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夏の企画展

「　 　 　 」
―列島の文化、北から南から―



■
夏
の
企
画
展
「
樹
と
竹―

列
島
の
文
化
、
北
か
ら
南
か
ら―

」
は
、
七
月
二
一
日
（
土
）
〜
九
月
一
七
日
（
月
・
祝
）
ま
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

■
観
覧
料　

一
般
・
大
学
生
五
〇
〇
円
（
四
〇
〇
円
）
／
高
校
生
三
〇
〇
円
（
二
四
〇
円
）
／
小
中
学
生
二
〇
〇
円
（
一
六
〇
円
）（　
　

）
は
二
〇
名
以
上
の
団
体
料
金
で
す
。

（表紙上）皮箕　福島県大沼郡三島町（館蔵）
（表紙下）ハラ（丸箕）鹿児島県大島郡和泊町（鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵）

東北の樹皮民具
（下右）皮箕　福島県大沼郡三島町（館蔵）
（下右）殻すくい、（上左）ビク、（上中）腰籠、（上右）背負籠　青森県青森市（田中忠三郎氏蔵）刳物：小臼・刳抜桶・刳抜酒樽

青森県青森市（田中忠三郎氏蔵）

「　
　
　
　

―

列
島
の
文
化
、北
か
ら
南
か
ら―

」

畑
の
相
違
、
特
に
南
の
竹
の
焼
畑
に
つ
い
て
、
ラ
オ
ス
等
東
南
ア
ジ

ア
の
焼
畑
と
比
較
し
な
が
ら
、
そ
の
系
譜
を
考
え
ま
す
。

　

次
に
、
樹
と
竹
の
民
具
（
生
活
用
具
）
を
テ
ー
マ
ご
と
に
取
り
あ

げ
、
北
と
南
の
相
違
・
共
通
点
等
を
比
較
し
な
が
ら
紹
介
し
ま
す
。

特
に
、
樹
皮
と
竹
を
中
軸
に
、
箕み

・
魚う
お

籠か
ご

・
筌う
け

・
背
負
具
・
織
物
な

ど
を
展
示
し
ま
す
。
樹
皮
製
民
具
は
、
落
葉
広
葉
樹
林
の
文
化
の
一

例
で
す
。
一
方
、
照
葉
樹
林
の
文
化
を
象
徴
す
る
の
は
竹
の
民
具
と

い
え
ま
す
。
南
九
州
に
は
多
種
多
様
の
竹
が
自
生
し
、
人
々
は
そ
れ

を
籠
や
ザ
ル
等
の
生
活
用
具
に
利
用
し
て
き
ま
し
た
。

　

東
北
地
方
は
積
雪
寒
冷
の
地
域
が
多
く
、
竹
の
自
生
は
少
な
く
、

竹
の
代
用
と
し
て
樹
皮
を
裂さ

い
て
編
ん
だ
り
、
ま
た
蔓
を
編
ん
だ
り

し
て
ザ
ル
や
籠
を
製
作
し
て
生
活
に
利
用
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た

豊
富
な
落
葉
広
葉
樹
を
利
用
し
て
き
ま
し
た
。
刳く
り

物も
の

と
呼
び
、
内
部

を
刳
り
抜
い
て
容
器
等
を
製
作
し
、
多
種
多
様
の
生
活
用
具
が
今
日

ま
で
遺
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
南
九
州
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
と
比
較
す
る

と
、
圧
倒
的
に
東
北
は
刳
物
が
多
く
、
対
照
的
な
関
係
に
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
北
と
南
に
形
態
が
共
通
し
な
が
ら
も
、
部
分
的
に
地
域
差
が

見
ら
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
北
の
樹
皮
箕
に
対
し
南
の
竹
箕
で

す
。
鹿
児
島
県
奄
美
諸
島
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
の
ラ
オ
ス
な
ど
に
は
、

丸
型
の
箕
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
北
と
南
の
文
化
を
、
民
具
を
中
心
に
比
較
し
な
が

ら
、
列
島
の
文
化
を
北
か
ら
南
か
ら
考
え
ま
す
。
そ
し
て
北
と
南
の

文
化
の
交
叉
な
ど
も
考
え
よ
う
と
企
画
し
ま
し
た
。
北
と
南
の
民
具

か
ら
、
列
島
の
文
化
を
一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

（
民
俗
担
当　

佐
々
木
長
生
）

夏
の
企
画
展

会
期　
7
月
21
日（
土
）〜
9
月
17
日（
月
・
祝
）

　
「
樹き

と
竹―

列
島
の
文
化
、
北
か
ら
南
か
ら―

」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
名
か
ら
し
て
、

ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
か
、
疑
問
を
い
だ
か
れ
る
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
の
企
画
展
は
、
当
館
と
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
と
の
共
同
企

画
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
福
島
県
は
東
北
の
南
端
に
、
鹿
児
島
県
は
九
州
の
南
端
に
位

置
し
ま
す
。
東
北
の
寒
冷
・
雪
、
九
州
の
温
暖
・
雨
と
い
う
気
候
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
、

ま
さ
に
北
国
・
南
国
と
い
う
対
照
的
な
風
土
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
気
候
に
よ

る
植
生
を
み
る
と
、
東
北
の
落
葉
広
葉
樹
林
、
九
州
の
照
葉
樹
林
と
い
う
植
生
環
境

が
あ
り
、
北
の
ブ
ナ
林
・
南
の
竹
林
と
い
う
景
観
が
み
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
企
画
展
は
、
北
の
ブ
ナ
林
と
南
の
竹
林
と
い
う
植
生
の
中
で
、
人
々
は
ど
う

生
き
て
き
た
か
を
、
福
島
と
鹿
児
島
の
北
と
南
の
博
物
館
か
ら
考
え
よ
う
と
企
画
し

ま
し
た
。
展
示
内
容
は
福
島
県
、
鹿
児
島
県
と
い
う
二
県
の
み
で
な
く
、
北
は
福
島

か
ら
東
北
、
北
海
道
、
樺
太
、
東
北
ア
ジ
ア
へ
、
南
は
鹿
児
島
か
ら
沖
縄
、
東
シ
ナ

海
を
介
し
て
東
南
ア
ジ
ア
へ
と
、
東
シ
ナ
海
・
日
本
海
を
含
め
た
「
東
ア
ジ
ア
内
海

世
界
」
と
い
う
枠
組
み
の
も
と
に
構
成
し
て
い
ま
す
。
東
ア
ジ
ア
の
中
の
日
本
、
列

島
の
文
化
を
北
か
ら
と
南
か
ら
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
見
ど
こ
ろ
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、「
北
と
南
の
生
業
（
な
り
わ
い
）」

と
し
て
、
ブ
ナ
林
と
竹
林
の
生
産
活
動
を
農
業
・
漁
業
・
狩
猟
等
に
つ
い
て
、
生
産

用
具
を
中
心
に
紹
介
し
ま
す
。
北
の
『
会
津
農
書
』、
南
の
『
成
形
図
説
』
と
い
う

近
世
の
農
業
技
術
書
か
ら
、
北
と
南
の
農
業
を
紹
介
し
ま
す
。
北
の
焼
畑
と
南
の
焼

関
連
行
事

○
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
樹
と
竹―

列
島
の
文
化
、
北
か
ら
南
か
ら
」

パ
ネ
ラ
ー　
物
質
文
化
研
究
所
一
芦
舎
代
表　

名
久
井
文
明
さ
ん

鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
学
芸
課
長

川
野
和
昭
さ
ん

コ
ー
デ
ィ 　

福
島
県
立
博
物
館
学
芸
員　
　
　

佐
々
木
長
生

ネ
ー
タ
ー　

福
島
県
立
博
物
館
長　
　
　
　
　

赤
坂
憲
雄

日
時　

七
月
二
二
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
四
時
半

○
記
念
講
演
会

「
も
う
二
つ
の
日
本
文
化
」

講
師　
福
島
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
白
河
館
館
長　

藤
本
強
さ
ん

日
時　

七
月
二
九
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

腰籠　青森県青森市（田中忠三郎氏蔵）

バラ箕　鹿児島県日置市吹上町
（鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵）

オリッカ
福島県大沼郡会津美里町（館蔵）

鹿児島のビク（左）とラオスのビク（右）
（鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵）



回
答
者

民
俗
担
当

鈴
木
克
彦

Ｑ
：
く
ら
し
に
生
か
さ
れ
て
き
た
樹
皮
に
は
ど
ん
な
も
の
が

あ
り
ま
す
か
？

Ａ
：
サ
ワ
グ
ル
ミ
、
シ
ナ
ノ
キ
、
ケ
ヤ
キ
、
サ
ク
ラ
、
シ
ラ

カ
バ
、
キ
ハ
ダ
、
ウ
リ
ハ
ダ
カ
エ
デ
、
ホ
ウ
ノ
キ
、
ヤ
マ
ブ

ド
ウ
、
フ
ジ
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

直
径
二
五
㎝
程
度
の
サ
ワ
グ
ル
ミ
の
樹
皮
は
適
度
に
厚
く

て
広
い
上
に
柔
軟
性
に
富
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
古
く
は
箕み

に

利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で
す
。
こ
の
よ
う
に
樹
皮
を

素
材
に
し
て
つ
く
ら
れ
た
箕
を
皮か
わ

箕み

と
い
い
ま
す
。
ケ
ヤ
キ

も
皮
箕
に
利
用
さ
れ
ま
す
。
ケ
ヤ
キ
の
皮
箕
は
耐
久
性
に
は

優
れ
て
い
ま
す
が
、
板
の
よ
う
に
堅
く
て
ふ
る
っ
た
と
き
穀

物
が
は
じ
い
て
し
ま
う
た
め
、
サ
ワ
グ
ル
ミ
の
方
が
使
い
易

い
よ
う
で
す
。
サ
ワ
グ
ル
ミ
に
似
た
樹
木
に
オ
ニ
グ
ル
ミ
が

あ
り
ま
す
。
昭
和
村
の
山
内
善
次
さ
ん
（
八
五
歳
）
は
、
水

に
浸
け
た
と
き
の
強
さ
で
は
オ
ニ
グ
ル
ミ
が
一
番
だ
と
い
い

ま
す
。
こ
の
性
質
を
生
か
し
て
、
マ
グ
ワ
で
シ
ロ
カ
キ
を
す

る
と
き
マ
グ
ワ
と
馬
の
間
の
綱
で
水
に
浸
か
る
部
分
に
オ
ニ

グ
ル
ミ
を
使
う
と
、
馬
が
い
く
ら
引
い
て
も
決
し
て
切
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
現
在
で
も
奥
会
津

の
山
間
部
を
訪
れ
る
と
オ
ニ
グ
ル
ミ
や
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
の
樹
皮

を
約
一
㎝
幅
の
短
冊
状
に
裂
い
た
も
の
で
小
さ
な
袋
状
に
編

み
、
そ
の
中
に
砥
石
を
入
れ
腰
に
下
げ
て
草
刈
り
な
ど
を
し

て
い
る
光
景
も
た
ま
に
見
ら
れ
ま
す
。

　

シ
ナ
ノ
キ
の
樹
皮
は
「
シ
ナ
ッ
皮
」
と
か
「
ム
ワ
ダ
」
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
剥は

い
だ
樹
皮
を
一
〇
日
程
度
水

に
浸
け
て
お
く
と
ま
る
で
紙
の
よ
う
に
一
枚
一
枚
剥
が
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
天
日
で
干
し
て
か
ら
用
途
に
応
じ

て
狭
く
あ
る
い
は
広
く
裂さ

い
て
そ
れ
に
縒よ

り
を
か
け
縄
に
し

て
利
用
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
細
い
縄
は
ス
カ
リ
（
腰

籠
）
や
背し
ょ
い負
い
籠か

ご

に
、
太
い
縄
は
荷に

縄な
わ

な
ど
と
し
て
用
い
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
麻
と
同
様
と
て
も
丈
夫
な
縄
と
な

り
ま
す
。
檜
枝
岐
の
猟
師
が
使
っ
て
き
た
簑み
の

は
、
襟
か
ら
肩

に
か
け
て
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
の
皮
を
垂
ら
し
襟
の
部
分
は
シ
ナ
ッ

皮
の
細
い
縄
で
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
を
編
み
込
み
固
定
し
て
い
ま

す
。
ヒ
ロ
ロ
（
和
名
：
ミ
ヤ
マ
カ
ン
ス
ゲ
）
だ
け
で
編
ま
れ

た
簑
に
比
べ
ず
い
ぶ
ん
重
く
な
り
ま
す
が
強
度
の
面
で
数
倍

勝
り
ま
す
。

　

サ
ク
ラ
や
カ
バ
の
樹
皮
は
樺か

ば

細
工
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て

い
ま
す
。
皮
に
磨
き
を
か
け
、
木
で
つ
く
ら
れ
た
容
器
の
表

く
ら
し
の

　
　

中
の
樹
皮

ま
ほ
ろ
ん
移
動
展

「
新
編
陸
奥
国
風
土
記 

巻
之
五

会
津
郡
・
耶
麻
郡 

そ
の
一
」

関
連
事
業

◎
展
示
と
解
説
会　

当
館
学
芸
員　

森　

幸
彦

　
「
ま
ほ
ろ
ん
」
を
知
っ
て
ま
す
か
。
白
河
市
に
あ
る
福
島

県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
白
河
館
の
愛
称
で
す
。
こ
の
施
設
は
福

島
県
教
育
委
員
会
が
発
掘
調
査
し
た
資
料
、
つ
ま
り
遺
跡
か

ら
出
土
し
た
考
古
遺
物
を
全
て
保
管
し
て
い
る
所
で
す
。
平

成
一
三
年
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
一
三
人
の
学
芸
員
は
全
員

考
古
学
専
門
職
員
で
す
。
考
古
学
に
特
化
し
た
施
設
な
の
で

ち
ょ
っ
と
近
寄
り
が
た
い
感
が
あ
り
ま
す
が
、
実
は
展
示
や

体
験
学
習
な
ど
子
ど
も
向
け
を
強
く
意
識
し
て
創
ら
れ
て
い

る
の
で
、
と
て
も
親
し
み
や
す
い
施
設
な
の
で
す
。
イ
メ
ー

ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
ヒ
コ
君
と
ミ
ズ
キ
ち
ゃ
ん
は
、
今
回
の

展
示
で
も
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。

　

ま
ほ
ろ
ん
で
は
そ
の
膨
大
な
収
蔵
資
料
を
皆
さ
ん
に
わ
か

り
や
す
く
見
て
い
た
だ
く
た
め
、
毎
年
県
内
各
地
域
ご
と
に

遺
跡
や
遺
物
を
紹
介
す
る
展
示
を
企
画
し
て
い
ま
す
。
そ
の

地
域
区
分
が
古
代
に
お
け
る
行
政
単
位
の
「
郡
」
な
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
白
河
・
磐い
わ

城き

・
岩
瀬
・
安あ

積さ
か

を
終
え
、
今
回
が
い

よ
い
よ
会
津
郡
と
い
う
わ
け
で
す
。
会
津
の
も
の
を
会
津
で

紹
介
し
た
い･･･

博
物
館
と
ま
ほ
ろ
ん
と
の
連
携
で
移
動
展

が
実
現
し
ま
し
た
。
会
津
の
資
料
は
と
て
も
多
い
の
で
、
ま

ず
は
「
そ
の
一
」
で
縄
文
時
代
・
弥
生
時
代
の
資
料
を
紹
介

し
ま
す
。
来
年
度
の
「
そ
の
二
」
は
古
墳
・
奈
良
・
平
安
時

代
の
資
料
紹
介
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
残
っ
た
地
域
も
気
に

な
り
ま
す
ね
。
今
後
、
宇う

多だ

、
行な
め

方か
た

、
標し
め
は葉
、
信し
の
ぶ夫
各
郡
が

紹
介
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
会
津
の
縄
文
時
代
と
弥
生
時
代
の
展
示
。
圧
巻
は

猪
苗
代
町
と
磐
梯
町
に
ま
た
が
る
法
正
尻
遺
跡
の
縄
文
土
器

で
す
。
器
面
を
埋
め
尽
く
す
精
緻
な
文
様
と
大
胆
な
装
飾
が

施
さ
れ
た
今
か
ら
約
四
五
○
○
年
前
の
土
器
は
、
会
津
縄
文

文
化
の
華
と
映
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。ま
た
、三
島

町
の
ご
協
力
を
得
て
、
荒
屋
敷
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
縄
文
時

代
晩
期
の
木
製
品
や
漆
製
品
を
展
示
し
ま
し
た
。
縄
文
人
の

優
れ
た
加
工
技
術
を
目
の
あ
た
り
に
で
き
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

弥
生
時
代
の
注
目
点
は
会
津
美
里
町
の
協
力
で
展
示
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
油
あ
ぶ
ら

田で
ん

遺
跡
の
資
料
を
中
心
と
し
た
お
墓
の
変

遷
で
す
。
会
津
若
松
市
の
桜
町
遺
跡
で
見
つ
か
っ
た
方
形
周

溝
墓
と
呼
ば
れ
る
お
墓
か
ら
は
次
の
古
墳
時
代
へ
と
続
く
地

方
豪
族
の
成
長
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

　

四
月
二
八
日
（
土
）
に
は
解
説
会
を
行
い
、
三
〇
人
ほ
ど

の
方
々
に
聞
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
縄
文
人
が
土
器
に
込

め
た
祈
り
と
心
、
縄
文
土
器
の
縄
の
文
様
に
世
界
を
つ
な
ぐ

意
味
が
あ
る
こ
と
、
土
器
が
単
に
煮
炊
き
を
す
る
道
具
で
は

な
く
あ
ら
ゆ
る
生
命
を
再
生
さ
せ
る
装
置
で
あ
る
こ
と
な

ど
大
胆
な
推
理
を
お
話
し
ま
し
た
。
隅
の
ほ
う
で
女
子
高
生

二
人
が
熱
心
に
耳
を
傾
け
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。
終
了
後
女

子
高
生
た
ち
は
、
柳
津
の
縄
文
遺
跡
を
知
っ
て
ま
す
か
、
と

問
い
か
け
て
き
ま
し
た
。
と
て
も
興
味
深
げ
な
の
で
、
一
枚

の
チ
ラ
シ
を
渡
し
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
募
集
中
だ
っ
た
『
高

校
生
の
た
め
の
考
古
学
基
礎
講
座
』
の
案
内
チ
ラ
シ
で
す
。

「
え
っ
、
こ
ん
な
の
あ
る
ん
だ
。
ラ
ッ
キ
ー
、
ぜ
ひ
参
加
し

ま
ー
す
。」
と
即
決
。「
な
ん
か
私
た
ち
博
物
館
と
赤
い
糸
で

つ
な
が
っ
て
た
み
た
い
だ
ね
。」「
赤
い
縄
で
つ
な
が
っ
て
ん

じ
ゃ
な
い
。」
彼
女
た
ち
の
言
葉
が
中
年
学
芸
員
の
心
に
残

り
ま
し
た
。

（
考
古
担
当　

森　

幸
彦
）

①サワグルミの皮剥（山内善次さん）　②サワグルミの皮箕で籾殻を
ふき飛ばす（山内オマツさん） ③サワグルミの表皮　④オニグルミの
皮でつくった綱　⑤檜枝岐の猟師が身に着けていた蓑

猪苗代町・磐梯町　法正尻遺跡から出土した縄文土器の展示

面
に
貼
っ
て
装
飾
を
施
し
ま
す
。
南
相
馬
市
の
小お

高だ
か

箕み

は
、

一
番
擦
り
切
れ
や
す
い
口
の
部
分
に
サ
ク
ラ
の
皮
が
編
み
込

ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
す
る
こ
と
で
強
度
は
も
ち
ろ
ん
美
し

さ
も
際
だ
た
せ
て
い
ま
す
。
キ
ハ
ダ
の
樹
皮
は
煎
じ
て
飲
め

ば
胃
の
薬
と
な
り
、
布
を
浸
せ
ば
爽
や
か
な
黄
色
に
染
め
上

が
り
ま
す
。
青
味
を
帯
び
た
ウ
リ
ハ
ダ
カ
エ
デ
の
樹
皮
は
フ

ジ
の
皮
と
同
じ
く
箕
を
編
む
と
き
の
縦
糸
と
と
し
て
使
わ
れ

た
り
縄
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
の
皮

は
乾
く
と
硬
く
な
り
ま
す
が
、
水
分
を
加
え
る
と
柔
ら
か
く

な
り
ま
す
。
ま
た
、
使
い
込
む
ほ
ど
に
艶つ
や

と
し
っ
と
り
感
が

出
て
き
ま
す
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
編
み
組
細
工
の
素
材
と

し
て
幅
広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
の

ユ
ニ
ー
ク
な
活
用
法
と
し
て
は
、
野
良
仕
事
の
際
に
表
皮
を

荒あ
ら

縄な
わ

に
し
て
頭
に
巻
き
、
火
を
付
け
て
燻い

ぶ

す
こ
と
で
ブ
ヨ
や

蚊
除
け
に
役
立
た
せ
た
り
も
し
ま
し
た
。

Ｑ
：
樹
皮
を
剥は

ぎ
取
る
の
は
い
つ
頃
で
す
か
？

Ａ
：
晩
秋
、
葉
を
全
て
落
と
し
た
樹
は
水
分
が
極
端
に
少
な

く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
樹
は
冬
眠
に
入
り
ま
す
。
こ
の
時

期
の
樹
皮
は
非
常
に
剥は
が

れ
に
く
い
で
す
。
雪
国
で
木
が
再
び

活
動
を
開
始
す
る
の
は
春
の
お
彼
岸
の
頃
で
す
。
春
の
彼
岸

を
境
に
木
は
再
び
水
を
吸
い
上
げ
、
水
と
活
力
を
そ
の
内
側

に
み
な
ぎ
ら
せ
て
い
き
ま
す
。
民
具
の
素
材
に
な
る
樹
皮
を

剥
ぐ
場
合
は
、
木
が
た
っ
ぷ
り
水
分
を
含
み
皮
の
部
分
が
一

番
厚
く
な
っ
た
時
期
に
剥
が
す
と
い
い
の
で
す
。
こ
の
時
期

を
只
見
町
の
長
老
た
ち
に
尋
ね
る
と
「
皮
を
剥
が
す
の
に
一

番
え
え
の
は
六
月
中
ご
ろ
だ
べ
な
ぁ
」
と
の
返
事
が
返
っ
て

き
ま
し
た
。   

展示室入口
看板のイラストがヒコ君とミズキちゃん
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⑤



秋
の
企
画
展

「
わ
く
わ
く
！
化
石
大
集
合

―

よ
み
が
え
る
３
０
０
万
年
前
の
ふ
く
し
ま―

」

　

今
か
ら
三
〇
〇
万
年
前
頃
の
時
期
は
、
新
第
三
紀
鮮
新

世
と
呼
ば
れ
る
地
質
時
代
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時

代
の
後
半
に
は
、
南
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
を
つ
な
ぐ
パ
ナ

マ
地
域
が
陸
地
と
な
り
、
太
平
洋
と
大
西
洋
が
隔
て
ら
れ

て
、
北
極
の
氷
河
（
氷
床
）
が
大
規
模
に
広
が
る
な
ど
、

地
球
規
模
の
大
き
な
環
境
変
化
が
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
し

て
こ
の
頃
、
日
本
列
島
で
は
山
脈
の
姿
が
は
っ
き
り
と
し

て
き
て
、
現
在
の
地
形
の
骨
組
み
が
で
き
あ
が
り
ま
し

た
。
陸
上
火
山
活
動
も
盛
ん
に
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

福
島
県
内
の
浜
通
り
地
方
に
は
、
ク
ジ
ラ
な
ど
海
に
住

む
哺
乳
類
や
貝
な
ど
の
化
石
、
ま
た
、
会
津
地
方
に
は
当

時
の
森
林
の
よ
う
す
を
示
す
植
物
化
石
な
ど
、
こ
の
頃

の
海
や
陸
地
の
よ
う
す
を
示
す
自
然
史
記
録
が
い
く
つ
も

残
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に

最
近
、
浜
通
り
か
ら
は
ア

シ
カ
や
オ
ッ
ト
セ
イ
な
ど

の
化
石
も
た
く
さ
ん
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
企
画
展
で
は
、
こ

れ
ら
の
化
石
や
岩
石
な
ど

の
資
料
に
基
づ
い
て
、

三
〇
〇
万
年
前
頃
の
ふ
く

し
ま
の
自
然
環
境
を
ご
紹

介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
自
然
担
当　

相
田
優
）

■
秋
の
企
画
展
は
、
平
成
一
九
年
一
〇
月
六
日
（
土
）
〜
一
一
月
二
五
日
（
日
）
ま
で 富岡町の富岡層から見つかったアシカやオットセイ

のあごの骨の化石（約300万年前）個人蔵

研
究
ノ
ー
ト

小
川
芋
銭
「
飲
中
八
仙
図
」

　
　
　
　
　
　
　
　

と
田
代
蘇
陽

川
延
安
直　

美
術
担
当

　

楽
し
そ
う
な
八
人
の
酔
っ
ぱ
ら
い
。
本
図
は
、
中
国
唐
代

の
詩
人
・
杜
甫
の
詩
「
飲い
ん
ち
ゅ
う
は
っ
せ
ん
か

中
八
仙
歌
」
に
詠う
た

わ
れ
た
八
人
の

人
物
を
、
画
家
小
川
芋う

銭せ
ん

が
描
い
た
も
の
で
す
。

　

芋
銭
は
、
慶
應
四
年
（
一
八
六
八
）、
牛う
し

久く

藩
大
目
付
の

子
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
ま
ず
洋
画
、
後
に
南
画
を
学
び
、

二
一
歳
で
『
朝
野
新
聞
』
客
員
と
な
っ
て
か
ら
は
、
新
聞

挿
絵
や
漫
画
で
も
活
躍
し
ま
し
た
。
東
洋
的
感
性
の
あ
ふ
れ

る
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
画
風
は
独
自
の
も
の
で
、
富
岡
鉄
斎
以

後
の
南
画
の
第
一
人
者
と
目
さ
れ
ま
す
。
本
図
の
八
仙
の
姿

に
も
漫
画
仕
込
み
の
ユ
ー
モ
ア
が
発
揮
さ
れ
て
い
ま
す
。
画

壇
と
は
一
線
を
画
し
た
姿
勢
と
画
風
は
、
周
囲
の
信
望
を
集

ト
ピ
ッ
ク
ス

　

体
験
学
習
室
の
ハ
ン
ズ
オ
ン
コ
ー
ナ
ー
が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
。
今
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と

一
二
〇
〇
年
・
・
・
平
安
時
代
に
生
き
た
人
々
が
使
っ
た
食
の
道
具
を
、
発
掘
資
料
を
も

と
に
復
元
し
ま
し
た
。
形
を
、
重
さ
を
、
手
ざ
わ
り
を
ぜ
ひ
体
感
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

こ
こ
で
は
そ
の
さ
わ
り
ど
こ
ろ
？
を
紹
介
し
ま
す
。

「
さ
わ
っ
て
み
よ
う
、
平
安
時
代
の
土
器
」
の
さ
わ
り
ど
こ
ろ
紹
介

め
ま
し
た
。
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
没
。

　

ま
た
、
芋
銭
に
本
図
を
依
頼
し
た
と
思
わ
れ
る
人
物
が
山

都
（
現
・
喜
多
方
市
山
都
町
）
の
実
業
家
田
代
蘇そ

陽よ
う

（
本
名

与
三
久
）
で
す
。
蘇
陽
は
耶
麻
郡
山
都
村
で
明
治
四
年
（
一

八
七
一
）
一
〇
月
一
日
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
田
代
家
は
酒
造

業
を
営
み
、
農
地
山
林
を
持
つ
素
封
家
で
、
蘇
陽
は
家
業
に

従
い
な
が
ら
、
山
都
村
議
会
議
員
と
な
り
、
実
業
家
と
し
て

頭
角
を
現
し
ま
す
。
福
島
の
金
融
界
で
指
導
者
的
立
場
と
な

り
、
さ
ら
に
、
電
力
事
業
に
も
貢
献
し
ま
し
た
。
昭
和
二
九

年
（
一
九
五
四
）
没
。

　

蘇
陽
は
、
県
下
き
っ
て
の
美
術
通
で
も
あ
り
ま
し
た
。
早

く
か
ら
文
芸
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
四

四
年
（
一
九
一
一
）
一
〇
月
、
会
津
若
松
の
長
尾
柳
涯
に
と

も
な
わ
れ
小
川
芋
銭
が
田
代
家
を
訪
れ
て
か
ら
、
蘇
陽
は

美
術
へ
の
関
心
を
急
速
に
深
め
、
書
画
の
購
入
が
急
増
し
ま

す
。
四
四
年
か
ら
七
年
間
で
購
入
額
四
三
九
九
円
二
〇
銭
が

費
や
さ
れ
、
こ
こ
に
千
点
を
越
え
る
一
大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が

形
成
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
蘇
陽
は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
秘

蔵
す
る
だ
け
の
趣
味
的
コ
レ
ク
タ
ー
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
積
極
的
に
画
家
を
招
き
、
彼

ら
の
創
造
活
動
を
励
ま
し
ま
し
た
。
田
代
家
を

訪
れ
た
画
家
に
は
、
森
田
恒つ
ね

友と
も

・
山や
ま

内う
ち

神し
ん

斧ぷ

・

小
川
千せ
ん

甕よ
う

・
近
藤
浩
一
路
ら
が
お
り
、
後
に
、

頭
取
を
勤
め
て
い
た
第
百
七
銀
行
飯
坂
保
養
所

に
日
本
水
彩
画
会
会
員
の
写
生
旅
行
を
受
け
入

れ
た
り
も
し
て
い
ま
す
。
ま
た
画
家
た
ち
と
の

交
流
を
会
津
の
漆
器
産
業
の
振
興
に
活
か
そ
う

と
し
た
試
み
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
大
正
八
年

（
一
九
一
九
）
に
行
わ
れ
た
会
津
若
松
の
白
木

屋
漆
器
店
階
上
で
の
漆
器
図
案
展
覧
に
は
小
川

芋
銭
、
石
井
柏
亭
ら
が
携
わ
っ
た
漆
器
が
陳
列

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
活
動
の
中
、
蘇
陽
は
大
正
七
年
に

喜
多
方
美
術
倶
楽
部
を
結
成
し
、
会
長
と
な
り
ま
す
。
名
簿

に
は
蘇
陽
を
は
じ
め
十
六
人
の
喜
多
方
の
名
士
た
ち
、
顧
問

の
小
川
芋
銭
、
森
田
恒
友
以
下
、
日
本
画
、
洋
画
六
三
人
の

画
家
が
名
を
連
ね
ま
し
た
。
残
念
な
事
に
、
活
動
が
長
く
続

く
事
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
数
年
後
の
美
術
倶
楽
部
の

新
築
・
来
遊
画
家
の
歓
迎
・
展
覧
会
の
開
催
・
美
術
鑑
賞
の

向
上
な
ど
を
目
的
と
す
る
同
会
の
理
念
は
今
な
お
色
あ
せ
て

い
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
本
図
に
話
を
戻
し
ま
す
。
本
図
の
芋
銭
自
筆
の
箱

書
き
に
よ
る
と
、
本
図
は
大
正
七
年
の
正
月
に
描
か
れ
て
い

ま
す
。
田
代
家
に
遺
さ
れ
た
『
書
画
買
入
帳
』
を
見
る
と
、

芋
銭
は
前
年
の
十
二
月
二
五
日
か
ら
同
年
の
二
月
二
二
日
ま

で
田
代
家
に
滞
在
し
て
お
り
、
鍾し
ょ
う
き馗
な
ど
の
絵
や
書
、
羽
織

裏
、
袱ふ
く

紗さ

、
さ
ま
ざ
ま
な
漆
画
な
ど
を
制
作
し
て
い
ま
す
。

本
図
に
つ
い
て
の
記
載
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
本
図
も
ま
た
、

こ
の
滞
在
中
に
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
な

お
、
同
年
五
月
五
日
の
表
装
代
支
払
い
の
中
に
「
小
川
芋
銭

飲
中
八
仙
桐
箱
の
覆
ひ
」
の
項
が
あ
り
、
こ
れ
は
本
図
の
た

め
の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

今
回
紹
介
し
た
芋
銭
筆
「
飲
中
八
仙
図
」
の
落
款
に
は
、

「
於
山
都
酒
家
／
芋
銭
子
」
と
あ
り
ま
す
。
山
都
酒
家
は
酒

造
業
も
営
ん
で
い
た
田
代
家
の
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。『
書

画
買
入
帳
』
に
よ
れ
ば
、
大
正
四
年
に
す
で
に
芋
銭
の
「
飲

中
八
仙
図
」、「
飲
中
八
仙
歌
」
双
幅
が
田
代
家
に
購
入
さ
れ

て
い
ま
す
。
個
性
的
な
酔
態
を
描
く
「
飲
中
八
仙
歌
」
は
田

代
家
に
と
っ
て
、
ま
た
酒
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
芋
銭
に
と
っ

て
格
別
な
画
題
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
芋
銭
作
品
の
多
く
が

会
津
を
離
れ
た
現
在
、
本
図
は
喜
多
方
美
術
倶
楽
部
と
会
津

の
文
化
を
記
念
す
る
作
品
の
一
つ
と
し
て
重
要
で
す
。
そ
の

再
登
場
を
心
か
ら
喜
び
た
い
も
の
で
す
。

参
考
文
献　

二
階
堂
充
「
福
島
と
小
川
芋
銭
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
福
島
県
立
美
術
館
研
究
紀
要
第
一
号
』
一
九
八
六
年
）

「
喜
多
方
美
術
倶
楽
部
と
大
正
浪
漫
展
」
図
録

（
喜
多
方
市
美
術
館　

一
九
九
八
年
）

①
平
安
時
代
の
お
茶
わ
ん
、
つ
き
（
坏
）
を
持
つ

　

今
の
お
茶
わ
ん
と
あ
ま
り
形
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
に
気
が
つ
く
と

思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
今
の
よ
う
な
底
を
手
の
ひ
ら
に
の
せ
、
ふ
ち

に
親
指
を
か
け
る
持
ち
方
は
こ
の
頃
か
ら
始
ま
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

②
か
め
（
甕
）
の
上
に
こ
し
き
（
甑
）
を
乗
せ
る

　

こ
し
き
の
底
に
は
穴
が
あ
い
て
い
ま
す
。
こ
し
き
は
米
を
蒸
す
た

め
の
土
器
で
、
す
の
こ
を
ひ
い
た
上
に
米
を
入
れ
て
、
水
を
入
れ
た

か
め
の
上
に
乗
せ
、
カ
マ
ド
に
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う
、
こ
の
時

代
、
米
は
蒸
し
て
食
べ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
な
の
で
す
。

③
2
種
類
の
土
器
の
違
い
を
見
分
け
る

　

一
つ
は
、
土は

師じ

器き

。
焼
き
方
は
縄
文
土
器
と
同
じ
野
焼
き
で
す
。

こ
の
時
代
、
ど
こ
の
家
庭
で
も
使
っ
て
い
た
土
器
で
す
。
も
う
一
つ

は
、
須す

恵え

器き

。
古
墳
時
代
に
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
わ
っ
た
焼
き
物
で
す
。

こ
ち
ら
は
窯か

ま

で
焼
か
れ
ま
す
。
ね
ず
み
色
を
し
て
お
り
、
か
た
く
焼

き
し
ま
っ
て
い
る
の
が
特
長
で
す
。
土
師
器
よ
り
は
高
級
品
と
い
っ

た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
他
に
も
い
ろ
い
ろ
さ
わ
っ
て
、
古
代
の
人
の
思
い
に
も
ぜ
ひ

さ
わ
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

（
考
古
担
当　

横
須
賀
倫
達
）

新
ハ
ン
ズ
オ
ン
コ
ー
ナ
ー

「飲中八仙図」小川芋銭筆 個人蔵



旅
人
た
ち
の
見
た
ふ
く
し
ま

○
第
四
回「
喜
多
方
美
術
倶
楽
部
と

会
津
を
訪
れ
た
画
家
」

講
師　

館
長

赤
坂
憲
雄　

学
芸
員

川
延
安
直

日
時　

七
月
五
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

○
第
五
回「
民
芸
運
動
と
会
津
本
郷
焼
」

講
師　

館
長

赤
坂
憲
雄　

学
芸
員
小
林
め
ぐ
み

日
時　

八
月
二
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

○
第
六
回「
高
橋
由
一
の
描
い
た
ふ
く
し
ま
」

講
師　

館
長

赤
坂
憲
雄

福
島
県
立
美
術
館
学
芸
課
長

伊
藤
匡
さ
ん

日
時　

九
月
六
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

※「
は
ね
ざ
る
を
つ
く
ろ
う
」

講
師　

展
示
解
説
員

日
時　

九
月
二
三
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
七
夕
か
ざ
り
を
つ
く
ろ
う
」

日
時　

七
月
七
日（
土
）

　
　
　

午
前
九
時
半
〜
午
後
四
時
半

「
か
ざ
ぐ
る
ま
を
つ
く
ろ
う
」

日
時　

八
月
一
二
日（
日
）

　
　
　

午
前
九
時
半
〜
午
後
四
時
半

＊
時
間
内
随
時
受
付
所
要
時
間
二
〇
分
程
度

八
月
二
一
日（
火
）県
民
の
日

七
月　

二
日（
月
）・
九
日（
月
）・
一
七
日（
火
）・

二
三
日（
月
）・
三
〇
日（
月
）

八
月　

六
日（
月
）・
二
〇
日（
月
）・
二
七
日（
月
）

九
月　

三
日（
月
）・
一
〇
日（
月
）・
一
八
日（
火
）・

二
五
日（
火
）

季
刊
博
物
館
だ
よ
り
　
第
85号
　
2007年

7
月
6
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

「
会
津
を
訪
れ
た
画
家
た
ち―喜

多
方
美
術
倶
楽
部
」

会
期　

六
月
一
九
日（
火
）
〜
七
月
二
九
日（
日
）

「
ふ
く
し
ま
窯
め
ぐ
り
1―

会
津
本
郷
焼
」

会
期　

八
月
四
日（
土
）
〜
九
月
一
七
日（
月
）

「
け
ん
ぱ
く
の
宝―

県
博
収
蔵
美
術
工
芸
資
料
展
」

会
期　

九
月
二
二
日（
土
）〜
一
一
月
一
八
日（
日
）

◎
館
長
土
曜
講
座

「
東
北
学
２
」

講
師　

館
長

赤
坂
憲
雄

日
時　

七
月
二
一
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
民
具
か
ら
見
た
列
島
の
文
化
」（
仮
称
）

講
師　

館
長

赤
坂
憲
雄

日
時　

九
月
一
五
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
四
季
イ
ベ
ン
ト

「
真
夏
の
夕
べ
野
外
映
画
会
ゴ
ジ
ラ
」

日
時　

八
月
一
八
日（
土
）午
後
六
時
〜
八
時
半

◎
企
画
展
関
連
行
事

○
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
樹
と
竹
‐
列
島
の
文
化
、
北
か
ら
南
か
ら
」

パ
ネ
ラ
ー　

物
質
文
化
研
究
所
一
芦
舎
代
表

名
久
井
文
明
さ
ん

鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
学
芸
課
長

川
野
和
昭
さ
ん

コ
ー
デ
ィ　

福
島
県
立
博
物
館
学
芸
員

佐
々
木
長
生

ネ
ー
タ
ー　

福
島
県
立
博
物
館
長

赤
坂
憲
雄

日
時　

七
月
二
二
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
四
時
半

○
記
念
講
演
会

「
も
う
二
つ
の
日
本
文
化
」

講
師　
福
島
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
白
河
館
館
長

藤
本
強
さ
ん

日
時　

七
月
二
九
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

○
関
連
講
座

「
会
津
地
方
の
樹
皮
文
化
」

講
師　

学
芸
員

佐
々
木
長
生

日
時　

八
月
四
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
製
作
実
演
皮
箕
・
荷
縄
・
籠
つ
く
り
」　　

日
時　

九
月
一
六
日（
日
）

○
美
術
講
座

※「
漆
の
技
に
挑
戦―

木
と
漆
の

ア
ク
セ
サ
リ
ー
Ⅰ
」

講
師　

漆
工
芸
家

須
藤
紀
雄
さ
ん

日
時　

七
月
一
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

※「
漆
の
技
に
挑
戦―

木
と
漆
の

ア
ク
セ
サ
リ
ー
Ⅱ
」

講
師　

漆
工
芸
家

須
藤
紀
雄
さ
ん

日
時　

七
月
八
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
展
示
室
講
座
３　

喜
多
方
美
術
倶
楽
部
の

画
家
た
ち
」

講
師　

学
芸
員

川
延
安
直
小
林
め
ぐ
み

日
時　

七
月
二
八
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
展
示
室
講
座
４　

焼
き
物
は
こ
こ
を
見
る
」

講
師　

学
芸
員

川
延
安
直
小
林
め
ぐ
み

日
時　

九
月
一
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

○
考
古
学
講
座

※「
高
校
生
の
た
め
の
考
古
学
基
礎
講
座
④
」

申
込
終
了

講
師　

学
芸
員

森
幸
彦
他

日
時　

七
月
一
一
日（
水
）午
後
五
時
〜

※「
高
校
生
の
た
め
の
考
古
学
基
礎
講
座
⑤
」

申
込
終
了

講
師　

学
芸
員

森
幸
彦
他

日
時　

七
月
二
五
日（
水
）午
後
五
時
〜

※「
高
校
生
の
た
め
の
考
古
学
基
礎
講
座
⑥
」

申
込
終
了

講
師　

学
芸
員

森
幸
彦
他

日
時　

八
月
八
日（
水
）午
後
五
時
〜

※「
縄
文
土
器
を
つ
く
ろ
う
１
」

講
師　

学
芸
員

森
幸
彦

日
時　

八
月
一
八
日（
土
）午
前
一
〇
時
〜
午
後
三
時

※「
縄
文
土
器
を
つ
く
ろ
う
２
」

講
師　

学
芸
員

森
幸
彦

日
時　

八
月
一
九
日（
日
）午
前
一
〇
時
〜
午
後
三
時

※「
高
校
生
の
た
め
の
考
古
学
基
礎
講
座
⑦
」

申
込
終
了

講
師　

学
芸
員

森
幸
彦
他

日
時　

八
月
二
二
日（
水
）午
後
五
時
〜

※「
高
校
生
の
た
め
の
考
古
学
基
礎
講
座
⑧
」

申
込
終
了

講
師　

学
芸
員

森
幸
彦
他

日
時　

九
月
一
二
日（
水
）午
後
五
時
〜

※「
高
校
生
の
た
め
の
考
古
学
基
礎
講
座
⑨
」

申
込
終
了

講
師　

学
芸
員

森
幸
彦
他

日
時　

九
月
二
六
日（
水
）午
後
五
時
〜

※「
縄
文
土
器
の
野
焼
き
」

講
師　

学
芸
員

森
幸
彦
他

日
時　

九
月
三
〇
日（
日
）午
前
一
〇
時
〜
午
後
三
時

○
歴
史
講
座

※「
は
じ
め
て
の
古
文
書
講
座
３
」申
込
終
了

講
師　

学
芸
員

阿
部
綾
子

日
時　

七
月
一
四
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

※「
は
じ
め
て
の
古
文
書
講
座
４
」申
込
終
了

講
師　

学
芸
員

阿
部
綾
子

日
時　

八
月
一
一
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
シ
リ
ー
ズ
磐
梯
山
１　

恵
日
寺
絵
図
を
読
む
」

講
師　

学
芸
員

木
田
浩

日
時　

九
月
八
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
昔
語
り
」

講
師　

語
り
部

横
山
幸
子
さ
ん

日
時　

七
月
二
九
日（
日
）午
前
一
〇
時
半
〜
一
二
時

※「
草
木
染
め
１
」

講
師　

染
織
工
芸
家

山
根
正
平
さ
ん

山
根
好
子
さ
ん

日
時　

八
月
二
五
日（
土
）午
前
一
〇
時
〜
午
後
三
時

※「
草
木
染
め
２
」

講
師　

染
織
工
芸
家

山
根
正
平
さ
ん

山
根
好
子
さ
ん

日
時　

八
月
二
六
日（
日
）午
前
一
〇
時
〜
午
後
三
時

常
設
展
示
室
「
歴
史
・
美
術
」
テ
ー
マ
展
示

木
曜
の
広
場

場
所　

講
堂　

入
場
無
料

は
く
ぶ
つ
か
ん
で
遊
ぼ
ぉ
！

場
所　

体
験
学
習
室

実
演

場
所　

体
験
学
習
室

七
〜
九
月
の
休
館
日

第
３
土
曜
イ
ベ
ン
ト

体
験
講
座

※
は
要
申
込

常
設
展
無
料
開
放
日

講
演
・
講
座

※
は
要
申
込


