に
は
、
前
述
し
た
七
代
伊
藤
文
吉
と
ラ
イ
ト
中
尉
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
七
代
目
文
吉

氏
や
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
大
学
の
写
真
も
展
示
さ
れ
て
お
り
、
文
吉
氏
と
ラ
イ
ト
中
尉
の
こ
と
を
掲
載
し
た

新
聞
記
事
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

七
代
目
文
吉
は
大
き
な
こ
と
を
二
つ
し
た
。
一
つ
目
は
農
地
改
革
を
乗
り
越
え
、
伊
藤
家
の
構
造
を
残
す

た
め
に
博
物
館
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
使
用
人
た
ち
を
従
業
員
と
し
て
雇
用
し
た
。
そ

し
て
伊
藤
家
が
農
地
改
革
以
降
も
屋
敷
と
美
術
品
と
従
業
員
を
維
持
管
理
す
る
た
め
に
は
博
物
館
に
す
る

と
い
う
事
で
あ
っ
た
。
博
物
館
化
し
た
の
は
昭
和
二
一
年
（
一
九
四
六
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
伊
藤
家
は

所
有
権
を
手
放
し
、
財
団
法
人
に
全
部
寄
付
を
し
た
。
そ
し
て
そ
の
法
人
の
理
事
長
兼
館
長
と
し
て
七
代
目

文
吉
が
就
任
し
た
。
こ
れ
で
伊
藤
家
は
今
ま
で
通
り
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
中
で
今
ま
で
通
り
の
生
活
が
で

き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
地
主
の
生
活
を
現
代
に
伝
え
る
博
物
館
に
な
っ
た
。 

 

も
う
一
つ
の
功
績
は
庭
造
り
で
あ
る
。
我
々
は
主
屋
か
ら
大
広
間
へ
移
動
す
る
。
こ
こ
は
北
方
文
化
博
物



館
が
一
番
見
せ
た
い
エ
リ
ア
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
伊
藤
家
が
考
え
る
文
化
は
庭
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
理
由
は
元
々
池
の
あ
る
庭
園
で
は
な
く
、
明
治
時
代
ま
で
は
松
林
だ
っ
た
。
そ
れ
を
も
っ
と
立

派
な
庭
に
し
た
い
と
考
え
て
い
た
時
に
、
田
中
泰
阿
弥
と
出
会
っ
た
。
田
中
泰
阿
弥
は
柏
崎
の
生
ま
れ
で
あ

り
、
銀
閣
寺
に
出
入
り
し
て
い
た
。
泰
阿
弥
氏
は
庭
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
芸
事
、
宗
教
や
歴
史
な
ど
に

精
通
し
て
い
た
人
物
だ
っ
た
。
伊
藤
家
は
彼
に
ほ
れ
込
み
、
ど
う
し
て
も
彼
に
自
分
の
庭
を
作
っ
て
も
ら
お

う
と
し
た
。
然
し
戦
争
に
よ
っ
て
伊
藤
家
の
財
産
は
半
減
し
た
。
然
し
だ
か
ら
こ
そ
庭
を
造
ら
な
け
れ
ば
と

改
め
て
思
っ
た
。
今
い
る
こ
の
大
広
間
か
ら
の
見
え
方
を
工
夫
し
た
。 

ま
た
伊
藤
家
は
欄
間
を
質
素
に
し
て
教
養
を
表
現
し
た
。
中
国
の
古
典
に
出
て
く
る
孟
宗
竹
の
由
来
の

話
や
司
馬
光
（
北
宋
の
儒
学
者
）
の
話
を
家
訓
と
し
て
い
る
。
更
に
楠
木
正
成
の
忠
孝
の
精
神
と
更
に
「
君

子
中
居
庸
（
君
子
は
中
庸
に
い
る
と
読
む
）
と
い
う
書
が
目
に
入
る
。
こ
れ
は
儒
教
の
思
想
で
あ
る
。
儒
教

の
中
の
言
葉
か
ら
、
い
か
に
し
て
伊
藤
家
を
営
ん
で
い
く
べ
き
か
を
表
し
て
い
る
。
伊
藤
家
自
身
、
学
問
を

積
ん
で
客
観
的
に
見
る
こ
と
と
、
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
ま
た
中
庸
は
考
え

方
が
偏
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
。
こ
れ
も
伊
藤
家
を
営
ん
で
い
く
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
。 

 

少
し
歩
い
て
床
の
間
の
前
で
、
我
々
は
座
っ
て
庭
の
説
明
を
受
け
る
。
伊
藤
家
は
、
文
化
を
庭
に
込
め
た

の
は
、
製
作
者
の
田
中
泰
阿
弥
の
す
ご
さ
に
よ
る
。
田
中
泰
阿
弥
の
庭
と
は
、
室
町
時
代
の
東
山
文
化
を
ベ

ー
ス
に
し
て
い
る
。
こ
の
場
所
に
座
っ
た
ビ
ッ
プ
が
、
最
高
の
場
所
だ
と
思
う
理
由
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は

滝
で
あ
る
。
京
都
の
天
竜
寺
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
石
橋
が
あ
る
。
こ
の
眺
め
が
ビ
ッ
プ
席
か
ら
よ
く
見
え
る

の
で
あ
る
。
自
分
は
京
都
の
一
番
素
晴
ら
し
い
景
色
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
場
所
に
招
か
れ
て
い
る
。
と
い
う

思
い
を
抱
か
せ
、
心
が
和
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
こ
の
庭
に
は
ご
つ
ご
つ
し
た
岩
肌
が
多
い
の
で

あ
る
。
室
町
時
代
の
庭
に
は
、
全
集
の
僧
侶
の
修
行
す
る
場
所
で
あ
る
、
あ
る
い
は
生
と
死
、
祈
り
や
宗
教

性
や
精
神
性
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
庭
の
中
に
神
仏
が
宿
る
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
前

述
し
た
理
由
の
も
う
一
つ
が
他
よ
り
も
著
し
く
大
き
な
岩
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
礼
拝
石
（
ら
い
は
い
せ
き
）

で
、
こ
こ
が
一
番
の
ビ
ュ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
す
と
い
う
岩
で
あ
る
。
一
直
線
上
の
有
向
こ
う
に
岩
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ

し
た
所
が
あ
る
。
こ
れ
は
伊
藤
家
に
と
っ
て
の
最
上
浄
土
を
表
現
し
て
い
る
。 

 
 

 

「
君
子
は
中
庸
に
い
る
」
と
書
か
か
れ
た
書
。
七
代
目
文
吉
と
ラ
イ
ト
中
尉
と
の
交
流
を
示
す
。
大
雨
の
日

の
伊
藤
家
の
庭
。 



  

も
う
一
つ
室
町
時
代
の
重
要
な
考
え
方
に
陰
陽
道
が
あ
る
。
陰
と
陽
の
パ
ワ
ー
の
バ
ラ
ン
ス
を
持
た
せ

て
平
和
が
保
た
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
先
ほ
ど
紹
介
し
た
「
君
子
は
中
庸
に
い

る
」
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
水
が
流
れ
て
い
る
「
陽
」
の
滝
が
パ
ワ
ー
を
放
ち
、
更
に
そ
れ
に

対
に
な
っ
て
そ
の
パ
ワ
ー
を
吸
収
す
る
、
あ
え
て
水
を
流
さ
な
い
「
陰
の
滝
」
が
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が

陰
と
陽
の
パ
ワ
ー
が
二
つ
対
に
な
る
様
相
を
庭
の
中
に
入
れ
て
い
る
。
よ
く
見
る
と
、
滝
の
水
の
左
右
に
白

と
黒
の
縦
長
の
岩
が
あ
る
。
こ
の
滝
に
流
れ
て
い
る
水
そ
の
も
の
が
ご
神
体
に
な
る
。
左
右
の
岩
二
つ
、
あ

る
い
は
三
個
で
対
に
な
り
、
釈
迦
三
尊
や
阿
弥
陀
三
尊
の
よ
う
な
表
現
に
な
る
。 

水
を
流
さ
な
い
陰
の
滝
も
、
水
を
流
さ
な
い
こ
と
で
神
秘
性
を
保
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
事

を
田
中
泰
阿
弥
は
こ
の
庭
の
中
に
う
ま
く
と
り
入
れ
て
い
っ
た
。
銀
閣
寺
の
庭
師
が
力
を
こ
め
た
最
高
傑

作
と
よ
ば
れ
、
精
神
性
深
み
を
持
っ
た
庭
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
伊
藤
家
は
こ
の
庭
に
満
足
を
し
た
一
方
で

金
を
使
い
す
ぎ
た
。
終
戦
後
に
庭
づ
く
り
に
着
手
し
た
。
当
然
農
地
改
革
で
お
金
が
な
い
。
そ
の
た
め
家
中

か
ら
反
対
が
あ
っ
た
。
然
し
七
代
目
文
吉
は
何
と
し
て
で
も
こ
れ
を
作
り
き
っ
た
。
そ
の
理
由
は
越
後
一
と

呼
ば
れ
た
伊
藤
家
が
、
倒
れ
る
ぐ
ら
い
ま
で
金
を
費
や
し
た
も
の
に
し
な
け
れ
ば
、
新
潟
の
文
化
財
に
は
な

ら
な
い
と
言
っ
て
こ
れ
を
完
成
さ
せ
た
。
こ
の
博
物
館
で
見
る
も
の
は
美
術
品
や
建
築
の
す
ご
さ
も
あ
る

が
、
こ
の
庭
園
こ
そ
、
七
代
目
文
吉
が
「
何
を
残
す
べ
き
か
」
と
い
う
こ
と
を
一
生
懸
命
考
え
た
結
論
が
こ

れ
だ
っ
た
。 

 

こ
の
庭
の
工
事
の
時
は
、
七
代
目
文
吉
も
泥
だ
ら
け
に
な
り
な
が
ら
池
を
掘
っ
た
。
終
戦
後
は
ど
こ
も
経

済
が
回
っ
て
い
な
い
の
で
、
伊
藤
家
が
経
済
を
回
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
公
共
事
業
と
し
て
位
置

付
け
た
。
伊
藤
家
に
と
っ
て
は
地
域
に
還
元
す
る
事
例
が
こ
の
庭
づ
く
り
だ
っ
た
。
村
人
は
男
性
の
み
な
ら

ず
女
性
も
土
木
作
業
に
従
事
し
て
完
成
さ
せ
た
。
伊
藤
家
に
と
っ
て
は
文
化
を
担
う
事
。
特
に
茶
室
も
あ
る

が
、
京
都
に
も
っ
て
い
っ
て
も
通
用
す
る
茶
の
湯
の
文
化
を
キ
ー
プ
す
る
だ
け
で
な
く
、
発
展
さ
せ
る
と
い

う
考
え
で
こ
の
庭
を
完
成
さ
せ
た
。 

 

 

茶
室
を
移
動
す
る
際
に
色
々
見
せ
る
自
然
の
変
化
を
、
存
分
に
一
日
か
け
て
ゆ
っ
く
り
楽
し
む
と
い
う

コ
ン
セ
プ
ト
の
も
と
に
こ
の
庭
を
造
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
て
、
伊
藤
家
の
説
明
は
終
了
し
た
。
ス
タ
ッ
フ
に
お
礼
を
述
べ
て
、
外
に
出
た
。 

  

北
方
文
化
博
物
館
に
は
、
伊
藤
家
の
母
屋
、
大
広
間
以
外
に
、
野
外
に
茅
葺
き
古
民
家
が
二
棟
移
築
さ
れ

て
い
る
。
県
内
の
「
吉
ヶ
平
（
よ
し
が
ひ
ら
）」
民
家
と
「
刈
羽
」
民
家
で
あ
る
。「
吉
ヶ
平
」
民
家
は
、
旧

南
蒲
原
郡
（
み
な
み
か
ん
ば
ら
ぐ
ん
）
下
田
村
（
現
三
条
市
）
の
吉
ヶ
平
集
落
に
、
明
治
初
年
に
建
て
ら
れ

た
椿
和
三
郎
氏
の
邸
宅
で
あ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
（
昭
和
四
五
）
の
同
村
廃
村
の
際
、
八
代
目
文
吉
が
譲
り

受
け
て
、
移
築
と
復
元
を
行
っ
た
。
こ
の
民
家
は
「
中
門
造
り
（
ち
ゅ
う
も
ん
づ
く
り
）
」
と
い
う
形
式
で

あ
る
。
主
屋
の
一
部
に
中
門
と
呼
ば
れ
る
突
出
部
を
持
つ
。
そ
の
場
所
は
主
屋
へ
の
通
路
や
厩
が
設
け
ら
れ

て
い
る
。
屋
根
の
茅
に
は
苔
が
生
え
、
木
の
壁
は
時
代
を
感
じ
る
。
周
囲
の
木
々
は
よ
う
や
く
色
付
い
て
い

る
。
こ
の
民
家
は
内
部
の
部
屋
に
上
が
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 
 
 
 
  



 
 

 

「
吉
ヶ
平
民
家
」
の
外
観
。
う
ま
や
跡
。
内
部
の
か
ま
ど
等
の
展
示
品
。 

 
 

 

隣
に
あ
る
「
刈
羽
」
民
家
で
あ
る
。
古
民
家
の
側
面
の
壁
に
、
大
八
車
の
車
輪
が
沢
山
並
べ
て
あ
る
。
但

し
こ
の
家
も
部
屋
に
上
が
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
民
家
は
一
九
五
三
年
（
昭
和
二
八
）、
七
代
目
文
吉

に
よ
っ
て
柏
崎
市
大
沢
集
落
か
ら
、
新
発
田
市
の
清
水
園
へ
移
築
、
復
元
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
八
代
目
文
吉

が
当
地
へ
移
築
し
た
。
江
戸
時
代
初
期
の
中
門
造
り
民
家
で
あ
る
。
移
築
さ
れ
た
古
民
家
園
で
は
よ
く
見
る

こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
も
展
示
物
に
紙
の
名
札
が
つ
い
て
い
る
。 

 
 

 

「
刈
羽
」
民
家
外
観
。
畳
の
上
に
米
俵
が
積
ん
で
あ
る
。
紙
の
名
札
の
つ
い
た
展
示
物
。 

  

伊
藤
家
に
は
他
に
も
、
八
代
目
文
吉
が
座
敷
中
央
に
移
植
し
た
樹
齢
一
五
〇
年
、
八
〇
畳
の
大
藤
棚
が
あ

る
。
こ
れ
は
当
館
の
代
名
詞
と
な
っ
て
い
る
。
開
花
が
始
ま
る
の
は
五
月
初
旬
で
あ
る
。
季
節
は
過
ぎ
て
し

ま
っ
た
が
、 

当
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
藤
以
外
に
も
春
は
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
と
枝
垂
れ
桜
が
、
六

月
か
ら
七
月
に
か
け
て
は
ピ
ン
ク
の
大
賀
ハ
ス
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
十
一
月
半
ば
か
ら
下
旬
に

か
け
て
は
絶
景
の
効
用
が
楽
し
め
る
。
訪
問
し
た
の
が
ひ
と
月
早
か
っ
た
。
ま
だ
若
干
色
付
き
始
め
た
ぐ
ら

い
だ
っ
た
。
冬
は
雪
景
色
と
、
一
年
を
通
じ
て
様
々
な
風
景
を
楽
し
め
る
。 

 

ま
た
、
木
の
幹
の
中
に
仏
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
の
が
目
に
入
る
。「
赤
松
洞 

大
日
如
来
立
像
」
と
い
う
。
五
代
目
文
吉
が
手
植
え
し
た
と
さ
れ
る
樹
齢
三
五
〇
年
の
赤
松
が
枯
れ
た
と
き

に
、
松
と
先
祖
供
養
の
た
め
に
八
代
目
文
吉
が
俟
つ
の
下
部
を
く
り
ぬ
い
て
祠
と
し
て
、
そ
の
松
で
大
日
如



来
を
ほ
っ
て
建
立
し
た
。 

 
 

シ
ー
ズ
ン
が
過
ぎ
た
藤
棚
。
さ
ぞ
か
し
見
事
な
眺
め
だ
ろ
う
。
松
の
幹
の
中
に
彫
っ
て
あ
る
大
日
如
来
像
。 

 
 

 

今
回
は
、
取
材
時
が
大
雨
と
い
う
前
代
未
聞
の
出
来
事
だ
っ
た
。
ま
た
十
月
と
い
う
の
も
ま
だ
紅
葉
に
は

早
い
時
期
だ
っ
た
。
雨
の
日
の
庭
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
味
わ
い
が
あ
る
が
、
出
来
た
ら
紅
葉
か
桜
の
シ
ー
ズ

ン
に
来
る
こ
と
が
で
き
た
ら
よ
か
っ
た
。
も
し
再
訪
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
今
度
は
時
期
を
狙
っ
て
訪
れ

た
い
。 

参
考
文
献 

広
岡
裕
著
『
た
て
も
の
野
外
博
物
館
探
見 

明
治
村
か
ら
江
戸
東
京
た
て
も
の
園
ま
で
全
国

三
五
館
』
Ｊ
Ｔ
Ｂ
発
行 

二
〇
〇
〇
年
初
版
。 

神
田
勝
郎
著 

一
般
財
団
法
人
北
方
文
化
博
物
館
発
行 

『
北
方
文
化
博
物
館
と
澤
海
（
マ
マ
）
の
風
景
』

平
成
三
〇
年
発
行 

（
非
売
品
。
） 

 

基
本
デ
ー
タ
ー
。URL

 
ht
tp:/

/hop
pou-

bunk
a.
com/ 

住
所 

〒
九
五
〇-

〇
二
〇
五 

新
潟
県
新
潟
市
江
南
区
沢
海
二-

十
五-

二
五 

電
話
番
号 

〇
二
五-

三
八
五-

二
〇
〇
一 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
二
五-

三
八
五-

三
九
二
九
。 

交
通
機
関 

万
代
シ
テ
ィ
バ
ス
セ
ン
タ
ー
発
、
沢
海
経
由
秋
葉
区
役
所
行
き
。
上
沢
海
博
物
館
下
車
す
ぐ
。

前
述
し
た
通
り
、
運
行
本
数
が
少
な
い
た
め
、
新
潟
交
通
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
問
い
合
わ
せ
電
話
番
号

〇
二
五-

二
四
六-

六
三
三
三
で
要
確
認
。 

高
速
道
路 

磐
越
自
動
車
道
新
津
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
よ
り
約
四
キ
ロ
。
約
五
分
。 

タ
ク
シ
ー 

Ｊ
Ｒ
新
津
駅
よ
り
約
一
〇
分
、
Ｊ
Ｒ
新
潟
駅
よ
り
約
二
〇
分
。 

営
業
時
間 

年
中
無
休 

四
月
～
十
一
月 

午
前
九
時
か
ら
午
後
一
七
時
。
十
二
月
か
ら
三
月 

午
前
九

時
か
ら
午
後
十
六
時
三
〇
分
。 

入
館
料 

見
学
の
み
大
人
個
人
八
〇
〇
円
。
団
体
二
〇
名
以
上
七
〇
〇
円
。
見
学
と
み
そ
蔵
利
用
八
〇
〇
円

が
五
五
〇
円
に
。
見
学
の
み
小
人
個
人
四
〇
〇
円
、
団
体
二
〇
名
以
上
三
〇
〇
円
。
見
学
と
み
そ
蔵
利
用
四

〇
〇
円
が
二
〇
〇
円
に
。
小
・
中
学
生
は
日
曜
、
祝
日
は
入
館
無
料
。
学
生
、
及
び
七
〇
歳
以
上
の
方
は
団

体
料
金
に
割
引
。
障
碍
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
と
付
き
添
い
の
方
は
半
額
。 



園
内
ガ
イ
ド 

午
前
一
〇
時
三
〇
分
と
十
二
時
。
午
後
は
十
三
時
三
〇
分
と
十
五
時
。 

一
〇
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
期
間
限
定
で
、
新
潟
駅
南
口
か
ら
北
方
文
化
博
物
館
ま
で
の
無
料
シ
ャ
ト
ル

バ
ス
が
一
日
四
往
復
す
る
。
詳
し
く
は
北
方
文
化
博
物
館
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 


