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農兵着用胴丸　渡辺田鶴

農兵着用陣笠　渡辺田鶴

河原田包彦所用陣羽織　照国寺
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■
企
画
展
《
戊
辰
戦
争
と
い
ま
》
は
平
成
一
六
年
四
月
一
七
日
（
土
）
か
ら
六
月
一
三
日
（
日
）
ま
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

■
企
画
展
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
。

企
画
展
関
連
行
事
の
お
知
ら
せ

○
企
画
展
記
念
講
演
会

「
白
虎
隊
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
か
」

講
師

後
藤
　
康
二
氏

（
会
津
大
学
　
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
）

日
時

四
月
二
五
日
（
日
）
午
後
一
時
三
〇
分
よ
り

場
所

当
館
講
堂

○
企
画
展
展
示
解
説
会

講
師

当
館
学
芸
員

日
時

四
月
二
五
日
（
日
）
講
演
会
終
了
後

六
月
一
三
日
（
日
）
午
後
一
時
三
〇
分
よ
り

場
所

企
画
展
示
室※

企
画
展
チ
ケ
ッ
ト
が
必
要
で
す
。

農兵着用手甲　渡辺田鶴

醍
醐
殿
御
休
札
　
遠
藤
精
吾

官
軍
鑑
札
　
遠
藤
良
久

九
条
殿
御
休
札
　
遠
藤
精
吾



昭
和
六
一
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た
県
立
博
物
館
は
、
今
年
で
一
八

年
目
を
迎
え
ま
し
た
。
開
館
当
初
は
一
万
七
〇
〇
〇
点
余
り
だ
っ

た
収
蔵
資
料
が
、
現
在
で
は
ほ
ぼ
一
〇
万
点
に
達
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
県
民
の
皆
様
か
ら
の
寄
贈
や
寄
託
な
ど
、
博
物
館
に
貴

重
な
資
料
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
館
の
常
設
展
示
は
開
館
以
来
大
き
な
変
更
は

な
く
、
展
示
資
料
を
少
し
ず
つ
入
れ
替
え
て
き
た
程
度
で
し
た
。

県
内
の
化
石
や
岩
石
・
鉱
物
な
ど
の
自
然
史
資
料
に
つ
い
て
も
、

そ
の
質
・
量
と
も
に
か
な
り
充
実
し
て
き
ま
し
た
。研
究
の
結
果
、

そ
の
中
に
は
、
本
県
の
自
然
史
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
重
要
な
資

料
が
多
々
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
昨
年
の
末
に
、
自
然
部

門
展
示
「
県
土
の
形
成
」
の
展
示
資
料
を
大
幅
に
入
れ
替
え
ま
し

た
。
展
示
資
料

は
約
二
〇
〇
点

増
え
四
三
五
点

と
な
り
、
そ
の

う
ち
八
割
近
く

が
新
し
い
資
料

で
す
。

展
示
構
成
そ

の
も
の
は
以
前

と
変
わ
り
ま
せ

ん
。
時
代
の
古

い
方
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
の
時
代
を

代
表
す
る
化
石

・
岩
石
・
鉱
物

を
展
示
し
て
い

ま
す
。
新
た
に

展
示
し
た
標
本
の
う
ち
、
特
筆
す
べ
き
も
の
を
こ
こ
で
ご
紹
介
し

ま
す
。

太
平
洋
岸
の
相
馬
市
か
ら
原
町
市
に
か
け
て
分
布
す
る
中
生
代

ジ
ュ
ラ
紀
中
期
〜
白
亜
紀
初
期
（
約
一
億
四
〇
〇
〇
万
〜
一
億
七

〇
〇
〇
万
年
前
）
の
地
層
か
ら
た
く
さ
ん
の
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
化
石

が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
び
、
浜
通
り
に
お
住
ま
い
の
化

石
研
究
家
の
み
な
さ
ん
か
ら
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
を
ご
提
供
い
た
だ
き
、

代
表
的
な
標
本
を
展
示
し
ま
し
た
。
相
馬
地
域
か
ら
こ
れ
ま
で
報

告
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
し
か
も
三
つ
の
新
種

が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

フ
タ
バ
ス
ズ
キ
リ
ュ
ウ
の
全
身
骨
格
を
中
心
と
し
た
白
亜
紀
の

コ
ー
ナ
ー
で
は
、
い
わ
き
市
大
久
町
鶴
房
か
ら
発
見
さ
れ
た
ギ
ン

ザ
メ
の
あ
ご
の
化
石
を
新
た
に
展
示
し
ま
し
た
。
ギ
ン
ザ
メ
は
、

デ
ボ
ン
紀
か
ら
現
在
ま
で
生
き
て
き
た
サ
メ
の
種
類
で
、
本
県
で

は
初
め
て
の
発
見
で
す
。
こ
の
化
石
は
ギ
ン
ザ
メ
の
進
化
を
知
る

上
で
た
い
へ
ん
貴
重
な
も
の
で
す
。

新
生
代
で
は
、
今
か
ら
お
よ
そ
一
五
〇
〇
万
年
前
に
生
き
て
い

た
不
思
議
な
哺
乳
類
、
パ
レ
オ
パ
ラ
ド
キ
シ
ア
の
全
身
骨
格
を
展

示
し
ま
し
た
。
こ
の
化
石
は
一
九
八
四
年
に
梁
川
町
の
広
瀬
川
河

床
で
発
見
さ
れ
、
そ
の
後
、
同
町
の
ご
厚
意
に
よ
り
当
館
へ
寄
贈

さ
れ
た
も
の
で
す
。
全
身
の
骨
格
が
発
掘
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は

日
本
で
四
例
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
当
館
で
は
十
数
年
を
か
け
て
標

本
の
研
究
を
行
い
、
骨
格
の
復
元
に
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。

西
会
津
町
熊
沢
に
露
出
す
る
今
か
ら
約
一
二
〇
〇
万
年
前
の
地

層
か
ら
、
ほ
ぼ
全
身
の
骨
が
は
っ
き
り
と
残
っ
た
み
ご
と
な
魚
類

の
化
石
が
二
体
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
チ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
ウ
オ
の
な

か
ま
と
ス
ズ
メ
ダ
イ
の
な
か
ま
で
す
。
い
ず
れ
も
新
種
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
た
く
さ
ん
の
新
発
見
の
標
本
が
展
示
し
て
あ
り
、

以
前
よ
り
も
か
な
り
見
応
え
が
あ
り
ま
す
。
常
設
展
示
は
何
度
も

見
た
と
い
う
方
に
も
新
た
な
発
見
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご

来
館
く
だ
さ
い
。

専
門
学
芸
員
　
竹
谷
陽
二
郎
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ギンザメ　左：上あごの一部（原田和男氏寄贈）
右：下あごの一部（高橋紀信氏寄贈）

チョウチョウウオのなかま（斎藤満国氏寄贈）

パレオパラドキシア骨格（復元）

部
門
展
示
「
県
土
の
形
成
」�

　
　
　
　
　
　
　
展
示
替
え�

部
門
展
示
「
県
土
の
形
成
」�

　
　
　
　
　
　
　
展
示
替
え�

部
門
展
示
「
県
土
の
形
成
」�

　
　
　
　
　
　
　
展
示
替
え�
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平
成
一
四
年
も
押
し
詰
ま
っ
た
こ
ろ
、
三
島
町
交
流
セ
ン
タ
ー

や
ま
び
こ
の
学
芸
員
五
十
嵐
政
人
さ
ん
か
ら
柳
津
町
冑
中
（
か
ぶ

ち
ゅ
う
）
に
人
形
を
作
る
行
事
が
残
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
、
と
い

う
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

現
在
も
新
潟
県
東
蒲
原
郡
に
は
「
シ
ョ
ウ
キ
サ
マ
」
と
い
う
行

事
が
残
さ
れ
て
い
る
。
二
月
は
じ
め
ご
ろ
わ
ら
で
人
形
を
作
り
村

は
ず
れ
な
ど
に
奉
納
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
会
津
に
も
か
つ

て
は
何
ヶ
所
で
も
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
今

も
昔
の
思
い
出
と
し
て
話
を
聞
く
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
現

在
で
は
ど
こ
に
も
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
当
館
で

一
〇
年
以
上
も
前
に
企
画
さ
れ
た
展
覧
会
「
境
の
神
風
の
神
」
で

新
鶴
村
市
野
の
も
の
な
ど
が
再
現
さ
れ
た
だ
け
な
の
だ
。
そ
う
し

た
「
幻
」
と
い
っ
て
よ
い
行
事
が
残
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
れ

は
見
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
う
し
て
平
成
一
五
年
二
月
二

日
に
出
か
け
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

行
事
は
「
ニ
ン
ギ
ョ

ウ
マ
ン
ギ
ョ
ウ
」
と
呼

ば
れ
て
い
て
、
男
女
各

一
体
、
計
二
体
の
人
形

を
作
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
雪
景
色
の
冑
中

集
落
の
一
番
奥
で
作
業

は
行
な
わ
れ
て
い
た
。

現
在
、
人
形
は
十
字
型

に
細
木
の
心
棒
を
入
れ
、

そ
れ
に
わ
ら
を
巻
い
て

作
っ
て
い
る
。
両
足
は

中
に
硬
い
も
の
が
入
っ

て
い
な
い
の
で
、
折
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

男
女
は
途
中
ま
で
は

同
じ
よ
う
に
作
ら
れ
る
。

異
な
っ
て
く
る
の
は
第

一
に
持
ち
物
で
あ
る
。

女
は
薙
刀
を
手
に
し
、

帯
に
は
懐
剣
を
さ
す
。

男
は
弓
矢
を
持
ち
（
弓

は
杉
の
枝
だ
と
い
う
）、

大
小
を
腰
に
さ
す
。
男

女
と
も
両
手
両
足
は
五

本
の
指
が
作
ら
れ
る
。
頭
に
は
「
お
正
月
様
」
と
呼
ん
で
い
る
し

め
縄
が
鉢
巻
と
し
て
つ
け
ら
れ
る
。

腰
に
は
帯
が
巻
か
れ
る
。
現
在
は
心
棒
を
通
し
て
い
る
が
、
か

つ
て
は
か
や
を
束
ね
た
も
の
を
心
に
し
、
各
家
か
ら
子
供
た
ち
が

集
め
た
納
豆
の
わ
ら
つ
と
を
化
粧
と
し
て
上
に
巻
い
た
の
だ
と
い

う
。
こ
の
た
め
、
納
豆
の
強
烈
な
匂
い
が
し
て
、
嫌
い
な
人
に
は

絶
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
程
で
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
し
て
男
女
そ
れ
ぞ
れ
に
生
殖
器
の
誇
張
し
た
表
現
が
あ
る
。

こ
れ
な
ど
東
蒲
原
郡
の
人
形
た
ち
と
共
通
し
て
い
る
。
作
業
は
村

の
人
が
楽
し
そ
う
に
笑
い
あ
っ
て
進
ん
で
ゆ
く
。

作
業
は
数
時
間
で
終
わ
り
、人
々
は
家
に
帰
っ
て
夕
食
を
と
る
。

そ
し
て
、
夜
六
時
半
過
ぎ
に
集
ま
り
始
め
、
焚
き
火
が
炊
か
れ
る
。

集
ま
っ
て
き
た
人
は
割
り
箸
を
人
形
に
刺
す
。
自
分
の
悪
い
と
こ

ろ
と
同
じ
と
こ
ろ
に
刺
す
と
良
く
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
か
つ

て
は
夕
食
に
小
豆
飯
を
萩
の
箸
で
食
べ
、
そ
の
箸
を
刺
し
た
の
だ

と
い
う
。
夜
七
時
に
両
方
の
人
形
に
点
火
さ
れ
る
。
火
を
つ
け
る

の
は
厄
年
の
人
で
、
都
合
が
悪
け
れ
ば
代
理
の
人
に
な
る
。

さ
て
、こ
こ
で
こ
の
行
事
の
こ
と
を
じ
っ
く
り
考
え
て
み
よ
う
。

二
月
二
日
に
人
形
を
作
り
焼
く
と
い
う
行
事
で
あ
り
、
人
々
に
聞

い
て
も
昔
か
ら
こ
う
し
て
い
る
と
答
え
が
返
っ
て
く
る
。し
か
し
、

高
齢
の
方
の
中
に
は
も
っ
と
異
な
る
話
を
す
る
方
も
い
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
本
来
は
男
女
の
人
形
を
集
落
の
上
の
高
台
で
作
り
、

子
供
た
ち
が
松
明
を
か
か
げ
「
ニ
ン
ギ
ョ
ウ
マ
ン
ギ
ョ
ウ
送
れ
や
、

納
豆
ツ
ト
ッ
コ
も
送
れ
や
」
と
は
や
し
、
四
二
や
二
五
の
厄
年
の

男
や
婿
に
入
っ
た
男
が
担
い
で
集
落
の
上
と
下
の
所
定
の
場
所
ま

で
運
ん
で
い
っ
た
の
だ
と
い
う
。
人
形
は
か
つ
て
は
上
で
は
桐
の

木
に
立
て
か
け
、
下
で
は
湯
殿
山
の
石
碑
の
と
こ
ろ
に
置
か
れ
た

と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
大
き
く
重
た
い
の
で
、
一
人
で
は
担
ぐ
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
、
他
の
人
も
手
伝
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。
地
区

の
上
に
男
、
下
に
女
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
人
形
た
ち
は
そ
の
ま

ま
に
し
て
置
か
れ
た
の
だ
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
五
年
こ
ろ
、

こ
の
人
形
は
性
器
表
現
が
あ
る
の
で
、
巡
査
が
「
風
俗
を
乱
す
、

不
潔
だ
」
と
言
い
出
し
、
そ
れ
な
ら
、
と
い
う
こ
と
で
行
事
終
了

後
に
燃
や
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
最
初
に
燃
や
し
て
し
ま
っ
た

と
き
の
話
を
覚
え
て
い
る
方
も
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
話
を
聞
く

こ
と
が
で
き
た
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
新
潟
に
残
さ
れ
て
い
る
人

形
た
ち
や
、
会
津
の
現
在
は
や
め
て
し
ま
っ
た
人
形
た
ち
と
共
通

す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
地
区
の
多
く
の
方
々
の
記
憶
に
は
「
燃
や
す
」
わ
ら

人
形
と
い
う
も
の
が
強
く
残
っ
て
い
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
は
ど
う

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
だ
ま
だ
探
求
す
べ
き
「
謎
」
は
残
さ
れ

て
い
る
。

新
潟
県
か
ら
会
津

に
か
け
て
分
布
し
て

い
る
行
事
の
会
津
側

で
の
唯
一
の
生
き
残

り
と
い
っ
て
よ
い
柳

津
町
冑
中
の
ニ
ン
ギ

ョ
ウ
マ
ン
ギ
ョ
ウ
。

い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、

こ
ん
な
貴
重
で
素
敵

な
行
事
が
あ
ま
り
注

目
さ
れ
る
こ
と
も
な

く
行
な
わ
れ
続
け
て

き
た
の
だ
。

研
究
ノ
ー
ト

わ
ら
人
形
を
つ
く
る
―
会
津
に
残
さ
れ
た
最
後
の
行
事

榎
　
陽
介
　
民
俗
担
当完成したわら人形　　左が女性、右が男性

わりばしをさす

燃えさかる人形を見る人々
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す
。
凹
み
の
中
心
に
細
い
芯
を
立
て
て
ガ
ラ
ス
の
屑
を
詰
め
、
鋳

型
ご
と
熱
し
て
溶
か
し
ま
す
。

三
つ
目
は
「
管く

だ

切
り
」
と
い
う
方
法
で
す
。
ガ
ラ
ス
工
房
を
見

学
す
る
と
、
溶
け
た
ガ
ラ
ス
を
口
で
フ
ウ
と
吹
い
て
い
る
場
面
を

よ
く
み
か
け
ま
す
。
こ
れ
を
宙
吹
き
法
と
い
い
ま
す
が
、
こ
の
宙

吹
き
法
を
使
っ
て
長
い
管
を
作
り
、
そ
の
管
を
玉
の
大
き
さ
に
切

る
や
り
方
で
す
。
会
津
大
塚
山
古
墳
の
ガ
ラ
ス
玉
は
す
べ
て
「
管

切
り
」
で
作
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

Ｑ：

ど
う
や
っ
て
見
分
け
る
の
で
す
か
？

Ａ：

ガ
ラ
ス
玉
を
よ
く
観
察
す
る
と
、
内
部
に
た
く
さ
ん
の
空
気

の
泡
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
冷
凍
庫
の
氷
と
同
じ
よ
う
に
、

ガ
ラ
ス
が
冷
え
て
固
ま
っ
た
際
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

実
は
、
こ
の
空
気
の
泡
の
状
態
が
、
三
種
類
の
作
り
方
の
違
い
を

も
の
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、「
巻
き
付
け
」
て
作
る
方
法
は
技
術

的
に
も
簡
便
で
す
の
で
、
国
内
生
産
は
十
分
可
能
で
し
た
。
と
こ

ろ
が
、「
管
切
り
」
と
い
う
方
法
は
、
宙
吹
き
法
と
い
う
難
し
い

技
術
が
必
要
と
な
り
、古
墳
が
造
ら
れ
た
時
代
の
技
術
水
準
で
は
、

こ
の
方
法
で
ガ
ラ
ス
玉
を
作
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

そ
も
そ
も
、
ガ
ラ
ス
玉
の
原
料
そ
の
も
の
に
、
日
本
で
は
産
出

し
な
い
コ
バ
ル
ト
な
ど
の
成
分
が
含
ま
れ
て
い
る
例
が
多
く
あ
り
、

ガ
ラ
ス
玉
や
ガ
ラ
ス
の
原
料
が
海
外
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
事
は
確

実
と
い
え
る
の
で
す
。

Ｑ：

で
は
、
ど
こ
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
の
？

Ａ：

ど
こ
か
ら
運
ば
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
よ
く
分
か
っ
て

い
ま
せ
ん
。
ま
た
年
代
に
よ
っ
て
も
異
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て

Ｑ：
博
物
館
の
常
設
展
示
に
ガ
ラ
ス
の
玉
が
あ
り
ま
し
た
が
、
い

っ
た
い
ど
う
や
っ
て
作
っ
た
の
で
す
か
？

Ａ：

会
津
若
松
市
の
会
津
大
塚
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
ガ
ラ
ス
玉

の
こ
と
で
す
ね
。
古
墳
に
副
葬
さ
れ
た
ガ
ラ
ス
玉
の
作
り
方
は
、

主
に
三
種
類
の
方
法
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
つ
は
、「
巻
き
付
け
」
て
作
る
方
法
で
す
。
泥
や
灰
な
ど
を

塗
っ
た
芯
棒
に
、
火
で
焙あ

ぶ

っ
て
軟
ら
か
く
な
っ
た
ガ
ラ
ス
を
巻
き

付
け
、
最
後
に
抜
き
取
れ
ば
完
成
で
す
。
大
き
な
ホ
ー
ム
セ
ン
タ

ー
に
行
く
と
、
誰
で
も
こ
の
方
法
で
ガ
ラ
ス
玉
が
作
れ
る
キ
ッ
ト

が
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
挑
戦
し
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。
ま
た
、
色
々
な
模
様
が
美
し
い
ト
ン
ボ
玉
も
こ
の
方

法
を
応
用
し
て
作
り
ま
す
。

二
つ
目
は
、
た
こ
焼
き
器
に
似
た
「
鋳い

型が
た

」
を
使
う
や
り
方
で

見
分
け
る
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

具
体
的
に
言
う
と
、「
巻
き
付
け
」
て
作
っ
た
玉
に
は
孔
の
周

囲
を
回
る
よ
う
に
、「
管
切
り
」
で
作
っ
た
玉
に
は
孔
と
平
行
に
、

そ
れ
ぞ
れ
空
気
の
泡
が
延
ば
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
観
察
で
き
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
、「
鋳
型
」
を
使
っ
て
作
っ
た
玉
に
は
空
気
の
泡
が

全
体
に
粒
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
は
、

溶
け
た
ガ
ラ
ス
か
ら
玉
を
作
る
と
き
に
ガ
ラ
ス
を
延
ば
し
た
方
向

に
関
係
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
ガ
ラ
ス
を
引
き
延
ば
す
こ
と
の

な
い
「
鋳
型
」
を
使
え
ば
空
気
の
粒
は
動
か
な
い
訳
で
す
。

Ｑ：

も
ち
ろ
ん
日
本
国
内
で
作
っ
て
い
た
ん
で
す
よ
ね
？

Ａ：

そ
れ
が
、
そ
う
で
も
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。

「
鋳
型
」
で
作
ら
れ
た
ガ
ラ
ス
玉
は
、
鋳
型
そ
の
も
の
が
遺
跡
か

ら
出
土
し
ま
す
の
で
、
ま
ず
間
違
い
な
く
日
本
国
内
で
作
ら
れ
た

い
ま
す
。
た
だ
、
古
墳
時
代
に
輸
入
さ
れ
た
ガ
ラ
ス
玉
の
大
部
分

は
、
原
料
に
含
ま
れ
る
成
分
な
ど
か
ら
、
東
南
ア
ジ
ア
や
南
ア
ジ

ア
が
有
力
な
候
補
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

博
物
館
に
展
示
し
て
あ
る
ガ
ラ
ス
玉
も
、
遠
く
海
を
渡
り
、
会

津
大
塚
山
古
墳
に
副
葬
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
ま
す
。
当

時
の
ガ
ラ
ス
玉
は
、
有
力
者
の
み
が
持
ち
得
た
、
ま
さ
に
宝
石
だ

っ
た
の
で
す
。

古
墳
時
代
の

ガ
ラ
ス
玉

回
答
者

考
古
担
当

横
須
賀
倫
達

会津若松市会津大塚山古墳出土のガラス玉（当館常設展にて展示中）
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一
九
七
七
年
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ル
ー
カ
ス
監
督
に
よ
り
こ
の
世
に
送
り
出

さ
れ
た
「
ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
」
シ
リ
ー
ズ
は
、
冒
険
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と

し
て
全
世
界
の
人
々
に
熱
狂
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
中
世
騎
士
の

神
秘
的
世
界
と
誰
も
が
見
た
こ
と
の
な
い
科
学
技
術
の
融
合
、
そ
し
て
な

に
よ
り
も
装
置
、
小
道
具
、
衣
装
な
ど
す
べ
て
の
面
に
お
い
て
「
芸
術
的
」

な
精
神
に
よ
り
統
一
さ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
。
こ
の
魅
力
的
で
壮
大
な
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
は
、
�
か
ら
は
じ
ま
り
�
・
�
と
進
み
、
次
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
�

・
�
が
公
開
さ
れ
、
最
後
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
�
の
完
成
が
待
た
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

県
立
博
物
館
で
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
�
・
�
を
中
心
と
し
て
夢
の
よ
う
な
め

く
る
め
く
未
来
世
界
の
展
示
を
創
り
だ
し
ま
す
。「
ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
」
の

展
覧
会
は
福
島
県
が
全
て
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
公
開
す
る
最
後
の
場
所
に

な
り
ま
す
。
奥
深
い
歴
史
の
積
み
重
な
っ
た
伝
統
の
ま
ち
会
津
で
の
華
や

か
な
ス
ペ
ー
ス
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
展
覧
会
。
二
つ
の
異
質
な
世
界
の
融
合

か
ら
生
み

出
さ
れ
る

不
思
議
な

感
動
を
お

楽
し
み
く

だ
さ
い
。

◎
夏
の
企
画
展
予
告

アミダラの王座の間のガウン
�2004 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

■
夏
の
企
画
展
《
ア
ー
ト

オ
ブ

ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
展

エ
ピ
ソ
ー
ド
Ⅰ
・
Ⅱ
＋
α
》
は
平
成
一
六
年
七
月
三

日
（
土
）
か
ら
九
月
二
六
日
（
日
）
ま
で

■
企
画
展
観
覧
料
　
一
般
・
大
学
生
一
四
〇
〇
円
／
中
・
高
校
生
一
〇
〇
〇
円
／
小
学
生
五
〇
〇
円

ト
ピ
ッ
ク
ス

博
物
館
か
ら
歴
史
を
学
ぶ
　
福
島
県
立
博
物
館
移
動
展

県
立
博
物
館
で
は
、
皆
さ
ん
の
お
近
く
で
収
蔵
品
の
一
部
を
ご

紹
介
す
る
移
動
博
物
館
を
行
っ
て
い
ま
す
。
白
河
会
場
、
三
春
会

場
に
続
き
、
今
回
は
原
町
市
に
う
か
が
い
ま
す
。
県
立
博
物
館
の

収
蔵
品
約
九
万
五
千
点
の
中
か
ら
、
原
始
か
ら
近
代
ま
で
の
史
料

約
二
〇
件
を
四
つ
の
コ
ー
ナ
ー
に
分
け
て
選
び
、ご
紹
介
し
ま
す
。

以
下
の
四
コ
ー
ナ
ー
に
並
ぶ
歴
史
の
証
人
か
ら
、
福
島
の
歴
史

を
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

出
土
考
古
遺
物
に
よ
る
…
「
土
の
中
か
ら
よ
み
が
え
る
歴
史
」

文
書
・
書
状
等
に
よ
る
…
「
書
き
記
さ
れ
た
歴
史
」

信
仰
に
関
わ
る
美
術
工
芸
品
に
よ
る
…
「
祈
り
の
歴
史
」

農
具
な
ど
の
道
具
に
よ
る
…
「
道
具
の
歴
史
」

主
な
展
示
作
品

「
土
の
中
か
ら
よ
み
が
え
る
歴
史
」

縄
文
土
器
深
鉢
（
新
地
町
　
三
貫
地
貝
塚
出
土
）

埴
輪
　
琴
を
弾
く
人
物
（
泉
崎
村
　
原
山
一
号
墳
出
土
）

双
魚
袋
金
具
（
鹿
島
町
　
真
野
古
墳
群
出
土
）

郡
符
木
簡
（
い
わ
き
市
　
荒
田
目
条
里
遺
跡
出
土
）（
複
製
）

「
書
き
記
さ
れ
た
歴
史
」

豊
臣
秀
吉
朱
印
状
（
蒲
生
郷
成
宛
）

九
戸
出
陣
陣
立
書

泉
家
文
書

福
島
飯
坂
堀
切
家
文
書

会
津
歌
農
書

「
祈
り
の
歴
史
」

福
島
信
夫
山
出
土
品

銅
鉢
（
八
槻
都
々
古
別
神
社
蔵
）

十
二
天
図
（
恵
日
寺
旧
蔵
）

中
尊
寺
経

お
人
形
様
（
西
会
津
町
）

「
道
具
の
歴
史
」

刺
子
（
南
郷
村
）

ナ
ン
バ
（
会
津
若
松
市
）

大
足
（
飯
舘
村
）

期
日
　
四
月
二
四
日（
土
）〜
六
月
六
日（
日
）

会
場
　
野
馬
追
の
里
原
町
市
立
博
物
館

〒
九
七
五
―
〇
〇
五
一

原
町
市
牛
来
字
出
口
一
九
四
番
地

Ｔ
Ｅ
Ｌ
〇
二
四
四（
二
三
）六
四
二
一

Ｆ
Ａ
Ｘ
〇
二
四
四（
二
四
）六
九
三
三

休
館
日
　
毎
週
火
曜
日
・
五
月
六
日（
木
）

※
五
月
四
日
は
開
館

開
館
時
間
　
九
時
〜
一
六
時
四
五
分

（
最
終
入
館
は
一
六
時
ま
で
）

入
館
料
　
一
般
三
〇
〇
円
、
高
校
生
二
〇

〇
円
、
小
中
学
生
一
〇
〇
円

泉家文書

郡
符
木
簡
（
い
わ
き
市
荒
田
目
条
里
遺
跡
）

豊臣秀吉朱印状（蒲生郷成宛）



「
装
身
具
―
和
の
お
し
ゃ
れ
心
」

会
期
　
四
月
一
三
日（
火
）か
ら
五
月
二
三
日（
日
）ま
で

「
画
題
で
見
る
美
術
―
見
る
も
の
が
た
り
」

会
期
　
六
月
一
日（
火
）か
ら
七
月
一
一
日（
日
）ま
で

◎
歴
史
講
座

「
古
文
書
入
門
1

保
管
と
修
復
」（
見
学
会
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
松
田
隆
嗣

日
時
　
四
月
二
四
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
古
文
書
入
門
2

近
世
①
」（
実
技
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
酒
井
耕
造

日
時
　
五
月
一
五
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
古
文
書
入
門
3

近
世
②
」（
実
技
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
酒
井
耕
造

日
時
　
六
月
一
二
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
民
俗
講
座

「
神
楽
と
早
乙
女
踊
り

―
只
見
町
梁
取
地
区
の
芸
能
―
」

（
上
映
・
解
説
会
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
榎
　
陽
介

日
時
　
五
月
一
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
美
術
講
座

「
暮
ら
し
の
中
の
美
術
―
吉
祥
―
1

長
寿
を
願
う
―
神
・
仙
人
」

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
川
延
安
直
・
小
林
め
ぐ
み

日
時
　
五
月
一
九
日（
水
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
暮
ら
し
の
中
の
美
術
―
吉
祥
―
2

松
竹
梅
―
め
で
た
い
樹
・
寿

こ
と
ほ

ぐ
果
実
」

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
川
延
安
直
・
小
林
め
ぐ
み

日
時
　
六
月
一
六
日（
水
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
自
然
史
講
座

「
シ
リ
ー
ズ
自
然
史
1

化
石
を
さ
が
そ
う
」

（
野
外
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
竹
谷
陽
二
郎

日
時
　
五
月
二
二
日（
土
）

午
前
八
時
半
〜
午
後
四
時

「
シ
リ
ー
ズ
自
然
史
2

化
石
標
本
を
つ
く
ろ
う
」（
実
技
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
相
田
　
優

日
時
　
五
月
二
三
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時
半

◎
考
古
学
講
座

「
縄
文
時
代
の
編
物
に
挑
戦
」（
実
技
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
横
須
賀
倫
達

日
時
　
六
月
二
六
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
特
別
講
座
「
風
土
の
文
化
誌
」

「
日
高
見
国
と
日
の
本
の
国

―
東
国
エ
ミ
シ
の
国
と
み
ち
の
く
エ
ビ
ス
の
国
―
」

講
師
　
当
館
名
誉
館
長
　
高
橋
富
雄

日
時
　
五
月
二
八
日（
金
）

午
後
一
時
半
〜
二
時
半

「
東
北
「
南
」
と
「
北
」

―
「
阿
武
隈
の
国
」
と
「
北
上
の
国
」
―
」

講
師
　
当
館
名
誉
館
長
　
高
橋
富
雄

日
時
　
六
月
二
五
日（
金
）

午
後
一
時
半
〜
二
時
半

◎
企
画
展
記
念
講
演
会

「
白
虎
隊
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
か
」

講
師
　
会
津
大
学
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

後
藤
　
康
二
さ
ん

日
時
　
四
月
二
五
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
企
画
展
展
示
解
説
会

講
師
　
当
館
学
芸
員

日
時
　
四
月
二
五
日（
日
）講
演
会
終
了
後

六
月
一
三
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
二
時
半

四
月
か
ら
、
館
長
赤
坂
憲
雄
の
講
座
が
開
講
し
ま

す
。

会
津
学
事
始
め
―
四
季
の
生
業
と
暮
ら
し

◎
第
一
回

「
会
津
農
書
の
世
界
」

日
時
　
四
月
八
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
第
二
回

「
会
津
風
俗
帳
の
世
界
」

日
時
　
五
月
一
三
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
第
三
回

「
田
植
え
」

日
時
　
六
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
　
四
月
一
八
日（
日
）

午
後
一
時
半
〜
三
時

語
り
部
　
横
山
幸
子
さ
ん

日
時
　
五
月
二
日（
日
）午
前
一
〇
時
半
〜
正
午

◎
「
会
津
の
唐
人
凧
つ
く
り
」

技
術
伝
承
者
　
鈴
木
英
夫
さ
ん

日
時
　
五
月
三
日（
月
・
祝
）

午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
「
紙
芝
居
」

紙
芝
居
作
家
　
五
十
嵐
邦
子
さ
ん

日
時
　
五
月
四
日（
火
・
祝
）

午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
伝
統
技
術
実
演

「
須
賀
川
の
絵
の
ぼ
り
」

技
術
伝
承
者
　
大
野
修
司
さ
ん

日
時
　
五
月
五
日（
水
・
祝
）

午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
や
さ
し
い
展
示
解
説
会
　

＊
展
示
解
説
員
に
よ
る
常
設
展
の
案
内
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（
六
〇
分
間
）か
ら
で
す
。

＊
行
事
等
の
詳
細
に
関
し
ま
し
て
は
、
博
物
館
ニ
ュ

ー
ス
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

五
月
五
日（
こ
ど
も
の
日
）

四
月

五
日（
月
）・
一
二
日（
月
）・
一
九
日（
月
）・

二
六
日（
月
）・
三
〇
日（
金
）

五
月

六
日（
木
）・
一
〇
日（
月
）・
一
七
日（
月
）・

二
四
日（
月
）・
三
一
日（
月
）

六
月

七
日（
月
）・
一
四
日（
月
）・
二
一
日（
月
）・

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
。
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場
所
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堂
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