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ふるさとの
玩具たち

「根子町人形」



展
覧
会
へ
の
お
さ
そ
い

玩
具
と
は
も
ち
ろ
ん
子
ど
も
た
ち
が
大
好
き
な
お
も
ち
ゃ
の
こ
と
で
す
。
で
も
こ
こ
で

「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
こ
と
ば
を
付
け
加
え
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
郷
土
玩
具
」
を
考
え

て
の
こ
と
で
す
。

郷
土
玩
具
と
い
う
と
何
を
思
い
起
こ
す
で
し
ょ
う
か
。
地
方
地
方
で
特
徴
的
な
お
も
ち

ゃ
や
、
神
社
・
寺
院
の
祭
り
な
ど
で
配
っ
た
り
売
っ
た
り
さ
れ
る
縁
起
物
。
そ
れ
か
ら
趣

味
の
置
物
と
い
っ
た
も
の
も
あ
る
よ
う
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
郷
土
玩
具
」
は
広
い
意

味
で
の
「
玩
具
」
と
な
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
こ
と
ば
の
意
味
そ
の
も
の
で
の
お
も
ち
ゃ

と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

そ
し
て
こ
の
「
郷
土
玩
具
」
は
多
く
の
愛
好
者
を
生
み
出
し
た
の
で
し
た
。
今
回
の
展

覧
会
の
元
に
な
っ
た
の
も
そ
ん
な
愛
好
者
の
残
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
す
。

実
は
、「
郷
土
玩
具
」
と
い
う
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
ん
な
に

古
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
現
在
こ
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
自
体
は
江
戸
時
代
以

来
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。
し
か
し
、
大
正
時
代
に
「
郷
土
玩
具
」
と
い

う
名
称
が
誕
生
す
る
ま
で
は
「
大
供
玩
具
」「
土
俗
玩
具
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
し
た
。

つ
ま
り
、
大
正
・
昭
和
と
江
戸
の
香
り
が
消
え
よ
う
と
す
る
近
代
に
生
き
た
人
々
が
、
都

市
の
視
点
か
ら
地
方
を
見
る
と
き
、
近
代
の
視
点
か
ら
近
世
の
遺
物
を
見
る
と
き
に
使
っ

た
「
考
え
方
」
で
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
ん
な
難
し
げ
な
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
気
に
し
な
く
て
も
大
丈
夫
。
福
島
県

内
を
は
じ
め
、
全
国
の
「
郷
土
玩
具
」
た
ち
が
迎
え
て
く
れ
ま
す
。
初
め
て
出
会
う
の
に

ど
こ
か
懐
か
し
い
不
思
議
な
モ
ノ
の
数
々
。
深
ま
り
行
く
秋
の
ひ
と
時
を
過
ご
す
の
に
最

適
の
空
間
を
創
り
出
し
て
く
れ
ま
す
。

秋
の
収
蔵
資
料
品
展

ふ
る
さ
と
の
玩
具
た
ち

●
会
期
　
平
成
14
年
10
月
26
日
（
土
）
〜
12
月
1
日
（
日
）
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「土湯こけし」



展
示
の
構
成

○
よ
う
こ
そ
展
覧
会
へ

○
福
島
県
の
郷
土
玩
具

三
春
人
形
　
土
湯
こ
け
し
　
白
河
だ
る
ま
　
久
之
浜
人
形
　
天
神
様
　
根
子
町
人
形

○
全
国
の
玩
具
た
ち

全
国
各
地
を
代
表
す
る
玩
具
を
集
め
ま
し
た
。

青
森
県
・
下
川
原
土
人
形
　
秋
田
県
・
イ
タ
ヤ
細
工
　
岩
手
県
・
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
ぐ
馬

こ
　
山
形
県
・
相
良
人
形
　
宮
城
県
・
遠
刈
田
こ
け
し
　
東
京
都
・
ず
ぼ
ん
ぼ
　
千

葉
県
・
下
総
土
人
形
　
山
梨
県
・
竜
神
招
福
　
新
潟
県
・
三
角
だ
る
ま
　
愛
知
県
・

餅
つ
き
う
さ
ぎ
　
京
都
府
・
伏
見
人
形
　
奈
良
県
・
手
向
山
神
社
の
立
ち
絵
馬
　
三

重
県
・
大
入
道
　
岡
山
県
・
素
隠
居
　
山
口
県
・
金
魚
提
灯
　
香
川
県
・
奉
公
さ
ん

長
崎
県
・
古
賀
人
形
　
宮
崎
県
・
の
ぼ
り
猿
　
熊
本
県
・
木
の
葉
猿
　
鹿
児
島
県
・

鯛
車

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
誕
生

コ
レ
ク
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
い
つ
の

時
代
に
も
他
の
人
に
は
理
解
し
が
た
い
情
熱

を
持
っ
て
収
集
に
熱
中
す
る
も
の
で
す
。
今

回
の
展
覧
会
を
構
成
す
る
主
要
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
「
大
竹
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
を
作
り
上
げ
た

大
竹
正
三
郎
さ
ん
も
そ
ん
な
一
人
で
し
た
。

福
島
大
学
で
教
育
学
を
教
え
る
か
た
わ
ら
、

郷
土
玩
具
を
集
め
て
い
ま
し
た
。
そ
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
中
心
は
こ
け
し
。
こ
の
ほ
か
い

わ
ゆ
る
玩
具
か
ら
は
外
れ
る
わ
ら
じ
や
蓑
、

籠
な
ど
の
民
具
も
収
集
品
目
に
入
っ
て
い
ま

し
た
。

■
収
蔵
資
料
品
展
《
ふ
る
さ
と
の
玩
具
た
ち
》
は
平
成
一
四
年
一
〇
月
二
六
日
（
土
）
か
ら
一
二
月
一
日
（
日
）
ま
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

■
観
覧
料
　
常
設
展
観
覧
料
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
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「根子町人形　敦盛」 「三春駒」

「三春人形」

幻
の
人
形

根
子
町
人
形

福
島
市
清
水
町
（
旧
称
根
子
町
）
で
江
戸

期
か
ら
明
治
に
か
け
て
作
ら
れ
て
い
た
人
形

で
す
。
仙
台
の
堤
人
形
の
人
形
師
に
よ
り
始

め
ら
れ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
り
色
合
い
な
ど

共
通
す
る
部
分
も
あ
り
ま
す
。
真
新
し
い
も

の
と
は
異
な
り
、
古
色
の
つ
い
た
土
人
形
に

は
独
特
の
魅
力
が
あ
り
ま
す
。



「
雪
村
展
」
で
は
雪
村
の
魅
力
を
十
分
に
味
わ
っ
て
い
た
だ
く

た
め
会
期
中
に
三
回
の
講
演
会
を
行
い
ま
し
た
。

一
回
目
は
友
の
会
主
催
に
よ
る
東
京
学
芸
大
学
教
授
小
川
知
二

先
生
の
「
戦
国
の
画
僧
雪
村
と
会
津
・
常
陸
」。
雪
村
研
究
の
第

一
人
者
で
あ
る
先
生
に
は
会
津
で
の
講
演
と
い
う
こ
と
で
雪
村
と

会
津
の
結
び
付
き
に
つ
い
て
研
究
成
果
を
詳
し
く
お
話
い
た
だ
き

ま
し
た
。
雪
村
に
つ
い
て
詳
し
く
知
り
た
い
と
い
う
方
に
も
十
分

満
足
い
た
だ
け
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

二
回
目
は
玄
侑
宗
久
氏
の
講
演
「
禅
僧
と
し
て
の
雪
村
」。
講

演
後
は
本
展
監
修
者
の
山
下
裕
二
先
生
と
の
対
談
が
あ
り
ま
し

た
。
玄
侑
氏
は
雪
村
が
晩
年
を
過
ご
し
創
作
活
動
を
行
っ
た
三
春

に
あ
る
福
聚
寺
の
副
住
職
。
昨
年
芥
川
賞
を
受
賞
さ
れ
小
説
家
と

し
て
も
ご
活
躍
で
す
。
三
春
に
暮
ら
す
禅
僧
で
あ
り
小
説
と
絵
画

の
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、
同
じ
表
現
者
と
し
て
雪
村
と
の
共
通
点

の
多
い
玄
侑
氏
の
講
演
は
大
変
好
評
で
、
当
日
は
満
席
で
入
り
き

れ
な
い
お
客
様
が
多
く
出
る
ほ
ど
で
し
た
。

三
回
目
は
山
下
氏
と
南
伸
坊
氏
の
ト
ー
ク
「
雪
村
の
夢
　
仙
人

の
夢
」。
南
氏
は
イ
ラ
ス
ト
に
装
丁
に
著
述
に
と
多
彩
な
分
野
で

活
躍
中
で
す
が
、
中
国
の
仙
人
が
お
好
き
で
、
仙
人
を
テ
ー
マ
に

し
た
マ
ン
ガ
作
品
も
出
し
て
い
ま
す
。
雪
村
も
仙
人
を
テ
ー
マ
に

多
く
の
作
品
を
描
い
て
お
り
、
仙
人
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
雪
村
の
絵

を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

小
川
知
二
氏
講
演
「
戦
国
の
画
僧
雪
村
と
会
津
・
常
陸
」

雪
村
の
会
津
来
訪
に
つ
い
て
先
生
は
三
春
の
福
聚
寺
を
開
い
た

復
庵
宗
己
と
の
つ
な
が
り
を
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
復
庵
は
会
津
の

実
相
寺
も
開
い
て
お

り
、
復
庵
の
足
跡
を

辿
っ
て
雪
村
は
会
津

を
訪
れ
た
の
で
は
な

い
か
、
復
庵
の
在
野

的
な
姿
勢
が
雪
村
を

引
き
つ
け
た
の
で
は

な
い
か
と
の
こ
と
で

し
た
。
ま
た
会
津
の

葦
名
盛
氏
、
金
剛
寺

や
興
徳
寺
と
の
関
係

に
触
れ
、
雪
洞
ら
雪

村
の
弟
子
た
ち
か
ら
会
津
と
雪
村
の
関
係
を
探
る
こ
と
も
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
は
雪
村
研
究
の
一
つ
の
切
り
口
を
示
さ

れ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

そ
の
他
、
ス
ラ
イ
ド
を
使
用
し
て
雪
村
の
初
期
作
品
「
滝
見
観

音
図
」
の
童
子
と
「
宝
塔
を
拝
む
観
音
」
の
観
音
の
姿
を
比
較
し
、

両
者
の
顔
を
真
上
に
向
け
る
共
通
の
ポ
ー
ズ
か
ら
、
最
も
初
期
の

作
品
に
す
で
に
雪
村
の
造
形
的
特
徴
が
表
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
紹
介
し
き
れ
な
い
充
実
し
た
内
容
の
講

演
で
し
た
。
友
の
会
で
講
演
録
を
発
行
す
る
予
定
で
す
。
是
非
そ

ち
ら
も
お
読
み
下
さ
い
。

玄
侑
宗
久
氏
講
演
「
禅
僧
と
し
て
の
雪
村
」

玄
侑
氏
は
雪
村
が
道
教
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
と
の
説
を

「
気
」
の
実
演
を
交
え
て
語
り
ま
し
た
。
雪
村
の
描
く
龍
虎
は
自

然
界
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
象
徴
で
山
水
図
も

雪
村
が
描
く
と「
気
」

に
満
ち
た
仙
界
と
な

る
。
雪
村
独
自
の
粘

り
気
の
あ
る
水
の
表

現
は
水
に
「
気
」
が

こ
も
っ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
ま

た
雪
村
が
過
ご
し
た

雪
村
庵
は
風
水
の
考

え
方
で
は
実
に
理
想

的
な
地
に
あ
る
と
の
説
は
、
雪
村
作
品
の
鑑
賞
に
大
変
役
立
つ
も

の
で
し
た
。

講
演
後
の
山
下
先
生
と
の
対
談
で
は
、
雪
村
は
絵
で
玄
侑
氏
は

文
章
で
、
自
分
が
表
現
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
世
界
を
表
現
し
て

い
る
。
玄
侑
氏
と
雪
村
は
本
当
に
似
て
い
る
の
で
は
と
の
話
が
印

象
的
で
し
た
。

南
伸
坊
氏
・
山
下
裕
二
氏
ト
ー
ク
「
雪
村
の
夢
　
仙
人
の
夢
」

南
氏
と
山
下
氏
の
ト
ー
ク
で
は
軽
妙
な
語
り
の
う
ち
に
、
雪
村

の
絵
を
見
る
楽
し
さ
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
仙
人
を
描
い
た
南

氏
の
マ
ン
ガ
、
江
戸

時
代
の
奇
才
曽
我
蕭

白
の
作
品
、
そ
し
て

雪
村
の
作
品
。
そ
れ

ぞ
れ
の
仙
人
図
を
見

な
が
ら
ト
ー
ク
は
進

み
ま
し
た
。
拡
大
図

を
交
え
た
ス
ラ
イ
ド

の
映
写
と
息
の
合
っ

た
ト
ー
ク
に
会
場
は

和
や
か
な
雰
囲
気
に

包
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
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講
演
要
旨
企
画
展
記
念
講
演
会

友
の
会
主
催
講
演
会
「
戦
国
の
画
僧
雪
村
と
会
津
・
常
陸
」

講
　
師
　
東
京
学
芸
大
学
教
授
　
　
　

小
川
　
知
二
氏

福
島
民
報
社
主
催
講
演
会
「
禅
僧
と
し
て
の
雪
村
」

講
　
師
　
福
聚
寺
副
住
職
・
作
家
　
　

玄
侑
　
宗
久
氏

明
治
学
院
大
学
教
授
　
　
　

山
下
　
裕
二
氏

講
演
会
「
雪
村
の
夢
　
仙
人
の
夢
」

講
　
師
　
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
・
作
家

南
　
　
伸
坊
氏

明
治
学
院
大
学
教
授
　
　
　

山
下
　
裕
二
氏

平
成
十
四
年
八
月
一
一
日
（
日
）

平
成
十
四
年
八
月
三
一
日
（
土
）

平
成
十
四
年
九
月
七
日
（
土
）



今
回
紹
介
す
る
「
伊
達
政
宗
黒
印
状
」
は
、
二
〇
〇
〇
年
度
に

当
館
が
購
入
し
た
新
収
蔵
資
料
で
あ
る
。
伊
達
政
宗
の
発
給
文
書

に
つ
い
て
は
、『
仙
台
市
史
　
伊
達
政
宗
文
書
１
』
が
天
正
十
九

年
以
前
の
も
の
を
集
大
成
し
て
い
る
が
、
こ
の
黒
印
状
は
、
そ
の

刊
行
後
に
見
つ
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
全
文
の
読
み
を
以
下
に
示
す
（
写
真
参
照
）。

す
け
の
さ
は
之
村

一
、
た
い
ら
在
家
年
具

五
貫
文
之
所
下
置

候
、
仍
如
件

天
正
十
四
年

九
月
五
日
（
黒
印
　
印
文
「
政
宗
」）

安
斎
雅
楽
助
と
の
へ

形
態
は
折
紙
で
、
紙
質
は
茶
色
味
が
か
っ
た
薄
手
の
楮
紙
様
。

法
量
は
縦
三
四
・
五
、
横
四
六
・
五
（
㎝
）。
右
筆
書
と
判
断
さ

れ
る
。
内
容
は
、
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
九
月
五
日
、
伊
達

政
宗
が
、「
安
斎
雅
楽
助
」
な
る
人
物
に
「
す
け
の
さ
は
之
村
」

の
内
の
「
た
い
ら
在
家
年
具
（
貢
）
五
貫
文
」
の
地
を
宛
て
行
う

と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
す
け
の
さ
は
之
村
」（
菅
之
沢
村
）
は
、

現
在
の
福
島
県
安
達
郡
岩
代
町
杉
沢
に
比
定
さ
れ
る
。
岩
代
町
の

中
で
も
南
の
三
春
町
寄
り
に
位
置
す
る
。

こ
の
地
域
は
中
世
に
は
「
塩
松
」
と
呼
ば
れ
、
小
浜
城
主
大
内

定
綱
が
治
め
て
い
た
。
こ
の
前
年
の
九
月
に
、
政
宗
は
定
綱
を
破

っ
て
小
浜
城
に
入
り
、
塩
松
を
占
領
し
た
。
敗
れ
た
定
綱
は
二
本

松
に
逃
れ
た
。
そ
の
後
、
伊
達
氏
と
二
本
松
畠
山
氏
と
の
間
で
は
、

伊
達
輝
宗
の
死
去
、
人
取
橋
の
合
戦
、
二
本
松
城
落
城
と
事
態
が

劇
的
に
展
開
す
る
。そ
れ
ら
が
一
段
落
し
た
天
正
十
四
年
八
月
頃
、

政
宗
は
塩
松
領
を
白
石
宗
実
に
委
ね
米
沢
へ
帰
っ
た
。
そ
し
て
大

内
攻
め
の
功

を
賞
し
、
塩

松
領
の
知
行

配
分
を
決
定

し
た
。
こ
の

黒
印
状
は
、

塩
松
領
の
知

行
地
確
定
の

一
環
と
し
て

発
給
さ
れ
た

も
の
と
位
置

づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

こ
れ
と
同

じ
日
付
け

で
、
同
じ
よ

う
な
黒
印
状

が
い
く
つ
か

存
在
す
る
。
原
本
と
し
て
残
っ
て
い
る
も
の
で
は
、
①
安
斎
佐
藤

ゑ
も
ん
宛
て
（
岩
代
町
　
安
斎
徳
家
文
書
）、
②
安
斎
八
郎
さ
へ

も
ん
宛
て
（
岩
代
町
　
安
斎
新
一
郎
家
文
書
）、
③
本
田
平
二
さ

へ
も
ん
宛
て
（
三
春
町
　
平
沢
家
文
書
）、
④
黒
沢
新
介
宛
て

（
斎
藤
報
恩
会
所
蔵
文
書
）
が
あ
り
、
そ
の
他
に
『
松
藩
捜
古
』

所
収
の
写
本
が
二
点
あ
る
。
い
ず
れ
も
塩
松
に
知
行
地
を
宛
て
行

う
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。「
安
斎
雅
楽
助
」
は
、
①
②
の
宛
所
と

な
っ
て
い
る
安
斎
氏
と
何
ら
か
の
縁
が
あ
る
者
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
塩
松
領
の
知
行
宛
行
の
た
め
に
、
こ
の
日
に
は
一

斉
に
黒
印
状
が
発
給
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
通
が
今

回
紹
介
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
な
も
の
は
今
後
も
見
つ
か

る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
黒
印
状
は
、
い
ず
れ
も
折
紙
（
た

だ
し
①
は
下
部
裁
断
）
で
、
署
名
（
自
署
）
は
な
く
印
文
「
政
宗
」

の
黒
印
を
捺
す
と
い
う
書
式
が
共
通
し
て
い
る
。
い
ち
い
ち
の
署

名
を
省
略
し
、
印
文
「
政
宗
」
の
黒
印
の
み
を
据
え
て
い
る
の
は
、

略
式
で
あ
り
、
相
手
の
地
位
が
低
い
こ
と
に
も
よ
る
が
、
一
斉
に

大
量
発
給
さ
れ
た
こ
と
に
も
関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
印
文
「
政
宗
」
の
印
章
は
、
今
の
と
こ
ろ
九

月
五
日
の
一
斉
発
給
の
も
の
と
、
同
年
七
月
（
朱
印
）
と
十
月
に

一
例
ず
つ
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
政
宗
の
生
涯
の
中
で
は
、

ほ
ん
の
わ
ず
か
な
期
間
だ
け
に
使
用
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
政
宗

が
知
行
宛
行
状
な
ど
に
使
用
し
た
印
判
と
し
て
は
、
印
文
「
龍
納
」

の
朱
印
の
ほ
う
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
使
用

期
間
も
ず
っ
と
長
く
、
残
存
す
る
印
判
状
も
か
な
り
多
い
。
こ
の

「
龍
納
」
朱
印
の
場
合
も
、
確
実
な
も
の
は
天
正
十
四
年
八
月
頃

か
ら
使
用
が
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
天
正
十
四
年
の
時
点
で
、
政

宗
は
少
な
く
と
も
二
種
類
の
印
判
を
使
用
し
、
一
方
は
短
期
間
で

廃
止
さ
せ
、
も
う
一
方
は
、
後
々
ま
で
使
い
つ
づ
け
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
廃
止
さ
れ
た
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な

い
。
た
だ
家
督
を
継
い
で
二
年
た
ら
ず
の
こ
の
時
期
、
後
年
に
定

番
と
な
る
よ
う
な
印
判
の
型
が
ま
だ
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
。
花
押
に
つ
い
て
も
、
後
に
決
ま
っ
て

く
る
公
用
（
外
交
用
の
花
押
）
・
私
用
（
洞
判
）
の
区
別
が
、
こ

の
時
期
に
は
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ

の
よ
う
な
意
味
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
印
文
「
政
宗
」
の
印
判
は
、

青
年
政
宗
の
模
索
の
時
期
の
産
物
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

5

研
究
ノ
ー
ト

伊
達
政
宗
黒
印
状

高
橋
　
充
　
歴
史
担
当

戌丙



6

Ｑ：

鶴
ヶ
城
で
、
一
番
よ
く
見
る
こ
と
の
で
き
る
野
鳥
は
な
ん
で

す
か
。

Ａ：

カ
ル
ガ
モ
で
九
八
％
の
確
率
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
二

位
以
下
、
一
〇
位
ま
で
は
、
ス
ズ
メ
八
一
％
、
ヒ
ヨ
ド
リ
七
九
％
、

ハ
シ
ボ
ソ
ガ
ラ
ス
七
三
％
、
ゴ
イ
サ
ギ
六
八
％
、
ト
ビ
六
八
％
、

シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
五
五
％
、
コ
ガ
モ
五
四
％
、
カ
ワ
ラ
ヒ
ワ
五
四
％
、

マ
ガ
モ
五
〇
％
の
順
で
す
。コ
ガ
モ
と
マ
ガ
モ
は
冬
鳥
で
す
か
ら
、

冬
季
は
か
な
り
の
確
率
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

さ
て
、
一
番
よ
く
見
る
カ
ル
ガ
モ
で
す
が
、
カ
モ
で
は
珍
し
く

渡
り
を
せ
ず
、
一
年
中
見
る
こ
と
が
で
き
、
鶴
ヶ
城
で
も
繁
殖
し

ま
す
。
同
じ
く
渡
り
を
し
な
い
カ
モ
に
オ
シ
ド
リ
が
い
ま
す
が
、

二
〇
〇
二
年
の
六
月
に
ヒ
ナ
を
つ
れ
て
い
る
メ
ス
を
確
認
し
ま
し

た
。

ん
で
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
場
所
に
よ
っ
て
は
、
鳥
に
近
づ
け
る

所
が
あ
り
ま
す
。
鶴
ヶ
城
で
は
カ
ル
ガ
モ
、
上
野
の
不
忍
池
で
は
、

カ
モ
類
や
カ
イ
ツ
ブ
リ
、
バ
ン
等
、
京
都
の
鴨
川
で
は
ア
オ
サ
ギ
、

ダ
イ
サ
ギ
、
コ
サ
ギ
と
い
う
よ
う
に
間
近
に
接
す
る
こ
と
の
で
き

る
場
所
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
所
で
は
、
野
鳥
と
人
間
の
距
離

が
短
い
、
い
い
関
係
が
で
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

一
二
月
一
日
に
自
然
史
講
座
「
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
」
を
鶴

ヶ
城
で
行
い
ま
す
の
で
参
加
し
て
下
さ
い
。
一
二
月
に
五
〇
％
以

上
の
確
率
で
見
る
こ
と
の
で
き
る
鳥
は
、
ゴ
イ
サ
ギ
（
六
四
％
）、

マ
ガ
モ
（
九
五
％
）、
カ
ル
ガ
モ
（
一
〇
〇
％
）、
コ
ガ
モ
（
九

一
％
）、
オ
カ
ヨ
シ
ガ
モ
（
八
〇
％
）、
オ
ナ
ガ
ガ
モ
（
九
七
％
）、

ト
ビ
（
七
〇
％
）、
カ
ワ
セ
ミ
（
五
八
％
）、
ヒ
ヨ
ド
リ
（
九
九
％
）、

シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
（
六
七
％
）、
カ
ワ
ラ
ヒ
ワ
（
五
四
％
）、
ス
ズ
メ

Ｑ：
鶴
ヶ
城
に
は
、
ど
れ
く
ら
い
の
野
鳥
が
い
る
の
で
す
か
。

Ａ：
私
個
人
の
観
察
で
は
、
一
九
九
二
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
ま
で

の
七
九
〇
回
の
観
察
で
九
四
種
を
確
認
し
て
い
ま
す
。
一
年
間
で

は
、
平
均
五
九
種
ほ
ど
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
〇
年
間

で
一
番
多
く
確
認
し
た
月
は
、
一
二
月
で
総
数
六
一
種
で
す
。
年

平
均
で
も
三
四
種
確
認
で
き
ま
す
。
一
番
少
な
い
月
は
六
月
と
八

月
で
総
数
二
八
種
で
す
。
年
平
均
で
は
八
月
が
一
五
種
と
最
も
少

な
い
で
す
。
こ
れ
は
、
冬
季
が
、
木
々
に
葉
が
な
く
確
認
し
や
す

い
こ
と
と
、
カ
モ
等
の
冬
鳥
た
ち
が
渡
っ
て
き
て
、
濠
等
が
に
ぎ

や
か
に
な
る
た
め
で
す
。
夏
季
は
葉
が
繁
り
、
確
認
が
困
難
に
な

る
こ
と
と
繁
殖
期
の
た
め
、
野
山
に
鳥
が
分
散
し
て
い
る
た
め
と

思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
私
の
観
察
は
、
ウ
グ
イ
ス
の
さ
え
ず
り
以

外
、
声
だ
け
で
は
確
認
数
に
含
め
て
い
な
い
た
め
も
あ
り
ま
す
。

カ
ル
ガ
モ
は
雌
雄
同
色
で
繁
殖
期
に
は
、
鶴
ヶ
城
で
は
、
数
が

少
な
く
な
り
ま
す
。
冬
季
に
数
が
多
く
な
る
の
は
、
狩
猟
期
で
ハ

ン
タ
ー
に
撃
た
れ
る
心
配
が
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
。
鶴
ヶ
城
で
は

人
が
与
え
る
餌
に
寄
っ
て
き
ま
す
が
、
他
の
地
域
で
は
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
警
戒
心
が
強
い
で
す
。
東
京
の
都
心
部
の
人
工
池
で
繁

殖
し
て
話
題
に
な
り
、
す
っ
か
り
人
気
者
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
人
が
い
る
所
で
繁
殖
す
る
こ
と
に
よ
り
、
カ
ラ
ス
や
ヘ
ビ
な

ど
の
天
敵
か
ら
ヒ
ナ
を
守
る
た
め
の
よ
う
で
す
。

Ｑ：

野
鳥
を
見
る
に
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
の
で
す
か
。

Ａ：

手
ぶ
れ
し
な
い
軽
い
七
〜
八
倍
の
双
眼
鏡
を
使
う
の
が
い
い

よ
う
で
す
。
服
装
も
鳥
を
驚
か
さ
な
い
地
味
な
も
の
が
い
い
で
し

ょ
う
。
大
切
な
こ
と
は
、
野
鳥
の
生
活
の
邪
魔
を
し
な
い
こ
と
で

す
。
無
理
に
鳥
に
近
づ
こ
う
と
し
て
も
、
警
戒
心
の
強
い
鳥
は
飛

（
七
一
％
）、
ハ
シ
ボ
ソ
ガ
ラ
ス
（
七
五
％
）
で
す
。
こ
れ
ら
の
鳥

た
ち
に
出
会
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

鶴
ヶ
城
の
野
鳥

回
答
者

自
然
担
当

古
川
裕
司

シジュウカラ

カルガモ
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長
井
前
ノ
山
古
墳
は
、
河
沼
郡
会
津
坂
下
町
に
あ
る
五
世
紀
に
つ
く
ら

れ
た
前
方
後
円
墳
で
す
。
福
島
県
立
博
物
館
は
、
平
成
一
〇
年
か
ら
こ
の

古
墳
の
調
査
を
お
こ
な
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
こ
の
古
墳
の
形
・
大
き
さ
・
構
造

が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
後
円
部
中
央
か
ら
は
遺
体
を
納
め
た
石

棺
を
検
出
し
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
中
世
に
石
棺
が
開
け
ら
れ
て
い
た

た
め
副
葬
品
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
出
土
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
石
棺
は
、

天
井
（
蓋
）
石
が
家
の
屋
根
の
よ
う
な
形
態
を
と
る
こ
と
か
ら
「
合
掌
形

が
っ
し
ょ
う
が
た

石
室

せ
き
し
つ

」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
福
島
県
内
で
は
は
じ
め
て
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、古
墳
上
に
は
中
世
の
経
塚
と
み
ら
れ
る
施
設
が
つ
く
ら
れ
て
お
り
、

内
部
か
ら
密
教
に
関
係
す
る
仏
具
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
展
示
で
は
、
長
井
前
ノ
山
古
墳
の
調
査
成
果
を
中
心
に
、
関
連

す
る
周
辺
の
遺
跡
や
遺
物
を
あ
わ
せ
て
取
り
上
げ
、
こ
の
古
墳
の
も
つ
意

味
を
明
ら

か
に
す
る

と
同
時
に
、

会
津
盆
地

の
古
墳
時

代
に
関
す

る
最
新
の

研
究
成
果

を
紹
介
し

ま
す
。

「
長
井
前
ノ
山
古
墳
と

周
辺
の
遺
跡
」

■
冬
の
収
蔵
資
料
品
展
《
長
井
前
ノ
山
古
墳
と
周
辺
の
遺
跡
》
は
平
成
一
五
年
二
月
一
日
（
土
）
か
ら
三
月
二
三
日

（
日
）
ま
で
　
　
■
観
覧
料
　
常
設
展
観
覧
料
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

◎
冬
の
収
蔵
資
料
品
展
予
告

長井前ノ山古墳の「合掌形石室」

ト
ピ
ッ
ク
ス

移
動
博
物
館
「
武
家
の
こ
こ
ろ
・
か
た
ち
」
の
開
催

当
館
で
は
昨
年
度
ま
で
、
県
内
各
地
に
お
じ
ゃ
ま
し
、
さ
ま
ざ

ま
な
内
容
で
移
動
講
座
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
今
年
度
は
、
当

館
の
収
蔵
資
料
を
よ
り
多
く
の
皆
さ
ん
に
ご
覧
い
た
だ
く
た
め
、

「
移
動
博
物
館
」
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
白
河
市
教

育
委
員
会
に
ご
協
力
い
た
だ
き
小
峰
城
敷
地
内
に
あ
る
集
古
苑
を

会
場
と
し
ま
す
。
テ
ー
マ
は
「
武
家
の
こ
こ
ろ
・
か
た
ち
」。
神

仏
へ
の
祈
り
や
、
政
治
の
中
の
厳
し
さ
、
芸
事
で
見
せ
る
遊
び
心

な
ど
、
武
将
た
ち
の
`
こ
こ
ろ
a
を
伝
え
る
`
か
た
ち
a
あ
る
も

の
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
白
河
市
歴
史
民
俗
資
料
館
の
収
蔵
品
も
あ

わ
せ
て
展
示
す
る
こ
と
と
な
り
、
白
河
ら
し
さ
も
あ
る
内
容
と
な

り
ま
し
た
。

芸
術
・
文
化
の
秋
。
是
非
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

○
会
　
　
場

白
河
集
古
苑
（
白
河
市
郭
内
一
の
七
三
）

○
会
　
　
期

平
成
一
四
年
一
〇
月
一
二
日
（
土
）

〜
一
一
月
一
七
日
（
日
）

○
展
示
資
料

銅
鉢
（
重
文
・
八
槻
都
々
古
別
神
社
蔵
）①

犬
追
物
図
屏
風
（
福
島
県
立
博
物
館
蔵
）

草
花
螺
鈿
洋
櫃
（
福
島
県
立
博
物
館
蔵
）②

豊
臣
秀
吉
朱
印
状
（
福
島
県
立
博
物
館
蔵
）③

な
ど
約
四
〇
件

○
観

覧

料

一
般
・
大
学
生
　
　
　
三
一
〇
円
（
二
五
〇
円
）

小
・
中
・
高
校
生
　
　
一
〇
〇
円
（
八
〇
円
）

（

）
は
二
〇
名
以
上
の
団
体
料
金

＊
た
だ
し
一
〇
月
一
九
日
〜
二
二
日
ま
で
の

「
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
」
開
催
期
間
中
は
無
料

○
休

館

日

一
〇
月
一
五
日
、
二
八
日
　
一
一
月
五
日
、
一
一
日

○
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

日
時

一
〇
月
一
四
日
（
月
）
午
後
一
時
半
〜

一
一
月
三
日
（
日
）
午
後
一
時
半
〜
　
　

場
所

白
河
集
古
苑
展
示
室
　
　

講
師

福
島
県
立
博
物
館
学
芸
員

①

②

③



「
歌
舞
伎
衣
裳
展
」

会
期
　
一
〇
月
八
日（
火
）か
ら
一
二
月
一
日（
日
）ま
で

「
画
題
で
見
る
美
術
―
唐
人
物
」

会
期
　
一
二
月
一
〇
日（
火
）か
ら
一
月
二
六
日（
日
）ま
で

◎
実
技
講
座

「
う
る
し
の
技
に
挑
戦
」

講
師
　
伝
統
工
芸
士
　
大
沢
周
一
さ
ん

会
津
短
期
大
学
教
授
　
須
藤
紀
雄
さ
ん

（
一
一
月
五
日
の
み
）

日
時
　
一
〇
月
　
六
日（
日
）午
後
一
時
半

一
〇
月
二
〇
日（
日
）午
後
一
時
半

一
一
月
　
五
日（
火
）午
後
一
時
半

（
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
等
）

一
一
月
二
四
日（
日
）午
後
一
時
半

一
二
月
　
八
日（
日
）午
後
一
時
半

一
二
月
二
二
日（
日
）午
後
一
時
半

「
麻
糸
作
り
」

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
榎
　
陽
介

日
時
　
一
〇
月
一
九
日（
土
）午
後
二
時

「
古
文
書
入
門
7

近
世
⑤
」

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
酒
井
耕
造

日
時
　
一
〇
月
二
六
日（
土
）午
後
二
時

「
古
文
書
入
門
8

近
世
⑥
」

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
酒
井
耕
造

日
時
　
一
一
月
三
〇
日（
土
）午
後
二
時

「
古
文
書
入
門
9

中
世
①
」

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
高
橋
　
充

日
時
　
一
二
月
一
四
日（
土
）午
後
二
時

「
わ
ら
ぞ
う
り
を
つ
く
ろ
う
」

講
師
　
技
術
伝
承
者
　
鈴
木
幸
雄
さ
ん

日
時
　
一
一
月
九
日（
土
）午
前
一
〇
時

「
博
物
館
を
探
検
し
よ
う
」

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
田
中
　
敏

日
時
　
一
一
月
二
三
日（
土
　
勤
労
感
謝
の
日
）

午
後
一
時
半

◎
考
古
学
講
座

「
福
島
の
旧
石
器
時
代
」

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
藤
原
妃
敏

日
時
　
一
〇
月
二
七
日（
日
）午
後
一
時
半

◎
展
示
解
説
員
講
座

「
博
物
館
で
遊
ぼ
う
」（
仮
称
）

講
師
　
当
館
展
示
解
説
員

日
時
　
一
一
月
二
日（
土
）午
後
一
時
半
（
予
定
）

「
お
も
ち
ゃ
を
つ
く
ろ
う
」

講
師
　
当
館
展
示
解
説
員

日
時
　
一
二
月
七
日（
土
）午
後
一
時
半

◎
美
術
講
座

「
福
島
の
仏
像
　
28
」

講
師
　
当
館
学
芸
課
長
　
若
林
　
繁

日
時
　
一
一
月
一
六
日（
土
）午
後
一
時
半

◎
保
存
科
学
講
座

「
保
存
科
学
の
世
界
」

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
松
田
隆
嗣

日
時
　
一
〇
月
一
二
日（
土
）午
後
一
時
半

◎
自
然
史
講
座

「
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
」（
鶴
ケ
城
周
辺
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
古
川
裕
司

日
時
　
一
二
月
一
日（
日
）午
後
一
時
半

◎
民
俗
講
座

「
青
年
会
の
民
俗
誌
」

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
猪
巻
　
恵

日
時
　
一
二
月
二
三
日（
月
　
天
皇
誕
生
日
）

午
後
二
時

郷
土
学
習
学
而
篇
―
地
方
の
時
代
の
地
方
学
習
―

◎
第
一
三
回

「
塔
寺
八
幡
長
帳
不
思
議
学
習
」

日
時
　
一
〇
月
一
一
日（
金
）午
後
一
時
半

◎
第
一
四
回

「
蒲
生
氏
郷
―
一
つ
の
ふ
く
し
ま
―
」

日
時
　
一
〇
月
二
五
日（
金
）午
後
一
時
半

◎
第
一
五
回

「
藩
の
数
だ
け
の
県
と
い
う
こ
と
」

日
時
　
一
一
月
八
日（
金
）午
後
一
時
半

◎
第
一
六
回

「
な
ら
ぬ
こ
と
は
な
ら
ぬ
―
会
津
藩
―
」

日
時
　
一
一
月
二
二
日（
金
）午
後
一
時
半

◎
第
一
七
回

「
下
民
易
虐
　
上
天
難
欺
―
戒
石
銘
―
」

日
時
　
一
二
月
一
三
日（
金
）午
後
一
時
半

◎
第
一
八
回

「
こ
の
主
こ
の
臣
―
白
河
藩
―
」

日
時
　
一
二
月
二
七
日（
金
）午
後
一
時
半

◎
「
紙
し
ば
い
」

紙
し
ば
い
作
家
　
五
十
嵐
邦
子
さ
ん

日
時
　
一
〇
月
一
三
日（
日
）

◎
「
昔
語
り
」

語
り
部
　
山
田
登
志
美
さ
ん

日
時
　
一
一
月
一
七
日（
日
）

一
二
月
二
二
日（
日
）

語
り
部
　
横
山
幸
子
さ
ん

日
時
　
一
二
月
八
日（
日
）

◎
「
注
連
飾
り
つ
く
り
」

技
術
伝
承
者
　
榊
原
源
隆
さ
ん

日
時
　
一
二
月
一
五
日（
日
）

伝
統
技
術
実
演

◎
「
白
河
の
だ
る
ま
つ
く
り
」

技
術
伝
承
者
　
渡
辺
恭
助
さ
ん

日
時
　
一
一
月
三
日（
日
　
文
化
の
日
）午
後
一
時
半

＊
開
始
時
間
の
書
い
て
い
な
い
実
演
は
、
午
前
十
時

半
か
ら
と
午
後
一
時
か
ら
の
二
回
行
わ
れ
ま
す
。

一
一
月
三
日（
文
化
の
日
）

＊
小
・
中
学
生
、
高
校
生
は
、
学
校
が
休
み
の
日
は
、

常
設
展
示
室
が
無
料
開
放
さ
れ
ま
す
。

一
〇
月

七
日（
月
）・
一
五
日（
火
）・
二
八
日（
月
）

一
一
月

五
日（
火
）・
一
一
日（
月
）・
一
八
日（
月
）

・
二
五
日（
月
）

一
二
月

二
日（
月
）・
九
日（
月
）・
一
六
日（
月
）・

二
四
日（
火
）

年
末
年
始

一
二
月
二
八
日（
土
）〜
一
月
四
日（
土
）

8

常
設
展
示
室
「
歴
史
・
美
術
」
テ
ー
マ
展
示

講
演
・
講
座

金
曜
講
座

場
所
　
講
堂
　
入
場
無
料

実
演

場
所
　
体
験
学
習
室
　
入
場
無
料

常
設
展
無
料
開
放
日

一
〇
〜
一
二
月
の
休
館
日

季
刊
博
物
館
だ
よ
り
　
第
66号
　
2002年

9
月
25日
発
行
　
編
集
・
発
行
　
福
島
県
立
博
物
館
　
〒
965－0807  会

津
若
松
市
城
東
町
1－
25

TEL
0242－28－6000

印
刷
　
株
式
会
社
ア
ポ
ロ
　
会
津
若
松
市
七
日
町
14－
7
TEL
0242－22－5139


