
75

URL  http://www.general-museum.fks.ed.jp

サシコハンテン（福島県南郷村　福島県立博物館蔵）



2

サシコソデナシ（山形県庄内地方） コギンキモノ（青森県津軽地方）
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■
収
蔵
資
料
品
展
《
衣
と
暮
ら
し
―
東
北
の
仕
事
着
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
》
は
平
成
一
七
年
一
月
一
五
日
（
土
）
か
ら
三
月
二
一
日
（
月
）
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
。

会
期
中
の
関
連
行
事

○
民
俗
講
座
「
東
北
の
刺
子
と
民
俗
」（
上
映
・
解
説
会
）

日
時

一
月
二
三
日
（
日
）
午
後
一
時
半
〜
三
時

講
師

学
芸
員
　
佐
々
木
長
生

会
場

視
聴
覚
室

マイワイ（宮城県）

サシコワンバリ（福島県会津若松市東山町）
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博
物
館
の
秋
の
企
画
展
「
ふ
く
し
ま
の
工
芸
」
で
は
、
江
戸
時

代
後
期
の
文
人
・
浦
上
玉
堂
が
作
っ
た
七
絃
琴
と
い
う
楽
器
も
展

示
し
ま
し
た
。
古
琴
と
も
呼
ば
れ
中
国
で
古
代
か
ら
演
奏
さ
れ
て

き
た
七
絃
琴
は
、昨
年
無
形
の
世
界
遺
産
に
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
へ
は
奈
良
時
代
に
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
が
一
時
途
絶
え
て

し
ま
い
ま
し
た
。

江
戸
時
代
前
期
に

再
び
中
国
よ
り
伝

え
ら
れ
、
中
国
へ

の
憧
れ
を
抱
い
て

い
た
文
人
た
ち
に

受
け
入
れ
ら
れ
ま

す
。
玉
堂
も
そ
の

よ
う
な
文
人
の
一

人
で
し
た
。

玉
堂
は
岡
山
藩

を
脱
藩
し
て
江
戸

に
い
た
と
こ
ろ
、

会
津
藩
か
ら
猪
苗

代
に
あ
る
土
津
は
に
つ

神

社
の
神
楽
か
ぐ
ら

復
興
の

依
頼
を
受
け
、
会

津
に
し
ば
ら
く
滞

在
し
ま
し
た
。
会

津
で
も
愛
す
る
七

絃
琴
を
作
っ
て
い

ま
す
。
琴
の
材
料
と
な
る
桐
と
漆
を
産
す
る
会
津
は
、
玉
堂
に
と

っ
て
も
嬉
し
い
土
地
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

現
在
で
は
あ
ま
り
馴
染
み
の
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
七
絃
琴
が
、

ど
の
よ
う
な
音
色
を
奏
で
る
の
か
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
く
て
、

展
示
に
あ
わ
せ
て
演
奏
会
を
企
画
し
ま
し
た
。

奏
者
の
飛
田
立
史
さ
ん
は
、
郡
山
市
在
住
の
七
絃
琴
演
奏
家
。

中
国
に
留
学
し
て
北
京
・
上
海
で
七
絃
琴
の
演
奏
を
学
ば
れ
ま
し

た
。
日
本
人
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
演
奏
や
精
神
は
中
国
で
も
「
正

統
派
」
と
の
評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。
現
在
は
日
本
の
み
な
ら
ず

中
国
で
も
ご
活
躍
で
す
。

当
日
は
、
飛
田
さ
ん
の
軽
妙
な
ト
ー
ク
で
、
七
絃
琴
の
大
き
さ

や
形
が
持
つ
意
味
や
、
楽
譜
の
読
み
方
な
ど
を
説
明
い
た
だ
き
な

が
ら
演
奏
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

演
奏
し
て
い
た
だ
い
た
曲
目
は
全
七
曲
。
美
し
い
夜
を
イ
メ
ー

ジ
し
た
『
良
宵
引
』。
一
日
の
仕
事
を
終
え
た
猟
師
が
ほ
ろ
酔
い
で

櫓ろ

を
漕こ

ぎ
、
唄
う
情
景
を
表
現
し
た
『
酔
漁
唄
晩
』。
亡
く
な
っ
た

人
を
偲し
の

ぶ
『
憶
故
人
』。
寒
空
を
飛
ぶ
雁か
り

に
故
郷
を
思
う
旅
人
の
心

を
重
ね
た
『
平へ
い

沙さ

落ら
く

雁が
ん

』。
高
山
か
ら
湧
き
出
で
た
渓
流
が
や
が
て

大
河
と
な
っ
て
海
に
注
ぐ
様
を
表
し
た
『
流
水
』。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
中
国
で
演
奏
さ
れ
て
き
た
曲
、〈
唐
土
の
音

色
〉
で
す
。
七
絃
琴
の
弦
が
弾
か
れ
る
音
、
こ
す
ら
れ
る
音
が
紡

ぐ
そ
れ
ぞ
れ
の
情
景
は
、
聞
く
者
を
、
花
の
香
り
漂
う
美
し
い
夜

や
、
激
し
く
流
れ
る
川
の
水
面
へ
と
運
ん
で
く
れ
る
か
の
よ
う
で

し
た
。

中
国
当
代
の
詩
人
・
李
白
の
漢
詩
に
節
を
つ
け
た
『
子し

夜や

呉ご

歌か

』

は
、
江
戸
時
代
に
中
国
か
ら
七
絃
琴
が
再
び
も
た
ら
さ
れ
た
際
に
、

企
画
展
「
ふ
く
し
ま
の
工
芸
」
記
念
七し

ち

絃げ
ん

琴き
ん

演
奏
会

「
江
戸
の
音
色
・
唐と

う

土ど

の
音
色
」

奏
　
者
　
琴
人

飛ひ

田だ

立た
つ

史し

氏

平
成
一
六
年
一
一
月
三
日
（
水
・
祝
）

日
本
に
入
っ
て
き
た
曲
で
す
。
最
後
に
演
奏
し
て
い
た
だ
い
た
『
人じ
ん

左さ

』
は
、
熊
沢
蕃
山
と
い
う
江
戸
時
代
の
儒
学
者
の
詞
に
、
玉
堂

が
催さ
い

馬ば

楽ら

の
節
を
合
わ
せ
た
曲
。
二
曲
と
も
江
戸
時
代
の
人
々
が

歌
い
、
楽
し
ん
だ
〈
江
戸
の
音
色
〉
で
す
。『
人
左
』
の
詩
を
ご
紹

介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

ひ
と
は
と
が
む
と
　
と
が
め
じ
　
ひ
と
は
い
か
る
と
　
い
か
ら
じ

い
か
り
と
よ
く
を
す
て
て
こ
そ
　
つ
ね
に
こ
こ
ろ
は
た
の
し
め

含
蓄
の
あ
る
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
歌
詞
で
す
。

演
奏
会
の
最
後

に
、
通
常
展
示
室

の
ケ
ー
ス
の
中
に

展
示
し
て
い
る
玉

堂
自
作
の
七
絃
琴

も
爪つ
ま

弾び

い
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
残

念
な
が
ら
弦
の
音

程
が
調
わ
ず
、
本

来
の
音
色
を
蘇
ら

せ
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
が
、

二
〇
〇
年
前
に
玉

堂
が
楽
し
ん
だ
調

べ
を
皆
さ
ん
に
も

お
楽
し
み
い
た
だ

け
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
を
機
会
に
、

中
国
や
日
本
で
愛

さ
れ
て
き
た
七
絃

琴
と
い
う
魅
力
あ

ふ
れ
る
楽
器
が
、
少
し
で
も
皆
さ
ん
の
心
に
残
る
こ
と
を
願
っ
て

や
み
ま
せ
ん
。

（
美
術
担
当
　
小
林
め
ぐ
み
）
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西
会
津
町
奥
川
や
、
山
都
町
一
ノ
戸
川
な
ど
、
飯
豊
連
峰
の
山

麓
を
流
れ
る
河
川
の
上
流
部
に
は
、
ほ
か
の
地
域
に
比
べ
た
い
へ

ん
ち
密
で
硬
い
岩
石
が
露
出
し
て
い
る
。
こ
の
岩
石
は
、
会
津
地

域
の
基
盤
を
な
す
地
層
で
、
大
戸
層
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
大
戸
層

と
い
う
名
は
、
会
津
盆
地
南
方
に
そ
び
え
る
大
戸
岳
に
由
来
し
、

そ
こ
に
も
、
同
様
の
岩
石
が
分
布
し
て
い
る
。

私
は
、
大
戸
層
の
成
り
立
ち
を
調
べ
る
た
め
に
調
査
を
進
め
て

い
る
。
地
層
の
調
査
は
沢
を
調
べ
る
の
が
最
適
で
あ
る
。
沢
で
は

水
の
浸
食
に
よ
り
岩
盤
が
露
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、

飯
豊
山
麓
の
沢
は
長
く
険
し
い
の
で
調
査
は
た
い
へ
ん
で
あ
る
。

胴
長
を
着
込
ん
で
水
に
腰
ま
で
つ
か
る
が
、
転
ん
で
頭
ま
で
ず
ぶ

ぬ
れ
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
滝
が
あ
る
と
そ
れ
を
迂
回
す
る
た
め

に
崖
を
よ
じ
登
っ
た
り
す
る
。
鈴
を
鳴
ら
し
、
熊
に
注
意
し
な
が

ら
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
も
上
流
部
は
水
が
と
て
も
き
れ
い
で

あ
る
。
秋
な
ど
は
紅
葉
が
み
ご
と
で
、
ま
さ
に
桃
源
郷
の
よ
う
な

自
然
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
戸
層
を
特
徴
づ
け
る
岩
石
は
チ
ャ
ー
ト
で
あ
る
。
チ
ャ
ー
ト

と
は
、
珪
質
（
シ
リ
カ
）
の
成
分
を
九
五
％
以
上
含
む
、
半
透
明

で
と
て
も
硬
い
岩
石
で
あ
る
。
黒
・
白
・
茶
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
色

を
も
つ
。
チ
ャ
ー
ト
は
、
主
に
、
放
散
虫
と
い
う
珪
質
の
殻
を
も

つ
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
遺
骸
が
海
底
に
堆
積
し
て
形
成
さ
れ
た
。
チ

ャ
ー
ト
の
ほ
か
に
、
黒
灰
色
の
粘
板
岩
と
灰
色
の
砂
岩
、
砂
岩
と

粘
板
岩
が
繰
り
返
し
堆
積
し
た
互
層
が
見
ら
れ
る
。
粘
板
岩
は
海

中
に
浮
遊
し
て
い
る
泥
が
ゆ
っ
く
り
と
海
底
に
た
ま
っ
た
も
の
で
、

砂
岩
は
水
流
で
運
ば
れ
て
き
た
砂
粒
が
堆
積
し
て
で
き
た
も
の
で

あ
る
。

こ
の
地
域
に
分
布
す
る
大
戸
層
は
、
主
に
北
北
東
―
南
南
西
方

向
の
地
層
の
延
び
を
も
ち
、
東
ま
た
は
西
に
高
角
で
傾
き
、
チ
ャ

ー
ト
・
泥
岩
・
砂
岩
が
セ
ッ
ト
で
、
断
層
に
よ
り
何
回
も
繰
り
返

し
て
い
る
。
山
都
町
一
ノ
木
の
水
無
林
道
で
は
、
激
し
く
折
り
た

た
ま
れ
た
見
事
な
チ
ャ
ー
ト
の
褶
曲
が
観
察
で
き
る
。
地
層
は
も

と
も
と
海
底
な
ど
に
泥
や
砂
が
水
平
に
堆
積
し
て
で
き
た
も
の
な

の
で
、
地
層
が
高
角
で
傾
斜
し
褶
曲
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

地
層
が
堆
積
し
た
後
で
激
し
い
運
動
を
う
け
て
変
形
し
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

大
戸
層
の
泥
岩
か
ら
、
放
散
虫
の
化
石
を
発
見
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
化
石
の
種
類
か
ら
、
堆
積
の
時
代
が
中
生
代
の
ジ
ュ
ラ
紀

〜
白
亜
紀
で
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。
大
戸
層
か
ら
は
、
貝
な
ど
浅

い
海
に
生
息
し
て
い
る
化
石
の
報
告
は
な
い
。
こ
の
こ
と
と
堆
積

物
の
特
徴
か
ら
、
大
戸
層
は
深
い
海
の
底
で
形
成
さ
れ
た
地
層
と

考
え
ら
れ
る
。

実
は
、
大
戸
層
と
同
じ
よ
う
な
岩
相
・
構
造
・
時
代
を
も
つ
地

層
は
、
日
本
列
島
の
中
軸
部
に
広
く
分
布
し
て
い
る
。
現
在
で
は
、

こ
れ
ら
の
地
層
は
ジ
ュ
ラ
紀
に
海
溝
付
近
で
形
成
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
考
え
の
基
本
に
な
っ
て
い
る
の
が
プ
レ
ー
ト

テ
ク
ト
ニ
ク
ス
理
論
で
あ
る
。
地
球
は
、
厚
さ
一
〇
〇
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
の
プ
レ
ー
ト
と
よ
ば
れ
る
一
〇
数
枚
の
岩
盤
（
リ
ソ
ス

フ
ェ
ア
）
で
覆
わ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
マ
ン
ト
ル
最
上
部
の

軟
ら
か
い
層
（
ア
セ
ノ
ス
フ
ェ
ア
）
の
上
を
、
一
年
で
数
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
と
い
う
ゆ
っ
く
り
し
た
速
さ
で
水
平
移
動
し
て
い
る
。

プ
レ
ー
ト
は
、
海
嶺
と
よ
ば
れ
る
海
底
に
あ
る
玄
武
岩
質
マ
グ
マ

の
噴
き
出
し
口
で
生
ま
れ
、
新
し
い
海
洋
底
を
海
嶺
の
両
側
に
つ

く
っ
て
い
く
。
そ
の
海
洋
プ
レ
ー
ト
は
日
本
海
溝
の
よ
う
な
海
溝

で
大
陸
プ
レ
ー
ト
の
下
に
沈
み
こ
む
。

ジ
ュ
ラ
紀
に
は
日
本
列
島
は
ま
だ
存
在
せ
ず
、
ア
ジ
ア
大
陸
の

東
の
縁
に
海
溝
が
あ
っ
た
。
陸
か
ら
遠
く
離
れ
た
深
海
の
海
洋
プ

レ
ー
ト
上
に
は
、
陸
か
ら
運
ば
れ
た
泥
が
届
か
ず
、
も
っ
ぱ
ら
プ

ラ
ン
ク
ト
ン
で
あ
る
放
散
虫
の
遺
骸
が
堆
積
し
て
チ
ャ
ー
ト
が
形

成
さ
れ
た
。
海
溝
や
、
陸
か
ら
海
溝
に
い
た
る
斜
面
で
は
、
ゆ
っ

く
り
と
海
底
に
泥
が
た
ま
り
、
時
々
浅
い
と
こ
ろ
か
ら
海
底
地
す

べ
り
に
よ
っ
て
砂
が
運
ば
れ
堆
積
し
、
砂
と
泥
の
互
層
が
形
成
さ

れ
た
。
海
洋
プ
レ
ー
ト
が
海
溝
で
陸
の
プ
レ
ー
ト
の
下
に
も
ぐ
り

こ
む
時
、
陸
側
の
堆
積
物
（
泥
や
砂
）
の
中
に
、
玄
武
岩
質
の
海

洋
プ
レ
ー
ト
や
海
洋
プ
レ
ー
ト
上
に
沈
積
し
た
堆
積
層
（
チ
ャ
ー

ト
な
ど
）
が
は
ぎ
と
ら
れ
、
次
々
に
陸
側
に
付
け
加
わ
っ
た
。
こ

れ
を
付
加
体
と
よ
ん
で
い
る
。
付
加
体
で
は
、
地
層
が
断
層
や
褶

曲
に
よ
り
激
し
く
変
形
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
大
戸
層
は
形
成

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
後
白
亜
紀
に
そ
れ
は
隆
起

し
陸
地
と
な
っ
た
。

ア
ジ
ア
大
陸
で
恐
竜
が
闊
歩
し
て
い
た
頃
、
大
陸
東
縁
の
海
溝

で
は
こ
の
よ
う
な
ド
ラ
マ
が
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
大
戸
層

の
地
層
を
調
べ
る
こ
と
は
、
日
本
列
島
を
含
ん
だ
極
東
ア
ジ
ア
の

成
り
立
ち
を
知
る
上
で
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
思
う
。

研
究
ノ
ー
ト会

津
の
基
盤
岩
「
大
戸
層
」

竹
谷
陽
二
郎
　
自
然
担
当山都町宮古川上流にある落差20ｍの滝

Ｖの字に折りたたまれて褶曲したチャート
山都町一ノ木　水無林道



い
て
、
ち
ょ
う
ど
牧
場
の
南
側
の
あ
た
り
を
指
し
ま
す
。

他
の
峠
で
も
大
規
模
な
戦
闘
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
特
に

こ
の
頃
、
宮
城
県
白
石
で
東
北
諸
藩
は
会
津
藩
救
済
の
た
め
の
会

議
を
行
っ
て
い
る
時
期
で
し
た
の
で
、
対
会
津
戦
へ
の
慎
重
な
思

い
が
兵
士
た
ち
に
も
影
響
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

閏
四
月
二
十
日
に
は
新
政
府
軍
の
支
配
下
に
あ
っ
た
東
北
の
入

口
、
白
河
城
を
会
津
藩
は
攻
略
し
ま
す
。
そ
の
後
奪
還
し
よ
う
と

す
る
新
政
府
軍
が
押
し
寄

せ
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
会

津
藩
ば
か
り
で
は
な
く
、

仙
台
藩
や
二
本
松
藩
そ
し

て
新
選
組
な
ど
が
顔
を
揃

え
て
攻
撃
か
ら
城
を
守
ろ

う
と
す
る
の
で
す
。

そ
の
後
戊
辰
戦
争
は
新

政
府
軍
の
攻
勢
を
も
っ
て

推
移
し
、
白
河
、
棚
倉
、

平
、
三
春
、
二
本
松
と
制

圧
さ
れ
、
つ
い
に
八
月
二

十
一
日
母
成
峠
が
板
垣
退

助
な
ど
の
軍
勢
に
破
ら
れ

る
の
で
し
た
。
二
日
後
、

早
く
も
会
津
若
松
城
追
手

ま
で
迫
り
、
一
ヶ
月
に
及

ぶ
戦
い
が
続
く
の
で
す
。

現
在
の
母
成
峠
は
新
し

い
道
が
整
備
さ
れ
、
当
時

戦
わ
れ
た
道
は
定
か
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

両
藩
が
対
峙
あ
る
い
は
協

力
し
た
地
、
母
成
峠
を
も

う
一
度
歩
き
直
し
て
み
て

は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
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も
う
ひ
と
つ
の

母
成
峠
の
戦
い

回
答
者

歴
史
担
当

竹
内
　
浩

月
に
は
仙
台
藩
主
伊
達
慶
邦
へ
会
津
藩
攻
撃
の
命
令
を
伝
え
ま
す
。

仙
台
藩
を
初
め
東
北
諸
藩
は
会
津
藩
に
同
情
的
で
あ
っ
た
と
言

わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
政
府
側
の
態
度
は
固
く
、
仙
台
藩
は
四
月
中

旬
に
は
現
在
の
福
島
県
域
へ
侵
攻
し
、
会
津
藩
と
の
境
に
あ
る
土

湯
、
母
成
、
中
山
、
御
霊
櫃
な
ど
の
峠
に
兵
を
置
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
消
極
的
な
仙
台
藩
を
監
督
す
る
た
め
、
仙
台
か
ら
参
謀
の
醍

醐
忠
敬
や
下
参
謀
世
良
修
蔵
も
ま
た
県
内
へ
と
や
っ
て
き
ま
し
た
。

両
藩
の
最
初
の
戦
闘
は
四
月
二
十
日
の
土
湯
峠
で
の
も
の
で
し

た
。
仙
台
藩
瀬
上
主
膳
ら
は
前
日
か
ら
布
陣
し
、
会
津
藩
と
対
峙

し
ま
す
が
峠
を
突
破
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、

仙
台
藩
伊
達
安
芸
や
大
松
沢
掃
部
之
助
な
ど
は
、
さ
ら
に
南
下
し

本
宮
宿
（
安
達
郡
本
宮
町
）
に
来
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
中
山
峠
や

母
成
峠
を
攻
撃
す
る
た
め
で
し
た
。

め
る
会
津
藩
兵
を
襲
お
う
と
前
進
し
ま
す
が
、
姿
が
見
え
ず
さ
ら

に
進
む
と
、
急
に
鉄
砲
を
打
た
れ
一
時
後
退
し
ま
す
。
し
か
し
そ

の
後
も
「
萩
岡
坂
」
ま
で
前
進
を
試
み
る
の
で
す
。
ま
た
「
小
敷

手
山
」
下
に
土
手
を
築
き
始
め
ま
す
が
、
閏
四
月
の
中
旬
に
な
る

と
、会
津
藩
田
中
源
之
進
と
大
松
沢
の
使
者
が
話
し
合
い
を
も
ち
、

戦
い
は
収
束
に
向
か
う
の
で
し
た
。
絵
図
で
は
「
小
敷
手
山
」
を

こ
ん
も
り
と
し
た
山
に
描
い
て
い
ま
す
。
現
在
で
も
石
筵
入
口
に

は
そ
れ
ら
し

き
景
観
が
見

ら
れ
ま
す
。

ま
た「
萩
岡
」

の
地
名
は
現

在
も
残
っ
て

Ｑ：
企
画
展
「
戊
辰
戦
争
と
い
ま
」
の
説
明
に
、
母
成
峠
で
会
津

藩
と
仙
台
藩
が
戦
っ
た
と
あ
り
ま
し
た
が
、
両
藩
は
味
方
同
士
で

は
な
か
っ
た
の
で
す
か
？

Ａ：

そ
の
通
り
、「
奥
羽
越
列
藩
同
盟
」
の
仲
間
で
す
。
で
も
そ
れ

は
慶
応
四
年
閏
四
月
も
中
旬
以
降
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。

正
式
に
は
五
月
三
日
に
盟
約
書
へ
調
印
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
味
方

同
士
に
な
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
一
月
か
ら
始
ま
る
戊
辰
戦
争
初

期
、
会
津
藩
は
朝
敵
と
み
な
さ
れ
仙
台
藩
は
新
政
府
側
の
奥
羽
鎮

撫
総
督
の
命
に
従
い
、
会
津
藩
と
戦
っ
て
い
た
の
で
す
。

一
月
三
日
、
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
に
端
を
発
し
た
戊
辰
戦
争
。
朝

敵
と
な
っ
た
会
津
藩
主
松
平
容
保
は
二
月
に
は
国
元
へ
帰
り
、
三

月
に
は
軍
政
改
革
に
取
り
組
み
ま
す
。
一
方
新
政
府
側
は
、
九
条

道
孝
を
奥
羽
鎮
撫
総
督
に
任
命
し
、
仙
台
へ
派
遣
し
ま
し
た
。
三

実
際
に
会
津
藩
と
の
本
格
的
な
戦
闘
が
行
わ
れ
た
の
は
、
翌
閏

四
月
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
し
た
。
伊
達
隊
は
中
山
峠
攻
略
の

た
め
二
渡
へ
、
大
松
沢
隊
は
、
母
成
峠
入
口
の
石
筵
へ
そ
れ
ぞ
れ

陣
を
敷
き
ま
し
た
。
当
時
会
津
藩
は
こ
れ
ら
峠
周
辺
の
村
落
に
放

火
し
、
敵
を
攪
乱
す
る
作
戦
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
御
霊
櫃
峠
に

出
陣
し
た
仙
台
藩
兵
が
泊
ま
っ
て
い
た
大
槻
村（
郡
山
市
大
槻
町
）

の
名
主
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
村
民
が
火
の
番
に
か
り
だ
さ
れ
て
い

た
そ
う
で
す
。

閏
四
月
一
日
か
ら
三
日
に
か
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
峠
を
め
ぐ
る
戦

い
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
後
に
新
選
組
が
守
る
こ
と
に
な
る
母
成

峠
で
の
戦
い
に
つ
い
て
当
時
の
記
録
か
ら
詳
し
く
見
て
み
ま
し
ょ

う
。
四
月
の
後
半
に
石
筵
へ
赴
い
た
仙
台
勢
は
、
峠
入
口
に
あ
る

「
小
敷
手
山
」
下
に
番
兵
を
お
き
ま
す
。「
萩
岡
山
」
の
番
所
に
詰

現在の母成峠を下る古い道

土手普請手伝手控
二本松市　遠藤精吾

石筵の入口付近
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（
題
字
・
斎
藤
　
隆
）

急
速
な
高
齢
化
を
迎
え
る
日
本
。
社
会
の
高
齢
化
は
大
き
な
問
題
と
な

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、「
老
い
」
は
肉
体
の
衰
え
と
い
う
マ
イ
ナ
ス

面
を
抱
え
る
も
の
の
、
人
間
の
精
神
活
動
に
深
ま
り
と
広
が
り
を
与
え
ま

す
。
す
べ
て
の
文
化
は
成
熟
を
目
指
す
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し

ょ
う
。「
老
い
」
を
避
け
て
文
化
・
社
会
の
成
熟
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。

我
が
国
で
は
「
老
い
」
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う

か
。「
老
い
」
の
力
・「
老
い
」
の
姿
・「
老
い
」
を
迎
え
る
・「
老
い
」
を

祝
う
・「
老
い
」
を
生
き
る
・「
老
い
」
た
る
神
の
六
つ
の
テ
ー
マ
を
設
け
、

中
世
か
ら
近
現
代
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
美
術
工
芸
品
と
ア
ー
ト
を
通
し
て
、

「
老
い
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

◎
春
の
企
画
展
予
告

■
春
の
企
画
展
《
老
い
》
は
平
成
一
七
年
四
月
二
三
日
（
土
）
か
ら
六
月
五
日
（
日
）
ま
で

ト
ピ
ッ
ク
ス

常
設
展
示
室
「
歴
史
・
美
術
テ
ー
マ
展
示
」

平
成
十
六
年
度
　
第
六
回
展

画
題
で
見
る
美
術

―
山
水
画
と
風
景
画
Ⅱ

街
と
山
河

常
設
展
示
室
歴
史
・
美
術
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
に
基
づ

い
て
歴
史
・
美
術
資
料
を
ご
紹
介
す
る
テ
ー
マ
展
示
を
行
っ
て
い

ま
す
。
次
回
は
山
水
画
と
風
景
画
を
紹
介
す
る
テ
ー
マ
展
示
の
パ

ー
ト
2
「
画
題
で
見
る
美
術
―
山
水
画
と
風
景
画
Ⅱ
」
を
開
催
し

ま
す
。

想
像
上
の
中
国
の
理
想
の
景
観
を
、
主
に
墨
を
用
い
て
描
い
た

山
水
画
、
京
の
都
な
ど
実
際
の
市
街
の
景
観
を
画
面
上
に
再
構
成

し
た
洛
中
洛
外
図
や
城
下
絵
図
。

広
い
意
味
で
は
こ
れ
ら
は
同
じ
風
景
画
に
分
類
で
き
ま
す
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
中
心
に
日
本
人
が
描
き
残
し
た
景
観
の

表
現
を
見
較
べ
て
み
る
と
、
同
じ
く
景
観
を
題
材
に
し
て
い
て
も
、

そ
こ
に
表
現
さ
れ
た
世
界
は
ず
い
ぶ
ん
と
異
な
る
こ
と
に
気
づ
き

ま
す
。
日
本
絵
画
の
景
観
表
現
の
幅
広
さ
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

主
な
展
示
作
品
（
予
定
）

雪
村
　
周
継
「
破
墨
山
水
図
」（
福
島
県
立
博
物
館
蔵
）※
写
真
１

「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」（
福
島
県
立
博
物
館
蔵
）

大
須
賀
清
光
「
会
津
若
松
城
下
絵
図
・
追
鳥
狩
図
屏
風
」

（
福
島
県
立
博
物
館
蔵
）

狩
野
派
諸
家
「
松
川
十
二
景
和
歌
色
紙
帖
」（
個
人
蔵
）

岩
浅
　
松
石
「
会
藩
年
中
行
事
図
」（
福
島
県
立
博
物
館
蔵
）

※
写
真
２

会
期

平
成
一
七
年
一
月
一
八
日
（
火
）
〜
三
月
一
三
日
（
日
）

会
場

福
島
県
立
博
物
館
　
常
設
展
示
室
　
歴
史
・
美
術

写真１写真２
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「
蒲
生
氏
郷
と
保
科
正
之
―
会
津
藩
政
の
幕
開
け
」

会
期
　
一
月
一
〇
日（
月
・
祝
）ま
で

「
画
題
で
見
る
美
術

―
山
水
画
と
風
景
画
Ⅱ
　
街
と
山
河
」

会
期
　
一
月
一
八
日（
火
）か
ら

三
月
一
三
日（
日
）ま
で

◎
民
俗
講
座

「
会
津
の
初
市
」（
上
映
・
解
説
会
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
佐
々
木
長
生

日
時
　
一
月
八
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
東
北
の
刺
子
と
民
俗
」（
上
映
・
解
説
会
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
佐
々
木
長
生

日
時
　
一
月
二
三
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
昭
和
村
の
麻
と
カ
ラ
ム
シ
」（
上
映
・
解
説
会
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
佐
々
木
長
生

日
時
　
二
月
五
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
歴
史
講
座

「
古
文
書
入
門
10

古
代
②
」

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
竹
内
　
浩

日
時
　
一
月
一
五
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
ニ
ュ
ー
ス
映
画
を
み
よ
う
」（
上
映
・
解
説
会
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
南
雲
　
修

日
時
　
三
月
一
二
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
体
験
講
座

※「
わ
ら
ぞ
う
り
を
つ
く
ろ
う
」（
実
技
）

講
師
　
技
術
伝
承
者
　
鈴
木
幸
雄
さ
ん

日
時
　
二
月
一
一
日（
金
・
祝
）

午
前
一
〇
時
〜
午
後
三
時

※「
お
も
ち
ゃ
を
つ
く
ろ
う
」（
実
技
）

講
師
　
当
館
展
示
解
説
員

日
時
　
三
月
一
九
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

会
津
学
事
始
め
―
四
季
の
生
業
と
暮
ら
し

◎
第
一
〇
回

「
雪
の
民
俗
」

日
時
　
一
月
一
三
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
第
一
一
回

「
民
具
の
世
界
」

日
時
　
二
月
三
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
第
一
二
回

「
森
の
文
化
」

日
時
　
三
月
三
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
〇
日（
日
・
祝
）

午
後
一
時
半
〜
三
時

＊
展
示
解
説
員
に
よ
る
常
設
展
の
展
示
解
説
で
す
。

＊
毎
週
土
曜
日
午
後
二
時
か
ら（
三
〇
分
間
）

毎
週
日
曜
日
午
前
一
一
時
か
ら（
三
〇
分
間
）と
午

後
二
時
か
ら
（
六
〇
分
間
）で
す
。

＊
な
お
、
都
合
に
よ
り
開
催
し
な
い
こ
と
も
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

＊
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
七
日（
月
）〜
一
月
四
日（
火
）

一
月

一
一
日（
火
）・
一
七
日（
月
）・
二
四
日（
月
）

・
三
一
日（
月
）

二
月

七
日（
月
）・
一
四
日（
月
）・
二
一
日（
月
）・

二
八
日（
月
）

三
月

七
日（
月
）・
一
四
日（
月
）・
二
二
日（
火
）・

二
八
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

季
刊
博
物
館
だ
よ
り
　
第
75号
　
2004年

12月
15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

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

一
〜
三
月
の
休
館
日


