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つ
ぎ
に
荒あ
ら

屋や

敷し
き

遺
跡
（
三
島
町
）。
低
湿
地
か
ら
見
つ

か
っ
た
縄
文
時
代
晩
期
の
植
物
質
資
料
の
数
々
。
当
館

に
寄
託
さ
れ
て
い
る
県
指
定
重
要
文
化
財
を
久
々
に
公

開
し
ま
す
。
斧
の
柄
や
編
み
カ
ゴ
類
、
木
製
容
器
、
縄

な
ど
の
道
具
類
や
赤
漆
塗
り
糸
玉
、
ヘ
ア
ピ
ン
、
赤
く

塗
ら
れ
た
土
器
と
い
っ
た
、
当
時
の
豊
か
な
生
活
を
物

語
る
出
土
品
が
豊
富
で
す
。

　

そ
し
て
一い
ち

ノ
堰せ
き

Ｂ
遺
跡
（
会
津
若
松
市
）。
一
一
二

基
の
土ど

坑こ
う

墓ぼ

が
発
見
さ
れ
た
弥
生
時
代
中
期
の
墓
地
で

す
。
遺
体
を
埋
め
る
際
に
土
器
を
割
っ
て
封
を
す
る
と

い
う
独
特
の
風
習
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
管く
だ

玉た
ま

や

勾ま
が

玉た
ま

の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
も
副
葬
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
桜
さ
く
ら

町ま
ち

遺
跡
（
湯
川
村
）。
弥
生
時
代
終
わ
り

頃
の
方
ほ
う
け
い
し
ゅ
う

形
周
溝こ
う

墓ぼ

が
発
見
さ
れ
大
き
な
話
題
と
な
り
ま

し
た
。
出
土
し
た
弥
生
土
器
に
は
北
陸
や
関
東
方
面
の

特
徴
を
も
つ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
古
墳
時
代
に
つ
な
が

る
新
た
な
時
代
の
始
ま
り
を
予
感
さ
せ
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
人
骨
と
サ
メ
の
歯
が
出
土
し
た
西
会
津

町
塩し
お

喰ば
み

岩い
わ

陰か
げ

遺
跡
。
ナ
ゾ
の
文
様
が
描
か
れ
た
南
会
津

町
出
土
の
縄
文
土
器
。
最
近
ま
で
調
査
が
続
け
ら
れ
た

会
津
美
里
町
油あ
ぶ
ら
で
ん田遺
跡
出
土
の
弥
生
時
代
再さ
い

葬そ
う

墓ぼ

資
料

な
ど
、
ま
だ
ま
だ
紹
介
し
き
れ
な
い
あ
い
づ
の
﹇
縄
文
・

弥
生
﹈
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
考
古
担
当　

高
橋
満
）

■
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
》
は
、
三
月
一
〇
日
（
土
）
か
ら
五
月
一
三
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
。
一
般
・
大
学
生
二
六
〇
円
（
二
一
〇
円
）
／
高
校
生
・
小
・
中
学
生
無
料　
（　
　

）
は
二
〇
名
以
上
の
団
体
の
場
合
の
料
金
で
す
。 関

連
行
事

○
展
示
解
説
会

日
時　

四
月
二
八
日（
土
）一
三
時
半
〜

講
師　

学
芸
員　
森
幸
彦

日
時　

五
月
十
三
日（
日
）一
三
時
半
〜

講
師　

学
芸
員　
横
須
賀
倫
達

会
期　
3
月
10
日（
土
）〜
5
月
13
日（
日
）

　
「
郡
こ
ほ
り
の
み
や
け
家
の
東
ひ
が
し

二
十
三
里　

高
き
山
あ
り
。
天
に
梯は
し

子ご

懸か

け
た
る
如ご
と

し
。
故か
れ

、
磐い
は

梯は
し

山や
ま

と
い
ふ
。

上む
か
し古

、
人
あ
り
。
躰

か
ら
だ

極き
は

め
て
長た

け

大た
か

く
・
・
・
」

　

も
し
「
陸む
つ
の
く
に

奥
国
風ふ

土ど

記き

」
が
残
っ
て
い
れ
ば
、
こ
ん
な
一
文
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
「
風
土
記
」
は
八
世
紀
に
、
諸
国
の
土
地
柄
、
産
物
、
伝
承
な
ど
を
記
し
た
書
物
で
、
ほ
ぼ
完
全

な
「
出い
づ
も
の
く
に

雲
国
風
土
記
」
が
有
名
で
す
。
今
の
福
島
県
が
属
し
た
陸
奥
国
に
も
「
陸
奥
国
風
土
記
」
が

あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
伝
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

こ
の
風
土
記
の
世
界
を
、
出
土
品
か
ら
つ
づ
っ
て
い
く
試
み
が
、
ま
ほ
ろ
ん
〈
福
島
県
文
化
財
セ

ン
タ
ー
白
河
館
〉
の
「
新
編
陸
奥
国
風
土
記
」
展
で
す
。
県
内
を
古
代
の
郡
ご
と
に
分
け
、
収
蔵
す

る
考
古
資
料
や
遺
跡
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
昨
年
、
シ
リ
ー
ズ
五
回
目
で
初
め
て
「
あ
い
づ
」
地
域

が
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
機
に
、
ま
ほ
ろ
ん
か
ら
「
あ
い
づ
」
の
縄
文
時
代
と
弥
生
時
代

の
考
古
資
料
が
期
間
限
定
で
里
帰
り
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
今
回
は
、
館
蔵
資
料
や
会

津
の
市
町
村
所
蔵
資
料
も
あ
わ
せ
て
展
示
す
る
「
拡
大
版
」
と
な
り
ま
す
。

　

で
は
少
し
だ
け
見
ど
こ
ろ
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
は
法
ほ
う
し
ょ
う
じ
り

正
尻
遺
跡
（
猪
苗
代
町
・
磐
梯
町
）。

こ
の
遺
跡
は
一
三
〇
軒
を
こ
え
る
住
居
跡
や
数
百
基
の
地
下
式
貯
蔵
庫
な
ど
が
発
見
さ
れ
た
、
南
東

北
を
代
表
す
る
縄
文
時
代
中
期
の
大
規
模
な
ム
ラ
の
跡
で
す
。
ほ
ぼ
完
全
な
形
の
縄
文
土
器
が
数
百

点
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
の
中
か
ら
と
く
に
造
形
的
に
す
ぐ
れ
た
土
器
約
三
〇
点
を
紹
介
し
ま
す
。

分
厚
く
、
ず
っ
し
り
と
し
た
量
感
の
あ
る
器
形
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
さ
と
繊
細
さ
を
あ
わ
せ
持
つ
立
体

的
な
文
様
を
描
い
た
縄
文
土
器
。
そ
の
存
在
感
を
ゆ
っ
く
り
と
、
じ
っ
く
り
と
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

（右上）荒屋敷遺跡出土赤漆塗り糸玉
（左上）一ノ堰B遺跡の土坑墓群
（下）　桜町遺跡出土土器

（表紙）法正尻遺跡出土土器

法正尻遺跡縄文土器出土状況

南会津町出土のナゾの縄文土器
（三ッ又の線は何を表わすのか…？）



回
答
者

歴
史
担
当

関
口
功

Ｑ
：
学
校
の
歴
史
の
授
業
で
、
戦
時
中
は
配
給
制
度
に
よ
り

自
由
に
物
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
物
資
不
足
で
人
々

の
生
活
は
非
常
に
苦
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

配
給
制
度
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
す
か
？

Ａ
：
日
本
は
も
と
も
と
資
源
が
乏
し
く
、
戦
時
中
の
物
資
不

足
を
補
う
た
め
に
配
給
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
目

的
は
限
ら
れ
た
物
資
を
軍
需
に
優
先
的
に
回
す
と
と
も
に
、

不
足
し
が
ち
な
生
活
物
資
を
国
民
に
平
等
に
行
き
渡
ら
せ
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
初
め
は
工
業
原
料
の
工
場
へ
の
割
り
当

て
か
ら
始
ま
り
、
戦
争
が
長
期
化
す
る
に
伴
い
生
活
物
資
の

配
給
制
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
し
く
み
は
買
え
る
物
や

そ
れ
ら
の
分
量
を
国
か
ら
割
り
当
て
ら
れ
、
切
符
や
通
帳
を

使
用
し
て
買
い
物
を
す
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
戦
況
が
悪

化
す
る
に
従
い
生
活
物
資
の
ほ
と
ん
ど
が
配
給
制
と
な
っ
て

い
き
ま
し
た
。

Ｑ
：
博
物
館
で
は
配
給
制
度
関
連
の
資
料
と
し
て
ど
の
よ
う

な
も
の
を
展
示
し
て
い
ま
す
か
？
ま
た
そ
れ
ら
の
資
料
に
つ

い
て
少
し
詳
し
く
教
え
て
く
だ
さ
い
。

Ａ
：
常
設
展
示
室
に
は
配
給
制
度
の
関
連
資
料
と
し
て
、
衣

料
切
符
や
家
庭
用
味
噌
醤
油
購
入
通
帳
、
木
炭
バ
ス
な
ど
が

展
示
し
て
あ
り
ま
す
。
ま
ず
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
に
導

入
さ
れ
た
衣
料
切
符
に
つ
い
て
で
す
が
、
こ
れ
は
年
齢
・
性

別
・
職
業
に
関
係
な
く
、
一
人
一
年
間
に
都
市
部
で
は
一
○

○
点
、
農
村
部
で
は
八
○
点
の
切
符
が
配
給
さ
れ
、
そ
の
範

囲
内
で
し
か
衣
料
が
購
入
で
き
な
い
と
い
う
し
く
み
で
し
た
。

　

次
に
福
島
県
発
行
の
家
庭
用
味
噌
醤
油
購
入
通
帳
に
つ
い

て
で
す
が
、
中
を
見
る
と
四
人
家
族
の
も
の
で
一
九
四
二
（
昭

和
一
七
）
年
頃
に
は
、
ひ
と
月
に
味
噌
が
一
貫
八
○
匁
（
約

四
ｋ
ｇ
）、
醤
油
が
一
升
二
合
程
度
配
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

　

最
後
に
常
設
展
近
現
代
の
部
屋
に
入
っ
て
最
も
目
立
つ
木

炭
バ
ス
で
す
。
日
本
で
は
石
油
は
ほ
と
ん
ど
産
出
し
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
戦
争
が
長
引
く
に
つ
れ
薪
や
木
炭
で
動
く
代
燃
車

が
奨
励
さ
れ
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
に
は
原
則
と
し

て
す
べ
て
の
バ
ス
は
代
燃
車
と
な
り
ま
し
た
。
木
炭
バ
ス
は

エ
ン
ジ
ン
の
基
本
構
造
は
ガ
ソ
リ
ン
車
と
同
じ
で
、
後
部
に

取
り
付
け
ら
れ
た
木
炭
燃
焼
装
置
で
木
炭
を
燃
や
し
、
そ
の

ガ
ス
を
燃
焼
さ
せ
て
動
き
ま
す
。
平
地
で
は
最
高
時
速
七
○

ｋ
ｍ
ぐ
ら
い
出
ま
し
た
が
、
燃
焼
効
率
は
ガ
ソ
リ
ン
よ
り
も

劣
る
の
で
馬
力
は
小
さ
く
、
急
な
坂
道
な
ど
で
は
乗
客
に
押

し
て
も
ら
っ
て
動
か
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
ま
た

戦
時
下
の
生
活

冬
の
特
選
資
料
展

「
奥
会
津
の
職
人
巻
物
」
関
連
事
業

◎
民
俗
講
座

「
会
津
の
職
人
巻
物
の
民
俗
的
世
界
」

平
成
一
九
年
一
月
二
八
日
（
日
）

講
師　

当
館
学
芸
員　

佐
々
木
長
生

【
講
座
要
旨
】

　

南
会
津
郡
只
見
町
な
ど
奥
会
津
地
方
の
職
人
た
ち
は
、「
巻

物
」
と
呼
ば
れ
る
職
や
職
神
の
由
来
や
、
祭
の
方
法
な
ど
を

記
述
し
た
も
の
を
所
持
し
、
そ
の
職
務
に
あ
た
っ
て
き
ま
し

た
。
只
見
町
で
は
、
番
匠
（
大
工
）
や
屋
根
葺
・
木
地
屋
・

狩
人
・
元
山
（
伐
採
）・
石
工
・
庭
師
な
ど
技
術
職
の
ほ
か
、

連
雀
商
人
や
武
術
・
算
術
な
ど
多
種
の
職
に
わ
た
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
冠
婚
葬
祭
の
次
第
を
つ
と
め
る
小
笠
原
流
の
礼

儀
作
法
を
記
述
し
た
も
の
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
巻
物
は
、
師
匠
の
親
方
か
ら
弟
子
へ
と
伝
授
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
弟
子
た
ち
は
五
年
ほ
ど
の
修
行
の
後
、
弟

子
離
れ
す
る
と
き
一
人
前
の
職
人
と
し
て
、
道
具
と
紋
付
袴

な
ど
と
と
も
に
伝
授
さ
れ
ま
す
。
伝
授
の
方
法
は
、
師
匠
が

持
つ
巻
物
を
神
主
や
僧
侶
な
ど
に
書
写
し
て
も
ら
い
、
巻
物

仕
立
て
に
表
具
し
て
与
え
ま
す
。
巻
物
の
最
後
に
は
、
伝
授

し
た
期
日
と
師
匠
と
弟
子
の
名
前
を
書
き
ま
す
。

　

巻
物
は
袱
紗
に
包
み
桐
箱
に
収
め
る
な
ど
し
て
、
神
棚
や

蔵
の
中
な
ど
に
大
切
に
保
管
し
て
お
き
ま
す
。
正
月
に
は
床

の
間
に
飾
っ
て
、
お
膳
に
一
人
前
の
正
月
料
理
を
盛
り
供
え

る
家
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
巻
物
は
や
た
ら
に
見
る
も
の
で

は
な
い
と
か
、
他
人
に
見
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
い
ま
す
。

狩
人
の
巻
物
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
犯
す
と
目
が
潰
れ
る
な
ど

と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
伝
承
は
、
巻
物
の
民

俗
が
今
日
に
生
き
て
い
る
証
と
い
え
ま
す
。

　

職
人
巻
物
は
各
地
に
存
在
し
ま
す
が
、
奥
会
津
地
方
の
よ

う
に
多
く
の
職
種
と
職
人
た
ち
が
所
持
し
、
そ
の
民
俗
が
今

日
ま
で
生
き
て
い
る
こ
と
は
大
変
ま
れ
な
こ
と
で
す
。
東
北

地
方
に
も
屋
根
葺
巻
物
が
、
点
々
と
存
在
し
ま
す
が
、
奥
会

津
地
方
の
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
の
職
人
が
持
つ
こ
と
は
な
く
、

数
も
極
め
て
少
な
い
状
況
で
す
。
ま
し
て
こ
れ
ら
が
、
使
用

さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
過
去
の
民
俗
と
い
え
ま
す
。

　

奥
会
津
地
方
で
は
、
師
匠
が
早
死
に
し
巻
物
が
伝
授
さ
れ

な
か
っ
た
弟
子
が
、
近
年
兄
弟
子
か
ら
巻
物
を
伝
授
し
て
所

持
す
る
と
い
う
民
俗
が
、
一
〇
年
ほ
ど
前
も
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
れ
は
巻
物
が
一
人
前
の
職
人
の
証
で
あ
る
た
め
、

そ
の
職
業
が
今
日
ほ
と
ん
ど
需
要
が
な
く
て
も
巻
物
だ
け
は

所
持
し
た
い
と
い
う
職
人
気
質
で
あ
り
、
そ
こ
に
職
人
巻
物

の
民
俗
が
生
き
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、
只
見
町
の
大

工
た
ち
は
上
棟
式
に
現
在
で
も
巻
物
を
ひ
ろ
げ
、
祝
詞
を
あ

げ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
新
し
く
巻
物
を
作
る
こ
と
が
近

年
ま
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、
師
匠
の
巻
物
を
カ

ラ
ー
コ
ピ
ー
し
て
所
持
し
て
い
る
も
の
を
見
ま
し
た
。

　

巻
物
の
最
後
に
は
、
伝
授
の
期
日
と
師
匠
と
弟
子
の
名
前

が
記
述
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
技
術
の
系
譜
を
た
ど
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
屋
根
葺
巻
物
な
ど
は
、
そ
の
一
例
で
す
。

こ
の
よ
う
な
職
人
巻
物
は
会
津
地
方
に
広
く
存
在
し
た
も
の

の
、
そ
の
民
俗
が
生
き
て
い
る
の
は
奥
会
津
地
方
の
み
と
な

り
ま
し
た
。
今
回
の
特
選
資
料
展
「
奥
会
津
の
職
人
巻
物
」

は
、
会
津
の
民
俗
的
世
界
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

（
民
俗
担
当　

佐
々
木
長
生
）

木炭バス（復元模型）

発
車
ま
で
に
し
ば
ら
く
木
炭
を
燃
や
し
ガ
ス
を
た
め
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
長
距
離
の
場
合
途
中
で
木
炭
を
く
べ
な
が
ら
走
っ

た
そ
う
で
す
。
博
物
館
の
木
炭
バ
ス
は
川
俣
〜
浪
江
間
を
走
っ

て
い
た
バ
ス
を
、
設
計
図
等
は
空
襲
等
で
消
失
し
た
た
め
、

残
っ
て
い
た
写
真
や
関
係
者
の
証
言
を
も
と
に
復
元
し
た
も

の
で
す
。
乗
客
の
服
装
も
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
当
時

を
再
現
し
た
も
の
で
、
青
年
の
着
て
い
る
国
民
服
は
桑
の
繊

維
を
織
っ
て
作
っ
て
い
ま
す
。

Ｑ
：
主
食
で
あ
る
米
の
配
給
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
？

Ａ
：
太
平
洋
戦
争
開
戦
時
の
米
の
配
給
量
は
、
普
通
成
人
一

人
あ
た
り
一
日
二
．
三
合
で
し
た
。
そ
の
配
給
の
米
も
終
戦

が
近
づ
く
に
つ
れ
て
よ
り
玄
米
に
近
い
も
の
に
な
り
、
さ
ら

に
配
給
の
遅
れ
や
、
芋
や
大
豆
な
ど
の
代
替
え
食
料
の
配
給

が
多
く
な
る
な
ど
、
国
民
の
食
料
事
情
は
逼
迫
し
て
い
き
ま

し
た
。

衣料の種類 点数

背広・モーニング・燕尾服三揃え 50

あわせ・長じゅばん・綿入・丹前 48

国民服・学生服の上下 32

婦人ワンピース 25

労働作業着・防空服・敷ふとん 24

毛布 18

男女学童服上下 17

海水着・ワイシャツ・開襟シャツ 12

モンペ 10

パンツ 4

手ぬぐい 3

くつした・くつしたカバー 2

ぬい糸（10匁まで） 1

衣料切符点数表

小笠原流礼法、祝儀に関する巻物と祝飾り（島台、富貴台、掛軸等）

伯楽（馬医）の巻物「秘鍼之巻」



夏
の
企
画
展

樹き

と
竹

―
列
島
の
文
化
、
北
か
ら
南
か
ら
―

　

東
ア
ジ
ア
に
位
置
す
る
わ
が
国
の
文
化
を
、
北
と
南
か

ら
の
視
点
で
見
て
み
よ
う
と
企
画
し
ま
し
た
。
ブ
ナ
林
を

は
じ
め
と
す
る
落
葉
広
葉
樹
の
植
生
を
主
と
し
た
「
北
の

文
化
」、
竹
林
や
照
葉
樹
な
ど
の
植
生
を
主
と
し
た
「
南

の
文
化
」、
人
々
は
こ
れ
ら
に
ど
う
関
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
文
化
を
育
ん
で
き
た
か
を
考
え
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら

の
文
化
は
、
わ
が
国
の
中
央
部
に
位
置
す
る
文
化
と
ど
う

関
わ
る
の
か
も
問
い
ま
す
。

　

北
の
文
化
は
ア
ム
ー
ル
川
流
域
か
ら
樺
太
・
北
海
道
、

東
北
地
方
、
南
の
文
化
は
東
シ
ナ
海
か
ら
台
湾
・
沖
縄
、

南
九
州
地
方
と
い
う
、「
東
ア
ジ
ア
内
海
世
界
」
と
い
う

グ
ロ
ー
バ
ル
な
範
囲
を
設
定
し
、
展
示
を
構
成
し
ま
す
。

北
の
樹
皮
・
刳く

り

物も
の

な
ど
の

生
活
用
具
と
、
南
の
竹
製

の
生
活
用
具
を
中
心
に
植

生
か
ら
の
文
化
の
相
違
と

系
譜
な
ど
を
考
え
ま
す
。

　

今
回
の
企
画
展
は
、
鹿

児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン

タ
ー
黎
明
館
と
の
共
同
企

画
で
開
催
す
る
も
の
で
す
。

両
地
域
の
文
化
を
体
感
し

て
下
さ
い
。

（
民
俗
担
当　

佐
々
木
長
生
）

■
夏
の
企
画
展
は
、
平
成
一
九
年
七
月
二
一
日
（
土
）
〜
九
月
一
七
日
（
月
）
ま
で 東北地方の箕

み

・皮箕
（福島県南会津郡只見町 材質：サワグルミ）

研
究
ノ
ー
ト

倭
國
大
亂

木
本
元
治　

考
古
担
当

　

日
本
が
世
界
史
上
に
最
初
に
登
場
す
る
の
は
「
漢
書
」『
地

理
誌
』
で
、
そ
の
後
の
「
三
国
志
」『
魏
志
』
倭
人
伝
に
は
邪

馬
台
国
と
卑
弥
呼
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は

卑
弥
呼
が
女
王
と
な
る
前
に
は
倭
の
国
々
が
共
に
戦
い
混
乱

し
て
い
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
『
後
漢
書
』
倭
伝
で

は
「
桓
靈

倭
國
大
亂
相
攻
伐
、
暦
年
無
主
。」
と
記
し
て
い

ま
す
。
後
漢
の
桓
帝
・
霊
帝
の
時
期
は
紀
元
二
世
紀
で
あ
り
、

考
古
学
上
の
区
分
で
は
弥
生
時
代
後
期
に
相
当
し
ま
す
。
こ

の
戦
乱
の
時
期
、
福
島
県
の
あ
る
東
北
南
部
は
ど
う
な
っ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

東
北
地
方
で
は
天
王
山
式
土
器
の
成
立
を
も
っ
て
弥
生
時

代
後
期
と
し
ま
す
。
こ
の
土
器
は
縄
文
を
多
用
し
一
見
古
い

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
ま
す
が
、
白
河
市
天
王
山
遺
跡
で

は
関
東
の
弥
生
時
代
後
期
の
土
器
が
伴
い
、
住
居
跡
で
土
器

か
ら
こ
ぼ
れ
た
多
量
の
米
が
出
土
し
て
お
り
、
稲
作
農
耕
を

基
盤
と
し
た
社
会
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
最
近

は
新
潟
県
で
多
く
の
ガ
ラ
ス
玉
を
副
葬
し
た
土
坑
墓
（
楕
円

形
の
穴
に
遺
体
を
埋
葬
し
た
墓
）
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
ガ

ラ
ス
玉
は
東
日
本
の
弥
生
時
代
で
は
珍
し
い
貴
重
品
で
す
の

で
、
弥
生
文
化
の
発
展
に
伴
い
遠
隔
地
か
ら
入
手
し
た
貴
重

品
を
墓
に
副
葬
で
き
る
有
力
層
が
出
現
し
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
一
部
の
土
坑
墓
に
玉
を
副
葬
す

る
あ
り
方
は
弥
生
時
代
中
期
の
村
落
共
同
墓
地
に
も
見
ら
れ
、

こ
れ
ら
の
被
葬
者
は
ま
だ
村
の
第
一
人
者
的
有
力
者
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
そ
の
次
の
時
期
に
は
大
き
く
様
相
が
変
わ
り
ま
す
。

河
沼
郡
湯
川
村
の
桜
町
遺
跡
で
は
こ
の
時
期
の
方
形
周
溝
墓

と
呼
ば
れ
る
墓
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
十
㍍
程

の
範
囲
を
四
角
に
溝
で
囲
っ
た
お
墓
で
、
そ
こ
に
は
盛
土
の

墳
丘
が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
墓
を
囲
む
溝
は
そ
の
墓
を
他

か
ら
切
り
離
す
も
で
、
区
画
さ
れ
た
特
別
な
墓
を
造
れ
る
階

層
が
成
立
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

天
王
山
式
段
階
で
は
他
地
域
の
土
器
は
一
部
関
東
系
の
も

の
が
伴
う
程
度
で
、
殆
ど
が
在
地
の
土
器
で
し
た
。
し
か
し

桜
町
遺
跡
の
方
形
周
溝
墓
の
土
器
は
天
王
山
式
直
後
の
も
の

が
主
体
で
す
が
、
関
東
系
の
他
に
そ
れ
ま
で
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
北
陸
系
の
土
器
も
伴
い
ま
す
。
こ
れ
以
降
の
土
器
で

は
北
陸
系
の
要
素
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
古
墳
時
代
へ
と
続

い
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
資
料
は
会
津
地
域
を
中
心
に
、

ほ
ぼ
県
内
全
域
で
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
こ
の
時
期
、
新
潟
県
な
ど
で
は
小
高
い
丘
陵
の
縁
に

溝
を
廻
ら
し
た
高
地
性
集
落
が
出
現
し
ま
す
。
こ
の
溝
は
外

敵
を
防
ぐ
も
の
で
、
こ
の
時
期
戦
乱
が
頻
発
し
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
戦
乱
の
な
か
ら
方
形
周
溝

墓
に
葬
ら
れ
る
よ
う
な
階
層
が
出
現
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
現
象
が
倭
國
大
乱
の
時
期
に
見
ら
れ
る

の
で
、
統
一
国
家
成
立
前
夜
の
戦
乱
が
東
北
南
部
ま
で
及
ん

で
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
三
月
か
ら
当
館
が
開
催
す

る
「
ま
ほ
ろ
ん
巡
回
展
―
新
編
陸
奥
国
風
土
記
巻
之
五　

会

津
郡
・
耶
麻
郡
そ
の
一
―
」
で
そ
の
資
料
を
展
示
し
ま
す
の

で
ぜ
ひ
ご
覧
下
さ
い
。

ト
ピ
ッ
ク
ス

　

四
月
か
ら
、
第
三
土
曜
日
は
博
物
館
の
た
め
に
空
け

て
お
い
て
下
さ
い
。

　

公
演
や
映
画
会
、
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
、

館
長
の
土
曜
講
座
な
ど
、
見
て
楽
し
い
、
聞
い
て
面
白

い
催
し
物
を
毎
月
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

新
設
さ
れ
る
館
長
土
曜
講
座
の
今
年
度
の
テ
ー
マ
は

「
東
北
学
」。
こ
れ
ま
で
に
引
き
続
き
行
う
木
曜
の
広

場
と
も
あ
わ
せ
て
ご
聴
講
下
さ
い
。

　

そ
の
他
、
会
津
能
楽
会
に
よ
る
「
桜
能
」、
福
島
市
在

住
の
詩
人
・
和
合
亮
一
さ
ん
が
常
設
展
の
展
示
資
料
を

詩
に
読
む
「
詩
人
が
歩
く
、
む
か
し
と
歩
く
＠
県
博
」、

博
物
館
友
の
会
会
員
の
み
な
さ
ん
の
技
を
披
露
す
る

「
友
の
会
文
化
祭
」、
ピ
ア
ノ
の
前
身
・
チ
ェ
ン
バ
ロ

を
演
奏
す
る
「
ク
リ
ス
マ
ス
コ
ン
サ
ー
ト
〜
チ
ェ
ン
バ

ロ
の
調
べ
」
な
ど
な
ど
。

　

ど
れ
も
お
見
逃
し
無
く
。

　

第
三
土
曜
日
は
博
物
館
へ
！！

（
学
習
広
報
班　

小
林
め
ぐ
み
）

第
三
土
曜
日
は
博
物
館
へ
！

桜町遺跡５号周溝墓出土土器

在地の土器

北陸系の土器

平成19年度の第３土曜イベント

4月21日 〈四季のイベント〉桜能 会津能楽会
5月19日 〈館長土曜講座〉東北学１ 館長 赤坂憲雄
6月16日 詩人が歩く、むかしと歩く＠県博 和合亮一さん

7月21日 〈館長土曜講座〉東北学２ 館長 赤坂憲雄
8月18日 〈四季のイベント〉映画上映会
9月15日 〈館長土曜講座〉日本の民具 館長 赤坂憲雄
10月20日 友の会文化祭
11月17日 〈四季のイベント〉語りと調べ 横山幸子さん、他

12月15日 〈四季のイベント〉クリスマスコンサート～チェンバロの調べ 尾形純子さん

1月19日 〈館長土曜講座〉東北学３ 館長 赤坂憲雄
2月16日 ひな人形まつり
3月15日 館長と語る昔話

＊催し物のタイトルは仮称のものを含みます。
＊開演開始時間など詳細は、博物館へお問い合わせ下さい。
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「
第
２
回
ふ
く
し
ま
絵
本
大
賞
原
画
展
」

会
期　

五
月
二
六
日（
土
）〜
六
月
二
四
日（
日
）

「
能
を
と
り
ま
く
美
術
」

会
期　

四
月
一
日（
日
）〜
五
月
六
日（
日
）

「
社
寺
が
伝
え
た
祈
り
の
美
」

会
期　

五
月
八
日（
火
）〜
六
月
一
七
日（
日
）

「
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
）

◎
四
季
イ
ベ
ン
ト

「
桜
能
」

出
演　

会
津
能
楽
会

日
時　

四
月
二
一
日（
土
）午
後
二
時
半
〜
六
時

◎
館
長
土
曜
講
座

「
東
北
学
１
」

講
師　

館
長

赤
坂
憲
雄

日
時　

五
月
一
九
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
詩
人
が
歩
く
、
む
か
し
と
歩
く
＠
県
博
」

出
演　

詩
人

和
合
亮
一
さ
ん

日
時　

六
月
一
六
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
美
術
講
座

「
展
示
室
講
座
１　

能
装
束
の
美
」

講
師　

学
芸
員

川
延
安
直
小
林
め
ぐ
み

日
時　

四
月
一
四
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
展
示
室
講
座
２　

仏
と
神
の
造
形
」

講
師　

学
芸
員

川
延
安
直
小
林
め
ぐ
み

日
時　

六
月
二
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
歴
史
講
座

※「
は
じ
め
て
の
古
文
書
講
座
１
」

講
師　

学
芸
員

阿
部
綾
子

日
時　

五
月
一
二
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

※「
は
じ
め
て
の
古
文
書
講
座
２
」

講
師　

学
芸
員

阿
部
綾
子

日
時　

六
月
九
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
民
俗
講
座

「
記
録
映
像
を
見
る
１

奥
会
津
の
元
山
と
番
匠
」

講
師　

学
芸
員

鈴
木
克
彦

日
時　

五
月
二
〇
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
記
録
映
像
を
見
る
２　

只
見
の
手
仕
事

―

カ
ン
ゼ
ン
ブ
シ
と
フ
カ
グ
ツ
ゲ
ン
ベ
エ
」

講
師　

学
芸
員

榎
陽
介

日
時　

五
月
二
七
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
記
録
映
像
を
見
る
３　

只
見
の
漁
と
鮨
・

わ
ら
人
形
を
作
る
―

柳
津
町
冑
中
地
区
の
百
万
遍
」

講
師　

学
芸
員

榎
陽
介

日
時　

六
月
三
日（
日
）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
①
」

講
師　

学
芸
員

藤
原
妃
敏
森
幸
彦
横
須
賀
倫
達

日
時　

五
月
二
三
日（
水
）午
後
三
時
半
〜
五
時

※「
高
校
生
の
た
め
の
考
古
学
基
礎
講
座
②
」

講
師　

学
芸
員

藤
原
妃
敏
森
幸
彦
横
須
賀
倫
達

日
時　

六
月
一
三
日（
水
）午
後
三
時
半
〜
五
時

※「
高
校
生
の
た
め
の
考
古
学
基
礎
講
座
③
」

講
師　

学
芸
員

藤
原
妃
敏
森
幸
彦
横
須
賀
倫
達

日
時　

六
月
二
七
日（
水
）午
後
三
時
半
〜
五
時

「
昔
語
り
」

講
師　

語
り
部

横
山
幸
子
さ
ん

日
時　

四
月
八
日（
日
）午
前
一
〇
時
半
〜
一
二
時

「
機
織
り
①
」

講
師　

染
織
工
芸
家

山
根
正
平
さ
ん

日
時　

四
月
一
五
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
須
賀
川
の
絵
の
ぼ
り
製
作
」

講
師　

伝
統
技
術
保
持
者

大
野
青
峰
さ
ん

大
野
弘
子
さ
ん

日
時　

五
月
五
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
昔
語
り
」

講
師　

語
り
部

山
田
登
志
美
さ
ん

日
時　

五
月
六
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
機
織
り
②
」

講
師　

染
織
工
芸
家

山
根
正
平
さ
ん

日
時　

六
月
一
七
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

旅
人
た
ち
の
見
た
福
島

◎
第
一
回「
風
土
の
旅
人
た
ち
」

講
師　

館
長

赤
坂
憲
雄

日
時　

四
月
五
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
第
二
回「
芭
蕉
と『
奥
の
細
道
』」

講
師　

館
長

赤
坂
憲
雄

県
立
図
書
館
総
括
司
書

菅
野
俊
之
さ
ん

日
時　

五
月
一
七
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
第
三
回「
吉
田
松
陰
と『
東
北
紀
行
』」

講
師　

館
長

赤
坂
憲
雄

会
津
若
松
市
史
研
究
会
副
会
長

滝
沢
洋
之
さ
ん

日
時　

六
月
七
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

常
設
展
示
室
「
歴
史
・
美
術
」
テ
ー
マ
展
示

講
演
・
講
座

※
は
要
申
込

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

「
こ
い
の
ぼ
り
を
つ
く
ろ
う
」

日
時　

四
月
二
九
日（
土
）

午
前
九
時
半
〜
午
後
四
時
半

＊
展
示
解
説
員
が
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

＊
時
間
内
随
時
受
付　

所
要
時
間
二
〇
分
程
度

＊
展
示
解
説
員
に
よ
る
常
設
展
の
案
内
で
す
。

＊
毎
週
土
曜
日
、
日
曜
日
の
午
前
一
一
時
と
午
後

二
時
か
ら
三
〇
分
ほ
ど
行
い
ま
す
。

＊
な
お
、
他
の
行
事
と
重
な
る
場
合
は
開
催
い
た

し
ま
せ
ん
。

＊
そ
の
他
、
行
事
等
の
詳
細
に
関
し
ま
し
て
は
、

月
行
事
予
定
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

四
月　

二
日（
月
）・
九
日（
月
）・
一
六
日（
月
）・

二
三
日（
月
）

五
月　

七
日（
月
）・
一
四
日（
月
）・
二
一
日（
月
）・

二
八
日（
月
）

六
月　

四
日（
月
）・
一
一
日（
月
）・
一
八
日（
月
）・

二
五
日（
月
）・
二
六
日（
火
）

第
３
土
曜
イ
ベ
ン
ト

や
さ
し
い
展
示
解
説
会

四
〜
六
月
の
休
館
日


