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絹本著色恵日寺絵図（恵日寺蔵・当館寄託）
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写真Ⅰ　毘沙門天像（十二天図のうち・館蔵）
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■
夏
の
収
蔵
資
料
品
展
《
中
世
の
恵
日
寺
―
会
津
仏
教
文
化
の
再
興
》
は
平
成
一
七
年
七
月
一
六
日
（
土
）
か
ら
八
月
二
一
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
。

写真Ⅱ　十二天図の軸（館蔵）

写真Ⅲ　仏涅槃図（観音寺蔵・当館寄託）

写真Ⅳ　伝徳一廟塔



企
画
展
「
老
い
」
関
連
事
業

四
月
二
三
日（
土
）

記
念
講
演
会
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

「
老
人
介
護
と
ア
ー
ト
の
力
」

講
師
　
折
元
立
身
　
氏

企
画
展
「
老
い
」
開
催
初
日
は
、

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
折
元
立
身
さ
ん
の
講

演
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
始
ま
り
ま

し
た
。

年
老
い
た
母
男
代
さ
ん
と
の
協
同

に
よ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
ア
ー
ト「
ア
ー

ト
マ
マ
」
シ
リ
ー
ズ
で
国
際
的
に
知

ら
れ
る
折
元
さ
ん
で
す
が
、
多
忙
な

中
、
作
品
の
ご
出
品
だ
け
で
な
く
、

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
行
っ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

巨
大
な
男
代
さ
ん
の
垂
れ
幕
が
下

が
る
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
に
「
ア
ー

ト
マ
マ
の
移
動
式
ホ
ッ
ト
美
術
館
」
を

抱
え
て
現
れ
た
折
元
さ
ん
に
、
修
学

旅
行
生
は
び
っ
く
り
。
お
母
さ
ん
と

遊
び
に
来
て
い
た
子
供
た
ち
は
ビ
ッ

グ
シ
ュ
ー
ズ
を
履
い
て
歩
き
、
ご
満

悦
の
様
子
で
し
た
。

視
聴
覚
室
で
行
っ
た
講
演
会
も
満

員
で
、
熱
く
自
分
の
ア
ー
ト
を
語
る

折
元
節
に
み
な
さ
ん
引
き
込
ま
れ
て
い

た
よ
う
で
す
。
講
演
後
に
は
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
「
ブ
レ
ッ
ド
マ
ン
」
が
行
わ

れ
、
最
後
に
サ
イ
ン
入
り
ブ
レ
ッ
ド

を
手
に
し
た
ラ
ッ
キ
ー
な
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。

最
初
か
ら
最
後
ま
で
人
間
的
な
温

か
さ
に
あ
ふ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
で
し
た
。

四
月
二
四
日（
日
）

記
念
講
演
会
「
神
と
翁
」

講
師
　
山
折
哲
雄
氏

司
会
　
館
長
赤
坂
憲
雄

「
老
い
」
展
二
日
目
は
、
宗
教
学

者
の
山
折
哲
雄
先
生
を
お
招
き
し「
神

と
翁
」
を
演
題
に
ご
講
演
い
た
だ
き

ま
し
た
。

日
本
の
神
々
は
な
ぜ
老
人
の
姿
で

現
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
し
ょ

う
か
。
先
生
は
「
人
間
の
ラ
イ
フ
ス

テ
ー
ジ
で
一
番
神
に
近
い
姿
が
老
人

だ
か
ら
」
と
そ
の
理
由
を
あ
げ
、
中
国

の
不
老
長
寿
、
キ
リ
ス
ト
教
の
不
死

の
神
の
思
想
と
は
異
な
り
、
死
を
肯

定
し
、
死
を
媒
介
に
し
て
「
翁
」
の
思

想
が
生
ま
れ
た
と
、
日
本
の
「
翁
」
の

特
質
を
説
明
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

老
人
を
尊
重
す
る
思
想
は
十
五
世

紀
に
世
阿
弥
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た

能
楽
の
「
翁
」
に
よ
っ
て
芸
術
へ
と

昇
華
し
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
ま

し
た
。
し
か
し
、
現
在
は
ど
う
な
の

で
し
ょ
う
。「
千
年
の
歴
史
に
お
い
て

社
会
の
シ
テ
（
主
人
公
）
で
あ
っ
た

老
人
は
、
現
在
は
弱
者
で
あ
り
、
救

済
さ
れ
る
べ
き
存
在
と
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
」
と
先
生
は
疑
問
を

投
げ
か
け
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
男
性
は
老
い
て
「
翁
」
と

い
う
神
的
存
在
に
な
る
の
に
、
女
性

に
は
「
翁
」
に
相
当
す
る
存
在
は
な

い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
に
も
、

「
翁
」
の
面
は
、「
男
女
両
者
の
成
熟

し
た
も
の
で
は
な
い
か
。
男
で
も
女

で
も
な
い
男
女
を
超
越
し
た
も
の
で

は
な
い
か
。」
と
、
心
理
学
者
の
ユ
ン

グ
の
言
葉「
男
は
女
性
的
な
も
の
を
、

女
は
男
性
的
な
も
の
を
獲
得
し
て
い

く
」
を
引
い
て
先
生
は
答
え
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

最
後
に
、
こ
れ
か
ら
の
高
齢
化
社

会
を
生
き
る
心
構
え
に
話
題
は
移
り
、

「
人
生
が
五
〇
年
だ
っ
た
時
代
の
死
生

観
で
は
、
一
仕
事
終
え
た
ら
、
死
を

迎
え
た
。今
は
人
生
八
〇
年
の
時
代
、

一
仕
事
の
後
に
老
・
病
・
死
を
見
つ

め
る
時
代
」
と
現
代
社
会
を
表
現
さ

れ
ま
し
た
。

「
老
・
病
・
死
に
じ
っ
く
り
向
き
合

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
代
は
、
決

し
て
楽
観
的
な
時
代
で
は
あ
り
ま
せ

ん
」
と
さ
れ
な
が
ら
、
生
き
る
ヒ
ン

ト
と
し
て
古
代
イ
ン
ド
人
の
考
え
た

人
生
の
四
つ
の
ス
テ
ー
ジ
の
考
え
方

を
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
第
三
ス
テ
ー
ジ
は
林
住
期
と

呼
ば
れ
好
き
な
仕
事
に
費
や
す
時
期

で
す
。「
こ
の
林
住
期
を
い
か
に
生
き

る
か
」
と
い
う
言
葉
は
、
山
折
先
生

か
ら
聴
講
者
へ
の
力
強
い
メ
ッ
セ
ー

ジ
と
な
り
ま
し
た
。

五
月
一
日（
日
）

記
念
公
演
「
古
典
芸
能
に
見
る

老
い
の
姿
」

講
師
　
会
津
能
楽
会
・

や
な
ぎ
み
わ
氏

会
津
地
域
の
能
楽
愛
好
者
で
構
成

さ
れ
る
会
津
能
楽
会
の
当
館
で
の
公

演
が
実
現
し
、
こ
の
日
、
会
場
の
エ

ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
に
は
二
〇
〇
人

を
超
え
る
お
客
様
が
お
見
え
に
な
り

ま
し
た
。
安
達
が
原
の
鬼
婆
を
テ
ー

マ
に
し
た
「
黒
塚
」
の
迫
力
あ
る
演

技
に
大
き
な
拍
手
が
送
ら
れ
ま
し
た
。

な
お
、
こ
の
公
演
は
会
津
能
楽
会

の
会
員
の
方
々
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

近
い
ご
協
力
に
よ
り
実
現
し
ま
し
た
。

あ
ら
た
め
て
こ
の
場
で
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

後
半
は
、
現
代
日
本
を
代
表
す
る

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
な
ぎ
み
わ
さ
ん
が
、

国
内
で
は
初
め
て
日
本
舞
踊
を
披
露

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

代
表
作
グ
ラ
ン
ド
マ
ザ
ー
ズ
シ
リ
ー

ズ
で
、
老
い
の
表
現
を
追
求
し
て
い

る
や
な
ぎ
さ
ん
が
自
ら
老
女
に
扮
し

て
舞
っ
た
の
は
「
関
寺
小
町
」。
絶
世

の
美
女
と
謳
わ
れ
た
小
野
小
町
の
老

残
の
姿
を
描
く
、
物
悲
し
く
も
美
し

い
舞
踊
で
す
。短
い
舞
踊
で
し
た
が
、

や
な
ぎ
さ
ん
の
静
か
な
熱
演
に
観
客

の
皆
さ
ん
も
引
き
込
ま
れ
て
い
る
よ

う
で
し
た
。

五
月
六
日（
金
）

記
念
講
演
会
「
老
い
の
力
」

講
師
　
玄
侑
宗
久
氏

司
会
　
館
長
赤
坂
憲
雄

芥
川
賞
作
家
で
三
春
の
福
聚
寺
の

現
役
の
僧
侶
で
あ
る
玄
侑
宗
久
さ
ん

は
、「
雪
村
展
」
に
続
き
当
館
で
の
二

度
目
の
ご
講
演
を
引
き
受
け
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

お
願
い
し
た
演
題
は「
老
い
の
力
」

で
し
た
が
、
お
父
様
の
バ
イ
ク
事
故

と
そ
の
後
の
想
像
を
超
え
る
回
復
の

お
話
を
皮
切
り
に
、
仏
教
思
想
は
も

ち
ろ
ん
、
物
理
学
、
心
理
学
、
脳
科

学
と
多
岐
に
わ
た
る
話
題
が
次
々
に

飛
び
出
し
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
お
話
を
興
味
深
く
聴

く
う
ち
に
、
や
が
て
「
老
い
の
力
」
を

信
じ
る
よ
う
に
な
る
自
分
に
み
な
さ

ん
気
づ
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。平

日
に
も
関
わ
ら
ず
会
場
は
た
く

さ
ん
の
お
客
さ
ん
で
埋
ま
り
、
相
変

わ
ら
ず
の
玄
侑
さ
ん
人
気
を
確
か
め

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

五
月
八
日（
日
）

友
の
会
主
催
映
画
上
映
会

恩
地
日
出
夫
監
督
作
品
「
蕨
野
行
」

解
説
　
館
長
赤
坂
憲
雄

「
姥
捨
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
名
作
映

画
は
い
く
つ
か
制
作
さ
れ
て
い
ま
す

が
、「
蕨
野
行
」
は
そ
の
最
も
新
し
い

作
品
で
す
。
ロ
ケ
地
と
な
っ
た
山
形

県
の
美
し
い
風
景
、
市
原
悦
子
の
熱

演
、
村
田
喜
代
子
の
原
作
に
も
と
づ

く
独
特
の
語
り
口
は
皆
さ
ん
の
目
に

ど
の
よ
う
に
映
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

「
姥
捨
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
「
悲

し
く
な
っ
た
」
が
、
赤
坂
館
長
の
解

説
に
よ
り
、
気
持
ち
が
楽
に
な
っ
た

と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
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昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
マ
ス
コ
ミ
で
、
六
月
か
ら
施
行
さ
れ

た
「
外
来
生
物
法
」
が
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
特
に
環
境
相
の

一
言
で
、
い
っ
た
ん
は
外
れ
た
オ
オ
ク
チ
バ
ス
が
候
補
リ
ス
ト
に

盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
が
反
響
を
よ
ん
で
い
ま
す
。

さ
て
、
外
来
種
と
い
う
と
自
ら
や
っ
て
き
た
よ
う
な
語
感
が
あ

り
ま
す
が
、実
際
は
人
為
的
に
持
ち
込
ま
れ
た
生
き
物
た
ち
で
す
。

私
個
人
と
し
て
は
、移
入
種
と
い
う
言
葉
を
使
い
た
い
の
で
す
が
、

移
入
と
い
う
言
葉
が
、
生
態
学
で
個
体
群
の
自
然
分
布
拡
大
に
も

使
わ
れ
る
た
め
、
外
来
種
と
い
っ
た
ほ
う
が
明
確
だ
そ
う
で
す
。

鶴
ヶ
城
の
野
鳥
を
中
心
に
し
た
自
然
観
察
の
記
録
を
、
き
ち
ん

と
と
る
よ
う
に
な
っ
て
、
一
三
年
以
上
が
過
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
間

に
記
録
し
た
外
来
種
は
五
六
種
に
な
り
ま
す
（
一
覧
参
照
）。
各
分

野
の
専
門
家
の
人
た
ち
が
、
調
査
さ
れ
れ
ば
、
も
っ
と
多
く
の
外

来
種
が
確
認
さ
れ
る
と
思
わ
れ
ま

す
。外

来
種
の
問
題
は
、そ
れ
に
よ
っ

て
国
内
の
在
来
種
や
固
有
種
の
生

態
系
が
、
望
ま
し
く
な
い
方
向
に

向
か
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
し
か

も
、
そ
れ
が
人
為
的
に
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
、
生
物
の
多
様
性
を

お
び
や
か
し
て
い
ま
す
。

九
月
二
四
日
（
土
）
午
後
一
時

半
か
ら
、
自
然
史
講
座
「
鶴
ヶ
城

の
外
来
種
」（
野
外
）を
行
い
ま
す
。

実
際
に
外
来
種
を
見
な
が
ら
、
こ

の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か

け
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

研
究
ノ
ー
ト

鶴
ヶ
城
の
外
来
種

古
川
　
裕
司
　
自
然
担
当鶴ヶ城のオオクチバス

ジャコウネコ科
ネコ科
カモ科
ハト科
ヌマガメ科
アカガエル科
コイ科
カダヤシ科
サンフィッシュ科
タイワンドジョウ科
アメリカザリガニ科
ヒトリガ科
シロチョウ科
ミツバチ科
タデ科
ヤマゴボウ科
ナデシコ科
アカザ科
アカザ科
スイレン科
アブラナ科
マメ科
マメ科
マメ科
マメ科
トウダイグサ科
アオイ科
アオイ科
アカバナ科
ヒルガオ科
ムラサキ科
シソ科
ゴマノハグサ科
ゴマノハグサ科
オオバコ科
キク科
キク科
キク科
キク科
キク科
キク科
キク科
キク科
キク科
キク科
キク科
キク科
キク科
ヒガンバナ科
アヤメ科
アヤメ科
ツユクサ科
イネ科
イネ科
イネ科
イネ科

ほ乳類 2 種　鳥類 2 種　は虫類 1 種　両生類 1 種　魚類 4 種　昆虫 3 種　その他 1 種　植物42種　　計56種
（クサガメ、スッポンは外来種の可能性もあるが含めなかった）

※確認年代および原産地は「外来種ハンドブック」（日本生態学会編・地人書館）等より引用。植物の観察時期は花期。

科　　　名 和　　　　　名 確認年代（全国） 原　　産　　地 鶴ヶ城での観察時期

鶴ヶ城の外来種 1992～2004年の観察記録による

ハクビシン
ネコ
アイガモ（飼育の放棄による放鳥）
カワラバト（ドバト）
ミシシッピアカミミガメ
ウシガエル
ソウギョ
カダヤシ
オオクチバス（ブラックバス）
カムルチー（ライギョ）
アメリカザリガニ
アメリカシロヒトリ
モンシロチョウ
セイヨウミツバチ
オオケタデ
ヨウシュヤマゴボウ
ノミノツヅリ
アカザ
コアカザ
ハス
マメグンバイナズナ
ハリエンジュ（ニセアカシア）
コメツブツメクサ
ムラサキツメクサ
シロツメクサ
コニシキソウ
タチアオイ
ゼニアオイ
メマツヨイグサ
マルバルコウソウ
コンフリー
ヒメオドリコソウ
タチイヌノフグリ
オオイヌノフグリ
ヘラオオバコ
オオブタクサ
アメリカセンダングサ
モクシュンギク（マーガレット）
オオアレチノギク
ハルジオン
ハキダメギク
キクイモ
ブタナ
ノボロギク
セイタカアワダチソウ
オニノゲシ
ヒメジョオン
外来種タンポポ
ラッパズイセン
キショウブ
ヒメヒオウギズイセン
ムラサキツユクサ
イヌムギ
カモガヤ
オニウシノケグサ
ナガハグサ

鎌倉時代
1960年代
1918年
1878年
1916年
1925年（1970年代に拡大）
1923年（1960年代までに拡大）
1920～30年頃
敗戦直後
縄文時代の終わり
1876年

明治時代

1892年前後
1877年頃
明治時代
1868年前後
江戸時代
1887年頃
栽培逸出
江戸時代
明治時代
江戸時代
明治時代
1893年
1870年頃
1870年頃
江戸時代末期
1953年以前
1920年

1920年前後
1920年頃
1932年
江戸時代末期
1933年
1870年前後
1908年頃
明治時代
江戸時代末期
1904年以前
栽培逸出
1896年頃
1890年頃
1870年頃
明治時代初期
江戸時代末期
昭和
明治時代初期

東南アジア、中国、台湾

アフリカ北部～中国
米南部～メキシコ北東部
米東部中部、カナダ南東部
アジア大陸東部
北米～メキシコ北部
北米
中国大陸及び朝鮮半島
米南部
北米
アジア大陸から
欧州
中国～インド
北米
欧州
中国
ユーラシア（広域）
中国・インド
北米
北米
欧州～西アジア
欧州
欧州
北米
中国
欧州
北米
熱帯米
欧州
欧州
ユーラシア（広域）
ユーラシア（広域）
欧州
北米
北米
カナリー島
南米
北米
北米・熱帯米
アメリカ大陸
欧州
欧州
北米
欧州
欧州・北米？
欧州
欧州
ユーラシア（広域）

北米
南米
欧州～西アジア
ユーラシア（広域）
ユーラシア（広域）

※目撃情報

通年
4 ・ 8 ・ 9 月
3 ～11月
3 ～10月
1 月を除き通年
4 月
1 ， 3 ， 7 月を除き通年
4 ～ 7 月、 9 ・10月
5 ・ 6 ・ 9 月
8 ・ 9 月に幼虫
4 ～11月
8 月を除き 3 ～11月
8 ・ 9 月
6 ～12月
5 ・ 8 月
8 ・ 9 月
10月
6 ～10月
5 ～ 1 月
5 ～ 6 月
6 月
5 ～12月
5 ～12月
7 ～12月
6 ～ 8 月
5 ～ 8 月
6 ～11月
8 ～10月
5 ～ 6 ・ 9 月
12～ 6 月
4 ～ 5 月
通年
5 ～ 6 月
9 ～10月
7 ・ 9 ～12月
5 ～12月
7 ～ 1 月
4 ～ 6 月
8 ～ 9 月・12月
9 ～11月
6 ・ 9 月
通年
10～ 1 月
4 ～ 1 月
6 ～ 1 月
通年
4 月
4 ～ 7 月
7 ～ 8 月
6 月
5 ～ 8 月
5 ～ 9 月
5 月
5 ～ 8 月



り
ま
す
。
糸
紡
ぎ
と
は
、
綿
の
短
い
繊
維
を
回
転
さ
せ
、
絡
み
合
わ

せ
る
こ
と
で
す
。
糸
車
の
回
転
と
綿
の
引
き
出
し
の
速
度
が
ち
ょ

う
ど
ぴ
っ
た
り
に
な
る
と
、
ス
ム
ー
ズ
に
糸
に
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

Ｑ：

会
津
の
地
元
産
の
綿
が
実
る
姿
は
も
う
見
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ：

そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
綿
を
地
綿
と
い
い
ま
す
。
白
の
ほ
か
に

茶
色
の
綿
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
外
国
産
よ
り
も
繊
維
が
短
い
よ

う
で
す
。
そ
の
会
津
の
地
綿
を
再
び
実
ら
せ
よ
う
と
い
う
動
き
が

あ
る
よ
う
で
す
。
会
津
木
綿
や
青
木
縞
と
い
え
ば
、
有
名
な
木
綿

の
縞
の
織
物
で
す
。
そ
れ
が
原
材
料
か
ら
で
き
た
ら
素
晴
ら
し
い

こ
と
で
す
。
復
活
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
ぜ
ひ
応
援
し
た

い
も
の
で
す
。

6

綿
の
道
具

回
答
者

民
俗
担
当

榎
　
陽
介

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
に
綿
も
登
場
し
ま
す
。「
種
は
（
旧
）
三
月

の
土
用
が
終
っ
た
こ
ろ
に
蒔
く
と
よ
く
実
が
入
っ
て
目
方
も
重
く

な
る
の
で
、
種
を
と
ら
ず
に
そ
の
ま
ま
で
売
る
と
い
い
。
寒
が
あ

け
た
後
の
九
十
五
日
目
あ
た
り
に
蒔
く
と
よ
い
綿
が
で
き
る
が
、

目
方
が
軽
く
な
る
の
で
、
売
ら
ず
に
自
家
用
に
す
る
の
が
い
い
。

一
反
で
よ
く
と
れ
る
と
き
で
三
貫
目
、
中
く
ら
い
で
二
貫
目
で
あ

る
。
一
反
の
労
力
は
延
べ
二
十
二
人
に
な
る
。」
と
書
か
れ
て
い
ま

す
。
内
容
は
な
か
な
か
具
体
的
で
、
さ
す
が
『
会
津
農
書
』
で
す
。

確
か
に
会
津
地
方
は
冬
に
は
多
く
の
雪
が
降
る
雪
国
で
す
が
、
夏

に
は
ぐ
っ
と
気
温
が
上
が
り
ま
す
。
数
年
前
の
冷
害
の
と
き
も
会

津
の
盆
地
で
の
米
の
収
穫
は
そ
れ
ほ
ど
の
影
響
は
受
け
ま
せ
ん
で

し
た
。

側
に
、
種
は
こ
ち
ら
側
に
と
分
か
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
県
内
各

地
で
製
作
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
当
館
に
は
塩
川
で
作
ら
れ
た
も

の
な
ど
数
点
が
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
ロ
ー
ラ
ー
に
は
固
い
木
を

使
い
、
上
下
二
本
の
ロ
ー
ラ
ー
が
連
動
す
る
部
分
は
ら
せ
ん
状
に

ね
じ
が
切
っ
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
部
分
が
う
ま
く
動
き
し
か
も
噛

み
あ
い
が
外
れ
な
い
よ
う
に
ト
リ
モ
チ
を
油
で
の
ば
し
て
付
け
る

と
い
う
こ
と
も
し
た
よ
う
で
す
。

Ｑ：

そ
の
あ
と
に
い
よ
い
よ
糸
紡
ぎ
に
な
る
の
で
す
か
。

Ａ：

い
え
、ま
だ
そ
の
前
に
繊
維
を
そ
ろ
え
る
工
程
が
入
り
ま
す
。

普
通
は
綿
屋
さ
ん
な
ど
へ
お
願
い
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
以
前
は
弓

と
い
う
道
具
を
使
っ
て
、
繊
維
を
弾
き
飛
ば
し
て
ほ
ぐ
し
、
方
向

を
そ
ろ
え
る
の
で
す
。
こ
う
し
な
い
と
う
ま
く
紡
ぐ
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
す
。
こ
の
あ
と
に
、
い
よ
い
よ
糸
車
で
の
糸
紡
ぎ
に
な

Ｑ：
知
り
合
い
か
ら
綿
の
種
を
分
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
綿
と

い
え
ば
暖
か
い
地
方
の
植
物
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
福
島
県
、
と

く
に
会
津
地
方
で
も
育
つ
の
で
し
ょ
う
か
。
麻
や
カ
ラ
ム
シ
が
有

名
で
す
が
、
綿
の
栽
培
事
情
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま

た
い
つ
ご
ろ
か
ら
栽
培
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ：

会
津
で
も
綿
は
育
ち
ま
す
。
鉢
植
え
で
楽
し
ん
で
い
る
方
も

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
さ
て
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
か
と
い
う
ご
質
問

に
正
確
に
答
え
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

栽
培
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
現
在
の
会

津
若
松
市
幕
内
の
肝
煎
、
佐
瀬
与
治
右
衛
門
の
著
し
た
『
会
津
農

書
』（
貞
享
元
年
一
六
八
四
）
で
す
。
下
巻
に
は
い
ろ
ん
な
畑
作

物
の
例
が
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
麻
、
カ
ラ
ム
シ
、
藍
、
紅
花
な

ど
繊
維
や
染
料
の
原
料
と
な
る
植
物
に
つ
い
て
も
細
か
く
記
述
さ

Ｑ：

そ
う
す
る
と
会
津
地
方
は
綿
の
産
地
だ
っ
た
の
で
す
か
。

Ａ：

か
つ
て
は
若
松
周
辺
の
比
較
的
温
暖
な
地
域
で
栽
培
さ
れ
て

い
た
よ
う
で
す
が
、『
会
津
坂
下
町
史
民
俗
編
』
に
よ
る
と
、
明
治

に
な
っ
て
外
国
か
ら
の
安
い
輸
入
綿
が
多
く
入
る
よ
う
に
な
っ
て

姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
が
第
二
次
世
界
大
戦
中

や
そ
の
後
の
衣
料
品
不
足
の
中
で
復
活
し
た
の
で
す
。
こ
の
時
期

は
農
家
で
綿
羊
を
飼
っ
て
羊
毛
を
刈
り
取
り
、
セ
ー
タ
ー
な
ど
を

編
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

Ｑ：

実
っ
た
綿
か
ら
種
を
ど
う
や
っ
て
取
り
除
く
の
で
す
か
。

Ａ：

種
を
取
る
作
業
の
こ
と
を
綿
繰
り
と
も
い
い
ま
す
。
手
で
種

を
引
き
ち
ぎ
ろ
う
と
し
て
も
簡
単
に
は
が
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
使
う
の
が
種
取
り
機
な
の
で
す
。
構
造
は
単
純
で
す
。
二

本
の
木
製
ロ
ー
ラ
ー
の
間
に
綿
の
実
を
通
す
と
、
繊
維
は
向
こ
う

製作者の焼印 綿繰り機



ト
ピ
ッ
ク
ス

福
島
県
立
博
物
館
移
動
展
「
み
る
・
さ
わ
る
・
世
界
の
化
石
」

み
な
さ
ん
の
お
近
く
で
博
物
館
の
収
蔵
品
を
紹
介
す
る
移
動
展
も
四
回
目
に
な
り
ま
す
。
今
回
は
自
然
分
野
が
担
当

し
、
梁
川
町
に
う
か
が
い
ま
す
。

梁
川
町
は
、
広
瀬
川
河
床
か
ら
、
海
獣
パ
レ
オ
パ
ラ
ド
キ
シ
ア
の
化
石
が
発
見
さ
れ
有
名
で
す
が
、
移
動
展
で
は
、
パ

レ
オ
パ
ラ
ド
キ
シ
ア
の
実
物
の
標
本
や
全
身
骨
格
復
元
模
型
を
展
示
し
ま
す
。
ま
た
、
今
回
は
大
き
な
ふ
た
つ
の
コ
ー

ナ
ー
を
設
け
て
、
各
時
代
の
世
界
じ
ゅ
う
の
化
石
を
紹
介
し
ま
す
。

「
み
る
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、
マ
ン
モ
ス
や
恐
竜
、
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
、
三
葉
虫
な
ど
を
展
示
し
、「
さ
わ
る
コ
ー
ナ
ー
」
で

は
、
実
際
に
、
恐
竜
の
大
腿
骨
や
歯
、
卵
の
殻
、
糞
な
ど
の
化
石
や
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
や
三
葉
虫

の
化
石
も
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

関
連
行
事
も
準
備
し
て
お
り
、
実
際
に
化
石
を
採
取
し
て
、
標
本
に
す
る
講
座
も
あ
り
ま
す
。
暑
く
て
長
い
夏
休
み

に
、
ぜ
ひ
、
移
動
展
「
み
る
・
さ
わ
る
・
世
界
の
化
石
」
に
お
い
で

い
た
だ
き
、
太
古
の
生
き
物
た
ち
に
思
い
を
は
せ
、
地
球
の
歴
史
を

考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

会
　
　
期

七
月
九
日（
土
）〜
八
月
二
一
日（
日
）

会
　
　
場

梁
川
町
民
美
術
館

〒
九
六
〇
―
〇
七
八
二
　
梁
川
町
字
中
町
一
〇
番
地

Ｔ
Ｅ
Ｌ
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
　
〇
二
四
―
五
二
七
―
二
六
五
六

休
館
日

毎
週
月
曜
日
（
七
月
一
八
日
は
開
館
）・
七
月
一
九
日

観
覧
無
料

開
館
時
間
は
九
時
半
〜
一
七
時（
最
終
入
館
一
六
時
半
）

関
連
行
事

展
示
解
説
日
　
七
月
一
三
日（
水
）一
四
日（
木
）

午
前
一
〇
時
半
〜
午
後
三
時
半

自
然
史
講
座
「
化
石
を
さ
が
そ
う
」

八
月
六
日（
土
）午
後
一
時
半
　
梁
川
町
広
瀬
川
河
床

自
然
史
講
座
「
化
石
標
本
を
つ
く
ろ
う
」

八
月
七
日（
日
）午
前
九
時
半

梁
川
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

展
示
解
説
会
　
八
月
七
日（
日
）午
後
一
時
半

※
自
然
史
講
座
の
申
込
み
や
行
事
の
詳
細
は
、
梁
川
町
教
育
委

員
会
生
涯
学
習
課（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
〇
二
四
―
五
七
七
―
七
二
二
〇
）
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初
婚
年
齢
が
ど
ん
ど
ん
上
が
り
、
負
け
犬
の
数
も
増
加
中
の
昨
今
で
す
が
、
独

身
男
女
の
う
ち
結
婚
し
た
い
人
の
割
合
は
八
〇
％
か
ら
九
〇
％
と
い
う
高
い
数
値

を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
複
雑
化
し
て
い
る
現
代
の
結
婚
事
情
に
あ
っ
て
も
、

結
婚
へ
の
憧
れ
、
婚
礼
の
幸
福
の
イ
メ
ー
ジ
が
な
お
強
く
も
た
れ
て
い
る
こ
と
の

表
れ
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
展
覧
会
で
は
、
江
戸
時
代
の
お
姫
様
の
婚
礼
調
度
か
ら
最
近
の
ウ
ェ
デ
ィ

ン
グ
ド
レ
ス
ま
で
日
本
の
婚
礼
・
結
婚
に
関
す
る
資
料
を
一
堂
に
会
し
て
、
そ
の

意
味
や
内
容
の
変
遷
を
追
っ
て
み
ま
す
。
婚
礼
衣
装
や
ア
ク
セ
サ
リ
ー
、
婚
礼
の

場
を
飾
る
装
飾
品
、
客
人
を
も
て
な
す
料
理
に
器
な
ど
、
各
時
代
や
地
域
に
よ
っ

て
内
容
が
異
な
る
婚
礼
は
、
花
嫁
花
婿
が
属
す
る
文
化
が
凝
縮
さ
れ
た
形
で
す
。

形
は
違
え
ど
昔
も
今
も
華
や
か
な
婚
礼
文
化
に
う
っ
と
り
し
つ
つ
、「
で
も
結
婚
て

何
だ
ろ
う
？
」
と
思
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

◎
秋
の
企
画
展
予
告

■
秋
の
企
画
展
《
婚
礼
―
ニ
ッ
ポ
ン
ブ
ラ
イ
ダ
ル
考
》
は
平
成
一
七
年
九
月
二
三
日
（
金
・
祝
）
か
ら
一
一
月
六

日
（
日
）
ま
で

■
企
画
展
観
覧
料
　
一
般
・
大
学
生
五
〇
〇
円
／
高
校
生
三
〇
〇
円
／
小
・
中
学
生
二
〇
〇
円

「さわるコーナー」のカマラサウルス大腿骨

ウェディングドレス「ローズユミ」
（ユミカツラインターナショナル蔵）
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「
お
も
し
ろ
マ
ネ
ー
・
ヒ
ス
ト
リ
ー

―
和
同
開
珎
か
ら
野
口
英
世
ま
で
―
」

会
期
　
六
月
二
五
日（
土
）か
ら

八
月
二
八
日（
日
）ま
で

「
画
題
で
見
る
美
術
―
吉
祥
　
福
を
授
け
る
人
々
」

会
期
　
九
月
三
日（
土
）か
ら

一
〇
月
一
〇
日（
月
・
祝
）ま
で

◎
体
験
講
座

※「
虫
か
ご
を
つ
く
ろ
う
」

講
師
　
技
術
伝
承
者
　
阿
部
吉
致
さ
ん

日
時
　
七
月
九
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

※「
昔
話
を
語
ろ
う
」

講
師
　
語
り
部
　
横
山
幸
子
さ
ん

日
時
　
八
月
七
日（
日
）午
前
一
〇
時
半
〜
正
午

※「
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
七
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
八
日（
日
）午
前
一
〇
時
〜
午
後
三
時

※「
お
も
ち
ゃ
を
つ
く
ろ
う
１

（
ひ
ぐ
ら
し
を
つ
く
ろ
う
）」

講
師
　
展
示
解
説
員
　
丸
山
文
子
他

日
時
　
九
月
一
〇
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時
半

◎
移
動
展
展
示
解
説
日
（
梁
川
町
民
美
術
館
）

「
み
る
・
さ
わ
る
・
世
界
の
化
石
」

講
師
　
学
芸
員
　
竹
谷
陽
二
郎
他

日
時
　
七
月
一
三
日（
水
）一
四
日（
木
）

午
前
一
〇
時
半
〜
午
後
三
時
半

◎
自
然
史
講
座

（
申
込
は
、
梁
川
町
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
へ
）

※「
化
石
を
さ
が
そ
う
」（
野
外
）

（
梁
川
町
・
広
瀬
川
河
床
）

講
師
　
学
芸
員
　
竹
谷
陽
二
郎
他

日
時
　
八
月
六
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
四
時
半

※「
化
石
標
本
を
つ
く
ろ
う
」

（
梁
川
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
）

講
師
　
学
芸
員
　
相
田
　
優
他

日
時
　
八
月
七
日（
日
）午
前
九
時
半
〜
正
午

◎
移
動
展
展
示
解
説
会
（
梁
川
町
民
美
術
館
）

「
み
る
・
さ
わ
る
・
世
界
の
化
石
」

講
師
　
学
芸
員
　
古
川
裕
司

日
時
　
八
月
七
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
二
時
半

◎
自
然
史
講
座

※「
鶴
ヶ
城
の
外
来
種
」（
野
外
）

講
師
　
学
芸
員
　
古
川
裕
司

日
時
　
九
月
二
四
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時
半

◎
収
蔵
資
料
品
展
関
連
講
座

「
恵
日
寺
と
会
津
の
仏
教
文
化
」

講
師
　
学
芸
課
長
　
若
林
　
繁

日
時
　
七
月
一
六
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

※「
史
跡
恵
日
寺
を
歩
く
」（
野
外
）（
磐
梯
町
恵
日
寺
）

講
師
　
学
芸
員
　
木
田
浩
他
　

日
時
　
七
月
一
七
日（
日
）午
前
一
〇
時
〜
正
午

◎
収
蔵
資
料
品
展
展
示
解
説
会

「
中
世
の
恵
日
寺
―
会
津
仏
教
文
化
の
再
興
―
」

講
師
　
学
芸
員
　
展
示
解
説
員

日
時
　
七
月
一
六
日（
土
）講
座
終
了
後

八
月
一
三
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
二
時
半

八
月
一
五
日（
月
）午
後
一
時
半
〜
二
時
半

八
月
二
一
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
二
時
半

◎
企
画
展
関
連
行
事

企
画
展
記
念
講
演
会
「
婚
礼
の
マ
ナ
ー
」（
仮
称
）

講
師
　
林
原
美
術
館
館
長
　
熊
倉
功
夫
さ
ん

日
時
　
九
月
二
五
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
美
術
講
座

※「
ふ
く
し
ま
の
手
技
に
親
し
む
１

―
会
津
型
紙
を
彫
る
」（
実
技
）

講
師
　
喜
多
方
染
織
グ
ル
ー
プ
れ
ん
が
代
表

冠
木
昭
子
さ
ん
他

日
時
　
八
月
六
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時
半

※「
ふ
く
し
ま
の
手
技
に
親
し
む
２

―
会
津
型
紙
で
カ
レ
ン
ダ
ー
作
り
」（
実
技
）

講
師
　
喜
多
方
染
織
グ
ル
ー
プ
れ
ん
が
代
表

冠
木
昭
子
さ
ん
他

日
時
　
八
月
七
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時
半

「
暮
ら
し
の
中
の
美
術
　
人
の
一
生
４
―
」

講
師
　
学
芸
員
　
川
延
安
直
・
小
林
め
ぐ
み

日
時
　
九
月
三
〇
日（
金
）午
後
一
時
半
〜
三
時
半

◎
民
俗
講
座

「
民
俗
映
像
を
見
る
３
　
か
ら
む
し
と
麻
」

（
上
映
・
解
説
会
）

講
師
　
学
芸
員
　
鈴
木
克
彦

日
時
　
七
月
二
三
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
民
俗
映
像
を
見
る
４
　
茂
庭
の
し
な
だ
織
」

（
上
映
・
解
説
会
）

講
師
　
学
芸
員
　
榎
　
陽
介

日
時
　
八
月
二
〇
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

※「
カ
ラ
ム
シ
講
座
１
」（
見
学
会
）（
昭
和
村
）

講
師
　
昭
和
村
か
ら
む
し
生
産
技
術
保
存
協
会

日
時
　
七
月
三
一
日（
日
）午
前
八
時
〜
午
後
五
時

※「
カ
ラ
ム
シ
講
座
２
」（
実
技
）

講
師
　
染
織
工
芸
家
　
日
置
　
睦
さ
ん
　
他

日
時
　
九
月
四
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
四
時

◎
考
古
学
講
座

※「
縄
文
土
器
を
つ
く
ろ
う
」（
実
技
）

講
師
　
学
芸
員
　
森
　
幸
彦
・
高
橋
　
満

日
時
　
七
月
三
一
日（
日
）午
前
一
〇
時
〜
午
後
三
時

※「
縄
文
土
器
の
野
焼
き
」（
野
外
）

講
師
　
学
芸
員
　
森
　
幸
彦
・
高
橋
　
満

日
時
　
八
月
二
一
日（
日
）午
前
一
〇
時
〜
午
後
二
時

※「
大
昔
の
生
活
を
体
験
し
よ
う
」（
野
外
）

講
師
　
学
芸
員
　
森
　
幸
彦
・
高
橋
　
満

日
時
　
八
月
二
一
日（
日
）午
前
一
〇
時
〜
午
後
二
時

※「
原
始
機
で
布
を
織
る
」（
実
技
）

講
師
　
学
芸
員
　
木
本
元
治

日
時
　
九
月
一
七
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
保
存
科
学
講
座

※「
博
物
館
で
は
ど
の
よ
う
に
資
料
を
保
存
し
て
い

る
の
か
―
博
物
館
に
お
け
る
資
料
保
存
の
状
況

を
見
る
」（
見
学
会
）

講
師
　
学
芸
員
　
松
田
隆
嗣

日
時
　
九
月
一
八
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
指
導
者
向
け
研
修
講
座

※「
福
島
県
立
博
物
館
研
修
講
座
」

講
師
　
学
芸
員
　
榎
　
陽
介
他

日
時
　
八
月
五
日（
金
）午
前
九
時
半
〜
午
後
四
時

会
津
学
事
始
め
―
四
季
の
祈
り
と
暮
ら
し

◎
第
四
回
「
七
夕
と
盆
行
事
」

日
時
　
七
月
二
一
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
第
五
回
「
磐
梯
山
信
仰
と
恵
日
寺
」

日
時
　
八
月
一
八
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
第
六
回
「
飯
豊
山
信
仰
と
成
人
儀
礼
」

日
時
　
九
月
一
五
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
「
昔
語
り
」

語
り
部
　
横
山
幸
子
さ
ん

日
時
　
七
月
一
八
日（
月
・
祝
）午
前
一
〇
時
半
〜
正
午

◎
「
機
織
り
」

講
師
　
染
織
工
芸
家
　
山
根
正
平
さ
ん

日
時
　
七
月
二
四
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
　
八
月
一
四
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
伝
統
技
術
実
演
「
三
島
の
編
組
細
工
」

講
師
　
伝
統
技
術
保
持
者
　
五
十
嵐
三
美
さ
ん

日
時
　
九
月
一
九
日（
月
・
祝
）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
。

八
月
二
一
日（
日
　
県
民
の
日
）

九
月
一
九
日（
月
　
敬
老
の
日
）

七
月

四
日（
月
）・
一
一
日（
月
）・
一
九
日（
火
）・

二
五
日（
月
）

八
月

一
日（
月
）・
八
日（
月
）・
二
二
日（
月
）・

二
九
日
（
月
）

九
月

五
日（
月
）・
一
二
日（
月
）・
二
〇
日（
火
）・

二
六
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
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実
演

場
所
　
体
験
学
習
室

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

や
さ
し
い
展
示
解
説
会

常
設
展
無
料
開
放
日

七
〜
九
月
の
休
館
日


