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の
声
を
き
く

　

私
た
ち
は
い
ろ
ん
な
素
材
で
布
を
作
り
、
利
用
し
て
き

ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
麻
や
か
ら
む
し
と
い
っ
た
草
の
繊

維
を
巧
妙
に
取
り
出
し
た
り
、
シ
ナ
の
よ
う
な
樹
木
の
皮

の
薄
い
層
を
剥
ぎ
取
り
も
し
た
の
で
し
た
。
一
方
、
棉
の

実
に
つ
い
て
い
る
ふ
わ
ふ
わ
の
綿
毛
を
集
め
た
り
、
羊
を

は
じ
め
と
す
る
動
物
の
毛
を
刈
り
取
っ
た
り
、
そ
し
て
昆

虫
で
あ
る
蚕
の
繭
を
使
っ
た
り
し
て
き
た
の
で
す
。

　

今
回
の
展
覧
会
で
は
、
ま
ず
、
布
が
で
き
あ
が
る
ま
で

の
「
素
材
」
か
ら
出
発
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
で
き
あ
が
っ

主
な
展
示
資
料

麻
、
か
ら
む
し
の
繊
維
を
取
り
出
す
道
具

綿
繰
り
機

洋
毛
を
刈
る
ハ
サ
ミ
、
紡
毛
機
そ
し
て
手
紡
ぎ
の
毛
糸

国
見
町
鹿
島
神
社
「
穀
屋
針
子
図
」

福
島
市
大
蔵
寺
「
針
子
図
」

会
津
坂
下
町
恵
隆
寺
「
塔
寺
小
学
校
裁
縫
科
生
徒
図
」

南
会
津
の
刺
し
子
袢
纏

只
見
の
ぼ
ろ
刺
し
子

庄
内
刺
し
子

津
軽
こ
ぎ
ん

南
部
菱
刺
し

麻
の
か
す
の
綿
が
入
っ
た
夜
着

裁
縫
雛
形

■
夏
の
企
画
展
《
布
の
声
を
き
く
》
は
、
平
成
一
八
年
七
月
二
二
日
（
土
）
か
ら
九
月
三
日
（
日
）
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
の
場
合
の
料
金
で
す
。

会
期
中
の
関
連
行
事

○
記
念
講
演
会

日
時　

七
月
二
九
日
（
土
）

講
師　

青
森
中
央
学
院
大
学
講
師　

田
中
忠
三
郎
さ
ん

演
題　
「
北
の
衣
の
文
化
」

○
体
験
講
座

「
か
ら
む
し
の
糸
作
り
」

日
時　

八
月
二
一
日
（
月
）
午
前
一
一
時
〜
午
後
三
時

講
師　

昭
和
村
の
織
姫
さ
ん

○
展
示
解
説
会

日
時　

七
月
二
九
日
（
土
）
講
演
会
終
了
後

八
月　

六
日
（
日
）
午
後
一
時
半

八
月
一
四
日
（
月
）
午
後
一
時
半

九
月　

三
日
（
日
）
午
後
一
時
半

布
の
声
が
き
こ
え
る

い
ろ
ん
な
姿
を
し
た
布
の
声
が

麻
、
か
ら
む
し
、
木
綿
、
絹
、
羊
毛
‥
‥　

そ
れ
ぞ
れ
別
な
ふ
る
さ
と
か
ら
来
た
布
た
ち
の
声
が

裁
つ　

縫
う　

繕
う

姿
を
変
え
な
が
ら
も
絶
え
る
こ
と
な
い
声

耳
を
よ
せ
る
と
布
の
語
り
か
け
が
き
こ
え
て
く
る

青森県の裂織り

ら
わ
し
た
も
の
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。
刺
し
子
、
裂
織

り
…
。
そ
し
て
繰
り
返
し
つ
ぎ
を
あ
て
た
布
。
そ
こ
に
は
心

を
奥
底
か
ら
揺
さ
ぶ
る
よ
う
な
「
美
し
さ
」
が
あ
り
ま
す
。

　

展
覧
会
を
と
お
し
て
い
ろ
ん
な
「
表
情
」
を
見
せ
て
く

れ
る
「
布
」
た
ち
を
ぜ
ひ
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

た
布
が
「
縫
う
」
と
い
う
作
業
を
経
て
変
身
す
る
こ
と
に

も
注
目
し
ま
す
。
主
と
し
て
日
常
は
女
性
の
手
で
行
わ
れ

る
「
裁
縫
」
と
い
う
も
の
と
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
世
界
。

裁
縫
の
技
術
を
教
え
る
様
子
を
描
い
た
色
鮮
や
か
な
絵
馬

を
は
じ
め
、
小
さ
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
彩
ら
れ
た
品
々
を
紹

介
し
な
が
ら
、
そ
の
入
り
口
を
ち
ょ
っ
と
だ
け
覗
い
て
み

る
こ
と
に
し
ま
す
。

　

つ
ぎ
は
縫
い
上
げ
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
衣
服
。
こ
こ
で

は
仕
事
着
な
ど
、
素
材
や
形
な
ど
地
域
の
特
徴
を
よ
く
あ

塔寺小学校裁縫科生徒図
（会津坂下町恵隆寺）

裁縫絵馬（国見町観音寺）

裁縫のかご（青森県）

姉の嫁ぎ先のおばあさんは機織上手。
手紡ぎ糸で布を織り、仕事着に仕立てました。

夏
の
企
画
展

会
期　

7
月
22
日（
土
）〜
9
月
3
日（
日
）



　

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
の
始
ま
っ

た
四
月
二
九
日
、
中
国
内
モ
ン
ゴ
ル

自
治
区
出
身
の
バ
ヤ
ラ
ト
さ
ん
、
サ

ロ
ー
ラ
さ
ん
ご
夫
妻
を
お
招
き
し
て
、

馬
頭
琴
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
ま
し

た
。
博
物
館
の
講
堂
は
ほ
ぼ
満
員
と

な
り
、
大
勢
の
方
々
が
馬
頭
琴
の
玄

妙
で
美
し
い
音
色
に
耳
を
傾
け
ま
し

た
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
は
バ
ヤ
ラ
ト
さ
ん
の

独
演
に
始
ま
り
、
サ
ロ
ー
ラ
さ
ん
に

よ
る
『
ス
ー
ホ
の
白
い
馬
』
の
朗
読
、

お
二
人
に
よ
る
馬
頭
琴
の
共
演
と
続

き
ま
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
は
バ
ヤ

◎
記
念
公
演
会

平
成
一
八
年
四
月
二
九
日
（
土
）

「
馬
頭
琴
コ
ン
サ
ー
ト

白
い
馬
」

演
奏
＆
朗
読
・
踊
り

バ
ヤ
ラ
ト
＆
サ
ロ
ー
ラ
さ
ん

し
て
、
会
津
在
住
の
考
古
学
者
で
あ

り
、
汎
世
界
的
な
考
古
学
研
究
が
認

め
ら
れ
、
京
都
大
学
人
文
科
学
奨
励

賞
を
受
賞
さ
れ
た
穴
沢
咊
光
氏
を
お

迎
え
し
て
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

当
日
は
約
一
〇
〇
人
の
熱
心
な
考
古

学
フ
ァ
ン
が
集
ま
り
、
多
岐
に
渡
る

馬
と
人
と
の
奥
深
い
歴
史
に
つ
い
て

聴
講
し
ま
し
た
。

　

内
容
は
ま
ず
生
物
学
的
な
馬
の
話

か
ら
始
ま
り
、
約
三
万
五
千
年
前
に

は
食
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ

と
、
紀
元
前
二
千
年
頃
に
は
車
を
牽

く
た
め
の
利
用
が
始
ま
り
、
馬
車
は

軍
事
的
に
大
活
躍
を
し
た
こ
と
、
紀

元
前
一
千
年
頃
に
は
馬
に
乗
る
騎
馬

の
風
習
が
著
し
く
浸
透
し
て
き
た
こ

と
な
ど
、
幅
広
い
問
題
を
分
か
り
や

す
く
解
説
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
日
本
に
は
縄
文
時
代
・
弥

生
時
代
に
馬
が
い
た
可
能
性
は
低
く
、

馬
は
古
墳
時
代
の
四
世
紀
か
ら
五
世

紀
の
初
め
に
日
本
に
渡
っ
て
き
た
こ

と
を
示
唆
さ
れ
ま
し
た
。

　

講
演
で
は
、
馬
は
、
人
に
飼
わ
れ

て
い
な
け
れ
ば
絶
滅
し
て
い
た
で
あ

ろ
う
動
物
で
あ
り
、
人
は
そ
の
絶
大

な
力
を
利
用
し
て
き
た
こ
と
に
も
触

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
馬
の
力
が
機
械

へ
と
置
き
換
わ
っ
た
現
在
、
馬
も
、

そ
し
て
人
も
、未
来
の
姿
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
か
、
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ

る
講
演
で
も
あ
り
ま
し
た
。

ラ
ト
さ
ん
の
演
奏
に
の
せ
て
、
美
し

く
着
飾
っ
た
サ
ロ
ー
ラ
さ
ん
が
モ
ン

ゴ
ル
の
歓
迎
の
踊
り
を
披
露
し
て
く

れ
ま
し
た
。

　

バ
ヤ
ラ
ト
さ
ん
の
演
奏
の
中
に
は

「
荒
城
の
月
」「
ふ
る
さ
と
」「
お
ぼ

ろ
月
夜
」
な
ど
お
な
じ
み
の
曲
も
含

ま
れ
て
お
り
、
な
ぜ
か
妙
に
懐
か
し

い
馬
頭
琴
の
音
色
は
、
聞
く
人
の
心

の
奥
に
響
い
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
に
渡
っ
て
き
た
馬
の
祖
先
を

た
ど
る
と
、
お
そ
ら
く
モ
ン
ゴ
ル
の

馬
に
た
ど
り
着
く
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
モ
ン
ゴ
ル
で
作
ら
れ
た
馬
頭

琴
の
音
色
は
、
長
い
時
間
を
馬
と
共

に
暮
ら
し
た
人
間
の
遠
い
記
憶
ま
で

呼
び
覚
ま
す
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

◎
記
念
講
演
会

〜
あ
な
た
も
馬
博
士
に
〜

平
成
一
八
年
五
月
一
四
日
（
日
）

「
馬
が
ウ
マ
れ
て
日
本
に
く

る
ま
で
―
ウ
マ
と
ヒ
ト
と
の

か
か
わ
り
の
古
代
史
―
」

講
師　

福
島
県
考
古
学
会
副
会
長

穴
沢
咊
光
氏

　
「
ウ
マ
と
人
と
は
ど
こ
で
出
会
い
、

ど
の
よ
う
に
し
て
共
に
暮
ら
し
、
そ

し
て
日
本
へ
と
渡
っ
て
き
た
の
か
。」

今
回
の
企
画
展
の
大
き
な
テ
ー
マ
で

す
。

　

こ
の
よ
う
な
大
き
な
テ
ー
マ
に
関

馬頭琴を弾くバヤラトさんと熱唱するサローラさん

出番を待つ穴沢咊光氏

回
答
者

考
古
担
当

髙
橋　

満

Ｑ
：
塩
づ
く
り
は
縄
文
時
代
に
始
ま
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
が
、

塩
田
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
：
海
に
囲
ま
れ
た
日
本
列
島
で
は
古
来
よ
り
海
水
を
利
用

し
た
塩
づ
く
り
が
発
達
し
ま
し
た
。
塩
づ
く
り
が
始
ま
っ
た

の
は
縄
文
時
代
の
後
期
後
葉
に
な
り
ま
す
。
当
時
海
で
あ
っ

た
茨
城
県
霞
ヶ
浦
沿
岸
の
遺
跡
で
は
こ
の
頃
の
塩
づ
く
り
の

痕
跡
が
数
多
く
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
縄
文
時
代
に

は
塩
田
は
な
く
、
土
器
に
海
水
を
入
れ
て
煮
詰
め
る
土
器
製

塩
法
に
よ
っ
て
塩
づ
く
り
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
塩
づ
く
り

に
使
う
土
器
を
製
塩
土
器
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

土
器
製
塩
法
は
塩
田
法
に
よ
る
塩
づ
く
り
が
発
達
し
て
く

る
平
安
時
代
後
半
に
は
次
第
に
衰
退
し
て
い
き
、
一
一
世
紀

を
迎
え
る
頃
に
は
製
塩
土
器
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
り

ま
す
。

Ｑ
：
土
器
で
海
水
を
煮
詰
め
れ
ば
塩
が
で
き
る
な
ん
て
簡
単

な
方
法
で
す
ね
。

Ａ
：
舐
め
る
と
塩
辛
い
海
水
で
す
が
、
含
ま
れ
る
塩
分
は
約

三
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
塩
を
得
る
に
は
大
部
分
の

水
分
を
蒸
発
さ
せ
れ
ば
よ
い
の
で
簡
単
な
方
法
と
思
わ
れ
る

方
も
多
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
土
器
に
海
水
を
満

た
し
、
加
熱
し
て
み
て
も
全
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
塩
は
で

き
な
い
の
で
す
。
土
器
の
器
壁
に
塩
分
が
吸
収
さ
れ
て
し
ま

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
海
水
に
含
ま
れ
る
塩
分
は
結
晶
化

と
な
る
に
は
あ
ま
り
に
も
少
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
土
器
に

海
水
を
注
ぎ
足
し
注
ぎ
足
し
加
熱
す
る
と
よ
う
や
く
塩
の
結

晶
が
土
器
の
内
側
に
現
れ
て
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
海
水

直
煮
の
方
法
だ
と
、
時
間
と
労
力
が
か
か
り
す
ぎ
る
こ
と
と
、

多
量
の
燃
料
を
消
費
し
て
し
ま
う
と
い
う
欠
点
が
あ
り
ま
す
。

　

近
代
以
前
は
、
海
水
を
濃
縮
し
て
塩
分
濃
度
の
高
い
鹹か

ん

水す
い

を
作
る
工
程
（
採さ

い

鹹か
ん

）
と
実
際
に
鹹
水
を
熱
し
て
水
分
を
蒸

発
さ
せ
て
塩
を
得
る
工
程
（
煎せ

ん

熬ご
う

）
に
よ
っ
て
塩
を
作
っ
て

い
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
燃
料
は
煎
熬
の
際
に
の
み
必
要

と
な
り
、
燃
料
の
節
約
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
塩

田
も
採
鹹
の
た
め
の
施
設
に
な
り
ま
す
。
採
鹹
に
は
も
ち
ろ

ん
人
力
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、
燃
料
を
使
わ
な
い
こ
と
と

太
陽
の
熱
や
風
と
い
っ
た
自
然
の
営
力
を
最
大
限
に
利
用
す

る
点
で
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
工
程
だ
と
言
え
ま
す
。

Ｑ
：
土
器
製
塩
の
頃
の
採
鹹
は
ど
ん
な
も
の
な
の
で
す
か
。

Ａ
：
土
器
製
塩
法
の
採
鹹
施
設
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
っ
て

い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
万
葉
集
な
ど
に
は
「
藻
塩
焼
く
」「
藻
刈

り
塩
焼
く
」
な
ど
の
表
現
が
あ
り
、
考
古
学
的
に
も
古
代
の

製
塩
土
器
か
ら
海
藻
に
付
着
す
る
珪け

い

藻そ
う

の
検
出
が
あ
り
、
古

代
に
は
海
藻
を
利
用
し
た
採
鹹
工
程
の
存
在
が
確
実
視
さ
れ

て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
乾
か
し
て
表
面
に
塩
分
の
つ
い
た

海
藻
を
海
水
で
洗
い
流
す
作
業
を
繰
り
返
し
て
鹹
水
を
得
る

方
法
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
縄
文
時
代
で
も
茨
城
県

上
高
津
貝
塚
で
は
製
塩
土
器
が
出
土
し
た
大
型
の
炉
か
ら
海

藻
付
着
性
の
珪
藻
遺
骸
が
わ
ず
か
に
検
出
さ
れ
て
お
り
、
海

藻
を
利
用
す
る
採
鹹
方
法
が
縄
文
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
可
能

性
も
あ
り
ま
す
。

Ｑ
：
縄
文
時
代
の
製
塩
土
器
に
は
ど
ん
な
特
徴
が
あ
る
の
で

す
か
。

土
器
を
使
っ
た

塩
づ
く
り

Ａ
：
縄
文
時
代
の
製
塩
土
器
は
主
に
関
東
・
東
北
の
東
日
本

を
中
心
に
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
と
く
に
霞
ヶ
浦
沿
岸
や
宮

城
県
の
松
島
湾
沿
岸
で
は
実
際
に
塩
づ
く
り
を
行
っ
た
製
塩

遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
製
塩
土
器
は
一
回
使
う
と
壊
れ
て
し
ま

う
の
で
、
製
塩
遺
跡
か
ら
は
多
量
に
出
土
し
ま
す
。
そ
の
量
は

通
常
の
遺
跡
で
出
土
す
る
土
器
の
何
倍
も
の
量
に
な
り
ま
す
。

　

製
塩
土
器
に
は
文
様
が
な
く
、
形
は
深
鉢
形
を
し
て
い
て
、

比
較
的
薄
手
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
最
大
の
特
徴
と
し
て
、

激
し
く
加
熱
さ
れ
て
い
る
た
め
に
器
表
面
の
剥
落
が
顕
著
で
、

色
調
が
複
雑
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

県
内
で
は
製
塩
遺
跡
の
調
査
例
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
わ

き
市
・
南
相
馬
市
・
新
地
町
の
遺
跡
で
縄
文
晩
期
の
製
塩
土

器
の
出
土
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
宮
城
県
や
山
形
県
の
内
陸
部
で
も
製
塩
土
器
の
発
見

が
あ
り
ま
す
。
山
形
県
の
も
の
は
松
島
湾
沿
岸
の
も
の
と
同

じ
特
徴
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
松
島
湾
沿
岸
か
ら
塩
が
製
塩

土
器
を
容
器
と
し
て
運
ば
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

新地町三貫地貝塚出土製塩土器（館蔵）

企
画
展

「
馬
と
人
と
の年ク

ロ

ニ

ク

ル

代
記
」

関
連
事
業



秋
の
企
画
展　

開
館
二
〇
周
年
記
念　

予
告

徳
川
将
軍
家
と
会
津
松
平
家

―

葵
の
絆―

　

江
戸
幕
府
を
樹
立
し
て
泰
平
の
世
を
生
み
出
し
た
徳
川
将
軍
家
。
三
代
将

軍
家
光
の
弟
で
あ
る
保
科
正
之
を
藩
祖
と
す
る
会
津
松
平
家
。
こ
の
企
画
展

は
、
両
家
ゆ
か
り
の
資
料
を
会
津
の
地
に
お
い
て
一
堂
に
展
示
・
公
開
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

本
展
で
は
、
財
団
法
人
德
川
記
念
財
団
の
御
協
力
を
い
た
だ
き
、
歴
代
将

軍
の
肖
像
や
自
筆
の
書
画
、
夫
人
の
調
度
品
、
将
軍
家
に
伝
来
し
た
古
文
書
な

ど
、
貴
重
な
所
蔵
資
料
を
展
示
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
同
財
団
の
資
料
が
、

東
北
地
方
で
本
格
的
に
展
示
・
公
開
さ
れ
る
の
は
、
今
回
が
初
め
て
で
す
。

　

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
歴
代
藩
主
の
肖
像
や
将
軍
家
よ
り
拝
領
の
刀
剣
類
な

ど
会
津
松
平
家
ゆ
か
り
の
資
料
を
展
示
し
ま
す
。
ま
た
、
幕
末
の
激
動
す
る

政
局
の
中
で
、
孝
明
天
皇
が
信
頼
の
証
と
し
て
、
両
家
に
そ
れ
ぞ
れ
下
賜
し
た

二
通
の
御
宸
翰
が
、

今
回
初
め
て
揃
っ
て

展
示
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

本
展
は
、
若
松
城

天
守
閣
郷
土
博
物
館

と
共
同
で
開
催
す
る

初
め
て
の
企
画
展
で

も
あ
り
ま
す
。ど
う
ぞ

御
期
待
く
だ
さ
い
。

■
秋
の
企
画
展
《
徳
川
将
軍
家
と
会
津
松
平
家
》
は
、
平
成
一
八
年
九
月
三
〇
日
（
土
）
か
ら
一
一
月
五
日
（
日
）

ま
で

徳川吉宗像（德川記念財団蔵）

研
究
ノ
ー
ト

馬
を
め
ぐ
る
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア

―

猿
牽
を
中
心
に―

佐
々
木
長
生　

民
俗
担
当

　

猿
が
馬
を
引
く
姿
の
絵
札
を
厩
に
貼
り
馬
の
守
護
を
祈
る
習
俗

は
、
南
は
九
州
か
ら
東
北
地
方
に
い
た
る
ま
で
、
津
々
浦
々
に
広

く
み
ら
れ
た
。
ま
た
、
猿
の
か
わ
り
に
河
童
が
馬
を
引
く
も
の
も

あ
る
。
こ
れ
ら
は
、「
猿
駒
引
き
」
と
か
「
河
童
駒
引
き
」
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
あ
る
。
会
津
地
方
で
は
、
近
世
の
風
俗
帳
に
、「
猿
牽
」

と
か
「
厩
祭
」
な
ど
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
馬
と
猿
、
も
し

く
は
河
童
な
の
か
、
現
在
の
伝
承
で
は
、
明
確
な
答
は
で
て
い
な

い
。
近
世
に
お
け
る
会
津
地
方
の
「
厩
祭
」・「
猿
牽
」
に
つ
い
て
、

文
化
四
年（
一
八
〇
七
）の『
熊
倉
組
風
俗
帳
』（
現
在
の
喜
多
方
市

熊
倉
周
辺
）
の
記
述
か
ら
、
当
時
の
厩
祭
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

　

厩　

祭　
　

猿
引
馬
屋
へ
立
寄
て
何
か
読
事
を
唱
ひ
、
馬
形
の

絵
と
幣
帛
を
切
り
、
之
を
馬
屋
の
柱
に
は
り
置
申
候
、
此
祭
り
は

亭
主
数
次
第
に
て
家
ご
と
に
致
す
事
無
御
座
候
、
猿
を
引
連
れ
家

ご
と
に
参
り
米
を
ば
少
々
づ
つ
貰
ひ
申
候
、
厩
祭
を
頼
み
候
へ
ば

三
十
文
位
出
し
申
候
、

　

こ
の
記
述
に
よ
る
と
猿
牽
が
猿
を
引
き
連
れ
て
厩
に
立
ち
寄
り
、

馬
の
守
護
祈
祷
を
行
う
と
あ
る
。
厩
祭
の
記
述
が
、
貞
享
二
年

（
一
六
八
五
）
の
風
俗
帳
に
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

文
化
年
間
ご
ろ
か
ら
流
行
し
た
も
の
か
不
明
で
あ
る
。
厩
に
猿
の

絵
札
を
貼
る
習
俗
は
、
以
前
猿
を
厩
に
繋
い
で
お
き
、
守
護
と
し

た
名
残
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
鎌
倉
時
代
の
絵
巻
物
等
に
は
、
厩

に
猿
が
繋
が
れ
て
い
る
光
景
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
習
俗
は
、
東
北
地
方
で
広
く
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、

相
馬
地
方
で
は
「
猿
太
夫
」
な
る
者
が
猿
を
引
き
連
れ
、
馬
の
守

護
祈
祷
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
、
幕
末
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
奥
相

志
』
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
秋
田
県
角
館
町
で
は
、
烏
帽
子
・

直
垂
姿
の
猿
太
夫
が
厩
の
前
で
祈
祷
し
た
と
い
う
。
猿
牽
は
、
猿

が
馬
を
引
く
絵
を
配
り
、
そ
れ
を
厩
に
貼
り
馬
の
守
護
に
す
る
と

い
う
習
俗
は
、
各
地
共
通
で
あ
る
。
新
潟
県
村
上
市
周
辺
で
は
、

猿
駒
引
き
と
驄
善
様
の
絵
を
く
ば
り
、
馬
守
護
を
祈
祷
し
て
歩
い

た
。
馬
か
ら
牛
の
使
用
が
多
く
な
る
と
、
河
童
が
牛
を
引
く
「
河

童
牛
引
き
」
の
絵
を
配
っ
た
と
い
う
。

　

猿
を
引
き
連
れ
厩
を
祈
祷
し
て
歩
く
人
を
、「
猿
太
夫
」
と
か

「
猿
丸
太
夫
」
と
い
う
の
は
、
各
地
の
近
世
の
風
俗
帳
や
地
誌
を

は
じ
め
、
伝
承
な
ど
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
村
上
市

の
猿
太
夫
は
、「
御
祈
祷
札　

猿
太
夫
」
な
る
お
札
を
厩
祈
祷
の
お

り
、
配
っ
て
い
た
こ
と
が
そ
の
版
木
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
太
夫
」
と
は
、
会
津
地
方
で
は
神
主
を
呼
ぶ
呼
称
で
も
あ
り
、

猿
を
引
き
連
れ
た
神
主
と
い
う
姿
か
ら
呼
ば
れ
た
の
か
、
定
か
で

な
い
。
南
相
馬
市
鹿
島
区
の
旧
修
験
宅
に
は
、
猿
駒
引
き
の
版
木

が
残
さ
れ
て
お
り
、「
猿
太
夫
」
に
よ
る
厩
祈
祷
が
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　

福
島
県
内
に
お
い
て
猿
駒
引
き
の
版
木
は
、
相
馬
郡
飯
舘
村
や

新
地
町
と
田
村
市
船
引
町
な
ど
に
存
在
し
て
い
る
。
新
地
町
下
真

弓
で
は
葉
山
講
の
と
き
に
配
り
、
船
引
町
移
で
は
羽
山
祭
に
「
絵

馬
飛
ば
し
」
と
い
っ
て
、
刷
り
込
ん
だ
猿
駒
引
き
の
絵
を
飛
ば
し

た
と
い
う
。
鹿
児
島
県
で
は
、
ハ
ヤ
マ
祭
に
「
河
童
駒
引
」
の
絵

を
配
っ
た
と
い
う
。

　
「
猿
丸
太
夫
」
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
伝
承
に
、「
日
光
山
縁
起
」

と
呼
ば
れ
る
狩
猟
神
の
縁
起
由
来
が
あ
る
。こ
れ
は
、「
朝
日
長
者
」

伝
説
と
も
か
か
わ
り
、
新
潟
県
阿
賀
町
鹿
瀬
実
川
の
伝
承
が
、『
新

編
会
津
風
土
記
』
に
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
朝
日
長
者
の
娘

と
有
宇
中
将
の
子
ど
も
で
、
猿
に
似
た
醜
い
子
ど
も
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、「
猿
丸
太
夫
」
と
呼
ば
れ
た
。
猿
丸
太
夫
は
弓
の
名
手
で
、

赤
城
の
神
と
戦
っ
て
い
た
日
光
の
神
を
助
け
た
こ
と
に
よ
り
、
狩

猟
の
祖
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
伝
承
で
あ

る
。
こ
の
伝
承
は
、
南
会
津
郡
下
郷
町
小
野
に
も
あ
り
、
実
川
は

猿
丸
太
夫
の
誕
生
地
で
あ
る
と
い
う
。「
日
光
山
縁
起
」
に
よ
り
狩

猟
を
行
う
流
派
を
、「
猿
丸
流
」
と
か
サ
ル
マ
流
な
ど
と
呼
ん
で
い

る
。
下
郷
町
小
野
で
は
、
そ
の
縁
起
由
来
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、

相
馬
市
黒
木
に
も
同
様
の
「
朝
日
長
者
」
の
伝
承
が
あ
り
、
そ
れ

は
『
奥
相
志
』
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
い
わ
き
市
遠
野
町

に
も
「
朝
日
長
者
」
の
伝
承
が
あ
る
。

　

馬
と
猿
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
わ
が
国
で
い
つ
頃
か
ら
記
述
さ

れ
て
き
た
の
か
。
平
安
末
期
の
『
梁
塵
秘
抄
』（
一
一
七
九
）
に
は
、

「
御
厩
ノ
隅
ナ
ル
飼
猿
ハ
、
キ
ヅ
ナ
離
レ
テ
サ
ゾ
遊
ブ
」
と
、
当

時
の
習
俗
に
つ
い
て
詠
わ
れ
て
い
る
。
馬
を
引
く
猿
の
姿
の
絵
は
、

永
仁
五
年
（
一
二
九
七
）
相
模
金
沢
称
名
寺
の
舎
利
塔
基
壇
に
描

か
れ
た
戯
画
が
、
わ
が
国
で
は
最
も
古
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
鎌
倉
時
代
の
絵
巻
物
に
は
、
馬
の
守
護
と
思
わ
れ
る
、
厩
に

繋
が
れ
た
猿
の
絵
が
見
ら
れ
る
。
特
に
、『
石
山
寺
縁
起
』
の
猿
と

馬
の
絵
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
三
二
番
職
人
歌
合
』
に

は
、
猿
回
し
と
獅
子
舞
が
組
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。
猿
回
し
が
、

す
で
に
職
人
芸
と
し
て
市
中
で
演
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。　

　

こ
れ
ら
の
資
料
で
は
、
馬
と
猿
と
の
因
果
関
係
を
記
述
し
て
い

る
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
管
見
の
限
り
で

は
、
北
山
観
勝
寺
沙
行
譽
門
作
の
『
壒
嚢
抄
』
の
文
安
二
年
（
一

四
四
五
）
一
〇
月
一
三
日
の
条
に
、「
猿
ヲ
馬
ノ
守
ス
ル
事　

猿
ヲ

馬
ノ
守
リ
ト
テ
馬
屋
ニ
掛
ル
ハ
如
何
。
猿
ヲ
バ
山
父
ト
称
シ
、
馬

ヲ
バ
山
子
と
云
バ
、
父
子
ノ
義
ヲ
以
テ
守
リ
ト
ス
ル
カ
」
と
あ
る
。

　

岩
手
県
で
は
、「
厩
猿
」
信
仰
と
し
て
前
沢
町
や
北
上
市
な
ど
で
、

猿
の
頭
蓋
骨
が
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
猿

の
骨
を
厩
に
奉
納
す
る
習
俗
は
、
秋
田
県
を
は
じ
め
東
北
各
地
に

も
あ
る
。
先
日
、
朝
日
新
聞
福
島
版
（
三
月
一
五
日
発
行
）
に
下

郷
町
で
江
戸
時
代
の
二
軒
の
古
い
民
家
を
解
体
し
た
と
こ
ろ
、
猿

の
骨
が
見
つ
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
の

記
事
で
あ
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
は
馬
の
守
護
と
し
て
厩
に
奉
納
さ

れ
た
も
の
で
な
か
ろ
う
か
。
会
津
地
方
の
厩
は
、
積
雪
寒
冷
地
で

母
屋
の
中
に
設
け
ら
れ
た
内
厩
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
う
考
え

る
こ
と
も
で
き
る
。
西
白
河
郡
西
郷
村
や
、
い
わ
き
市
三
和
な
ど

で
、
馬
の
守
護
に
猿
の
頭
蓋
を
厩
に
奉
納
さ
れ
る
習
俗
が
報
告
さ

れ
て
い
る
。

　

も
と
も
と
猿
牽
は
、
馬
の
守
護
と
し
て
村
々
を
廻
り
歩
き
、
厩

の
前
で
祈
祷
す
る
も
の
か
ら
猿
回
し
芸
の
み
が
独
立
し
て
、
沿
道

で
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
猿
回
し
が
猿

牽
に
系
譜
を
た
ど
る
こ
と
は
、
豊
作
を
祈
願
し
た
農
耕
図
絵
馬
や

農
耕
図
屏
風
に
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
新

潟
県
吉
田
町
の
赤
坂
諏
訪
神
社
の
四
季
耕
作
図
絵
馬
に
は
、
収
穫

時
に
三
番
叟
姿
の
猿
が
猿
回
し
の
芸
を
演
じ
て
お
り
、
そ
の
脇
に

は
鞭
を
持
っ
た
猿
使
い
も
描
か
れ
て
い
る
。
須
賀
川
市
の
農
耕
図

屏
風
に
は
、
肩
に
猿
を
載
せ
農
道
を
歩
い
て
い
る
猿
使
い
が
描
か

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
秋
の
収
穫
時
に
猿
牽
が
厩
祈
祷
に
歩
い

て
い
た
習
俗
が
、
猿
回
し
と
な
っ
て
絵
馬
や
屏
風
に
描
か
れ
て
い

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
農
耕
図
に
猿
回
し
が
描
か
れ
る
の
は
、

新
潟
県
な
ど
日
本
海
側
の
地
方
に
多
く
み
ら
れ
る
。

　

猿
と
馬
と
の
関
係
は
日
本
の
み
な
ら
ず
、
イ
ン
ド
・
中
国
・
韓

国
な
ど
ア
ジ
ア
各
地
に
も
み
ら
れ
る
。
お
な
じ
み
の
『
西
遊
記
』

で
は
玄
奘
法
師
を
乗
せ
た
馬
を
引
く
孫
悟
空
も
猿
、
そ
れ
に
お
供

を
す
る
沙
悟
浄
も
河
童
で
あ
る
、
こ
こ
に
も
馬
と
猿
と
河
童
の
関

係
を
海
を
越
え
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
河
童
駒
引
き
」
の
絵
も
、

馬
の
守
護
と
し
て
厩
に
貼
ら
れ
て
い
る
。

猿駒引き絵札（新潟県村上市）

ト
ピ
ッ
ク
ス

ち
ょ
っ
と
い
い
話
し

【
学
芸
員
の
公
開
授
業
か
ら
】

　

五
月
一
一
日
・
六
月
一
日
・
二
日
の
三
日

間
に
わ
た
り
、
県
立
川
口
高
校
で
「
奥
会
津

金
山
町
の
自
然
と
の
暮
ら
し
」
を
テ
ー
マ
に

佐
々
木
学
芸
員
に
よ
る
公
開
授
業
が
二
五
名

の
三
年
生
と
約
五
〇
名
の
地
域
住
民
参
加
の

も
と
開
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
授
業
の
中
か
ら

ち
ょ
っ
と
い
い
話
し
を
紹
介
し
て
み
ま
す
。

　

会
津
木
綿
は
今
で
こ
そ
一
般
的
で
す
が
、

昔
木
綿
は
と
て
も
貴
重
な
も
の
で
し
た
。
だ

か
ら
、
破
れ
て
も
捨
て
た
り
せ
ず
、
刺
す
（
糸

で
細
か
く
縫
う
）
こ
と
に
よ
っ
て
丈
夫
で
温

か
い
着
物
に
し
て
長
く
使
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
刺
す
技
は
次
第
に
様
々
な
模

様
を
描
き
、
よ
り
美
し
い
も
の
を
目
指
す
よ

う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
刺
子
と
い

い
ま
す
。
刺
子
の
模
様
を
よ
く
見
る
と
、
そ
こ

に
は
、
麻
の
葉
模
様
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

古
く
か
ら
麻
の
葉
は
、
厄
除
け
（
魔
除
け
）
に

役
立
つ
も
の
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
麻
の
葉
模
様
の
刺
子
半
纏
を
着
る

こ
と
で
、
身
を
守
ろ
う
と
し
て
き
た
の
で
す
。

ま
た
、
刺
子
は
女
性
の
仕
事
で
、
女
性
は
夫
の

身
の
安
全
を
針
に
込
め
、
夜
な
べ
を
し
て
ひ

と
針
ひ
と
針
刺
し
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な

こ
と
か
ら
、
刺
子
の
こ
と

を
ネ
ズ
サ
シ（
寝
ず
刺
し
）

な
ど
と
も
言
い
ま
し
た
。

刺
子
に
は
女
性
の
愛
が
込

め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。
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「
墨
の
表
現―
水
墨
画
い
ろ
い
ろ
」

会
期　

六
月
二
八
日（
水
）か
ら
八
月
六
日（
日
）ま
で

「
花
を
描
く
・
花
を
飾
る―

花
を
め
ぐ
る
絵
画
と
工
芸
」

会
期　

八
月
八
日（
火
）か
ら
九
月
二
四
日（
日
）ま
で

◎
企
画
展
関
連
行
事

○
記
念
講
演
会

「
北
の
衣
の
文
化
」

講
師　

青
森
中
央
学
院
大
学
講
師田

中
忠
三
郎
さ
ん

日
時　

七
月
二
九
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

○
体
験
講
座

「
か
ら
む
し
の
糸
作
り
」

講
師　

昭
和
村
の
織
姫
さ
ん

日
時　

八
月
二
一
日（
月
）午
前
一
一
時
〜
午
後
三
時

○
展
示
解
説
会

講
師　

学
芸
員　

榎
陽
介　

佐
々
木
長
生

日
時　

七
月
二
九
日（
土
）午
後
三
時
一
五
分
〜

八
月　

六
日（
日
）午
後
一
時
半
〜

八
月
一
四
日（
月
）午
後
一
時
半
〜

九
月　

三
日（
日
）午
後
一
時
半
〜

＊
全
て
一
時
間
程
度

◎
美
術
講
座

※「
や
き
も
の
の
本
質
を
知
る―

宗
像
窯
で
作
る
Ｍ
Ｙ
茶
碗
２
」

（
会
津
美
里
町
宗
像
窯
）

講
師　

宗
像
窯
八
代
目
当
主　

宗
像
利
浩
さ
ん

日
時　

七
月
一
六
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
近
く
で
楽
し
む
博
物
館
収
蔵
品
ガ
イ
ド
４―

泰
西
王
侯
騎
馬
図
屏
風
と
蒔
絵
洋
櫃
」

講
師　

学
芸
員　

川
延
安
直　

小
林
め
ぐ
み

日
時　

七
月
二
一
日（
金
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
民
俗
講
座

※「
藍
染
め
を
や
っ
て
み
よ
う
」

（
南
会
津
町
奥
会
津
地
方
歴
史
民
俗
資
料
館
）

講
師　

奥
会
津
地
方
歴
史
民
俗
資
料
館

学
芸
員　

澤
田
け
い
子
さ
ん

日
時　

七
月
二
八
日（
金
）午
前
九
時
〜
午
後
四
時

◎
歴
史
講
座

シ
リ
ー
ズ
会
津
藩
②　

「
将
軍
家
の
元
服
儀
礼
と
会
津
藩
主
」

講
師　

学
芸
員　

高
橋
充

日
時　

七
月
八
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

シ
リ
ー
ズ
会
津
藩
③　

「
松
平
容
保
書
状
と
そ
の
周
辺
」

講
師　

学
芸
員　

阿
部
綾
子

日
時　

八
月
一
二
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

シ
リ
ー
ズ
会
津
藩
④　

「
会
津
藩
の
諜
報
活
動―

会
義
隊
隊
長
の
回
顧
録
を
読
む
」

講
師　

学
芸
員　

木
田
浩

日
時　

九
月
九
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
考
古
学
講
座

※「
縄
文
土
器
を
つ
く
ろ
う
」

講
師　

学
芸
員　

森
幸
彦　

高
橋
満

日
時　

八
月
一
九
日（
土
）午
前
一
〇
時
〜
午
後
三
時

◎
体
験
講
座

※「
昔
話
を
語
ろ
う
」

講
師　

語
り
部　

横
山
幸
子
さ
ん

日
時　

八
月
六
日（
日
）午
前
一
〇
時
半
〜
正
午

※「
お
も
ち
ゃ
を
つ
く
ろ
う

―

ま
わ
り
灯と
う

籠ろ
う

を
つ
く
ろ
う―

」

講
師　

展
示
解
説
員　

小
島
明
美
ほ
か

日
時　

八
月
一
四
日（
月
）午
後
一
時
半
〜
三
時
半

※「
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
六
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
七
日（
日
）午
前
一
〇
時
〜
午
後
三
時

博
物
館
再
発
見

◎
第
四
回

「『
近
世
展
示
』を
解
剖
す
る
」

講
師　

館
長　

赤
坂
憲
雄　

学
芸
員　

佐
治
靖

日
時　

七
月
二
〇
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
第
五
回

「
会
津
の
オ
ン
バ
さ
ま
」

講
師　

館
長　

赤
坂
憲
雄　

学
芸
員　

榎
陽
介

日
時　

八
月
一
七
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
第
六
回

「
戦
争
と
人
々
の
く
ら
し
」

講
師　

館
長　

赤
坂
憲
雄　

学
芸
員　

関
口
功

日
時　

九
月
二
一
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
「
昔
語
り
」

語
り
部　

山
田
登
志
美
さ
ん

日
時　

七
月
二
三
日（
日
）午
後　

一
時
半
〜
三
時

語
り
部　

山
田
登
志
美
さ
ん

日
時　

八
月
二
〇
日（
日
）午
後　

一
時
半
〜
三
時

語
り
部　

横
山
幸
子
さ
ん

日
時　

九
月
二
四
日（
日
）午
前
一
〇
時
半
〜
正
午

◎
「
三
島
の
編
組
細
工
」

講
師　

伝
統
技
術
保
持
者　

長
谷
川
テ
ル
子
さ
ん

日
時　

七
月
三
〇
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
「
機
織
り
」

講
師　

染
織
工
芸
家　

山
根
正
平
さ
ん

日
時　

八
月
一
三
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
「
紙
芝
居
」

講
師　

紙
芝
居
作
家　

五
十
嵐
邦
子
さ
ん

日
時　

九
月
一
〇
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
七
夕
か
ざ
り
を
つ
く
ろ
う
！
」

日
時　

七
月
二
日（
日
）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
程
度
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
表
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

八
月
二
一
日（
月
）県
民
の
日

九
月
一
八
日（
月
）敬
老
の
日

　七
月　

三
日（
月
）・
一
〇
日（
月
）・
一
八
日（
火
）・

二
四
日（
月
）・
三
一
日（
月
）

八
月　

七
日（
月
）・
二
八
日（
月
）

九
月　

四
日（
月
）・
一
一
日（
月
）・
一
九
日（
火
）・

二
五
日（
月
）

＊
小
・
中
学
生
、
高
校
生
は
常
設
展
を
無
料
で

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

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

実
演

場
所　

体
験
学
習
室

や
さ
し
い
展
示
解
説
会

常
設
展
無
料
開
放
日

七
〜
九
月
の
休
館
日

　

こ
の
春
、
当
館
の
庭
で
は
筍
が
大
豊
作
で
し
た
。
小
さ

な
竹
林
を
芝
生
が
包
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
芝
生
の
至
る

所
か
ら
筍
が
顔
を
出
し
て
い
ま
し
た
。
筍
を
蹴
飛
ば
さ
ず

に
歩
く
と
い
う
こ
と
が
難
し
い
ほ
ど
で
し
た
。

　

庭
の
管
理
を
し
て
い
る
造
園
業
者
の
話
に
よ
る
と
、
例

年
は
ま
ば
ら
に
し
か
出
な
い
筍
が
一
度
に
こ
ん
な
に
多
く

出
た
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
開
館
以
来
の
こ
と
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
筍
だ
け
に
開
館
二
〇
周
年
の

節
目
に
合
わ
せ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
で
し
ょ
う
か
。
筍
の

声
援
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
頑
張
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。

（
す
ず
き
）

編

集

後

記

は
く
ぶ
つ
か
ん
で
遊
ぼ
ぉ
！

場
所　

体
験
学
習
室


