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奥
会
津
の
職
人
巻
物

　

ま
ず
、
最
初
に
只
見
町
を
中
心
と
し
た
奥
会
津
地
方
の
自
然
と
生
業
に
つ
い
て
写

真
パ
ネ
ル
等
で
解
説
し
ま
す
。
奥
会
津
の
豪
雪
・
ブ
ナ
林
。
只
見
川
等
の
川
と
人
々

の
生
活
に
つ
い
て
も
解
説
し
ま
す
。

　

檜
枝
岐
村
・
只
見
町
な
ど
で
は
、
山
で
働
く
人
を
ヤ
モ
ウ
ド
（
山
人
）
と
呼
ん
で

い
ま
す
。
ま
た
、
木
材
を
伐
採
す
る
人
を
モ
ト
ヤ
マ
（
元
山
）
と
呼
び
、
屋
材
の
伐

採
・
加
工
を
営
み
と
す
る
人
が
、
村
に
数
人
い
ま
し
た
。
モ
ト
ヤ
マ
も
そ
の
職
祖
や

祭
祀
に
関
す
る
巻
物
を
所
持
し
、
伐
採
後
の
祭
り
に
は
巻
物
を
ひ
ろ
げ
祈
祷
し
、
山

の
神
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
木
の
再
生
を
祈
祷
し
ま
し
た
。

　

只
見
地
方
に
は
、
山
の
神
を
祀
る
家
柄
に
ヤ
マ
サ
キ
（
山
先
）
と
呼
ば
れ
る
人
々

が
お
り
ま
す
。
ヤ
マ
サ
キ
は
山
の
神
の
由
来
や
狩
猟
神
の
由
緒
を
書
い
た
巻
物
を
所

持
し
、
シ
シ
ヤ
マ
と
呼
ば
れ
る
共
同
狩
猟
に
お
い
て
、
頭
領
を
勤
め
て
い
ま
し
た
。

　

奥
会
津
地
方
に
は
、
そ
の
他
、
番
匠
（
大
工
）
や
船
大
工
・
石
工
・
杜
氏
・
庭
師

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の
巻
物
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
祝
言
や
葬
式
を
は
じ
め
、
礼
儀
作
法
を
記
し
た
小
笠
原
流
の
巻
物
や
冊
子
、

商
人
の
由
緒
を
記
述
し
た
「
連
釈
大
事
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
な
ど
、
技
術
の
み
な
ら

ず
礼
儀
作
法
や
商
人
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
に
わ
た
る
も
の
が
あ
り
、
中
世
（
鎌

倉
・
室
町
時
代
）
の
こ
ろ
の
職
人
の
世
界
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
民
俗
が
垣
間
見
ら
れ

ま
す
。

　

こ
の
特
選
資
料
展
「
奥
会
津
の
職
人
巻
物
」
は
、
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研

究
所
の
職
人
巻
物
の
調
査
に
関
連
し
、
開
催
す
る
も
の
で
す
。

　

奥
会
津
の
職
人
巻
物
の
世
界
か
ら
奥
会
津
の
職
人
気
質
に
ふ
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
（
民
俗
担
当　

佐
々
木
長
生
）

■
冬
の
特
選
資
料
展
《
奥
会
津
の
職
人
巻
物
》
は
、
平
成
一
九
年
一
月
二
〇
日
（
土
）
か
ら
二
月
二
五
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

○
民
俗
講
座

「
会
津
の
職
人
巻
物
の
民
俗
的
世
界
」

講
師　

当
館
学
芸
員　

佐
々
木
長
生

日
時　

一
月
二
八
日（
日
）午
後
一
時
半
〜

会
場　

視
聴
覚
室

冬
の
特
選
資
料
展

会
期　
1
月
20
日（
土
）〜
2
月
25
日（
日
）

　

奥
会
津
と
呼
ば
れ
る
地
域
は
、
福
島
県
南
会
津
郡
と
大
沼
郡
の
一
部
の
山
間
地
方

に
位
置
し
、
近
世
に
は
「
南
山
御
蔵
入
領
」
と
呼
ば
れ
る
天
領
の
地
で
し
た
。
こ
の

地
方
は
、
尾
瀬
を
源
と
す
る
只
見
川
が
流
れ
、
ブ
ナ
林
な
ど
落
葉
広
葉
樹
に
お
お
わ

れ
、「
丈
余
り
の
雪
」
と
呼
ば
れ
る
三
メ
ー
ト
ル
以
上
に
及
ぶ
豪
雪
地
帯
で
す
。

　

そ
の
一
地
域
の
只
見
町
は
、
南
会
津
郡
西
部
地
域
に
位
置
し
、
七
四
七
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
と
い
う
広
大
な
面
積
を
有
し
、
そ
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
余
り
が
ブ
ナ
林
な

ど
の
森
林
が
占
め
て
い
ま
す
。
只
見
町
は
、
一
一
月
末
か
ら
四
月
初
旬
ま
で
は
雪
に

お
お
わ
れ
、
屋
外
で
の
仕
事
に
も
大
き
な
支
障
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
地
方
の
人
た
ち

は
、
冬
期
間
に
栃
木
、
茨
城
、
埼
玉
、
山
梨
な
ど
の
北
関
東
地
方
へ
屋
根
葺
の
出
稼

ぎ
に
出
ま
し
た
。
こ
れ
を
関
東
稼
ぎ
な
ど
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

只
見
町
周
辺
の
屋
根
葺
職
人
た
ち
は
、
一
人
前
に
な
る
と
、
師
匠
よ
り
巻
物
を
伝

授
さ
れ
、
こ
れ
を
大
切
に
所
持
し
、
弟
子
の
育
成
を
し
な
が
ら
、
こ
の
地
方
の
屋
根

葺
の
技
術
を
伝
え
て
き
ま
し
た
。

　

只
見
地
方
を
は
じ
め
と
す
る
奥
会
津
地
方
に
は
、
こ
の
よ
う
な
職
人
た
ち
が
所
持

す
る
巻
物
が
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の
な
か
に
み
ら
れ
、
今
で
も
そ
の
巻
物
の
民
俗
が
こ

の
地
方
の
職
人
た
ち
の
生
活
に
生
き
続
け
て
い
ま
す
。
こ
の
特
選
資
料
展
で
は
、
只

見
町
を
中
心
と
し
た
奥
会
津
地
方
の
職
人
巻
物
を
通
じ
て
、
職
人
た
ち
の
生
活
と
民

俗
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　

主
な
展
示
資
料
を
中
心
に
、
そ
の
内
容
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

（上）番匠（大工）の巻物　只見町
上棟式に棟梁が巻物をひろげ祝
詞をあげる

（下）屋根葺の巻物　只見町
グシ祭りに、棟梁が巻物をひろ
げ、祝詞をあげる

（表紙）伯楽（馬の医）の巻物 只見町（個人蔵）

元山（伐採）の巻物　只見町
巻物をひろげ祝詞をあげ、山の神に感謝する



回
答
者

美
術
担
当

小
林
め
ぐ
み

Ｑ
：
自
宅
の
蔵
か
ら
、
塗
り
の
お
椀
が
た
く
さ
ん
み
つ
か
り

ま
し
た
。
松
と
箒
の
模
様
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
何

か
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
：
松
と
箒

ほ
う
き

の
組
み
合
わ
せ
に
は
重
要
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。

松
は
あ
る
人
物
の
本
性
。
箒
は
そ
の
人
物
の
持
ち
物
。
松
と

箒
は
、
箒
で
松
の
周
囲
を
掃
き
清
め
る
松
の
精
・「
高た

か

砂さ
ご

」
の

翁
と
姥
の
暗
示
で
す
。

　

婚
礼
で
「
高
砂
や
、
こ
の
浦
船
に
帆
を
あ
げ
て
…
」
と
そ

の
一
節
が
謡
わ
れ
る
こ
と
で
有
名
な
能
の
演
目
「
高
砂
」
は
、

「
相

あ
い
お
い
の
ま
つ

生
松
」
と
も
呼
ば
れ
る
祝
賀
性
の
高
い
物
語
で
す
。
簡

単
に
あ
ら
す
じ
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

九
州
阿
蘇
の
神
主
が
、
京
都
へ
都
見
物
に
訪
れ
る
途
上
、

和
歌
に
詠
ま
れ
た
名
所
・
播
州
の
高
砂
（
現
在
の
兵
庫
県
）

に
立
ち
寄
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
老
夫
婦
が
お
り
、
翁
は
熊
手

を
、
姥
は
箒
を
手
に
松
の
落
葉
を
掃
き
集
め
て
い
ま
す
。
翁

は
そ
の
松
こ
そ
が
名
高
い
高
砂
の
松
だ
と
神
主
に
教
え
、
高

砂
の
松
と
住
吉
（
現
在
の
大
阪
府
）
の
松
は
相
生
の
松
、
共

に
生
き
る
夫
婦
の
松
だ
と
告
げ
ま
す
。
翁
は
松
の
長
寿
と
長

年
連
れ
そ
う
夫
婦
の
絆
を
寿

こ
と
ほ
ぎ
、
松
の
栄
え
は
天
下
泰
平
の

表
れ
で
あ
る
と
帝
の
治
世
を
讃た

た

え
ま
し
た
。
実
は
、
翁
は
住

吉
の
松
の
精
、
姥
は
高
砂
の
松
の
精
で
、
二
人
こ
そ
が
遠
く

離
れ
て
も
長
年
連
れ
添
っ
た
相
生
の
松
そ
の
も
の
だ
っ
た
の

で
し
た
。

　

お
持
ち
の
お
椀
に
は
、
翁
と
姥
の
姿
は
描
か
れ
て
い
な
い

よ
う
で
す
が
、
松
と
箒
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
「
高
砂
」
に
取
材
し
た
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
画
題
の
主
役
の
人
物
を
描
か
ず
に
、
持
ち
物

や
背
景
な
ど
で
暗
示
す
る
手
法
を
〝
留
守
模
様
〞
と
言
い
、

工
芸
品
の
デ
ザ
イ
ン
に
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
器
物
や
背
景
だ

け
で
場
面
を
表
現
す
る
こ
と
は
、
見
る
人
に
文
学
的
な
謎
か

け
を
す
る
よ
う
な
遊
び
心
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

当
館
に
も
、「
高
砂
」
を
留
守
模
様
と
し
た
工
芸
品
が
い
く

つ
か
あ
り
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
は
幕
末
の
会
津
藩
主
・
松
平

容か
た

保も
り

が
使
っ
て
い
た
煙
草
盆
で
す
。
裏
を
見
る
と
、
そ
こ
に

は
松
の
大
樹
が
伸
び
、
根
元
に
は
箒
と
熊
手
が
倒
れ
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
も
箒
と
熊
手
の
持
ち
主
の
姿
は
見
え
ま
せ
ん
が
、

松
と
箒
と
熊
手
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
、「
高
砂
」
を
モ
チ
ー
フ

と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

で
は
表
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
中
央
に
橋
が
あ
り
そ
の
周

囲
に
牡
丹
が
咲
き
乱
れ
て
い
る
だ
け
で
、
表
も
主
役
は
留
守

の
よ
う
で
す
。
こ
ち
ら
の
主
役
は
獅
子
。
橋
と
牡
丹
の
組
み

合
わ
せ
は
、
や
は
り
能
の
演
目
で
あ
る
「
石

し
ゃ
っ
き
ょ
う
橋
」
の
暗
示
で

す
。
文
殊
菩
薩
が
住
む
清
涼
山
に
か
か
る
橋
に
、
文
殊
菩
薩

の
霊
獣
・
獅
子
が
現
れ
、
山
一
面
に
咲
く
牡
丹
に
戯
れ
な
が

ら
舞
う
と
い
う
「
石
橋
」
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
ま
す
。

主
役
の
不
在

―
留
守
模
様

秋
の
企
画
展

「
徳
川
将
軍
家
と
会
津
松
平
家

―

葵
の
絆―

」

関
連
事
業

◎
記
念
講
演
会

平
成
一
八
年
一
〇
月
一
日
（
日
）

「
天
下
泰
平
の
終
焉　

悲
劇
の
会
津
松
平
家
と
德
川
家
」

講
師　
（
財
）德
川
記
念
財
団
理
事
長

德
川
恒
孝
さ
ん

　

二
六
〇
年
続
く
泰
平
の
世
の
中
で
、
た
と
え
ば
日
本
橋
の

に
ぎ
わ
い
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
大
都
市
江
戸
の
繁
栄
が
あ

り
、
リ
サ
イ
ク
ル
を
徹
底
さ
せ
た
洗
練
さ
れ
た
経
済
生
活
、

世
界
に
誇
る
識
字
率
の
高
さ
や
武
士
の
道
徳
な
ど
が
育
っ
て

ゆ
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
平
和
の
し
く
み
が
築
か
れ
る
う
え

で
、
会
津
松
平
家
初
代
の
保
科
正
之
が
大
き
な
役
割
を
果
た

し
ま
し
た
。
幕
政
の
中
心
に
あ
っ
て
、
明
暦
の
大
火
後
の
江

戸
城
天
守
閣
の
再
建
を
や
め
て
町
づ
く
り
を
進
め
た
こ
と
や
、

江
戸
の
町
を
潤
す
玉
川
上
水
開
削
の
事
業
に
取
り
組
ん
だ
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
会
津
松
平
家
は
、
そ
の
後
も
江
戸
幕

府
・
徳
川
将
軍
家
を
支
え
続
け
、
激
動
の
幕
末
に
あ
っ
て
も
、

そ
れ
は
変
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
く
に
幕
末
に
は
困
難
な

政
局
に
立
ち
向
か
っ
た
将
軍
や
藩
主
が
、
い
ま
だ
若
か
っ
た

こ
と
に
は
心
を
打
た
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

■
企
画
展
オ
ー
プ
ン
の
翌
日
に
開
催
さ
れ
た
講
演
会
に
は
、

多
く
の
方
々
が
集
ま
り
、
会
場
は
満
席
に
な
り
ま
し
た
。
講

演
の
途
中
で
は
、
ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
の
例
え
話
が
随
所
に

飛
び
出
し
、
一
時
間
半
の
時
間
は
、
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ

て
ゆ
き
ま
し
た
。

◎
記
念
講
演
会

平
成
一
八
年
一
〇
月
八
日
（
日
）

「
戊
辰
戦
争
前
後
の
会
津
」

講
師　

中
央
大
学
教
授　

松
尾
正
人
さ
ん

　

王
政
復
古
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
後
、
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
に

端
を
発
す
る
戊
辰
戦
争
が
始
ま
り
、
そ
の
渦
中
に
会
津
藩
も

飲
み
込
ま
れ
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
の
間
、
幕
府
や
朝
廷
と
の
関

わ
り
で
、
会
津
藩
主
松
平
容
保
が
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
っ

た
か
は
、
今
回
の
企
画
展
で
展
示
さ
れ
て
い
る
長
文
の
「
会

津
藩
士
嘆
願
書
」
に
連
綿
と
つ
づ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
戦
後

の
若
松
周
辺
の
よ
う
す
を
知
り
う
る
史
料
と
し
て
、
岩
代
国

巡
察
使
と
と
も
に
会
津
を
訪
れ
た
旧
館
林
藩
士
岡
谷
繁
実
の

日
記
は
貴
重
で
す
。
城
下
の
被
害
の
よ
う
す
や
会
津
地
方
の

荒
廃
ぶ
り
は
、
新
政
府
側
の
役
人
を
も
驚
か
せ
る
程
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
岡
谷
は
、
混
乱
し
た
若
松
の
安
定

化
に
尽
力
し
、
さ
ら
に
は
幼
い
松
平
容
大
を
継
嗣
と
し
て
陸

奥
斗
南
の
地
で
会
津
松
平
家
を
再
興
さ
せ
る
動
き
に
も
深
く

関
与
し
て
い
ま
し
た
。

■
松
尾
先
生
の
お
話
は
、
難
解
な
史
料
の
原
文
を
掲
げ
な
が

ら
も
、
そ
れ
を
丁
寧
に
読
み
聞
か
せ
、
わ
か
り
や
す
く
説
明

を
つ
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
開
城
後
の
若
松
の
よ
う
す
を

具
体
的
に
知
る
こ
と
の
で
き
る
新
た
な
材
料
を
提
示
し
て
い

た
だ
い
た
貴
重
な
講
演
で
し
た
。

（
歴
史
担
当　

高
橋
充
）紫檀能尽蒔絵煙草盆（裏）福島県立博物館蔵

紫檀能尽蒔絵煙草盆（表）



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

　

福
島
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
白
河
館
『
ま
ほ
ろ
ん
』
は
福

島
県
教
育
委
員
会
が
発
掘
調
査
を
行
っ
た
遺
跡
の
出
土
品

を
数
多
く
保
管
し
、
毎
年
「
新
編
陸
奥
国
風
土
記
」
と
題

し
て
古
代
の
郡
を
単
位
と
し
た
調
査
成
果
展
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
一
八
年
春
に
は
シ
リ
ー
ズ
五
回
目
で
初
め
て
会

津
地
域
を
取
り
上
げ
た
「
会
津
郡
・
耶
麻
郡
」
編
が
ま
ほ

ろ
ん
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

発
掘
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
遺
跡
の
内
容
や
出
土

品
の
調
査
成
果
は
、
地
域
の
歴
史
を
掘
り
起
こ
す
た
め
に

も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
は
「
出

土
品
の
里
帰
り
」
と
し
て
、
地
元
会
津
の
当
館
で
ま
ほ
ろ

ん
移
動
展
「
新
編
陸
奥
国
風
土
記
」
を
開
催
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　

会
津
に
は
重
要
な
遺
跡
が
多
く
、
一
度
に
紹
介
す
る
こ

と
が
難
し
い
た
め
、
主
に
縄
文
時
代
か
ら
弥
生
時
代
ま
で

の
資
料
を
「
そ
の
一
」
と
し
て
展
示
い
た
し
ま
す
。
さ
ら

に
今
回
は
ま
ほ
ろ
ん
保
管
の
県
教
育
委
員
会
発
掘
資
料
の

ほ
か
、
当
館
の
所
蔵
資

料
、
地
元
市
町
村
に
よ

る
調
査
資
料
の
出
品
も

予
定
し
た
「
拡
大
版
」

を
検
討
し
て
い
ま
す
。

ご
期
待
く
だ
さ
い
。

（
考
古
担
当　

高
橋
満
）

■
ま
ほ
ろ
ん
移
動
展
は
、
平
成
一
九
年
三
月
十
日
（
土
）
か
ら
五
月
一
三
日
（
日
）
ま
で

法正尻遺跡出土縄文土器
福島県教育委員会蔵

研
究
ノ
ー
ト

恵
日
寺
旧
蔵
の
撥
鏤
尺木

田
浩　

歴
史
担
当

　

磐
梯
町
で
復
元
が
進
ん
で
い
る
恵
日
寺
金
堂
は
、
平
安
時

代
初
期
に
奈
良
興
福
寺
や
東
大
寺
で
学
ん
だ
法ほ
っ

相そ
う

宗し
ゅ
う僧
徳と
く

一い
つ

が
創
建
し
た
寺
院
の
中
心
的
な
お
堂
で
す
。
こ
の
お
寺
が
後

の
会
津
の
仏
教
文
化
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
当
時
の
資
料
が
残
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。

　

と
こ
ろ
が
昨
年
九
州
国
立
博
物
館
の
特
別
展
「
美
の
国
日

本
」
で
、
明
治
の
は
じ
め
以
降
消
息
が
つ
か
め
な
か
っ
た
恵

日
寺
の
撥ば
ち

鏤る

尺じ
ゃ
くが
出
品
さ
れ
ま
し
た
。

　

撥
鏤
尺
と
は
「
象
牙
を
染
め
、
表
面
を
浅
く
彫
っ
て
文
様

を
白
く
彫
り
表
す
撥
鏤
技
法
で
装
飾
さ
れ
た
華
麗
な
も
の
さ

し
」
で
、
中
国
唐
の
時
代
に
「
儀
礼
用
に
誂
え
た
も
の
」
だ

と
さ
れ
て
い
ま
す
（
奈
良
国
立
博
物
館
『
第
五
十
八
回
正
倉

院
展
目
録
』
二
〇
〇
六
年
）。
そ
し
て
そ
れ
が
聖
武
天
皇
（
七

〇
一
〜
七
五
六
）
の
遺
品
な
ど
を
納
め
た
正
倉
院
に
伝
わ
っ

て
い
る
の
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
恵
日
寺
の
撥
鏤
尺
が
、
正
倉
院
に
納
め
ら
れ

る
資
料
と
同
時
代
、
同
種
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
奈
良

時
代
中
期
か
ら
平
安
時
代
初
期
、
創
建
当
初
の
徳
一
や
恵
日

寺
の
立
場
な
ど
を
考
え
る
上
で
大
変
参
考
に
な
り
ま
す
。
そ

こ
で
今
回
は
「
第
五
十
八
回
正
倉
院
展
」
に
出
品
さ
れ
た
撥

鏤
尺
を
観
察
し
て
気
付
い
た
点
を
報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

第
一
に
保
存
状
態
の
良
さ
で
す
。
展
示
ケ
ー
ス
越
し
で
す

が
ほ
と
ん
ど
傷
ら
し
き
も
の
が
見
当
た
ら
ず
、
彩
色
が
ス
ポ
ッ

ト
ラ
イ
ト
の
光
を
受
け
輝
い
て
い
ま
し
た
。
一
〇
区
画
に
分

け
ら
れ
た
オ
モ
テ
面
に
は
唐
花
を
ひ
と
つ
お
き
に
、
そ
の
間

に
鳳
凰
・
サ
ン
ジ
ャ
ク
・
花
角
鹿
・
鳥
・
鴨
が
彫
り
出
さ
れ

て
い
ま
す
。
ウ
ラ
面
は
区
切
ら
れ
る
こ
と
な
く
九
つ
の
モ
チ
ー

フ
（
サ
ン
ジ
ャ
ク
、
草
花
、
ヤ
ツ
ガ
シ
ラ
、
草
花
、
蓮
華
に

立
つ
鴨
、
草
花
、
花
角
鹿
、
草
花
、
オ
シ
ド
リ
）
が
バ
ラ
ン

ス
良
く
配
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
側
面
に
は
ほ
ぼ
均
等
に
小

花
文
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
表
面
が
や
や
光
沢
を
失
い
、

上
下
端
の
角
の
部
分
に
象
牙
の
地
が
露
出
し
て
い
る
箇
所
や
、

側
面
に
染
料
の
固
ま
り
が
黒
ず
ん
で
見
ら
れ
る
部
分
も
あ
り

ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
使
用
時
の
破
損
や
汚
れ
と
は
考
え
ら

れ
ず
、
反
対
に
あ
ま
り
使
用
さ
れ
ず
製
作
後
、
手
を
加
え
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

第
二
に
撥
鏤
技
法
の
効
果
が
大
い
に
い
か
さ
れ
て
い
る
点

で
す
。
紅
色
か
ら
ア
イ
ボ
リ
ー
（
地
の
色
）
へ
変
化
す
る
中

間
の
色
や
削
り
残
し
が
、
柔
ら
か
く
ふ
く
ら
む
花
弁
、
丸
み

を
持
っ
た
動
物
の
腹
部
な
ど
の
立
体
感
を
伝
え
る
こ
と
に
成

功
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
小
鳥
の
羽
、
蝶
、
草
花
の
茎
や
葉

な
ど
細
部
の
彫
り
に
破
綻
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
ま

せ
ん
。
一
方
、
花
弁
の
一
枚
一
枚
や
二
羽
の
鳥
の
構
成
な
ど

に
均
整
が
保
た
れ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
の
バ
ラ
ン
ス
に
優

れ
、
定
規
と
し
て
の
性
格
を
損
な
わ
な
い
効
果
を
も
た
ら
し

て
い
ま
す
。

　

以
上
の
点
か
ら
私
は
今
回
出
品
さ
れ
た
正
倉
院
所
蔵
の
紅

牙
撥
鏤
尺
は
日
本
の
風
土
に
は
実
用
・
儀
式
用
と
も
に
定
着

せ
ず
宝
物
と
し
て
伝
来
し
て
き
た
も
の
と
の
印
象
を
受
け
ま

し
た
。
一
見
し
て
も
の
さ
し
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
資
料
で

す
が
、
使
う
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
道
具
が
、
な
ぜ
恵
日
寺

に
残
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

日
本
で
の
撥
鏤
尺
は
現
在
正
倉
院
以
外
に
も
確
認
さ
れ
る

も
の
と
し
て
三
点
、
未
確
認
資
料
数
点
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
（
由
水
常
雄
『
天
皇
の
も
の
さ
し
』
麗
澤
大
学
出

版
会
、
二
〇
〇
六
年
）。
こ
の
よ
う
に
数
少
な
い
貴
重
な
資

料
が
、
な
ぜ
法
隆
寺
や
東
大
寺
と
い
う
大
寺
院
ば
か
り
か
恵

日
寺
に
も
残
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
報
告
に
よ
れ
ば
恵

日
寺
旧
蔵
資
料
の
寸
法
や
外
形
な
ど
は
今
回
調
査
の
尺
と
異

な
っ
て
い
ま
す
。
尺
度
は
時
代
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の
で
、

こ
れ
ら
の
も
の
さ
し
が
い
つ
の
時
代
の
も
の
な
の
か
と
い
う

視
点
も
含
め
て
比
較
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
多

く
の
点
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
は
創
建
当
初
の
恵
日
寺

を
考
察
す
る
上
で
、
同
寺
旧
蔵
資
料
を
含
め
各
地
に
伝
わ
る

撥
鏤
尺
を
一
点
一
点
調
査
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

ま
す
。

註
⑴

法
量
：
長
29
・
6　

幅
2
・
6　

厚
0
・
7
（
九
州
国
立
博
物

館
『
美
の
国
日
本
』
二
〇
〇
五
年
五
七
頁
参
照
）

註
⑵

法
量
：
長
30
・
2　

幅
2
・
8　

厚
1
・
0
（
奈
良
国
立
博
物

館
前
掲
書
三
〇
〜
三
一
頁
参
照
）

「如蔵尼所持尺」として描かれた恵日寺の撥鏤尺
（『新編会津風土記』巻之五十三より）　会津若松市立会津図書館蔵

ト
ピ
ッ
ク
ス

　

博
物
館
の
あ
ち
こ
ち
に
「
展
示
解
説
員
」
が
い
る
の
を
ご
存

知
で
し
ょ
う
か
。
現
在
女
性
二
〇
名
、
男
性
二
名
が
活
動
し
て

い
ま
す
。
と
か
く
難
し
く
な
り
が
ち
な
専
門
的
な
知
識
を
、
わ

か
り
や
す
く
伝
え
る
。
こ
の
難
し
い
役
目
を
展
示
解
説
員
が
果

た
し
て
い
る
の
で
す
。
ま
さ
し
く
博
物
館
の
〝
顔
〞
と
い
え
ま

す
。
今
回
は
、
そ
の
毎
日
の
仕
事
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

な
か
で
も
一
番
の
仕
事
は
展
示
室
で
の
解
説
で
す
。
交
代
で

展
示
室
に
立
ち
、
資
料
に
つ
い
て
説
明
を
し
た
り
、
質
問
に
答

え
た
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
土
・
日
曜
日
に
は
「
や
さ
展
」

こ
と
、
や
さ
し
い
展
示
解
説
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
常
設
展

示
室
を
三
〇
分
程
で
ご
案
内
す
る
の
で
す
が
、
実
は
マ
ニ
ュ
ア

ル
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
日
の
担
当
者
に
よ
っ
て
異
な
る
二
二

種
類
の
解
説
に
な
り
、
何
度
聞
い
て
も
新
し
い
発
見
が
あ
る
こ

と
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

博
物
館
の
知
ら
れ
ざ
る
人
気
ス
ポ
ッ
ト
、
体
験
学
習
室
も
活

動
の
場
の
一
つ
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
昔
の
お
も
ち
ゃ
や
衣
装
で

遊
ん
だ
り
、
身
に
つ
け
た
り
、
展
示
解
説
員
は
そ
の
お
手
伝
い

を
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
お
も
ち
ゃ
や
季
節
の
行
事
な
ど
を
題
材
に
、
様
々

な
工
作
が
楽
し
め
る
「
お
も
ち
ゃ
を
つ
く
ろ
う
」
や
「
は
く
ぶ

つ
か
ん
で
遊
ぼ
ぉ
！
」
も
実
施
し
て
い
ま
す
。
来
年
も
「
鬼
の

面
を
つ
く
ろ
う
」（
二
月
三
日)

、「
第
三
回
お
も
ち
ゃ
を
つ
く

ろ
う
」（
三
月
十
日
）
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
子
供
時
代
を
思

い
出
し
、
子
供
た
ち
と
一
緒
に
作
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
。

　

み
な
さ
ん
も
博
物
館
に
い
ら
し
た
ら
、
展
示
解
説
員
に
お
気

軽
に
お
声
掛
け
下
さ
い
。
解
説
員
一
同
、
ご
来
館
を
心
よ
り
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

（
展
示
解
説
員　

平
野
久
美
子
）

博
物
館
の
〝
顔
〞
展
示
解
説
員

「やさしい展示解説会」

「はくぶつかんで遊ぼぉ！
七夕かざりをつくろう」

「
や
さ
し
い
展
示
解
説
会
」

毎
週
土
・
日
曜
日　

午
前
一
一
時
、
午
後
二
時
開
始

※
他
の
行
事
と
重
な
る
場
合
は
開
催
し
ま
せ
ん
。

「
は
く
ぶ
つ
か
ん
で
遊
ぼ
ぉ
！　

鬼
の
面
を
つ
く
ろ
う
」

二
月
三
日　

午
前
九
時
三
〇
分
〜
午
後
四
時
三
〇
分

時
間
内
随
時
受
け
付
け
、
参
加
費
無
料
・
予
約
不
要

「
第
三
回
お
も
ち
ゃ
を
つ
く
ろ
う
」

三
月
一
〇
日　

午
後
一
時
三
〇
分
〜
三
時
三
〇
分

参
加
費
無
料
・
要
予
約
（
一
ヶ
月
前
か
ら
）

1

2



季
刊
博
物
館
だ
よ
り
　
第
83号

　
2006年

12月
21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

「
く
ら
し
の
器―

鰊
鉢
か
ら
大
皿
ま
で
」

会
期　

平
成
一
八
年
一
一
月
二
一
日（
火
）

〜
平
成
一
九
年
一
月
二
一
日（
日
）

「
祝
い
の
布―

布
団
・
風
呂
敷
・
刺
子
絆
纏
」

会
期　

二
月
六
日（
火
）〜
三
月
二
五
日（
日
）

◎
民
俗
講
座

「
会
津
の
職
人
巻
物
の
民
俗
的
世
界
」

講
師　

学
芸
員　
佐
々
木
長
生

日
時　

一
月
二
八
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
会
津
の
野
鍛
冶
」

講
師　

学
芸
員　
鈴
木
克
彦

日
時　

二
月
四
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
歴
史
講
座

※「
身
近
な
歴
史
を
発
見
し
よ
う
１
」

講
師　

歴
史
分
野
学
芸
員

日
時　

二
月
一
〇
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時
半

※「
身
近
な
歴
史
を
発
見
し
よ
う
２
」

講
師　

歴
史
分
野
学
芸
員

日
時　

二
月
一
七
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時
半

※「
身
近
な
歴
史
を
発
見
し
よ
う
３
」

講
師　

歴
史
分
野
学
芸
員

日
時　

三
月
三
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時
半

※「
身
近
な
歴
史
を
発
見
し
よ
う
４
」

講
師　

歴
史
分
野
学
芸
員

日
時　

三
月
一
一
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時
半

◎
体
験
講
座

※「
紙
す
き―

は
が
き
を
作
ろ
う―

」

講
師　

伝
統
技
術
保
持
者　
安
斎
安
夫
さ
ん

日
時　

二
月
一
一
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

※「
お
も
ち
ゃ
を
つ
く
ろ
う
」

講
師　

展
示
解
説
員　
幕
田
し
の
ぶ
他

日
時　

三
月
一
〇
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時
半

「
昔
語
り
」

講
師　

語
り
部　
山
田
登
志
美
さ
ん

日
時　

三
月
二
五
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

博
物
館
再
発
見

◎
第
一
〇
回「
大
陸
か
ら
ふ
く
し
ま
へ
」

講
師　

館
長　
赤
坂
憲
雄　

学
芸
員　
横
須
賀
倫
達

日
時　

一
月
一
八
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
第
一
一
回「
縄
文
社
会
」

講
師　

館
長　
赤
坂
憲
雄　

学
芸
員　
高
橋
満

日
時　

二
月
一
五
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
第
一
二
回「
縄
文
時
代
の
信
仰
」

講
師　

館
長　
赤
坂
憲
雄　

学
芸
員　
森
幸
彦

日
時　

三
月
一
五
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
鬼
の
面
を
つ
く
ろ
う
！
」

日
時　

二
月
三
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
。

年
末
年
始　

一
二
月
二
八
日（
木
）〜
一
月
四
日（
木
）

一
月　

九
日（
火
）・
一
五
日（
月
）・
二
二
日（
月
）・

二
九
日（
月
）

二
月　

五
日（
月
）・
一
三
日（
火
）・
一
九
日（
月
）・

二
六
日（
月
）

三
月　

五
日（
月
）・
一
二
日（
月
）・
一
九
日（
月
）・

二
二
日（
木
）・
二
六
日（
月
）

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

や
さ
し
い
展
示
解
説
会

一
〜
三
月
の
休
館
日

実
演

場
所　

体
験
学
習
室

編

集

後

記

　

平
成
一
八
年
度
も
、
あ
と
三
ヶ
月
と
な
り
ま
し
た
。

冬
期
間
の
博
物
館
で
は
、
味
わ
い
深
い
展
示
や
行
事

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
「
奥
会
津
の
職
人
巻
物
」
展
は
、
職
人
た
ち
に
伝

わ
る
巻
物
か
ら
、
そ
の
技
術
の
伝
承
と
信
仰
を
ご
紹

介
し
ま
す
。
テ
ー
マ
展
示
「
く
ら
し
の
器
」
と
「
祝

い
の
布
」
展
で
は
、
身
近
な
や
き
も
の
や
布
に
、
く

ら
し
の
美
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

四
回
連
続
で
行
う
歴
史
講
座
「
身
近
な
歴
史
を
発

見
し
よ
う
」
は
、
周
囲
に
あ
る
歴
史
資
料
を
参
加
者

自
身
が
調
べ
る
講
座
で
す
。
調
査
す
る
こ
と
の
楽
し

さ
を
感
じ
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

館
長
と
学
芸
員
の
対
談
を
行
っ
て
い
る
今
年
度
の

「
木
曜
の
広
場
」。
最
後
の
三
回
は
考
古
分
野
の
学

芸
員
が
続
け
て
登
場
。
常
設
展
の
魅
力
と
課
題
に
迫

り
ま
す
。

　

好
評
を
博
し
て
い
る「
は
く
ぶ
つ
か
ん
で
遊
ぼ
ぉ
！
」。

今
回
は
「
鬼
の
面
づ
く
り
」
で
す
。
博
物
館
で
作
っ

た
鬼
の
面
で
、
豆
ま
き
を
な
さ
っ
て
は
い
が
か
で
し
ょ

う
か
。

　

本
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
「
四
季
の
イ
ベ
ン
ト
」。

音
楽
や
芸
能
の
公
演
な
ど
を
行
い
、
博
物
館
が
皆
さ

ん
の
文
化
的
交
流
の
場
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

ま
す
。
本
年
度
は
、
馬
頭
琴
コ
ン
サ
ー
ト
、
猿
ま
わ

し
公
演
、
日
本
最
古
の
笛
と
世
界
最
古
の
民
族
楽
器

の
演
奏
会
、
博
物
館
ク
リ
ス
マ
ス
コ
ン
サ
ー
ト
と
朗

読
を
行
い
ま
し
た
。

　

来
年
度
は
、
第
三
土
曜
日
に
、
さ
ら
に
充
実
し
た

ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
で
お
お
く
り
す
る
予
定
で
す
。
そ
の

他
、
館
長
の
土
曜
講
座
な
ど
、
来
年
度
は
毎
月
第
三

土
曜
日
に
魅
力
的
な
行
事
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

四
月
か
ら
、
第
三
土
曜
日
は
博
物
館
へ
‼（

小
林
）


