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収蔵資料品展

鈴 木 舜 一
鉱物コレクション展

●会期　平成15年4月26日（土）～6月15日（日）

黄　鉱
秋田県小坂町　小坂鉱山

黒　鉱
岩手県安代町・秋田県鹿角市　花輪鉱山



■
収
蔵
資
料
品
展
《
鈴
木
舜
一
鉱
物
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
》
は
平
成
一
五
年
四
月
二
六
日
（
土
）
か
ら
六
月
一
五
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
。
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１．

金
属
鉱
山
と
鉱
石

２．

さ
ま
ざ
ま
な
副
産
物

３．

石
炭
の
顔
立
ち

�

�

�

�

収
蔵
資
料
品
展
関
連
行
事
の
お
知
ら
せ

○
展
示
解
説
会

日
時

四
月
二
六
日
（
土
）
午
後
一
時
半
〜

講
師

東
北
大
学
名
誉
教
授
　
鈴
木
舜
一
氏

日
時

五
月
四
日
（
日
）
午
後
一
時
半
〜

六
月
八
日
（
日
）
午
後
一
時
半
〜

講
師

当
館
学
芸
員
　
相
田
　
優

※
場
所
は
と
も
に
収
蔵
資
料
展
示
室
で
す
。

（
常
設
展
チ
ケ
ッ
ト
を
お
買
い
求
め
く
だ
さ
い
。）

石　炭
福島県いわき市　常磐炭鉱

金銀鉱
秋田県小坂町　小坂鉱山



今
回
の
講
座
は
、
平
成
一
四
年
度
第
二
回
収
蔵
資
料
品
展
「
長

井
前
ノ
山
古
墳
と
周
辺
の
遺
跡
」に
合
わ
せ
て
開
催
し
た
も
の
で
、

調
査
の
経
緯
、
お
も
な
成
果
、
そ
の
意
義
な
ど
を
、
資
料
や
ス
ラ

イ
ド
を
も
と
に
紹
介
し
ま
し
た
。

調
査
の
経
緯

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
に
あ
る
長
井
前
ノ
山
古
墳
の
調
査
は
、
県

立
博
物
館
の
調
査
研
究
事
業
の
一
環
と
し
て
五
カ
年
計
画
で
実
施

さ
れ
た
も
の
で
、
一
年
目
（
一
九
九
八
年
）
に
現
地
見
学
、
二
年

目
に
測
量
調
査
、
三
年
目
に
物
理
探
査
と
第
一
次
発
掘
調
査
、
四

年
目
に
第
二
次
発
掘
調
査
、
五
年
目
（
二
〇
〇
二
年
）
に
第
三
次

発
掘
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
、
五
年
目
の
末
に
一
定
の
成
果
が
ま
と

め
ら
れ
る
予
定
で
す
。

物
理
探
査
と
は
、
地
中
に
電
波
や
電
気
を
流
し
て
そ
の
反
射
や

抵
抗
を
も
と
に
埋
没
し
て
い
る
遺
構
や
遺
物
の
状
態
を
探
り
、
発

掘
調
査
の
参
考
に
し

よ
う
と
す
る
調
査
方

法
で
す
。
こ
れ
に
よ

っ
て
古
墳
の
後
円
部

中
央
に
東
西
方
向
に

主
軸
を
も
つ
棺
が
埋

ま
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。
第

一
次
発
掘
調
査
で
は

古
墳
の
形
と
大
き
さ

を
求
め
、
第
二
次
発

掘
調
査
で
は
遺
体
が

収
め
ら
れ
た
場
所
（
埋
葬
施
設
）
の
調
査
を
中
心
に
お
こ
な
い
、

第
三
次
発
掘
調
査
で
は
そ
れ
ま
で
不
足
し
て
い
た
情
報
を
補
う
た

め
の
調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

お
も
な
成
果

墳
丘
部
分
の
調
査
で
は
、
長
井
前
ノ
山
古
墳
が
全
長
三
六
�
の

前
方
後
円
墳
で
あ
る
こ
と
、
後
円
部
が
階
段
状
に
二
段
に
築
か
れ

て
い
る
こ
と
、
葺
石
や
埴
輪
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
が

わ
か
り
ま
し
た
。

埋
葬
施
設
の
調
査
で
は
、
遺
体
が
石
棺
に
収
め
ら
れ
て
い
た
こ

と
、
石
棺
の
蓋
石
が
屋
根
形
を
し
た
「
合
掌
形
石
棺
」
と
呼
ば
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
石
棺
全
体
が
粘
土
と
大
き
目
の
石
で
丁
寧

に
包
ま
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
り
ま
し
た
。
と
く
に
合
掌
形

石
棺
は
福
島
県
で
初
め
て
見
つ
か
っ
た
貴
重
な
も
の
で
す
。
残
念

な
こ
と
に
、
中
世
に
一
度
石
棺
が
開
け
ら
れ
て
い
た
た
め
副
葬
品

は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
お
ら
ず
、
首
飾
り
の
一
部
と
み
ら
れ
る
錫
製

の
玉
五
点
と
、
鉄
片
が
わ
ず
か
に
出
土
し
た
の
み
で
し
た
。
以
上

を
も
と
に
す
る
と
、
古
墳
が
つ
く
ら
れ
た
の
は
古
墳
時
代
中
期
の

五
世
紀
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
方
、
石
棺
の
内
部
や
そ
の
周
囲
か
ら
は
一
三
世
紀
初
め
ご
ろ

の
壺
や
仏
具
が
出
土
し
、
古
墳
が
中
世
に
再
利
用
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
経
塚
ま
た
は
火
葬
墓
と
考
え
ら
れ

ま
す
が
、
い
ず
れ
か
に
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

調
査
の
意
義

長
井
前
ノ
山
古
墳
は
会
津
盆
地
の
古
墳
の
な
か
で
は
一
八
番
目

の
大
き
さ
で
、
け
っ
し
て
大
型
の
古
墳
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
五

世
紀
に
か
ぎ
っ
て
み
れ
ば
東
北
地
方
で
最
大
規
模
の
古
墳
の
一
つ

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
合
掌
形
石
棺
は
長
野
盆
地
に
全
国
の
例
の

大
半
が
集
中
し
、
こ
こ
に
は
朝
鮮
半
島
か
ら
の
渡
来
人
や
そ
の
関

係
者
が
葬
ら
れ
た
と
い
う
意
見
が
有
力
で
す
。

近
年
、
長
井
前
ノ
山
古
墳
周
辺
の
会
津
盆
地
西
部
か
ら
は
五
世

紀
の
重
要
な
遺
跡
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
会
津
坂

下
町
の
中
平
遺
跡
は
鍛
冶
工
房
を
も
つ
大
き
な
村
の
跡
で
、
当
時

会
津
盆
地
で
も
鉄
器
が
生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り

ま
し
た
。
耶
麻
郡
塩
川
町
の
古
屋
敷
遺
跡
は
二
重
の
堀
を
め
ぐ
ら

す
大
規
模
な
遺
跡
で
、
豪
族
の
館
跡
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

こ
れ
ま
で
会
津
盆
地
で
は
五
世
紀
以
降
に
な
る
と
古
墳
の
築
造
が

低
調
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
長
井
前
ノ
山
古
墳
の

調
査
を
も
と
に
す
れ
ば
、
五
世
紀
に
は
中
小
の
古
墳
が
少
な
か
ら

ず
つ
く
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
従
来
の

考
え
に
は
再
検
討
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
長
井
前
ノ
山
古
墳
に
葬
ら
れ
た
人
物

は
、
会
津
盆
地
西
部
に
拠
点
を
置
い
た
有
力
者
で
、
と
く
に
日
本

海
側
の
ル
ー
ト
を
通

じ
て
他
地
域
と
密
接

な
交
流
を
お
こ
な
っ

て
い
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
ま
す
。

会
場
に
は
、
地
元

の
会
津
坂
下
町
の
方

々
を
は
じ
め
と
す
る

多
く
の
考
古
学
フ
ァ

ン
が
詰
め
か
け
、
熱

心
に
耳
を
傾
け
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
ま

た
、
講
座
終
了
後
に

は
展
示
解
説
会
が
開

か
れ
、
こ
れ
ま
た
多

く
の
方
々
に
ご
参
加

い
た
だ
き
ま
し
た
。
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講
座
要
旨
収
蔵
資
料
品
展
記
念
考
古
学
講
座

「
長
井
前
ノ
山
古
墳
の
発
掘
調
査
」

講
　
師
　
当
館
学
芸
員

菊
地
　
芳
朗

平
成
一
五
年
二
月
九
日
（
日
）



幕
末
の
戊
辰
戦
争
の
悲
劇
を
象
徴
す
る
出
来
事
が
会
津
若
松
城

下
の
戦
闘
中
に
起
こ
っ
た
飯
盛
山
で
の
白
虎
隊
の
集
団
自
決
で
す
。

こ
の
出
来
事
は
白
虎
隊
の
悲
劇
と
し
て
出
版
物
や
絵
画
、
演
劇
に

よ
っ
て
現
在
に
至
る
ま
で
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ

の
間
、
白
虎
隊
の
イ
メ
ー
ジ
は
凄
惨
な
悲
劇
か
ら
忠
臣
説
話
へ
、

そ
し
て
純
粋
な
青
年
の
物
語
へ
と
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
さ
ら

に
近
年
で
は
観
光
資
源
と
し
て
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
も
こ
れ
に
加

わ
り
土
産
物
店
を
賑
わ
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
「
白
虎
隊
の
イ
メ
ー
ジ
」
の
変
化
に
、
絵
画
化
さ
れ

た
白
虎
隊
、「
描
か
れ
た
白
虎
隊
」
も
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

一
部
の
例
外
を
除
い
て
「
描
か
れ
た
白
虎
隊
」
の
ほ
と
ん
ど
は
、

自
刃
の
場
面
を
描
く
「
白
虎
隊
自
刃
図
」
で
す
。
画
家
の
脳
裏
に

あ
る
白
虎
隊
は
集
団
自
決
の
悲
劇
に
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
の
で

す
。
出
版
物
に
は
出
陣
に
際
し
て
の
個
々
の
隊
士
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
伝
え
る
も
の
も
あ
り
、
絵
画
に
描
く
の
に
適
し
た
場
面
は
自
刃

の
場
面
だ
け
に
は
限
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
作
品
は

自
刃
の
場
面
を
描
い
て
い
ま
す
。
白
虎
隊
＝
青
少
年
の
集
団
自
決

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ら
の

作
品
は
大
き
く
そ
の
特
徴
か
ら

三
期
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

最
も
早
い
一
期
の
「
白
虎
隊

自
刃
図
」
が
会
津
若
松
市
、
会

津
武
家
屋
敷
に
所
蔵
さ
れ
る
穂

積
朝
春
筆
の
二
点
で
す
。
両
図

と
も
明
治
二
、
三
年
（
一
八
六

九
・
一
八
七
〇
）頃
の
制
作
で
、

画
家
の
穂
積
朝
春
は
も
と
会
津
藩

士
の
一
ノ
瀬
勘
助
。
会
津
武
家
屋

敷
本
は
朝
春
が
東
京
で
謹
慎
中
に

描
い
た
も
の
と
さ
れ
ま
す
。
会
津

若
松
市
本
に
は
同
じ
く
元
会
津
藩

士
北
原
雅
永
に
よ
る
若
い
命
の
早

す
ぎ
る
死
を
悼
む
賛
文
が
あ
り
ま

す
。
両
図
は
会
津
藩
士
が
制
作
に

関
与
し
て
い
る
の
で
す
。
明
治
三

年
の
同
工
の
一
図
（
個
人
蔵
）
を

含
め
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
以
後
の

「
白
虎
隊
自
刃
図
」
の
原
点
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
す
。

そ
の
特
徴
は
稚
拙
な
筆
致
な
が

ら
も
内
臓
が
飛
び
出
す
凄
惨
な
状
態
も
含
め
、
着
衣
、
軍
装
な
ど

が
丹
念
に
描
か
れ
て
い
る
点
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
は

会
津
藩
士
ら
に
よ
る
自
刃
し
た
白
虎
隊
士
へ
の
鎮
魂
と
慰
霊
の
思

い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

続
い
て
第
二
期
に
分
類
で
き
る
の
が
、
明
治
前
期
の
錦
絵
「
白

虎
隊
英
勇
鑑
」、
明
治
一
六
年
の
渡
辺
文
三
郎
原
画
「
白
虎
隊
自

刃
図
」
石
版
画
な
ど
で
す
。「
白
虎
隊
英
勇
鑑
」
は
地
面
に
血
と

内
臓
が
あ
ふ
れ
血
ま
み
れ
で
隊
士
が
倒
れ
伏
す
凄
惨
な
画
面
で
す
。

絵
師
の
情
熱
は
自
刃
の
悲
劇
性
よ
り
も
凄
惨
さ
の
強
調
に
向
け
ら

れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

「
白
虎
隊
自
刃
図
」
石
版
画
は
在
京
の
会
津
出
身
者
が
当
時
の

状
況
を
伝
え
る
た
め
に
頒
布
を
企
画
し
た
も
の
で
、
原
画
は
洋
画

家
の
渡
辺
文
三
郎
に
よ
る
も
の
で
す
。
明
治
二
四
年
に
も
岡
村
政

子
の
手
で
再
版
さ
れ
ま
し
た
。
石
版
画
に
よ
る
立
体
表
現
が
そ
れ

ま
で
の
作
例
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
現
実
感
を
醸
し
出
し
、
苦
悶

に
ゆ
が
む
隊
士
の
表
情
が
真
に
迫
り
ま
す
。

続
く
明
治
後
期
か
ら
大
正
、
昭
和
の
第
三
期
の
自
刃
図
で
は
凄

惨
な
描
写
が
少
な
く
な
り
、
画
面
の
一
方
に
若
松
城
下
を
望
む
白

虎
隊
士
、一
方
に
炎
上
す
る
城
下
を
配
す
る
構
図
が
定
着
し
ま
す
。

ま
た
一
期
、二
期
の
作
品
で
は
隊
士
を
洋
装
に
描
い
て
い
た
の
が
、

こ
の
時
期
で
は
時
代
考
証
を
無
視
し
て
和
装
に
描
か
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
実
際
に
は
隊
士
は
戦
闘
で
の
便
利
さ
か
ら
シ
ャ
ツ
と

ズ
ボ
ン
の
洋
装
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
洋
装
の
白
虎
隊
士

の
姿
は
飯
盛
山
上
の
宇
賀
神
堂
に
祀
ら
れ
て
い
る
「
白
虎
隊
十
九

士
木
像
」
が
典
型
的
な
も
の
で
し
ょ
う
。
同
木
像
は
会
津
の
多
才

な
木
彫
家
大
橋
知
伸
の
正
確
な
考
証
に
基
づ
く
も
の
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
作
品
で
は
一
期
、
二
期
の
作
品
の
凄
惨
さ
は
薄
め
ら

れ
、
哀
切
な
情
感
を
漂
わ
せ
て
い
ま
す
。
会
津
若
松
出
身
の
画
家

渡
部
雅
堂
、
佐
野
石
峰
の
作
品
な
ど
が
そ
の
典
型
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
て
見
る
と
「
白
虎
隊
自
刃
図
」
の
変
化
は
、
白
虎
隊
士

の
慰
霊
か
ら
顕
彰
、
そ
し
て
賛
美
へ
と
そ
の
制
作
目
的
が
変
化
し

た
過
程
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

最
後
に
現
代
の
白
虎
隊
イ
メ
ー
ジ
を
反
映
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま

な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
グ
ッ
ズ
に
も
触
れ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
の
多

く
は
和
装
の
白
虎
隊
士
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
ま
す
。
中
に
は
胴
衣

を
着
け
た
ま
る
で
剣
道
部
員
の
よ
う
な
も
の
も
見
ら
れ
ま
す
。
ま

た
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
隊
士
が
実
際
の
白
虎
隊
よ
り
低
年
齢

の
子
ど
も
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
グ
ッ
ズ
の

白
虎
隊
士
の
一
般
的
な
姿
は
剣
道
の
教
室
へ
楽
し
そ
う
に
通
う
小

学
生
の
よ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
史
実
か
ら
は
大
き
く
逸
脱

し
た
イ
メ
ー
ジ
で
す
が
、
も
し
か

す
る
と
出
陣
す
る
白
虎
隊
士
の
心

の
片
隅
に
こ
ん
な
子
ど
も
ら
し
い

気
持
ち
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

福
島
県
、
特
に
会
津
若
松
周
辺

の
人
々
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も
親

し
い
存
在
で
あ
る
白
虎
隊
で
す
が
、

も
う
一
度
白
虎
隊
の
イ
メ
ー
ジ
を

整
理
検
討
し
て
み
た
い
と
調
査
を

続
け
て
い
ま
す
。
白
虎
隊
に
関
す

る
絵
画
、
資
料
の
情
報
が
あ
り
ま

し
た
ら
是
非
ご
一
報
下
さ
い
。

5

研
究
ノ
ー
ト

白
虎
隊
を
描
い
た
絵川

延
安
直
　
美
術
担
当穂積朝春筆「白虎隊自刃図」（会津若松市蔵）

「白虎隊英勇鑑」（明治時代前期）

渡部雅堂「白虎隊自刃図」（昭和15年）
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Ｑ：

殿
様
は
、
ど
の
よ
う
な
乗
り
物
に
乗
っ
て
い
ま
し
た
か
？

Ａ：

長
い
道
中
で
は
、
駕
籠

か

ご

に
乗
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す

が
、
と
き
に
は
歩
い
た
り
、
馬
に
乗
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。
会
津
藩
主
が
騎
馬
武
者
姿
で
入
城
す
る
場
面
を
描
い
た
絵

図
（
下
の
写
真
）
が
あ
り
、
国
元
に
凱
旋
し
た
時
な
ど
は
、
わ
ざ

と
馬
に
乗
り
か
え
て
沿
道
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

Ｑ：

行
列
の
お
供
の
人
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
武
器
や
道
具
を
持

っ
て
い
ま
し
た
か
？

Ａ：

武
器
と
し
て
は
、
鉄
砲
・
弓
・
槍
を
持
っ
た
部
隊
が
含
ま
れ

ま
す
。
鳥
毛
の
鞘
な
ど
で
飾
っ
た
長
い
槍
は
、
行
列
の
名
物
で
し

た
。
衣
装
な
ど
を
入
れ
る
挟

は
さ
み

箱
を
担
ぐ
姿
も
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。

と
く
に
金
の
御
紋
の
入
っ
た
挟
箱
は
、
ご
く
少
数
の
大
名
だ
け
に

許
さ
れ
た
特
権
で
し
た
。
そ
の
他
に
、
道
中
で
使
う
合
羽

か
っ
ぱ

な
ど
身

の
卵
料
理
な
ど
が
見
ら
れ
ま
す
。
宿
（
本
陣
）
の
主
人
が
、
食
材

を
差
し
入
れ
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
他
に
も
大
名
行
列
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
知
ら
れ
て
い

な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。「
大
名
た
ち
が
こ
だ
わ
っ
た

行
列
の
飾
り
の
意
味
は
？
」「
行
列
は
い
つ
も
揃
っ
て
行
進
し
て

い
た
の
？
」「
行
列
の
な
か
に
ア
ル
バ
イ
ト
が
い
た
っ
て
本
当
？
」

「
沿
道
の
人
々
は
本
当
に
土
下
座
し
た
の
？
」
等
な
ど
。

今
回
の
Ｑ
＆
Ａ
の
内
容
も
含
め
て
、
こ
れ
ら
の
疑
問
に
つ
い
て

は
、
当
館
発
行
の
企
画
展
図
録
『
武
者
た
ち
が
通
る
―
行
列
絵
図

の
世
界
―
』（
八
百
円
　
送
料
別
）
の
中
で
、
福
島
県
域
の
諸
藩

の
事
例
を
ま
じ
え
な
が
ら
、
詳
し
く
解
説
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
お

買
い
求
め
く
だ
さ
い
。

Ｑ：
江
戸
時
代
に
は
、
参
勤
交
代
の
制
度
が
で
き
あ
が
り
、
全
国

の
大
名
た
ち
が
行
列
を
仕
立
て
て
国
元
と
江
戸
を
往
復
し
て
い
た

こ
と
を
社
会
科
の
授
業
で
学
び
ま
し
た
。

大
名
行
列
の
人
数
は
、
ど
の
く
ら
い
だ
っ
た
の
で
す
か
？

Ａ：

殿
様
（
藩
主
）
や
家
来
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
そ
の
お

供
の
者
や
荷
物
を
運
ぶ
人
足
た
ち
を
加
え
る
と
、
行
列
の
人
数
は

た
い
へ
ん
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
会
津
藩
で
は
、
最
盛
期
に
は

六
百
名
近
く
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
幕
府
で
は
、
石
高

こ
く
だ
か

に
応
じ
て

行
列
の
人
数
を
制
限
し
、
ま
た
藩
の
側
で
も
し
だ
い
に
人
数
を
減

ら
し
て
ゆ
き
ま
す
。
し
か
し
一
方
で
は
、
周
囲
の
評
判
を
気
に
し

て
人
数
削
減
に
反
対
す
る
意
見
も
藩
内
に
根
強
く
残
り
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
大
名
行
列
は
、
見
栄
え
を
た
い
へ
ん
気
に
す
る

パ
レ
ー
ド
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

の
回
り
の
品
か
ら
、
藩
主
の
使
う
風
呂
桶
ま
で
運
ん
だ
と
い
う
記

録
も
あ
り
ま
す
。

Ｑ：

行
列
は
、
一
日
に
ど
れ
く
ら
い
進
ん
だ
の
で
す
か
？

Ａ：

あ
る
年
に
、
泉
藩
主
の
行
列
が
浜
通
り
の
街
道
を
江
戸
に
の

ぼ
っ
た
時
の
記
録
に
よ
る
と
、
一
日
平
均
四
〇
㎞
近
く
歩
い
て
い

ま
す
。
夜
明
け
前
、
ま
だ
暗
い
う
ち
に
出
発
し
、
夕
方
、
日
の
暮

れ
る
前
に
は
宿
泊
地
に
到
着
し
ま
し
た
。
こ
の
時
は
暑
さ
が
厳
し

か
っ
た
よ
う
で
、
駕
籠
を
担
ぐ
人
足
た
ち
が
途
中
で
疲
れ
て
し
ま

い
ペ
ー
ス
が
落
ち
た
と
い
う
こ
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。

Ｑ：

道
中
で
は
、
ど
ん
な
食
事
を
し
て
い
た
の
？

Ａ：

た
と
え
ば
、相
馬
中
村
藩
主
の
本
陣
で
の
食
事
の
献
立
に
は
、

御
飯
・
汁
・
香
物
の
他
に
、
鮭
塩
引
粕
煮
、
す
る
め
・
い
ん
げ

ん
・
に
ん
じ
ん
の
和
え
物
や
、「
玉
子
ふ
わ
ふ
わ
」
と
い
う
名
前

大
名
行
列

回
答
者

歴
史
担
当

高
橋
　
充

会津藩主参勤交代行列図（部分　会津若松市蔵）
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今
回
の
企
画
展
は
、『
発
掘
さ
れ
た
日
本
列
島
二
〇
〇
三
』
と
『
発
掘

ふ
く
し
ま
三
』
の
二
部
構
成
と
な
り
ま
す
。

『
発
掘
さ
れ
た
日
本
列
島
二
〇
〇
三
』
は
、
文
化
庁
が
主
催
す
る
新

発
見
考
古
速
報
展
で
、
毎
年
全
国
各
地
を
巡
回
し
て
い
る
も
の
で
す
。
こ

の
展
示
は
、
最
近
注
目
を
集
め
た
遺
跡
を
中
心
に
出
土
品
を
全
国
か
ら
集

め
、
わ
か
り
や
す
く
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
埋
蔵
文
化
財
保
護
行
政
の
現

状
に
つ
い
て
考
え
て
も
ら
う
と
い
う
趣
旨
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回

は
、
当
館
の
ほ
か
、
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
、
浜
松
市
博
物
館
、
北
九

州
市
立
自
然
史
・
歴
史
博
物
館
な
ど
を
巡
回
す
る
予
定
で
す
。

『
発
掘
ふ
く
し
ま
三
』
で
は
、
過
去
五
年
ほ
ど
の
間
に
県
内
で
実
施

さ
れ
た
発
掘
調
査
の
成
果
を
中
心
に
と
り
あ
げ
、
新
た
に
ど
の
よ
う
な
こ

と
が
わ
か
り
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
か
に
つ
い
て
わ

か
り
や
す

く
紹
介
し

ま
す
。

夏
休
み

の
ひ
と
と

き
、
「
い

に
し
え
と

の
語
ら

い
」
へ
ぜ

ひ
お
で
か

け
く
だ
さ

い
。 「

発
掘
さ
れ
た
日
本
列
島
二
〇
〇
三
」

「
発
掘
ふ
く
し
ま
三
」

■
夏
の
企
画
展
《
発
掘
さ
れ
た
日
本
列
島

二
〇
〇
三
》
は
平
成
一
五
年
七
月
一
五
日
（
火
）
か
ら
八
月
一
三
日

（
水
）
ま
で

《
発
掘
ふ
く
し
ま

三
》
は
平
成
一
五
年
八
月
二
〇
日
（
水
）か
ら
九
月
二
三
日
（
火
）
ま
で

■
観
覧
料
（
予
定
）

一
般
・
大
学
生
五
〇
〇
円
／
高
校
生
三
〇
〇
円
／
小
・
中
学
生
二
〇
〇
円

◎
夏
の
企
画
展
予
告

ト
ピ
ッ
ク
ス

「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
開
設
」

昨
年
の
一
〇
月
末
に
福
島
県
立
博
物
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
は
前

号
よ
り
、
表
紙
の
題
字
の
と
こ
ろ
に
載
せ
て
あ
り
ま
す
の
で
ぜ
ひ
ア
ク
セ
ス
し
て
み
て
下
さ
い
。

ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
は
左
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
修
学
旅
行

や
遠
足
の
季
節
に
な
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
特
に
学
校
関
係
の
方
に
役
立
つ
ペ
ー
ジ
を
紹
介
し
ま
す
。

ま
ず
、『
学
校
団
体
利
用
の
手
引
き
』
で
す
。
こ
の
ペ
ー
ジ
で
は
修
学
旅
行
や
遠
足
、
ま
た
は
総
合
学
習
で
当
館

を
訪
れ
る
際
の
留
意
点
や
当
館
に
あ
る
学
習
用
具
・
機
材
等
の
貸
し
出
し
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

次
に
『
売
店
案
内
』
で
は
、
当
館
の
出
版
物
に
つ
い
て
の
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
企
画
展
図
録
や
教
育
普

及
図
書
な
ど
の
当
館
の
出
版
物
の
中
に
は
、
学
校
で
の
勉
強
に
役
立
つ
も
の
も
き
っ
と
あ
る
と
思
い
ま
す
。
出
版
物

の
郵
送
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
も
あ
り
ま
す
の
で
ぜ
ひ
見
て
下
さ
い
。

最
後
に
『
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
』
で
は
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
、
観
覧
料
免
除
申
請
書
等
が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
は
、
常
設
展
示
室
の
資
料
を
よ
く
見
て
自
分
の
考
え
を
書
く
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
当
館

で
の
調
べ
学

習
に
ぜ
ひ
お

役
立
て
下
さ

い
。こ

れ
ら
の

他
に
、
企
画

展
情
報
や
展

示
室
の
様
子

等
、
当
館
に

つ
い
て
の
詳

し
い
情
報
が

載
っ
て
い
ま

す
。さ

あ
、
あ

な
た
も
福
島

県
立
博
物
館

の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
見
て

み
ま
し
ょ
う
！



「
山
川
浩
と
山
川
健
次
郎
」

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

会
津
出
身
の
軍
人
山
川
浩
と
学
者
健
次
郎
兄
弟

関
係
の
近
代
資
料
を
中
心
に
展
示
し
ま
す
。

「
津
田
得
民
の
仕
事
―
近
現
代
の
漆
工
芸
―
」

会
期
　
六
月
三
日（
火
）か
ら
七
月
六
日（
日
）ま
で

大
正
・
昭
和
の
蒔
絵
師
・
津
田
得
民
。
そ
の
図

案
や
作
品
を
中
心
に
近
現
代
の
漆
工
芸
を
ご
紹
介

し
ま
す
。

※
開
催
場
所
が
書
い
て
い
な
い
も
の
は
当
館
で
行
い

ま
す
。

◎
美
術
講
座

「
福
島
の
仏
像
31
」

講
師
　
当
館
学
芸
課
長
　
若
林
　
繁

日
時
　
四
月
一
二
日（
土
）午
後
一
時
半

「
暮
ら
し
の
中
の
美
術
1
」

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
川
延
安
直
・
小
林
め
ぐ
み

日
時
　
五
月
一
四
日（
水
）午
後
一
時
半

「
暮
ら
し
の
中
の
美
術
2
」

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
川
延
安
直
・
小
林
め
ぐ
み

日
時
　
六
月
一
一
日（
水
）午
後
一
時
半

◎
歴
史
講
座

「
古
文
書
入
門
1

近
世
①
」（
実
技
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
酒
井
耕
造

日
時
　
四
月
一
九
日（
土
）午
後
一
時
半

「
古
文
書
入
門
2

近
世
②
」（
実
技
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
酒
井
耕
造

日
時
　
五
月
三
一
日（
土
）午
後
一
時
半

「
古
文
書
入
門
3

近
世
③
」（
実
技
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
酒
井
耕
造

日
時
　
六
月
二
八
日（
土
）午
後
一
時
半

「
山
川
家
資
料
に
つ
い
て
」

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
佐
藤
洋
一

日
時
　
五
月
一
〇
日（
土
）午
後
一
時
半

◎
総
合
講
座

「
若
松
城
を
歩
く
1

鶴
ヶ
城
跡
探
検
Ⅰ
」

（
野
外
）
要
申
込

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
高
橋
　
充

日
時
　
五
月
一
一
日（
日
）午
後
一
時
半

「
若
松
城
を
歩
く
2

鶴
ヶ
城
の
あ
る
じ
た
ち
」

（
講
話
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
川
延
安
直
・
高
橋
　
充

日
時
　
六
月
一
日（
日
）午
後
一
時
半

◎
民
俗
講
座

「
只
見
の
漁
と
食
」（
映
画
会
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
榎
　
陽
介

日
時
　
五
月
一
七
日（
土
）午
後
一
時
半

◎
自
然
史
講
座
　
※
要
申
込

「
鉱
物
を
見
つ
け
よ
う
」（
野
外
）（
只
見
町
・
舘
岩
村
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
竹
谷
陽
二
郎

日
時
　
五
月
二
四
日（
土
）午
前
八
時
半

「
鉱
物
を
調
べ
よ
う
」（
実
技
）

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
相
田
　
優

日
時
　
五
月
二
五
日（
日
）午
後
一
時
半

◎
収
蔵
資
料
品
展
展
示
解
説
会

講
師
　
東
北
大
学
名
誉
教
授
　
鈴
木
舜
一
さ
ん

日
時
　
四
月
二
六
日（
土
）午
後
一
時
半

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
相
田
　
優

日
時
　
五
月
四
日（
日
）午
後
一
時
半

講
師
　
当
館
学
芸
員
　
相
田
　
優

日
時
　
六
月
八
日（
日
）午
後
一
時
半

◎
郡
山
市
ふ
れ
あ
い
科
学
館
と
の
連
携
事
業

「
一
〇
〇
年
前
の
実
験
に
挑
戦

―
石
井
研
堂
の
理
科
読
み
物
の
世
界
―
」

講
師
　
郡
山
市
ふ
れ
あ
い
科
学
館
職
員
・

当
館
学
芸
員

日
時
　
四
月
二
〇
日（
日
）午
後
二
時

当
館
実
習
室

◎
「
昔
語
り
」

語
り
部
　
横
山
幸
子
さ
ん

日
時
　
四
月
二
〇
日（
日
）
午
前
一
〇
時
半

日
時
　
五
月
一
八
日（
日
）
午
前
一
〇
時
半

語
り
部
　
山
田
登
志
美
さ
ん

日
時
　
四
月
二
七
日（
日
）
午
後
一
時
半

◎
「
機
織
り
」

染
織
工
芸
家
　
山
根
正
平
さ
ん

日
時
　
四
月
二
九
日（
火
・
祝
）
午
後
一
時
半

◎
「
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（
土
・
祝
）
午
後
一
時
半

◎
伝
統
技
術
実
演

「
い
わ
き
の
絵
の
ぼ
り
製
作
」

伝
統
技
術
保
持
者
　
石
川
　
進
さ
ん

石
川
貞
治
さ
ん

日
時
　
五
月
五
日（
月
・
祝
）
午
後
一
時
半

五
月
五
日（
こ
ど
も
の
日
）

四
月

七
日（
月
）・
一
四
日（
月
）・
二
一
日（
月
）・

二
八
日（
月
）・
三
〇
日（
水
）

五
月

六
日（
火
）・
一
二
日（
月
）・
一
九
日（
月
）・

二
六
日（
月
）

六
月

二
日（
月
）・
九
日（
月
）・
一
六
日（
月
）・
二

三
日（
月
）
・
三
〇
日（
月
）

四
月
か
ら
、
小
・
中
学
生
、
高
校
生
は
、

常
設
展
観
覧
が
無
料
と
な
り
ま
す
。

五
月
一
八
日（
日
）は
、
国
際
博
物
館
の

日
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
。
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常
設
展
示
室
「
歴
史
・
美
術
」
テ
ー
マ
展
示

講
演
・
講
座

実
演

場
所
　
体
験
学
習
室
　
入
場
無
料

常
設
展
無
料
開
放
日

四
〜
六
月
の
休
館
日
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