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冬
の
収
蔵
資
料
品
展
は
、
江
戸
時
代
の
地
図
・
絵
図
を
御
覧
い
た
だ
き
ま
す
。
当
館

に
は
、
様
々
な
種
類
の
地
図
・
絵
図
が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
と
く
に
会
津
の
よ
う

す
を
描
い
た
も
の
が
多
い
の
が
特
色
で
す
。

　

展
示
室
で
は
、
現
在
の
会
津
の
風
景
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
地
図
・
絵

図
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
江
戸
時
代
の
名
残
を
今
な
お
残
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
大
き
く
変

化
し
た
り
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
な
ど
に
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
新
し
い
展
示
の
試
み
と
し
て
、
大
型
の
絵
図
や
傷
み
の
激
し
い
絵
図
に
つ
い
て

は
、
実
物
で
は
な
く
、
複
製
や
画
像
デ
ー
タ
と
し
て
お
見
せ
す
る
こ
と
や
、
皆
さ
ん
の
住

ん
で
い
る
市
町
村
を
描
い
た
地
図
・
絵
図
を
収
蔵
品
の
中
か
ら
検
索
で
き
る
よ
う
な
シ

ス
テ
ム
も
準
備
し
よ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
展
示
室
を
の
ぞ
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。

○
若
松
城
や
城
下
町
の
絵
図

　

若
松
の
城
下
町
の
よ
う
す
を
描
い
た
屏
風
絵
は
有
名
で
す
。現
在
は
観
光
名
所
と
な
っ

て
い
る
鶴
ヶ
城
の
水
を
た
た
え
た
堀
や
土
塁
・
石
垣
の
形
を
、
絵
図
の
中
に
た
ど
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
市
街
地
の
中
に
残
る
郭
門
や
交
差
点
の
道
の
食
い
違
い
が
、
江

戸
時
代
の
城
下
町
の
名
残
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

○
漆
木
の
絵
図

　

会
津
の
特
産
品
と
し
て
有
名
な
漆
器
と
ろ
う
そ
く
。
会
期
中
に
は
、
降
り
積
も
っ
た

雪
を
明
る
く
照
ら
す
絵
ろ
う
そ
く
祭
り
も
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
地
域
の
特
産
品
と
し
て

の
位
置
づ
け
は
、
江
戸
時
代
に
確
立
し
ま
す
が
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
、
原

料
と
な
る
漆
の
木
の
種
類
や
本
数
を
村
ご
と
に
記
録
し
た
絵
図
が
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

会
津
藩
が
、
漆
木
の
栽
培
を
奨
励
し
、
ま
た
貢
納
物
と
し
て
厳
し
く
管
理
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

○
村
の
絵
図

　

村
の
山
林
や
耕
地
の
よ
う
す
を
描
い
た
絵
図
の
大
部
分
は
、
現
代
で
い
え
ば
行
政
文

書
の
一
部
に
な
り
ま
す
。
絵
図
作
成
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
も
い
え
る
見
本
（
ひ
な
形
）
も

あ
り
ま
し
た
。
村
絵
図
は
、
災
害
に
と
も
な
う
年
貢
の
免
除
申
請
や
、
境
界
争
い
の
解

決
の
た
め
、
ま
た
現
地
調
査
に
赴
い
た
役
人
の
案
内
な
ど
の
目
的
で
作
成
さ
れ
ま
し
た
。

ご
く
簡
単
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
込
め
ら
れ
た
想
い
・
願
い
は
切
実
な
場
合

が
多
か
っ
た
の
で
す
。
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○
領
域
絵
図

　

会
津
藩
領
や
南
山
御
蔵
入
領
の
領
域
と
村
々

を
描
い
た
絵
図
は
、
何
種
類
か
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
今
回
展
示
す
る
も
の
の
中
に
は
、
作
成
・

景
観
の
年
代
が
特
定
で
き
な
い
も
の
も
あ
り
ま

す
が
、書
か
れ
て
い
る
事
物
や
語
句
を
調
べ
て
、

絵
図
の
年
代
を
推
理
し
て
み
ま
し
た
。
絵
図
の

謎
解
き
に
も
、
ど
う
ぞ
お
つ
き
合
い
く
だ
さ
い
。

○
日
本
地
図
・
道
中
絵
図
・
名
所
絵
図

　

地
図
と
旅
と
は
、
切
っ
て
も
き
れ
な
い
関
係

に
あ
り
ま
す
。
現
代
で
も
使
わ
れ
る
折
り
畳
み

式
の
地
図
は
、
江
戸
時
代
か
ら
使
わ
れ
て
い
ま

す
。
携
帯
に
便
利
な
工
夫
の
ひ
と
つ
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。
道
中
の
宿
場
を
順
番
に
描
い
た
絵

図
や
、
寺
社
や
温
泉
の
よ
う
す
を
印
刷
し
た
名

所
絵
図
は
、
当
時
の
庶
民
の
旅
情
を
か
き
た
て

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

会
津
領
二
十
三
万
石
。
い
ろ
い
ろ
な
町
や
村

を
訪
れ
、
広
大
な
山
河
や
田
畑
を
眺
め
な
が
ら

歩
き
回
る
感
覚
を
味
わ
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。
江

戸
時
代
の
会
津
に
一
歩
近
づ
い
て
み
よ
う
と
す

る
時
に
、
地
図
・
絵
図
は
、
き
っ
と
よ
い
道
案

内
役
に
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

■
収
蔵
資
料
品
展
《
江
戸
時
代
の
地
図
・
絵
図
》
は
、
平
成
一
八
年
一
月
二
一
日
（
土
）
か
ら
三
月
二
六
日
（
日
）
ま
で
開
催
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
資
料
保
護
の
た
め
、
会
期
中
に
一
部
資
料
の
展
示
替
え
を
行
い
ま
す
。

■
常
設
展
観
覧
料
で
御
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

本寺村漆木絵図〔部分〕
村内の漆の木の本数が書き込まれている

村絵図ひな形〔部分〕
幕末の南山御蔵入領の村絵図のひな形

道中絵図〔部分〕　若松から江戸までの道中絵図に描かれた湖南

会
期
中
の
関
連
行
事

○
展
示
解
説
会

日
時　

一
月
二
一
日
（
土
）

午
後
一
時
半
〜

※写真掲載資料は、すべて福島県立博物館蔵



盃
」、そ
し
て
、花
嫁
と
花
婿
の
両
親
、

花
婿
と
花
嫁
の
親
戚
が
盃
を
交
わ
し

親
子
の
契
り
を
結
ぶ
儀
式
を
、
博
物

館
で
行
っ
て
み
た
の
で
す
。
婚
礼
の

ス
タ
イ
ル
は
地
域
や
階
層
に
よ
っ
て

千
差
万
別
で
す
が
、
今
回
は
会
津
地

方
で
行
わ
れ
て
い
た
婚
礼
の
一
例
を

参
考
に
し
ま
し
た
。

　

出
演
は
、
会
場
に
い
た
来
館
者
の

皆
さ
ん
に
お
願
い
し
ま
し
た
。
主
役

で
あ
る
花
婿
花
嫁
に
扮
し
て
下
さ
っ

た
の
は
、
只
見
町
の
梁
取
正
典
さ
ん

と
菅
家
由
果
さ
ん
で
す
。
梁
取
さ
ん

に
は
紋
付
の
裃
か
み
し
もを
、
菅
家
さ
ん
に
は

白
の
打
掛
を
羽
織
っ
て
も
ら
い
ま
し

た
。
爽
や
か
で
と
て
も
素
敵
な
花
婿

花
嫁
姿
で
し
た
。
花
婿
の
両
親
役
は
、

昭
和
村
か
ら
お
越
し
下
さ
っ
て
い
た

束
原
源
伯
さ
ん
と
そ
の
お
姉
さ
ん
の

本
名
ヨ
ネ
子
さ
ん
が
引
き
受
け
て
下

企
画
展

「
婚
礼―

ニ
ッ
ポ
ン

ブ
ラ
イ
ダ
ル
考
」

関
連
事
業

一
〇
月
一
六
日（
日
）一
三
時
半
〜

記
念
公
演

「
婚
礼
の
謡―

博
物
館
で
模
擬
婚
礼
」

会
場　

企
画
展
示
室

演
者　

会
津
能
楽
会
の
皆
さ
ん

　

秋
の
企
画
展
「
婚
礼―

ニ
ッ
ポ
ン

ブ
ラ
イ
ダ
ル
考
」
で
は
、
展
示
室
の

最
後
の
コ
ー
ナ
ー
で
、
か
つ
て
自
宅

で
行
っ
て
い
た
婚
礼
の
床
飾
り
や
宴

の
様
子
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
松
竹

梅
や
鶴
亀
の
飾
り
を
載
せ
た
飾
り
台

や
婚
礼
に
用
い
ら
れ
た
掛
軸
、
朱
塗

の
漆
器
や
復
元
し
た
婚
礼
料
理
な
ど

を
展
示
し
て
い
ま
し
た
。
漆
器
は
展

示
室
に
組
み
立
て
た
和
室
に
並
べ
て
、

宴
の
雰
囲
気
を
再
現
し
て
み
ま
し
た
。

皆
さ
ん
ご
覧
い
た
だ
け
た
で
し
ょ
う

か
？

　

展
示
期
間
の
ち
ょ
う
ど
中
日
に
あ

た
っ
た
一
〇
月
一
六
日
。
漆
器
と
料

理
の
一
部
を
片
付
け
、
和
室
を
舞
台

に
企
画
展
の
記
念
公
演
を
行
い
ま
し

た
。
博
物
館
で
の
模
擬
婚
礼
で
す
。

　

自
宅
で
行
っ
て
い
た
婚
礼
の
主
要

な
部
分
、
花
婿
と
花
嫁
が
夫
婦
に
な

る
こ
と
を
約
束
す
る
「
三
々
九
度
の

さ
い
ま
し
た
。
花
嫁
の
親
戚
一
同
を

代
表
す
る
見
参
役
は
、
会
津
能
楽
会

員
で
も
あ
る
玉
川
お
く
に
さ
ん
。
盃

に
お
酒
を
注
ぐ
男
の
子
の
雄
蝶
役
は

会
津
若
松
市
の
川
延
就
郁
君
、
女
の

子
の
雌
蝶
役
は
会
津
若
松
市
の
猪
股

み
な
み
ち
ゃ
ん
が
、
長
時
間
の
正
座

に
耐
え
つ
つ
が
ん
ば
っ
て
く
れ
ま
し

た
。

　

盃
を
交
わ
す
儀
式
は
、
お
祝
い
の

謡
を
合
図
に
進
め
ら
れ
ま
す
。
例
え

ば
『
高
砂
』
と
い
う
能
の
演
目
の
中

で
謡
わ
れ
る
「
四し

海か
い

波な
み

静
か
に
て
…
」

で
始
ま
る
謡
が
終
わ
っ
た
ら
花
婿
は

盃
の
酒
を
飲
み
干
す
と
い
っ
た
具
合

で
す
。
謡
は
数
あ
る
能
の
演
目
の
中

の
め
で
た
い
内
容
の
も
の
、
そ
の
中

で
も
祝
賀
に
満
ち
た
歌
詞
の
部
分
が

選
ば
れ
て
い
ま
す
。
進
行
に
重
要
な

役
割
を
果
た
す
謡
を
謡
っ
て
下
さ
っ

た
の
は
、
会
津
能
楽
会
の
丑
米
義
弘

さ
ん
、
山
田
和
彦
さ
ん
、
折
笠
成
美

さ
ん
で
し
た
。

　

夫
婦
の
盃
を
花
婿
花
嫁
の
ど
ち
ら

か
ら
飲
む
の
か
は
、
諸
説
あ
り
ま
す

が
、
今
回
は
花
婿
が
最
初
に
飲
む
方

法
で
行
い
ま
し
た
。
男
性
の
花
婿
に

お
酒
を
注
ぐ
の
は
、
女
の
子
の
雌
蝶

の
役
目
で
す
。
盃
に
お
酒
が
満
た
さ

れ
、
花
婿
が
自
分
の
前
に
置
く
と
、

能
楽
会
の
皆
さ
ん
が
重
厚
で
趣
の
あ

る
歌
声
で
謡
を
謡
い
ま
す
。「
四
海
波

…
」
が
終
わ
る
と
、
花
婿
は
三
回
に

わ
け
て
盃
を
干
し
ま
し
た
。

　

次
は
花
嫁
の
番
で
す
。

お
酒
を
注
ぐ
の
は
雄
蝶
で

す
。
花
嫁
が
お
酒
の
入
っ

た
盃
を
前
に
お
く
と
、『
高

砂
』
か
ら
「
所
は
高
砂
の

…
」
と
始
ま
る
謡
が
謡
わ

れ
ま
し
た
。
謡
が
終
わ
る

と
、
花
嫁
も
三
回
に
わ
け

て
お
酒
を
飲
み
ま
し
た
。

　

も
う
一
度
花
婿
に
お
酒

が
注
が
れ
ま
す
。『
春
し
ゅ
ん
ね
い栄
』

と
い
う
能
か
ら
「
な
ほ
喜

び
の
盃
の
…
」
と
始
ま
る

謡
が
謡
わ
れ
、
花
婿
が
お

酒
を
飲
み
干
す
と
、
夫
婦

の
盃
事
は
終
了
で
す
。
お

互
い
に
お
酒
を
飲
み
交
わ

す
こ
と
で
、
花
婿
と
花
嫁

は
夫
婦
に
な
る
誓
い
を
交

わ
し
た
の
で
す
。

　

続
い
て
、
花
嫁
と
花
婿

の
両
親
の
親
子
の
盃
。
花
婿
の
父
、

花
婿
の
母
、
花
嫁
の
順
で
お
酒
を
飲

み
、
義
理
の
親
子
と
な
っ
た
こ
と
を

誓
い
ま
す
。
途
中
で
謡
わ
れ
た
の
は
、

『
鶴
亀
』か
ら「
庭
の
砂
い
さ
ご

は
金
銀
の
…
」

の
部
分
、『
養
老
』
か
ら
「
長
ち
ょ
う
せ
い生

の
家

に
こ
そ
…
」
の
部
分
、『
春
栄
』
か
ら

「
猶
々
廻
る
盃
の
…
」の
部
分
で
し
た
。

　

最
後
は
花
婿
と
花
嫁
親
戚
代
表
の

見
参
の
盃
事
で
す
。
見
参
は
花
婿
か

ら
手
渡
さ
れ
た
盃
で
、
お
酒
を
飲
み

ま
し
た
。
謡
わ
れ
た
の
は
『
高
砂
』

か
ら
「
げ
に
様
々
の
舞
姫
の
…
」
の

部
分
で
し
た
。

　

会
津
能
楽
会
の
皆
さ
ん
の
、
素
晴

ら
し
い
歌
声
に
よ
る
祝
い
歌
に
祝
福

さ
れ
な
が
ら
行
っ
た
博
物
館
の
模
擬

婚
礼
。
和
室
を
囲
ん
だ
一
〇
〇
人
余

り
の
来
場
者
も
見
守
っ
て
下
さ
い
ま

し
た
。
今
で
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な

く
な
っ
た
自
宅
で
行
っ
て
い
た
婚
礼

の
再
現
は
、若
い
方
々
に
は
新
鮮
に
、

年
配
の
方
々
に
は
懐
か
し
く
映
っ
た

よ
う
で
す
。

（
美
術
担
当　

小
林
め
ぐ
み
）



研
究
ノ
ー
ト

軸
木
墨
書
に
み
る

「
十
二
天
図
」
の
修
復
過
程

阿
部　

綾
子　

歴
史
担
当

　

本
年
度
夏
の
収
蔵
資
料
品
展
「
中
世
の
恵
日
寺
」
に
出
品
し
た

資
料
の
中
に
、
十
二
天
図
が
あ
る
。
十
二
天
図
は
、
江
戸
時
代
の
恵

日
寺
の
什
物
を
記
し
た
書
上
の
中
に
記
載
が
見
え
る
も
の
の
、
長

ら
く
所
在
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
昭
和
五
九
年
に
な
っ

て
所
在
が
判
明
し
、
一
二
幅
を
ま
と
め
て
当
館
で
購
入
し
た
。
こ

の
十
二
天
図
は
室
町
時
代
の
作
品
と
考
え
ら
れ
、
状
態
が
良
く
な

か
っ
た
た
め
、
昭
和
六
一
年
よ
り
順
次
修
理
を
行
い
、
現
在
は
全

幅
の
修
理
を
終
え
て
い
る
。

　

十
二
天
と
は
方
位
や
日
月
天
地
を
守
護
す
る
神
で
、
十
二
天
を

描
い
た
十
二
天
図
は
、
密
教
の
儀
式
で
用
い
ら
れ
た
。
当
館
所
蔵

の
十
二
天
図
も
、
恵
日
寺
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
あ
る
時
期
の
恵
日
寺
の
信
仰
の
あ
り
よ
う
を
示
す
貴
重

な
資
料
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
十
二
天
図
購
入
に
際
し
、
当
館
が
恵
日
寺
旧
蔵
の

も
の
と
判
断
し
た
最
大
の
理
由
は
、
十
二
天
図
に
付
随
し
て
い
た

軸
木
の
墨
書
で
あ
っ
た
。
こ
の
軸
木
は
、
当
館
購
入
直
前
の
修
理

に
よ
り
取
り
外
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
（
こ
の
修
理
の
正
確
な
時
期

は
不
明
で
あ
る
が
、
近
年
の
修
理
と
思
わ
れ
る
）、
一
二
本
そ
ろ
っ

て
お
り
、
そ
の
う
ち
七
本
に
墨
書
が
あ
る
。
墨
書
は
す
べ
て
、
一

七
〜
一
九
世
紀
に
行
わ
れ
た
、
大
寺
（
恵
日
寺
）
什
物
十
二
天
図

の
修
復
記
録
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
軸
木
墨
書
か
ら
、
十
二
天
図

修
復
の
実
像
を
ひ
も
と
い
て
み
た
い
。

　

墨
書
の
あ
る
軸
木
七
本
に
は
、
そ
の
す
べ
て
に
年
紀
が
あ
る
。

そ
の
内
訳
は
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
の
も
の
が
一
本
〈
第
一

期
〉、
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
が
二
本
〈
第
二
期
〉、
正
徳
五
年

（
一
七
一
五
）
が
一
本
と
翌
正
徳
六
年
が
二
本
〈
第
三
期
〉、
文
政

九
年
（
一
八
二
六
）
が
一
本
〈
第
四
期
〉
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
十
二
天
図
は
、
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
に
四
回
の
修
復
が
加
え

ら
れ
、
そ
の
間
隔
が
約
四
〇
〜
一
一
〇
年
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明

す
る
。
墨
書
に
は
「
大
寺
住
物
十
二
天
奉
表
具
仕
」「
大
寺
住
物
十

二
天
表
具
仕
立
」「
大
寺
村
恵
日
寺
什
物
十
二
天
奉
表
具
仕
」
な
ど

と
あ
る
が
、
修
復
の
際
に
、
全
幅
す
べ
て
を
修
理
し
て
い
る
の
か
、

そ
れ
と
も
数
幅
ず
つ
行
っ
て
い
る
の
か
は
断
定
が
で
き
な
い
。

　

次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
修
復
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

　

第
一
期
の
修
復
は
、「
大
寺
玄
弘
法
印
」（
恵
日
寺
住
持
玄
弘
）

の
発
願
に
よ
り
行
わ
れ
た
。
表
具
師
は
「
山
城　
□
（
都
）　

四
丁
住
人
中

□
（
庵
）　

宗
元
子　

岡
村
常
玖

」
で
あ
る
。
岡
村
常
玖
は
こ
の
時
五
七
歳
で
、「
会
津
殿
ニ

マ
ネ
キ
留
ル
住
」（
会
津
殿
に
招
か
れ
留
ま
り
住
む
、
の
意
か
）
と

説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
「
会
津
殿
」
で
あ

ろ
う
。
墨
書
に
は
「
慶
長
六　
□
（
季
）　

辛丑

八
月
三
日
ヒ
カ
ン

中　

日

」
と
年
紀
が
あ

り
、「
会
津
殿
」
は
時
の
会
津
の
領
主
で
あ
っ
た
上
杉
景
勝
で
あ
る

可
能
性
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
会
津
殿
」
が
岡
村
常
玖

が
会
津
に
招
か
れ
た
時
点
で
の
領
主
を
指
し
て
い
る
可
能
性
も
否

定
で
き
な
い
。
そ
の
場
合
、彼
の
年
齢
か
ら
判
断
し
て
、「
会
津
殿
」

を
上
杉
景
勝
以
前
の
領
主
で
あ
る
蒲
生
氏
郷
及
び
葦
名
氏
に
比
定

す
る
考
え
方
も
残
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
は

明
ら
か
に
す
る
用
意
が
な
く
、
指
摘
す
る
に
止
め
た
い
。

　

第
二
期
の
修
復
は
、「
奥
州
会
津
若
松
赤
井
町
表
具
屋　
棚
木
善

太
夫
利
重
」に
よ
る
も
の
で
あ
る
。「
為
父
母
作
領
寄
進
」と
あ
り
、

表
具
屋
の
志
に
よ
る
無
償
の
修
復
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
三
期
の
修
復
は
、「
会
津
若
松
槻
木
町
表
具
屋
谷
川
佐
五
左
衛

門
利
房
」
及
び
そ
の
子
「
民
右
衛
門
吉
利
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

こ
の
期
に
は
、「
十
二
天　

拾
弐
幅
」、
つ
ま
り
全
幅
同
時
に
修
復

を
加
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
十
二
天
図
と
は
別
に
、

「
大
師
御
筆
」
を
は
じ
め
と
す
る
恵
日
寺
の
什
物
が
、
更
に
一
二
幅

修
復
さ
れ
た
こ
と
が
、
や
は
り
こ
の
軸
木
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
み
な
、「
中
将
様
」（
会
津
藩
主
松
平
正
容
）
の
恵
日
寺
来

訪
に
あ
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
期
と
第
三
期
の
間
の
間
隔

が
約
四
〇
年
と
比
較
的
短
い
の
も
そ
の
た
め
と
思
わ
れ
る
。
ち
な

み
に
第
三
期
は
、
恵
日
寺
中
興
と
さ
れ
る
実
賀
が
住
持
を
勤
め
た

時
期
に
あ
た
る
。
彼
の
代
に
は
、
右
に
あ
げ
た
も
の
の
他
に
も
、

多
く
の
什
物
の
修
復
が
行
わ
れ
た
。

　

第
四
期
は
、「
会
津
少
将
様　
御
表
具
役 

秋
山
松
四
郎
義　
□
（
猗
）　
」

が
修
復
を
手
が
け
た
。
こ
の
時
も
ま
た
、
十
二
天
図
を
含
め
「
三

拾
壱
品
」
が
修
復
さ
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。「
会
津
少
将
様
」
と

は
、
会
津
藩
主
松
平
容
敬
の
こ
と
で
あ
る
。

　

右
の
四
期
に
わ
た
る
記
録
に
よ
り
、
当
初
京
都
の
表
具
師
の
手

で
行
わ
れ
て
い
た
十
二
天
図
の
修
復
が
、
徐
々
に
若
松
城
下
の
表

具
師
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
更
に
は
会
津
藩
お
抱
え
の

表
具
師
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

ま
た
、
修
復
の
契
機
の
一
つ
に
、
藩
主
の
来
訪
が
あ
っ
た
こ
と
も

興
味
深
い
点
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
十
二
天
図
が
幾
た
び

も
の
修
理
を
加
え
ら
れ
、
恵
日
寺
の
什
物
と
し
て
大
切
に
伝
え
ら

れ
て
き
た
こ
と
と
、
修
復
の
度
に
表
具
師
達
が
そ
の
記
録
を
丁
寧

に
残
し
て
き
た
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

十二天図の旧軸木に見える墨書



回
答
者

自
然
担
当

相
田　

優

Ｑ
：
貝
塚
の
貝
は
化
石
で
す
か
？

　

あ
る
博
物
館
の
「
縄
文
時
代
」
の
展
示
室
で
、
貝
塚
か
ら
掘
り

出
さ
れ
た
と
い
う
貝
殻
が
展
示
し
て
あ
る
の
を
み
ま
し
た
。
縄
文

人
は
こ
ん
な
貝
を
食
べ
て
い
た
の
か
と
思
い
、
感
動
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
次
に
「
大
地
の
自
然
」
の
展
示
室
に
行
っ
た
ら
、
ほ

と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
貝
殻
に
、「
第
四
紀
更
新
世
」
と
書
か
れ
た
札

が
つ
け
ら
れ
、
化
石
と
し
て
展
示
し
て
あ
り
ま
し
た
。
貝
塚
の
貝

も
化
石
で
す
か
？

Ａ
：
ま
ず
は
ご
質
問
に
お
答
え
し
ま
す
。
貝
塚
の
貝
は
化
石
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
「
大
地
の
自
然
」
展
示
室
の
貝
は
化
石
で

す
。
で
も
こ
れ
は
、自
然
科
学
の
立
場
か
ら
の
判
断
で
す
。
で
は
、

自
然
科
学
で
は
な
ぜ
こ
ん
な
区
別
を
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

そ

の
わ
け
を
ご
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

　

化
石
と
は
、
大
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
、
地
中
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た

過
去
の
生
物
の
記
録
の
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
過
去
の
生
物
の

記
録
を
、
科
学
的
な
意
味
で
化
石
と
呼
ぶ
た
め
の
一
つ
の
重
要
な

基
準
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
人
間
の
手
が
加
わ
っ
て
い
な
い
こ

と
」
で
す
。
自
然
科
学
的
に
は
、
人
間
の
手
が
加
わ
っ
た
も
の
は

す
べ
て
「
人
工
物
」
と
見
な
し
、「
自
然
界
の
記
録
」
と
は
考
え
ま

せ
ん
。
こ
の
点
が
、
貝
塚
の
貝
を
化
石
と
は
呼
べ
な
い
決
定
的
な

理
由
な
の
で
す
。
何
し
ろ
貝
塚
は
、
人
間
が
食
べ
た
食
料
の
ゴ
ミ

捨
て
場
で
す
か
ら
、
れ
っ
き
と
し
た
人
工
物
で
す
。

Ｑ
：
で
は
、ど
ん
な
も
の
を
「
化
石
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
か
？

Ａ
：
科
学
的
な
意
味
で
の
化
石
と
は
、「
過
去
の
地
質
時
代
に
、
地

球
上
に
生
き
て
い
た
生
物
の
体
や
、
体
の
痕
跡
が
残
さ
れ
た
も
の
、

お
よ
び
生
物
が
生
活
し
て
い
た
痕
跡
」
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。

生
物
の
体
が
残
さ
れ
た
も
の
、
と
は
、
た
と
え
ば
割
れ
た
貝
殻
の

破
片
で
も
、
完
全
な
形
の
貝
殻
で
も
よ
い
の
で
す
。
で
も
、
貝
殻

の
中
の
肉
質
部
が
化
石
と
し
て
残
る
こ
と
は
ほ
ぼ
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

特
別
な
例
外
を
除
け
ば
、
ど
ん
な
化
石
で
も
、
生
き
て
い
た
と
き

の
体
全
体
が
完
全
に
残
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

貝
殻
そ
の
も
の
が
残
っ
て
い
な
く
て
も
、
地
層
の
中
に
貝
殻
の
模

様
が
押
し
つ
け
ら
れ
て
残
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
も
化
石
で
す
。
こ

れ
を
印
象
化
石
と
い
い
ま
す
。
次
に
、
生
物
が
生
活
し
て
い
た
痕

跡
と
は
、
生
物
が
掘
っ
た
巣
穴
の
跡
や
這
っ
た
跡
、
足
跡
、
そ
し

て
ウ
ン
コ
な
ど
、
生
物
の
体
そ
の
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
生

物
が
生
き
て
い
た
た
め
に
残
さ
れ
た
痕
跡
の
こ
と
で
、
生
痕
化
石

と
呼
ば
れ
ま
す
。

Ｑ
：
ど
れ
く
ら
い
古
け
れ
ば
化
石
と
呼
ん
で
よ
い
の
で
す
か
？

Ａ
：
実
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
科
学
的
な
意
味
の
あ
る
基
準
は

あ
り
ま
せ
ん
。
極
端
に
い
え
ば
、
今
日
死
ん
だ
生
物
の
遺
骸
も
化

石
と
い
え
ま
す
。
も
っ
と
も
、
ふ
つ
う
は
誰
も
そ
ん
な
風
に
は
考

え
ま
せ
ん
け
れ
ど
。
地
質
学
で
は
、
現
在
か
ら
地
球
が
誕
生
し
た

四
六
億
年
前
ま
で
を
さ
か
の
ぼ
り
、
地
質
時
代
を
区
分
し
て
い
ま

す
。
そ
の
中
で
も
っ
と
も
最
近
の
一
万
年
間
を
「
完
新
世
」
と
呼

び
、
こ
れ
を
、
地
質
時
代
上
の
「
現
在
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
に
と

ら
え
て
い
ま
す
。そ
こ
で
、た
い
へ
ん
便
宜
的
な
基
準
で
す
が
、「
現

在
」
で
あ
る
完
新
世
の
生
物
遺
骸
は
化
石
と
呼
ば
ず
、
完
新
世
よ

り
一
つ
前
の
「
更
新
世
」
よ
り
古
い
も
の
を
化
石
と
呼
ぶ
、
と
説

明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
こ
と
に
基
づ
く
と
、
ち
ょ
っ
と
不
思
議
な

こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。
旧
人
で
あ
る
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
は
、

オキシジミガイ　Cyclina sinensis
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貝
塚
の
貝
は
化
石
？

更
新
世
に
生
き
て
い
ま
し
た
。
時
代
的
に
は
、
化
石
と
呼
べ
る
基

準
を
満
た
し
て
い
ま
す
。
さ
て
、
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
は
、
死

者
を
悼
み
、
遺
体
を
埋
葬
す
る
風
習
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
す
べ
て
の
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
が
埋
葬
し
て
も
ら
え
た
と

も
思
え
ま
せ
ん
。
自
然
の
状
態
で
死
に
、
そ
の
ま
ま
土
に
埋
も
れ

て
し
ま
っ
た
人
も
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
自
然
死
で
す
。

一
方
で
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
は
立
派
な
人
類
の
仲
間
で
す
。
そ

こ
で
、
埋
葬
は
人
工
的
な
行
為
で
す
か
ら
、
埋
葬
さ
れ
た
ネ
ア
ン

デ
ル
タ
ー
ル
人
の
人
骨
が
見
つ
か
れ
ば
そ
れ
は
化
石
で
は
な
く
、

自
然
死
し
て
土
に
埋
も
れ
た
人
の
骨
が
発
掘
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は

「
化
石
人
骨
」
で
す
。
な
ん
だ
か
変
で
す
ね
。



ト
ピ
ッ
ク
ス

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
に

二
本
松
提
灯
祭
り
の
太
鼓
台
が
復
活

　

一
一
月
三
日（
木
）、
当
館
の
催
し
物
の
一
つ
と
し
て
、「
二
本
松
提
灯
祭

り
太
鼓
台
組
み
立
て
と
お
囃
子
実
演
」
が
竹
田
町
若
連
の
皆
さ
ん
に
よ
っ

て
行
わ
れ
ま
し
た
。
屋
台
の
部
品
の
搬
入
か
ら
組
み
立
て
、
お
囃
子
の
実

演
ま
で
、
本
番
さ
な
が
ら
の
熱
気
に
包
ま
れ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
祭
り
は
、
今
か
ら
約
三
六
〇
年
前
、
二
本
松
藩
の
領
主
で
あ
っ
た

丹
羽
光
重
公
が
二
本
松
神
社
を
祭
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
、
今
で

は
日
本
三
大
提
灯
祭
り
に
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
再
び
組
み
立
て
ら
れ
た
太
鼓
台
は
、
菅
野
孝
一
さ
ん
と
菅
野
哲
夫

さ
ん
が
、
当
館
創
立
の
昭
和
六
一
年
に
合
わ
せ
て
製
作
し
た
も
の
で
す
。

祭
り
で
使
わ
れ
る
も
の
と
同
じ
で
実
に
豪
華
絢
爛
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

屋
根
の
上
の
グ
シ
に
も
、
屋
根
の
下
の
破
風
や
欄
間
に
も
鳳
凰
や
飛
龍
が

見
事
に
彫
り
出
さ
れ
て
お
り
、
太
鼓
台
を
力
強
く
躍
動
感
の
あ
る
も
の
と

し
て
い
ま
す
。
部
材
は
、
基
本
的
に
黒
く
漆
塗
り
に
さ
れ
、
彫
り
の
部
分

は
、
漆
の
上
に
金
箔
を
施
す
と
い
う
手
法
で
仕
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
こ
の
太
鼓
台
を
包
ん
で
い
る
の
が
三
五
〇
に
も
及
ぶ
紅
提
灯
で
す
。

屋
根
の
上
に
は
天
に
向
か
っ
て
高
々
と
す
ぎ
な
り
が
そ
び
え
立
っ
て
い
ま

す
。
夜
空
に
打
ち
上
げ
花
火
の
よ
う
に
光
を
放
つ
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
屋
台
の
特
徴
を
竹
田
若
連
の
一
人
で
、
彫
刻
師
の
橋
本
和
成
さ
ん

に
伺
う
と
、
竹
田
町
の
太
鼓
台
は
、
そ
の
土
台
の
彫
り
に
特
徴
が
あ
る
と

い
い
ま
す
。
一
般
に
は
、
手
が
よ
く
触
れ
る
と
こ
ろ
な
の
で
、
金
箔
が
は
が

れ
な
い
よ
う
に
と
、
奥
深
く
彫
り
込
む
の
で
す
が
、
竹
田
町
で
は
平
面
的

に
彫
っ
て
い
る
の
で
、
使
い
込
む
に
し
た
が
っ
て
、
表
面
の
金
箔
が
剥
げ

落
ち
、
黒
漆
が
さ
ら
に
磨
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
奥
に
、
ち
ら
ち

ら
と
黄
金
色
が
輝
き
を
放
つ
。
そ
こ
が
た
ま
ら
な
く
い
い
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
し
た
。

　

ご
来
館
の
際
に
は
、
太
鼓
台
に
施
さ
れ
た
数
々
の
彫
刻
を
近
く
で
ご
覧

に
な
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

春
の
企
画
展　

予
告

「
馬
と
人
と
の
年ク

ロ
ニ
ク
ル

代
記
」

〜
大
陸
か
ら
日
本
、
そ
し
て
福
島
へ
〜

①
人
が
馬
に
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
？

②
卑
弥
呼
の
時
代
に
馬
は
い
た
？

③
昔
の
馬
の
大
き
さ
は
サ
ラ
ブ
レ
ッ
ド
と
ポ
ニ
ー
、
ど
ち
ら
に
近
い
？

④
絵
馬
を
神
社
に
納
め
る
の
は
な
ぜ
？

い
く
つ
お
分
か
り
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
か
？

　

こ
の
展
覧
会
で
は
、
ま
ず
、
地
中
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
考
古
資
料
に
よ
っ

て
、
馬
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
へ
入
り
、
そ
し
て
利
用
さ
れ
た
の

か
を
探
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
今
も
色
濃
く
残
る
ふ
く
し
ま
の
馬
文
化
を
、
お

も
ち
ゃ
や
工
芸
品
、
映
像
な
ど
を
通
し
、
実
感
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

遠
く
西
ア
ジ
ア
や
中
国
の
馬

具
、
黄
金
色
に
輝
く
古
墳
時
代

の
馬
飾
り
、精
巧
な
馬
の
造
形
、

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
表
情
の
ハ
ニ
ワ

馬
、
そ
し
て
郷
土
に
根
づ
く
勇

壮
な
野
馬
追
な
ど
、
遙
か
紀
元

前
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
、

大
陸
か
ら
日
本
、
そ
し
て
福
島

へ
、疾
駆
す
る
馬
の
年
代
記（
ク

ロ
ニ
ク
ル
）
を
お
楽
し
み
く
だ

さ
い
。

■
春
の
企
画
展
《
馬
と
人
と
の
年ク
ロ
ニ
ク
ル

代
記　

〜
大
陸
か
ら
日
本
、
そ
し
て
福
島
へ
〜
》
は
、
平
成
一
八
年
四
月
二
二

日
（
土
）
か
ら
六
月
一
一
日
（
日
）
ま
で

白河市笊内横穴の金銅馬具と復原品
（所蔵・写真提供　まほろん）※子供さんは乗れます！

木彫刻師橋本和成さんと太鼓台土台の彫り物 提灯を取り付ける作業 金箔に輝く太鼓台の彫り物
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「
集
め
て
楽
し
い
・
身
近
な
も
の

―
館
蔵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
」

会
期　

一
一
月
二
九
日（
火
）か
ら

二
〇
〇
六
年
三
月
二
六
日（
日
）ま
で

◎
冬
の
収
蔵
資
料
品
展
展
示
解
説
会

「
江
戸
時
代
の
地
図
・
絵
図

―
会
津
領
二
十
三
万
石
を
歩
く
」

講
師　

学
芸
員　

高
橋　

充

日
時　

一
月
二
一
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
二
時
半

◎
体
験
講
座

※「
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　

二
月
一
一
日（
土
・
祝
）

午
前
一
〇
時
〜
午
後
三
時

※「
万
華
鏡
を
つ
く
ろ
う
」

講
師　

展
示
解
説
員　

柏
木
由
佳
野
ほ
か

日
時　

三
月
一
一
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時
半

◎
民
俗
学
講
座

※「
会
津
の
流
し
雛
１
」（
視
聴
覚
室
）

講
師　

学
芸
員　

佐
々
木
長
生
・
川
延
安
直

日
時　

二
月
二
五
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

※「
会
津
の
流
し
雛
２
」（
実
技
）

（
実
習
室
・
市
内
湯
川
天
神
橋
付
近
）

講
師　

学
芸
員　

佐
々
木
長
生
・
川
延
安
直

日
時　

三
月
四
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
四
時

◎
ふ
く
し
ま
を
知
る
講
座

シ
リ
ー
ズ　

県
博
収
蔵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン（
全
４
回
）

第
一
回
「
江
戸
時
代
の
絵
図
・
昭
和
の
絵
は
が
き
」

講
師　

学
芸
員　

高
橋　

充
・
阿
部
綾
子

日
時　

二
月
五
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

第
二
回
「
弥
生
時
代
の
石
器
・
土
器
」

講
師　

学
芸
員　

藤
原
妃
敏

日
時　

二
月
一
二
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

第
三
回
「
仕
事
着
・
玩
具
・
わ
ら
人
形
」

講
師　

学
芸
員　

佐
々
木
長
生
・
榎　

陽
介

日
時　

二
月
一
九
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

第
四
回
「
鉱
物
・
植
物
化
石
」

講
師　

自
然
分
野
学
芸
員

日
時　

二
月
二
六
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
は
く
ぶ
つ
か
ん
で
遊
ぼ
ぉ
！

「
だ
ん
ご
さ
し
」

講
師　

展
示
解
説
員

日
時　

一
月
一
五
日（
日
）

午
前
九
時
半
〜
午
後
四
時
半

「
ひ
な
人
形
つ
く
り
」

講
師　

展
示
解
説
員

日
時　

二
月
一
八
日（
土
）

午
前
九
時
半
〜
午
後
四
時
半

＊
所
要
時
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
分
程
度
で
す
。

会
津
学
事
始
め―

四
季
の
祈
り
と
暮
ら
し

◎
第
一
〇
回

「
会
津
の
初
市
と
市
神
祭
り
」

日
時　

一
月
一
九
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
第
一
一
回

「
鶴
ヶ
城
周
辺
の
稲
荷
信
仰
」

日
時　

二
月
一
六
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
第
一
二
回

「
馬
と
信
仰
」

日
時　

三
月
一
六
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
「
昔
語
り
」

語
り
部　

山
田
登
志
美
さ
ん

日
時　

三
月
二
六
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

＊
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
〇
時
半
と
午
後

二
時
か
ら
四
五
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
。

年
末
年
始　

一
二
月
二
八
日（
水
）〜
一
月
四
日（
水
）

一
月　

一
〇
日（
火
）・
一
六
日（
月
）・
二
三
日（
月
）

三
〇
日（
月
）

二
月　

六
日（
月
）・
一
三
日（
月
）・
二
〇
日（
月
）

二
七
日（
月
）

三
月　

六
日（
月
）・
一
三
日（
月
）・
二
〇
日（
月
）

二
二
日（
水
）・
二
七
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　
　
講
師　
館　

長　

赤
坂　

憲
雄

学
芸
員　

佐
々
木
長
生

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

一
〜
三
月
の
休
館
日

会藩年中行事図のうち四月木流観音馬乗〔部分〕
湯浅松石筆　当館蔵


