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な
ど
と
最
初
は
不
思
議
そ
う
で
し
た
。
実
際
に
染
め
て
み
る
と

言
わ
れ
た
通
り
、
す
て
き
な
色
に
な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
昨
年
に
引
き
続
き
、
博
物
館
・
三
岸
節
子
記
念
美

術
館
・
尾
西
歴
史
民
俗
資
料
館
の
３
館
連
携
企
画
と
し
て
、
３

館
を
巡
っ
て
ス
タ
ン
プ
を
集
め
る
「
い
ち
の
み
や
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
ズ　

３
館
ｄ
ｅ
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
」
も
開
催
し
、
こ
ち
ら
も

多
く
の
こ
ど
も
た
ち
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

今
後
も
楽
し
み
な
が
ら
、
興
味
を
持
っ
て
学
ん
で
も
ら
え
る

よ
う
な
取
り
組
み
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

（
学
芸
員　

吉
川
ひ
と
み
）

所
蔵
品
に
よ
る
企
画
展
「
川
合
玉
堂　

四
季
を
描
く
」

令
和
５
年
４
月
22
日（
土
）
～
５
月
28
日（
日
）

夏
季
イ
ベ
ン
ト
「
博
物
館
で
夏
祭
り
！
」

令
和
５
年
７
月
８
日（
土
）
～
８
月
31
日（
木
）

展示風景

ミュージアムコンサート

「染めびと・智香さんと一緒に布を染めよう」

チャレンジ！いちはくワークシート

　

一
宮
市
木
曽
川
町
に
生
ま
れ
た
日
本
画
家
・
川
合
玉
堂

（
１
８
７
３
～
１
９
５
７
）
は
、
四
条
派
、
狩
野
派
な
ど
江
戸

時
代
か
ら
続
く
諸
派
の
画
風
を
学
び
、
独
特
の
詩
情
あ
ふ
れ
る

画
風
を
確
立
し
ま
し
た
。
当
館
で
は
近
年
春
の
企
画
展
で
玉
堂

の
作
品
を
紹
介
し
て
い
ま
す
が
、
今
年
度
は
四
季
折
々
の
情
景

を
描
い
た
作
品
や
新
収
蔵
の
書
簡
な
ど
23
点
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

関
連
催
事
と
し
て
、４
月
30
日（
日
）に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ「
つ

ま
み
細
工
で
春
の
花
を
つ
く
ろ
う
」
の
ほ
か
、５
月
28
日
（
日
）

に
「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
コ
ン
サ
ー
ト
」
を
開
催
し
、
学
芸
員
の
ス

ラ
イ
ド
レ
ク
チ
ャ
ー
の
後
、市
内
在
住
の
エ
レ
ク
ト
ー
ン
奏
者
・

太
田
英
美
さ
ん
に
四
季
に
ち
な
ん
だ
楽
曲
を
演
奏
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

平
成
29
年
度
か
ら
毎
年
恒
例
と
な
っ
た
、
小
・
中
学
校
の
夏

休
み
期
間
中
に
合
わ
せ
て
開
催
す
る
イ
ベ
ン
ト
「
博
物
館
で
夏

祭
り
！
」
を
今
年
度
も
開
催
し
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
に
博
物
館
を
楽
し
み
な
が
ら
知
っ
て
も
ら
う
た

め
に
始
め
た
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
！
い
ち
は
く
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
」
で

は
、
今
年
も
何
種
類
か
の
期
間
限
定
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
意
し

ま
し
た
。
レ
ベ
ル
が
異
な
る
ク
イ
ズ
内
容
は
、
簡
単
に
答
え
ら

れ
る
問
題
か
ら
、
大
人
で
も
考
え
て
し
ま
う
問
題
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
シ
ー
ト
を
用
意
し
ま
し
た
。
イ
ベ
ン
ト
会
期
中
は
５
０
０

名
以
上
の
子
ど
も
た
ち
が
挑
戦
し
て
く
れ
ま
し
た
。
全
種
類
の

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
持
っ
て
、
楽
し
そ
う
に
「
答
え
が
わ
か
っ

た
！
」
と
言
い
な
が
ら
、
館
内
を
巡
っ
て
い
る
子
ど
も
の
姿
も

見
か
け
ま
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
体
験
講
座
と
し
て
、
市
内
で
染
色
教
室
を
開
い
て

い
る
智
香
さ
ん
を
講
師
に
、
身
近
な
植
物
を
使
っ
て
草
木
染
め

を
行
う「
染
め
び
と
・
智
香
さ
ん
と
一
緒
に
布
を
染
め
よ
う
」（
全

２
回
）を
開
催
し
ま
し
た
。
は
じ
め
に
、「
台
所
で
で
き
る
染
色
」

を
テ
ー
マ
に
、
草
木
染
め
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
ど
う
や
っ
て

布
に
色
が
付
く
の
か
と
い
う
染
色
の
流
れ
な
ど
に
つ
い
て
学
び

ま
し
た
。
そ
の
後
、
ビ
ー
玉
や
輪
ゴ
ム
、
糸
な
ど
を
使
っ
て
布

を
絞
り
、
模
様
を
つ
け
て
い
き
ま
し
た
。
染
め
終
わ
っ
た
時
の

模
様
を
想
像
し
な
が
ら
布
を
絞
っ
た
後
は
外
に
移
動
し
、
染
色

を
行
い
ま
し
た
。
今
回
は
生
葉
の
染
色
液
と
、
講
師
が
用
意
し

た
ピ
ー
マ
ン
の
葉
の
染
色
液
を
使
用
し
ま
し
た
。
藍
の
生
葉
染

は
、
手
も
み
で
汁
を
出
し
て
染
色
液
を
作
る
と
こ
ろ
か
ら
体
験

し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
染
色
液
は
も
と
も
と
茶
色
や
モ
ロ
ヘ
イ

ヤ
ス
ー
プ
の
よ
う
な
色
で
、「
ピ
ー
マ
ン
の
葉
は
黄
色
に
な
る

よ
。
麻
の
葉
は
水
色
に
な
る
ん
だ
よ
」
と
講
師
に
言
わ
れ
ま
し

た
が
、子
ど
も
た
ち
は
「
本
当
に
き
れ
い
な
色
に
な
る
の
か
な
」
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企
画
展
「
く
ら
し
の
道
具　

妖
怪
ぞ
ろ
ぞ
ろ
」

令
和
５
年
７
月
８
日（
土
）
～
８
月
13
日（
日
）

妖怪ポップアップカードをつくろう

展示風景

みんなでお面づくりワークショップ

　

今
の
よ
う
に
電
気
や
ガ
ス
が
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
の

生
活
道
具
を
中
心
に
、
子
ど
も
た
ち
が
楽
し
み
な
が
ら
昔
の
暮

ら
し
や
道
具
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る「
く
ら
し
の
道
具
」

を
今
年
度
も
開
催
し
ま
し
た
。
例
年
開
催
し
て
い
る
１
月
か
ら

３
月
の
期
間
で
は
な
く
、夏
の
開
催
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、テ
ー

マ
を
「
妖
怪
ぞ
ろ
ぞ
ろ
」
と
し
、
生
活
道
具
を
「
妖
怪
」
に
見

立
て
て
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
道
具
の
説
明
に
「
唐
傘

お
化
け
」
や
「
提
灯
お
化
け
」
な
ど
約
40
体
の
妖
怪
の
イ
ラ
ス

ト
を
付
け
て
、
子
ど
も
に
も
親
し
み
や
す
く
な
る
よ
う
に
工
夫

し
ま
し
た
。
期
間
中
は
、
多
く
の
家
族
連
れ
を
は
じ
め
、
幅
広

い
年
齢
層
の
方
に
ご
来
館
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

期
間
中
の
関
連
催
事
と
し
て
、
作
家
・
山
本
マ
ヤ
カ
さ
ん
と
、

い
ち
の
み
や
う
い
ー
ぶ
に
よ
る
「
大
変
身
！
よ
う
か
い
に
な
っ

ち
ゃ
お
う
！
み
ん
な
で
お
面
づ
く
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」（
全

２
回
）
で
は
、
ス
プ
ー
ン
や
髪
留
め
、
ボ
タ
ン
な
ど
身
近
に
あ

る
モ
ノ
を
妖
怪
に
変
身
さ
せ
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
「
よ
う
か
い

お
面
」
を
作
り
ま
し
た
。
参
加
し
た
子
ど
も
た
ち
は
家
か
ら
持

参
し
た
様
々
な
モ
ノ
を
布
や
紐
な
ど
の
他
の
素
材
と
組
み
合
わ

せ
な
が
ら
、
自
分
が
想
像
す
る
妖
怪
を
作
り
、
最
後
は
そ
の
妖

怪
に
な
り
き
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
ま
た
、
工
作
体
験
「
妖
怪

ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
カ
ー
ド
を
つ
く
ろ
う
」
も
開
催
し
、「
五
徳
」

と
「
火
吹
き
竹
」
が
登
場
す
る
妖
怪
「
五
徳
猫
」
を
モ
チ
ー
フ

に
し
た
ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
カ
ー
ド
を
作
成
し
ま
し
た
。
こ
の
工
作

体
験
で
は
、
た
だ
作
る
だ
け
で
は
な
く
、
道
具
に
興
味
を
持
っ

て
も
ら
え
る
よ
う
に
実
物
を
会
場
内
に
展
示
し
、
使
い
方
や
工

夫
を
紹
介
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
カ
ー
ド
に
も
道
具
の
説
明
を
入

れ
た
り
、
実
際
に
動
か
し
た
時
に
道
具
を
使
う
時
の
動
作
が
で

き
る
よ
う
な
し
か
け
を
考
え
る
な
ど
、
作
り
な
が
ら
も
学
べ
る

よ
う
に
工
夫
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
例
年
の
企
画
展
「
く
ら
し
の
道
具
」
と
共
に
行
っ
て

い
る
市
内
小
学
校
42
校
の
見
学
に
つ
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
見

学
と
来
館
見
学
の
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
夏

季
の
企
画
展
の
開
催
期
間
中
も
来
館
見
学
の
希
望
が
あ
れ
ば
受

け
入
れ
を
行
い
、
４
校
の
来
館
見
学
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
他

の
学
校
に
つ
い
て
は
、
令
和
６
年
１
月
19
日
か
ら
２
月
14
日
の

期
間
中
、
32
校
が
オ
ン
ラ
イ
ン
見
学
を
、
６
校
が
来
館
見
学
を

実
施
し
ま
し
た
。
多
く
の
学
校
は
オ
ン
ラ
イ
ン
見
学
希
望
で
は

あ
り
ま
し
た
が
、
少
し
ず
つ
来
館
見
学
を
希
望
す
る
学
校
も
増

加
し
て
き
て
い
ま
す
。
オ
ン
ラ
イ
ン
見
学
、
来
館
見
学
の
ど
ち

ら
も
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
は
見
学
を
通
し
て
感
じ
た
道
具
へ
の

疑
問
や
質
問
な
ど
を
た
く
さ
ん
聞
く
こ
と
が
で
き
、
質
問
に
答

え
な
が
ら
昔
の
く
ら
し
や
道
具
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
た
と

思
い
ま
し
た
。

　

今
後
も
子
ど
も
た
ち
を
は
じ
め
、
多
く
の
年
齢
層
の
方
に
昔

の
く
ら
し
や
道
具
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
展
示
が

で
き
る
よ
う
工
夫
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
学
芸
員　

吉
川
ひ
と
み
）
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尾
張
平
野
を
語
る
27　

「
一
宮
の
発
掘
調
査
～
あ
の
頃
の
発
掘
現
場
～
」

令
和
５
年
７
月
17
日（
祝
）・
23
日（
日
）・
30
日（
日
）

　
「
尾
張
平
野
を
語
る
」
は
自
然
・
考
古
・
民
俗
・
歴
史
・
美

術
工
芸
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
講
師
を
招
き
、
尾
張
平
野
の

歴
史
と
文
化
を
紹
介
す
る
連
続
講
演
会
で
す
。
27
回
目
を
迎
え

る
今
年
度
は
、
同
時
期
に
開
催
し
て
い
た
特
集
展
示
「
ど
き
ど

き
フ
レ
ン
ズ
と
そ
の
出
身
地
」
と
関
連
付
け
、
館
蔵
の
土
器
を

擬
人
化
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
ど
き
ど
き
フ
レ
ン

ズ
」
の
出
身
地
で
あ
る
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
行
っ
た
方
に
講
師

を
お
願
い
し
、「
一
宮
の
発
掘
調
査
～
あ
の
頃
の
発
掘
現
場
～
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
時
の
出
来
事

を
自
由
に
お
話
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
オ
ン

ラ
イ
ン
で
の
配
信
は
実
施
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

７
月
17
日（
月
・
祝
）は
、ど
き
ど
き
フ
レ
ン
ズ
の「
は
っ
ち
ー
」

と
「
こ
ろ
り
ん
」
の
出
身
地
で
あ
る
八
王
子
遺
跡
の
発
掘
調
査

を
担
当
し
た
樋
上
昇
氏
に
講
演
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

八
王
子
遺
跡
は
、
東
海
北
陸
自
動
車
道
建
設
に
先
立
っ
て
行

わ
れ
た
調
査
で
発
見
さ
れ
、
弥
生
時
代
の
初
め
か
ら
中
世
に
か

け
て
、
ほ
ぼ
途
切
れ
な
く
人
々
の
営
み
の
痕
跡
が
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
発
掘
調
査
報
告
書
は
、
報
告
、
図
版
、
写
真
図
版
、

考
察
と
項
目
ご
と
に
分
冊
さ
れ
、
最
低
１
０
０
ペ
ー
ジ
、
最
大

で
３
０
０
ペ
ー
ジ
越
え
と
い
う
他
に
例
を
み
な
い
充
実
ぶ
り
で

す
。
そ
ん
な
遺
跡
の
概
略
を
講
演
会
資
料
と
し
て
ま
と
め
て

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
概
略
だ
け
で
も
約
40
ペ
ー
ジ
の
大
ボ

リ
ュ
ー
ム
に
な
り
ま
し
た
。
当
日
は
、
短
い
時
間
の
中
で
、
発

掘
当
時
の
思
い
出
を
交
え
つ
つ
、
八
王
子
遺
跡
の
成
果
の
概
要

や
印
象
深
か
っ
た
出
来
事
な
ど
を
お
話
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

７
月
23
日
（
日
）
は
、ど
き
ど
き
フ
レ
ン
ズ
「
ど
き
ど
き
ち
ゃ

ん
」の
出
身
地
で
あ
る
北
川
田
遺
跡
、「
あ
か
み
ん
」「
あ
か
ま
る
」

の
出
身
地
で
あ
る
尾
張
病
院
山
中
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
た
昭
和
30

～
40
年
代
の
発
掘
調
査
の
お
話
を
中
心
に
、
講
演
会
の
タ
イ
ト

ル
ど
お
り
「
一
宮
の
考
古
学
の
あ
け
ぼ
の
」
に
つ
い
て
、
柴
垣

勇
夫
氏
と
当
館
の
久
保
館
長
と
で
対
談
し
ま
し
た
。

　

柴
垣
氏
は
、
講
演
当
時
82
歳
で
、
愛
知
県
教
育
員
会
文
化
財

室
に
勤
め
た
経
験
も
あ
り
、
昭
和
30
～
40
年
代
の
発
掘
調
査
や

文
化
財
行
政
の
黎
明
期
を
そ
の
目
で
実
際
に
ご
覧
に
な
っ
て
い

ま
す
。
一
宮
市
史
編
さ
ん
事
業
、
愛
知
県
の
遺
跡
分
布
図
や
行

政
の
発
掘
調
査
体
制
の
変
化
、
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

の
設
立
、
そ
し
て
一
宮
市
博
物
館
の
建
設
ま
で
、
当
時
を
見
て

き
た
か
ら
こ
そ
の
貴
重
な
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

対
談
相
手
は
現
在
の
館
長
が
務
め
ま
し
た
が
、
当
初
は
、
当

館
の
初
代
館
長
で
あ
り
、
一
宮
市
な
い
し
愛
知
県
の
考
古
学
の

礎
を
築
い
た
岩
野
見
司
氏
に
お
願
い
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し

体
調
を
崩
さ
れ
て
講
演
を
辞
退
さ
れ
、
大
変
残
念
な
こ
と
に
８

月
に
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
最
期
ま
で
こ
の
講
演
会
の
こ
と
を
気

に
か
け
て
い
た
だ
い
て
い
た
と
の
こ
と
で
す
。
謹
ん
で
ご
冥
福

を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

　

７
月
30
日
（
日
）
は
、
ど
き
ど
き
フ
レ
ン
ズ
の
「
ど
き
兄に
い

」

の
出
身
地
で
あ
る
元
屋
敷
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
担
当
し
た
土
本

典
夫
氏
に
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

土
本
氏
は
元
一
宮
市
博
物
館
学
芸
員
で
、
元
屋
敷
遺
跡
だ
け

で
な
く
、
一
宮
市
教
育
委
員
会
時
代
の
発
掘
調
査
を
主
に
担
当

し
て
い
ま
し
た
。
報
告
書
だ
け
で
は
知
り
え
な
い
発
掘
調
査
当

時
の
事
件
や
裏
話
、工
事
立
会
調
査
で
見
つ
け
た
遺
跡
や
遺
物
、

地
名
か
ら
も
探
っ
た
墓
の
話
な
ど
、
写
真
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ

て
、
興
味
深
い
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
回
の
連
続
講
演
会
で
は
、
発
掘
調
査
を
行
っ
た
時
代
や
、

所
属
組
織
が
異
な
る
講
師
に
よ
り
、
発
掘
調
査
や
考
古
学
研
究

の
体
制
の
変
化
な
ど
の
お
話
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
を
交
え
て

講
演
し
て
い
た
だ
く
大
変
貴
重
な
機
会
と
な
り
ま
し
た
。
ど
き

ど
き
フ
レ
ン
ズ
の
出
身
地
と
関
連
付
け
た
こ
と
で
、
普
段
遺
跡

や
考
古
学
に
は
興
味
が
向
か
な
か
っ
た
方
に
も
聞
い
て
い
た
だ

け
る
契
機
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
（
学
芸
員　

瀧　

は
る
香
）

7/30（日）「市
し な い ほ り あ る き

内掘歩記　お墓
はかみてあるき

見歩記」

土本典生氏（元・一宮市博物館学芸員）

7/17( 月・祝 )「『八王子銅鐸』発見の記〜 26 年前のあの日あの時〜」

樋上昇氏（公益財団法人 愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵

文化財センター調査課　主任専門員）

７/23（日）「対談：一宮の考古学のあけぼの」

柴垣勇夫氏（元・愛知淑徳大学教授）×当館館長
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企
画
展
「
尾
張
の
文
人
画　

森
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
中
心
に
」

令
和
５
年
10
月
14
日（
土
）
～
11
月
26
日（
日
）

煎茶道具

　

令
和
３
年
度
に
江
戸
時
代
の
絵
画
等
が
当
館
に
寄
贈
さ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
江
戸
時
代
前
期
か
ら
繊
維
を
商
っ
た
一

宮
市
の
森
林
商
店
（
現
在
の
モ
リ
リ
ン
株
式
会
社
）
の
森
林

兵
衛
（
１
８
５
５
～
１
９
４
５
）
お
よ
び
森
清
次
（
林
兵
衛

の
娘
婿
、
１
８
８
３
～
１
９
３
９
）
が
収
集
し
た
絵
画
で
、

お
も
に
山
本
梅
逸
や
中
林
竹
渓
な
ど
尾
張
の
文
人
画
家
に
よ

る
作
品
で
す
。

　

事
業
の
か
た
わ
ら
二
人
は
茶
道
を
た
し
な
ん
で
い
ま
し

た
。
と
く
に
林
兵
衛
は
昭
和
初
期
に
煎
茶
の
茶
会
を
催
し
、

そ
の
様
子
は
茶
会
図
録
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
幕
末
か
ら

昭
和
初
期
に
は
煎
茶
や
中
国
の
文
化
を
貴
ぶ
文
人
趣
味
が
流

行
し
、
実
業
家
の
間
で
は
煎
茶
の
茶
会
が
た
び
た
び
催
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
林
兵
衛
も
そ
の
一
人
で
、
森
家
に
伝
わ
る
絵

画
や
煎
茶
道
具
は
、
茶
会
で
用
い
る
こ
と
を
一
つ
の
目
的
と

し
て
収
集
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

本
展
覧
会
で
は
、
新
た
に
寄
贈
さ
れ
た
森
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
絵
画
15
点
の
ほ
か
、
脇
田
水
石
、
岩
田
心
齋
、
森
半
逸
を

は
じ
め
と
し
た
一
宮
の
文
人
画
家
の
作
品
な
ど
16
点
を
加
え

て
尾
張
の
文
人
画
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
。
ま
た
江
戸
時

代
末
期
に
活
躍
し
た
陶
工
・
青
木
木
米
に
よ
る
茶
器
な
ど
森

家
に
伝
わ
る
貴
重
な
煎
茶
道
具
24
点
も
展
示
し
、
森
家
で
催

さ
れ
た
「
学
温
園
茶
会
」
お
よ
び
「
竹
翁
金
婚
祝
賀
会
」
の

二
つ
の
茶
会
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
。

　

10
月
28
日
（
土
）
に
は
、
煎
茶
道
具
の
調
査
に
も
ご
協
力

い
た
だ
い
た
田
畑
潤
氏
（
愛
知
県
陶
磁
美
術
館
・
主
任
学
芸

員
）
に
「
煎
茶
全
盛
・
茗
讌
図
録
の
時
代
と
森
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
煎
茶
道
具
」
と
題
し
て
、
11
月
18
日
（
土
）
に
は
尾
張

の
画
家
に
つ
い
て
の
長
年
研
究
し
て
い
る
吉
田
俊
英
氏
（
四

日
市
市
立
博
物
館
館
長
）
に
「
尾
張
の
文
人
画
に
つ
い
て
―

江
戸
か
ら
近
代
へ
の
流
れ
」
と
題
し
て
そ
れ
ぞ
れ
お
話
い
た
だ

き
ま
し
た
。
吉
田
氏
の
講
演
会
に
つ
い
て
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も

実
施
し
ま
し
た
。
ま
た
11
月
４
日
（
土
）
に
は
担
当
学
芸
員
に

よ
る
ス
ラ
イ
ド
ト
ー
ク
「
森
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
一
宮
の
文
人
画

家
に
つ
い
て
」
も
行
い
、
煎
茶
会
に
出
品
さ
れ
た
絵
画
や
一
宮

の
文
人
画
家
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
た
。

　

展
示
さ
れ
た
絵
画
や
煎
茶
道
の
中
に
は
、
か
つ
て
の
茶
会
で

実
際
に
用
い
ら
れ
た
資
料
も
多
数
含
み
、
繊
維
産
業
で
発
展
し

た
一
宮
の
豊
か
な
文
化
の
流
れ
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
学
芸
員　

杉
山
章
子
）

吉田俊英氏講演会

田畑潤氏スライドトーク

展示風景
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展示風景

展示風景

石井頼子氏講演会 若月陽子氏ワークショップ

開会式テープカット

企
画
展
「
い
ち
の
み
や
ア
ー
ト
ア
ニ
ュ
ア
ル
２
０
２
３
」

令
和
５
年
12
月
２
日（
土
）
～
12
月
17
日（
日
）

所
蔵
品
に
よ
る
企
画
展
「
版
画
芸
術　

棟
方
志
功
を
中
心
に
」

令
和
６
年
２
月
24
日（
土
）
～
３
月
24
日（
日
）

　

昨
年
度
よ
り
タ
イ
ト
ル
を
「
一
宮
市
美
術
秀
選
展
」
か
ら
一

新
し
た
「
い
ち
の
み
や
ア
ー
ト
ア
ニ
ュ
ア
ル
」
も
、
今
年
度
で

23
回
目
の
開
催
を
迎
え
ま
し
た
。
今
年
度
の
広
報
印
刷
物
に

は
、
一
宮
美
術
作
家
協
会
の
大
島
麻
琴
氏
の
作
品
を
掲
載
し
ま

し
た
。

　

令
和
５
年
度
に
開
催
さ
れ
た
第
81
回
一
宮
市
美
術
展
等
の
成

果
を
受
け
て
、
一
宮
市
美
術
展
市
長
賞
受
賞
者
11
名
、
一
宮
美

術
作
家
協
会
・
一
宮
書
道
協
会
・
一
宮
写
真
協
会
推
薦
者
62
名

の
選
り
す
ぐ
り
の
作
品
が
会
場
を
埋
め
尽
く
し
ま
し
た
。

　

昨
年
に
引
き
続
き
、
展
覧
会
初
日
に
は
開
会
式
を
挙
行
し
、

35
名
の
来
賓
の
方
に
ご
出
席
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
14

日
間
と
短
い
開
催
期
間
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
期
間
中
に
は

１
０
１
４
名
の
方
々
に
ご
来
館
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
後
も
こ

の
企
画
展
が
よ
り
一
層
美
術
振
興
に
資
す
る
よ
う
、
関
連
催
事

な
ど
新
た
な
取
り
組
み
を
考
え
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

（
学
芸
員　

吉
川
ひ
と
み
）

　

当
館
で
は
、
一
宮
市
萩
原
町
出
身
の
詩
人
・
佐
藤
一
英
と

の
関
係
か
ら
、
棟
方
志
功
の
作
品
を
収
集
し
て
き
ま
し
た
。

青
森
か
ら
上
京
し
た
棟
方
は
、
同
郷
の
詩
人
・
福
士
幸
次
郎

（
１
８
８
９
～
１
９
４
６
）
を
通
じ
て
佐
藤
一
英
と
会
い
、
一

英
の
長
編
詩
「
大
和
し
美
し
」
を
版
画
化
し
ま
し
た
。
こ
の
作

品
を
昭
和
11
年
に
第
十
一
回
国
画
会
展
に
出
品
す
る
と
、
民
芸

運
動
の
創
始
者
た
ち
に
認
め
ら
れ
て
世
界
的
大
版
画
家
と
な
る

契
機
と
な
り
ま
し
た
。

　

本
展
は
、
棟
方
志
功
の
生
誕
１
２
０
年
を
記
念
し
て
、
棟
方

志
功
（
１
９
０
３
～
１
９
７
５
）
の
「
大
和
し
美
し
」「
空
海
頌
」

な
ど
の
作
品
の
ほ
か
、
志
功
と
と
も
に
国
画
会
で
活
躍
し
た
徳

力
富
吉
郎
（
１
９
０
２
～
２
０
０
０
）、
新
版
画
の
分
野
で
活

躍
し
た
名
取
春
仙
（
１
８
８
６
～
１
９
６
０
）、
さ
ら
に
一
宮

市
出
身
の
岩
田
覚
太
郎
（
１
９
０
２
～
１
９
９
９
）、
堀
尾
一

郎
（
１
９
４
５
～
）
な
ど
の
作
品
を
展
示
し
、、
多
彩
な
版
画

芸
術
の
世
界
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

２
月
25
日
（
日
）
に
は
一
宮
で
版
画
家
と
し
て
活
躍
す
る
若

月
陽
子
氏
に
、「
コ
ラ
ー
ジ
ュ
版
画
を
つ
く
ろ
う
！
」
と
題
し

て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
３
月

９
日
（
土
）
に
は
棟
方
志
功
の
研
究
者
の
石
井
頼
子
氏
に
ご
講

演
い
た
だ
き
、
貴
重
な
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

(

学
芸
員　

杉
山
章
子)
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２
階
の
常
設
展
示
室
の
一
画
で
、
博
物
館
に
所
蔵
あ
る
い
は

寄
託
さ
れ
て
い
る
資
料
を
様
々
な
テ
ー
マ
で
紹
介
し
ま
し
た
。

●
「
墨
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

陣
羽
織
と
武
家
の
家
紋
」

　

４
月
11
日
（
火
）
～
６
月
25
日
（
日
）

　

艶
金
興
業
旧
蔵
の
毛
織
物
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
中
か
ら
、
葵
紋
や
木
瓜
紋

な
ど
、
陣
羽
織
の
背
に
あ
る
武
家
の

家
紋
に
着
目
し
て
、
８
点
を
紹
介
し

ま
し
た
。
期
間
中
の
５
月
５
日
（
金
・

祝
）
～
７
日
（
日
）
に
は
、「
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
家
紋
缶
バ
ッ
ジ
を
つ
く
ろ

う
」
と
題
し
て
、
家
紋
の
デ
ザ
イ

ン
に
色
鉛
筆
で
色
を
塗
っ
た
缶
バ
ッ
ジ
を
作
成
す
る
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
も
行
い
ま
し
た
。

●
「
ど
き
ど
き
フ
レ
ン
ズ
と
そ
の
出
身
地
」

　

前
期
６
月
27
日
（
火
）
～
８
月
20
日
（
日
）

　

後
期
８
月
22
日
（
火
）
～
10
月
１
日
（
日
）

　

弥
生
土
器
丹
塗
壺
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た「
ど
き
ど
き
ち
ゃ
ん
」

な
ど
、
当
館
所
蔵
の
土
器
を
擬
人
化
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
ど

き
ど
き
フ
レ
ン
ズ
」
９
体
の
「
出
身
地
」(

出
土
遺
跡)

や
「
同

郷
の
仲
間
」（
出
土
土
器
）
を
、
前
期
と
後
期
に
分
け
て
展
示

し
ま
し
た
。

家紋缶バッジ

石塔磨き缶バッジデザイン

特
集
展
示
コ
ー
ナ
ー

●
「
古
文
書
に
み
る
近
世
の
一
宮
」　

　

10
月
３
日
（
火)

～
12
月
27
日
（
水)

　

江
戸
時
代
の
一
宮
が
ど
の
よ
う
な
社
会
だ
っ
た
の
か
、
近
世

の
庄
屋
文
書
の
中
で
よ
く
見
ら
れ
る
「
村
の
様
子
」「
身
分
の

諸
相
」「
一
宮
の
珍
事
件
」
の
三
つ
の
視
点
か
ら
紹
介
し
ま
し

た
。「
一
宮
の
珍
事
件
」
で
と
り
あ
げ
た
墨
八
百
八
の
「
記
録
」

に
残
る
「
石
塔
磨
き
」
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
缶
バ
ッ
ジ
を
期
間

中
に
販
売
し
、
好
評
と
な
り
ま
し
た
。

●
「
織
物
工
場
の
世
界
～
絣
工
場
か
ら
毛
織
工
場
へ
～
」

　

１
月
５
日
（
金
）
～
２
月
25
日
（
日
）

　

毛
織
物
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
る
一
宮
市
で
は
、
幕
末
の
開

港
以
降
、
様
々
な
種
類
の
織
物
が
織
り
出
さ
れ
ま
し
た
。
現
在

の
木
曽
川
町
な
ど
で
は
明
治
時
代
初
頭
か
ら
染
め
分
け
た
糸
と

地じ
い
と糸
で
布
地
に
模
様
を
織
り
出
す
絣
織
物
が
広
が
り
、
群
立
し

た
工
場
な
ど
で
は
綿
や
絹
、
絹

け
ん
め
ん
こ
う
し
ょ
く

綿
交
織
の
絣
が
生
産
さ
れ
ま
し

た
。
本
展
示
で
は
、
絣
工
場
を
経
営
し
後
に
毛
織
業
へ
転
換
し

た
旧
家
の
資
料
な
ど
を
出
品
し
、
こ
の
地
域
で
発
展
し
た
織
物

業
史
の
一
端
を
紹
介
し
ま
し
た
。

●
「
尾
張
の
洋
画　

小
島
俊
男
と
芸
術
大
学
の
画
家
た
ち
」

　

２
月
27
日
（
火
）
～
４
月
14
日
（
日
）

　

洋
画
家
・
小
島
俊
男
は
昭
和
10
年
、
名
古
屋
市
に
生
ま
れ
ま

し
た
が
、
小
島
家
の
祖
は
現
在
の
一
宮
市
島
村
で
し
た
。
東
京

藝
術
大
学
油
画
科
に
学
ん
だ
後
、
仏
政
府
給
費
留
学
生
と
し
て

パ
リ
に
留
学
。
そ
の
後
も
た
び
た
び
渡
欧
し
、
美
し
い
家
並
み

や
歴
史
的
な
建
物
を
描
い
た
風
景
画
の
ほ
か
、
人
物
と
風
景
を

組
み
合
わ
せ
た
幻
想
的
な
作
品
も
描
き
ま
し
た
。
長
く
愛
知
県

立
芸
術
大
学
で
教
鞭
を
と
り
、平
成
30
年
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。

本
展
で
は
小
島
俊
男
の
新
収
蔵
の
作
品
に
加
え
、
芸
術
大
学
で

洋
画
を
教
え
て
い
た
鬼
頭
鍋
三
郎
、
笠
井
誠
一
、
島
田
章
三
の

作
品
を
紹
介
し
ま
し
た
。
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釣り竿で鮎つり

ブレスレット

土器の観察

民俗資料の取り扱い

古文書の取り扱い

掛け軸の取り扱い

　

毎
週
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
（
夏
休
み
期
間
中
は
毎
日
）
に
開

催
し
て
い
る
体
験
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

「
釣
り
竿
で
鮎
つ
り
」
４
月
１
日
（
土
）
～
５
月
28
日
（
日
）

　

企
画
展
「
川
合
玉
堂　

四
季
を
描
く
」
の
開
催
に
ち
な
み
、

玉
堂
が
晩
年
を
過
ご
し
た
御
嶽
の
渓
流
で
さ
か
ん
な
鮎
釣
り
を

模
し
て
、
紙
で
鮎
を
作
り
、
マ
グ
ネ
ッ
ト
の
つ
い
た
竿
で
釣
っ

て
遊
び
ま
し
た
。

「
ど
き
ど
き
パ
ズ
ル
」
６
月
３
日
（
土
）
～
７
月
２
日
（
日
）・

８
月
15
日
（
火
）
～
10
月
１
日
（
日
）

　

特
集
展
示
「
ど
き
ど
き
フ
レ
ン
ズ
と
そ
の
出
身
地
」
の
開
催

に
ち
な
み
、
折
り
返
す
と
い
ろ
い
ろ
な
土
器
の
図
版
が
現
れ
る

不
思
議
な
紙
の
パ
ズ
ル
を
作
り
ま
し
た
。

「
道
具
妖
怪
を
つ
く
ろ
う
」
７
月
８
日
（
土
）
～
８
月
13
日
（
日
）

　

企
画
展
「
く
ら
し
の
道
具　

妖
怪
ぞ
ろ
ぞ
ろ
」
の
開
催
に
ち

な
み
、
し
か
け
を
動
か
す
と
道
具
が
妖
怪
に
変
わ
る
お
面
を
作

り
ま
し
た
。

「
掛
け
軸
を
つ
く
ろ
う
」
10
月
７
日
（
土
）
～
11
月
26
日
（
日
）

　

企
画
展
「
尾
張
の
文
人
画
」
の
作
品
図
版
で
、
小
さ
な
掛
け

軸
を
作
り
ま
し
た
。

「
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
を
織
っ
て
み
よ
う
」

12
月
２
日
（
土
）
～
１
月
28
日
（
日
）

　

特
集
展
示
「
織
物
工
場
の
世
界
」
の
開
催
に
ち
な
み
、
毛
糸

で
カ
ラ
フ
ル
な
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
を
織
り
ま
し
た
。

「
五
色
刷
り
版
画
に
挑
戦
」
２
月
３
日
（
土
）
～
３
月
31
日
（
日
）　

　

企
画
展
「
版
画
芸
術
」
の
開
催
に
ち
な
み
、
は
が
き
サ
イ
ズ

の
版
画
を
作
り
ま
し
た
。

　

継
続
会
員
に
新
規
会
員
を
随
時
加
え
て
15
名
の
会
員
に
毎
回

メ
ー
ル
に
て
案
内
を
送
り
、
実
施
し
ま
し
た
。

●
５
月
14
日
（
日
）、
企
画
展
「
川
合
玉
堂　

四
季
を
描
く
」

を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
い
て
見
学
し
た
後
、
玉
堂
の
作
品
図
版

を
掲
載
し
た
ア
ー
ト
カ
ー
ド
で
ゲ
ー
ム
を
楽
し
み
な
が
ら
、
玉

堂
の
絵
の
季
節
感
な
ど
を
感
じ
ま
し
た
。

●
６
月
18
日
（
日
）、
特
集
展
示
「
陣
羽
織
と
武
家
の
家
紋
」

を
家
紋
に
注
目
し
て
見
学
し
た
後
、
各
自
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
家
紋

を
描
い
た
缶
バ
ッ
ジ
を
作
り
ま
し
た
。

●
７
月
23
日
（
日
）、
企
画
展
「
く
ら
し
の
道
具　

妖
怪
ぞ
ろ

ぞ
ろ
」
を
見
学
し
た
後
、「
妖
怪
ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
カ
ー
ド
」
を
、

五
徳
な
ど
実
際
の
道
具
を
観
察
し
て
作
り
ま
し
た
。

●
９
月
10
日
（
日
）、
特
集
展
示
「
ど
き
ど
き
フ
レ
ン
ズ
と
そ

の
出
身
地
」
を
見
学
す
る
ほ
か
、
土
器
の
実
物
に
触
れ
て
細
部

の
観
察
も
行
い
ま
し
た
。

●
11
月
12
日（
日
）、企
画
展「
尾
張
の
文
人
画　

森
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
中
心
に
」
を
見
学
し
、
和
室
に
て
掛
け
軸
の
取
り
扱
い
を

体
験
し
な
が
ら
表
装
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。

●
２
月
４
日
（
日
）、
織
物
工
場
を
分
か
り
や
す
く
紹
介
し
た

パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
そ
の
特
徴
を
学
ん
だ
後
、
特
集
展
示
「
織

物
工
場
の
世
界
」
を
見
学
し
ま
し
た
。

●
３
月
24
日
（
日
）、
企
画
展
「
版
画
芸
術　

棟
方
志
功
を
中

心
に
」
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
い
て
見
学
し
ま
し
た
。

　

８
月
１
日(

火)

か
ら
８
月
５
日(

土)

ま
で
の
５
日
間
、

愛
知
県
立
大
学
、
愛
知
学
院
大
学
、
愛
知
淑
徳
大
学
、
同
朋
大

学
、
滋
賀
県
立
大
学
、
立
命
館
大
学
か
ら
各
１
名
、
全
６
名
の

学
生
が
、学
芸
員
資
格
の
取
得
に
必
要
な
実
習
を
行
い
ま
し
た
。

　

館
内
の
設
備
や
館
の
主
な
活
動
に
つ
い
て
レ
ク
チ
ャ
ー
を
受

け
た
後
、
民
俗
資
料
や
古
文
書
の
整
理
、
掛
け
軸
の
取
り
扱
い
、

パ
ネ
ル
の
壁
面
へ
の
展
示
な
ど
の
実
習
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た

期
間
中
、
常
設
展
示
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
各
自
作
成
す
る
こ
と

を
課
題
と
し
、
実
習
の
合
間
に
準
備
し
て
最
終
日
に
発
表
し
て

も
ら
い
ま
し
た
。
展
示
物
と
市
内
の
地
域
を
結
び
付
け
る
ク
イ

ズ
や
古
文
書
を
用
い
た
も
の
、
デ
ザ
イ
ン
に
注
目
し
た
も
の
な

ど
、
い
ず
れ
も
工
夫
の
見
ら
れ
る
労
作
で
し
た
。
ど
の
よ
う
に

し
て
来
館
者
に
博
物
館
を
楽
し
ん
で
も
ら
う
か
考
え
る
良
い
機

会
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

●
奈
良
文
化
財
研
究
所
「
馬
見
塚
遺
跡
出
土
資
料
」
35
点
（
調

査
の
た
め
）。

●
一
宮
市
尾
西
歴
史
民
俗
資
料
館「
織
の
技
術
と
歴
史
を
探
る
」

（
７
月
１
日
～
９
月
３
日
）「
手
紡
ぎ
手
織
り
木
綿
裂
」
な
ど
４

点
。

た
い
け
ん
の
森

キ
ッ
ズ
ク
ラ
ブ

博
物
館
実
習

資
料
貸
出
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●
名
都
美
術
館
「
生
誕
１
５
０
年
記
念　

川
合
玉
堂
―
心
に
響

く
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
ワ
ー
ル
ド
」（
10
月
13
日
～
12
月
10
日
）

に
川
合
玉
堂
「
奔
瀑
遊
猿
」「
五
月
雨
」。

●
あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
美
術
館
「
円
空
―
旅
し
て
、彫
っ
て
、祈
っ

て
―
」（
２
月
２
日
～
４
月
７
日
）
に
当
館
寄
託
の
円
空
「
大

黒
天
立
像
」「
観
音
菩
薩
立
像
」「
薬
師
如
来
立
像
」。

　

１
期
生
（
新
規
受
講
生
）
９
名
を
迎
え
、例
年
に
引
き
続
き
、

元
一
宮
市
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
の
小
川
一
郎
氏
を
講
師
に

実
施
し
ま
し
た
。
今
年
度
は
、
中
島
郡
築
込
村
の
庄
屋
を
歴
任

し
た
加
藤
家
に
伝
来
し
た
文
書
（
築
込
村
加
藤
家
文
書
・
館
蔵
）

よ
り
、
文
化
14
年
（
１
８
１
７
）「
毎
月
之
心
得
」
と
「
年
中

心
得
」
を
読
み
進
め
ま
し
た
。

　

昨
年
度
同
様
、
全
回
と
も
博
物
館
に
隣
接
す
る
妙
興
寺
公
民

館
２
階
大
会
議
室
を
会
場
に
講
義
形
式
で
実
施
し
ま
し
た
。

　

令
和
６
年
２
月
10
日
（
土
）
に
は
全
10
回
の
講
座
を
終
え
、

３
期
生
３
名
が
３
年
間
の
課
程
を
修
了
し
ま
し
た
。
令
和
６
年

度
も
引
き
続
き
開
講
し
ま
す
。

　

毎
年
11
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
の
１
週
間
は
「
文
化
財
保
護

強
調
週
間
」
で
す
。
こ
の
期
間
中
に
は
、
文
化
財
に
親
し
む
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
各
地
で
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
ま

す
。
一
宮
市
で
は
昭
和
42
年
以
来
、
こ
の
期
間
に
合
わ
せ
、
市

民
文
化
財
め
ぐ
り
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

　

今
年
度
は
「
起
地
区
の
文
化
財
を
巡
る
」
を
テ
ー
マ
に
、
11

月
９
日
（
木
）
に
開
催
し
ま
し
た
。
27
名
の
参
加
者
と
と
も
に
、

尾
西
歴
史
民
俗
資
料
館
か
ら
旧
湊
屋
文
衛
門
邸
ま
で
約
１
㎞
ま

で
を
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
や
学
芸
員
の
解
説
を
聞
き
な
が

ら
歩
き
ま
し
た
。

【
見
学
コ
ー
ス
】

尾
西
歴
史
民
俗
資
料
館
（
起
の
山
車
祭
礼
、
旧
林
家
住
宅
主
屋

及
び
裏
座
敷
、
旧
林
氏
庭
園
）
→
高
札
場
跡
、
船
橋
跡
→
宮
河

戸
跡
→
大
明
神
社
（
起
の
大
イ
チ
ョ
ウ
、
起
の
ヤ
マ
ガ
キ
、
起

の
イ
ブ
キ
）
→
金
刀
比
羅
社
（
尾
西
木
曽
川
水
没
遺
跡
、
定
渡

船
場
跡
）
→
旧
湊
屋
文
衛
門
邸
（
旧
湊
屋
店
舗
兼
主
屋
、
旧
湊

屋
土
蔵
）

　

昭
和
24
年
１
月
26
日
に
法
隆
寺
の
金
堂
が
炎
上
し
、
壁
画
が

焼
損
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
日
は
「
文
化
財
防
火
デ
ー
」
に
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
博
物
館
で
は
毎
年
、
文
化
財
防
火
デ
ー
に

関
連
し
て
、
文
化
財
防
火
訓
練
、
文
化
財
管
理
者
研
修
、
文
化

財
防
火
パ
ト
ロ
ー
ル
を
消
防
本
部
と
実
施
し
て
い
ま
す
。

■
文
化
財
防
火
訓
練
・
文
化
財
管
理
者
研
修　

　

１
月
25
日
（
木
）
に
小
信
中

島
に
あ
る
堤
治
神
社
境
内
で
消

防
本
部
と
協
力
し
て
実
施
す
る

予
定
で
し
た
が
、
前
日
の
荒
天

の
影
響
か
ら
文
化
財
防
火
訓
練

は
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

　

文
化
財
管
理
者
研
修
は
、
予

定
通
り
小
信
中
島
公
民
館
（
墨

会
館
）
で
開
催
し
ま
し
た
。
消

防
本
部
や
一
宮
警
察
署
の
方
か
ら
防
火
・
防
犯
に
つ
い
て
お
話

し
い
た
だ
き
、
文
化
財
管
理
者
の
方
に
防
火
や
防
犯
に
つ
い
て

の
意
識
を
改
め
て
高
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

■
文
化
財
防
火
パ
ト
ロ
ー
ル　
　

　

２
月
16
日
（
金
）、
市
指
定
文
化
財
が
所
在
す
る
千
秋
町
・

浅
野
地
区
な
ど
の
寺
社
６
ヶ
所
に
て
実
施
し
ま
し
た
。
消
防
本

部
の
職
員
と
も
に
、
文
化
財
の
管
理
状
況
の
確
認
と
、
防
火
設

備
の
点
検
指
導
・
防
火
指
導
を
行
い
ま
し
た
。

【
パ
ト
ロ
ー
ル
場
所
】

龍
光
寺
（
千
秋
町
）
→
法
光
寺
（
千
秋
町
）
→
禅
林
寺
（
浅
野
）

→
真
珠
院
（
三
ツ
井
）
→
往
生
寺
（
多
加
木
）

民
俗
芸
能
公
演

　

民
俗
芸
能
公
演
は
、
伝
統
芸
能
の
保
存
継
承
に
貢
献
す
る
た

め
、
現
在
で
も
市
内
で
活
動
を
続
け
継
承
さ
れ
て
い
る
無
形
文

化
財
、
無
形
民
俗
文
化
財
の
保
存
団
体
に
よ
る
公
演
を
行
う
も

の
で
す
。　

　

今
年
度
は
、
宮
後
住
吉
踊
と
島
文
楽
（
と
も
に
一
宮
市
指
定

無
形
文
化
財
）
の
公
演
を
３
月
17
日
（
日
）
に
妙
興
寺
公
民
館

に
て
行
い
ま
し
た
。

【
演
目
】

宮
後
住
吉
踊
：
豊
年
、
か
っ
ぽ
れ
、
深
川
、
す
が
わ
き
、
お
ん

ど島
文
楽
：
傾
城
阿
波
の
鳴
門
「
巡
礼
歌
の
段
」

古
文
書
講
座
「
古
文
書
に
し
た
し
む
」

市
民
文
化
財
め
ぐ
り

文
化
財
防
火
デ
ー
関
連
行
事

博物館アルバム　２０２3.4 ～２０２4.3　展覧会・催し物など
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■
文
化
財
と
は

　

文
化
財
と
は
、
文
化
庁
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
は
「
我
が
国
の

長
い
歴
史
の
中
で
生
ま
れ
、
は
ぐ
く
ま
れ
、
今
日
ま
で
守
り

伝
え
ら
れ
て
き
た
貴
重
な
国
民
的
財
産
」
と
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
貴
重
な
文
化
財
を
保
存
・
活
用
し
、
後
世
に
引
き
継

い
で
い
く
た
め
の
法
律
と
し
て
文
化
財
保
護
法
が
あ
り
ま
す
。

１
９
４
９
年
（
昭
和
24
）
の
法
隆
寺
金
堂
壁
画
の
消
失
を
契
機

に
１
９
５
０
年
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

●
文
化
財
の
類
型

　

文
化
財
保
護
法
で
は
、
建
造
物
や
美
術
工
芸
品
等
の
「
有
形

文
化
財
」、
音
楽
・
演
劇
等
の
「
無
形
文
化
財
」、
民
俗
芸
能
等

の
「
民
俗
文
化
財
」、
史
跡
、
名
勝
、
天
然
記
念
物
等
の
「
記

念
物
」、
里
山
な
ど
の
「
文
化
的
景
観
」、
宿
場
町
等
の
「
伝
統

的
建
造
物
群
」
の
６
類
型
が
あ
り
ま
す
。

■
新
指
定
・
登
録
の
文
化
財

　

令
和
５
年
４
月
１
日
に
愛
知
県
文
化
財
保
護
条
例
の
一
部
が

改
正
さ
れ
、
従
来
の
指
定
制
度
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
愛
知

県
文
化
財
登
録
制
度
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。
指
定
文
化
財
と
の

違
い
と
し
て
は
、
指
定
文
化
財
が
所
有
者
に
対
し
て
所
在
場
所

や
現
状
の
変
更
等
に
つ
い
て
規
制
し
、
補
助
金
な
ど
の
支
援
で

文
化
財
の
恒
久
的
な
保
護
を
図
る
の
に
対
し
て
、
登
録
文
化
財

は
規
制
が
緩
や
か
で
、
所
有
者
の
自
主
的
な
文
化
財
保
護
を
促

進
す
る
制
度
で
す
。
登
録
文
化
財
に
登
録
す
る
こ
と
で
、
所
有

者
や
担
い
手
の
方
た
ち
の
保
存
・
継
承
に
対
す
る
意
識
を
高
め
、

幅
広
く
保
護
の
網
を
か
け
る
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
宮
市
で
は
、
令
和
５
年
８
月
４
日
に
県
指
定
文
化
財
に
１

件
、
県
登
録
文
化
財
に
２
件
が
、
そ
れ
ぞ
れ
指
定
・
登
録
さ
れ

ま
し
た
。

●
木も
く
ぞ
う
し
ゃ
か
に
ょ
ら
い
お
よ
び
り
ょ
う
わ
き
じ
ざ
ぞ
う

造
釈
迦
如
来
及
両
脇
侍
坐
像

　

昭
和
46
年
６
月
８
日
に
市
指
定
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
た

も
の
が
、
県
指
定
文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。
妙
興
寺
仏
殿
に
本

尊
と
し
て
安
置
さ
れ
、
中
央
が
釈
迦
如
来
、
左
脇
侍
が
普
賢
菩

薩
、
右
脇
侍
が
文
殊
菩
薩
と
な
っ
て
い
ま
す
。
妙
興
寺
創
建
当

初
の
１
３
６
５
年
（
貞
治
４
）
に
開
眼
供
養
し
た
と
伝
え
ら
れ
、

作
風
と
年
記
か
ら
院
派
仏
師
の
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
保
存
状
態
が
良
く
、
南
北
朝
時
代
彫
刻
史
を
考

え
る
上
で
重
要
な
作
で
あ
る
と
し
て
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

●
木も
く
ぞ
う
べ
ん
ざ
い
て
ん
ざ
ぞ
う

造
弁
才
天
坐
像

　

愛
知
県
と
し
て
第
１
号
の
県
登
録
有
形
文
化
財
（
彫
刻
）
と

な
り
ま
し
た
。
妙
興
寺
境
内
の
弁
天
堂
に
安
置
さ
れ
る
宇
賀
弁

才
天
坐
像
で
、
妙
興
寺
創
建
後
ま
も
な
く
の
南
北
朝
時
代
に
造

立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
同
坐
像
が
日
本
各
地
に
現
存
す

る
中
、南
北
朝
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
は
多
く
な
い
こ
と
と
、

院
派
系
仏
師
に
よ
る
作
例
が
貴
重
で
あ
る
点
が
評
価
さ
れ
ま
し

た
。

●
木も
く
ぞ
う
な
む
ぶ
つ
た
い
し
り
ゅ
う
ぞ
う

造
南
無
仏
太
子
立
像

　

第
２
号
の
県
登
録
有
形
文
化
財
（
彫
刻
）
と
な
り
ま
し
た
。

妙
興
寺
客
殿
の
須
弥
壇
上
の
小
厨
子
内
に
安
置
さ
れ
、
様
式
か

ら
、鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
南
北
朝
時
代
の
作
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

優
れ
た
出
来
栄
え
か
ら
、
保
護
し
後
世
へ
伝
え
て
い
く
た
め
に

登
録
さ
れ
ま
し
た
。

■
そ
の
他
の
文
化
財
の
動
向
に
つ
い
て

　

新
指
定
、
登
録
以
外
の
今
年
度
に
お
け
る
文
化
財
に
関
す
る

ニ
ュ
ー
ス
を
一
部
紹
介
し
ま
す
。

　

令
和
６
年
２
月
に
国
指
定
名
勝
及
び
天
然
記
念
物
の
木
曽
川

堤
（
サ
ク
ラ
）
に
つ
い
て
、
安
全
確
保
や
景
観
維
持
の
観
点
か

ら
倒
木
の
恐
れ
の
あ
る
立
枯
木
を
伐
採
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
等
に
よ
り
中

止
し
て
い
た
祭
礼
が
再
び
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
市
内
に
は
た
く

さ
ん
の
民
俗
芸
能
保
存
団
体
が
存
在
し
て
お
り
、
祭
礼
や
公
演

を
通
し
て
民
俗
芸
能
な
ど
の
民
俗
文
化
財
や
芸
能
な
ど
の
無
形

文
化
財
の
伝
承
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ぜ
ひ
足
を
運
ん
で
い

た
だ
き
、
地
域
に
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
文
化
財
の
す
ば
ら

し
さ
を
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

■
文
化
財
を
守
り
受
け
継
い
で
い
く
た
め
に

　

所
有
者
や
担
い
手
だ
け
で
な
く
、
地
域
住
民
が
、
地
域
の
歴

史
を
語
る
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
文
化
財
に
誇
り
を

も
ち
、
大
切
に
守
り
伝
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

当
館
で
は
、
文
化
財
の
展
示
に
よ
る
紹
介
の
ほ
か
、「
市
民

文
化
財
め
ぐ
り
」
や
「
民
俗
芸
能
公
演
」
な
ど
を
開
催
し
、
市

民
の
皆
様
が
文
化
財
に
触
れ
る
機
会
を
作
る
よ
う
努
め
て
参
り

ま
す
。

（
学
芸
員　

吉
田
茉
由
）

新
指
定
ま
た
は
登
録
の
文
化
財
に
つ
い
て

美術院提供
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文
化
財
は
、
文
化
財
保
護
法
に
よ
る
と
、「
我
が
国
に
と
っ

て
歴
史
上
又
は
学
術
上
（
芸
術
上
）
価
値
が
高
い
も
の
」
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
一
口
に
文
化
財
と
い
っ
て
も
、
そ
の
種
類
は
実

に
様
々
で
す
。
仏
像
な
ど
の
彫
刻
、絵
画
な
ど
の
美
術
工
芸
品
、

建
造
物
、
動
植
物
な
ど
の
天
然
記
念
物
や
、
人
間
国
宝
と
も
呼

ば
れ
る
無
形
、
お
祭
り
な
ど
の
民
俗
…
。
形
の
見
え
る
も
の
か

ら
見
え
な
い
も
の
ま
で
、
大
小
関
わ
ら
ず
多
様
な
文
化
財
が
存

在
し
、
そ
れ
ら
は
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
と
そ
れ
ぞ
れ
の
指

定
区
分
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た
指
定
と
は
別
に
登
録
文
化
財

や
、
伝
統
的
建
物
群
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　

一
宮
市
に
は
下
の
表
の
と
お
り
、
現
在
、
国
・
県
・
市
の
指

定
な
ど
合
わ
せ
て
、
３
２
５
件
の
文
化
財
が
あ
り
ま
す
。
一
見

多
そ
う
に
見
え
ま
す
が
、
文
化
財
は
現
在
保
存
の
危
機
に
立
っ

て
い
ま
す
。
特
に
民
俗
芸
能
や
お
祭
り
な
ど
は
、
ど
こ
も
後
継

者
不
足
に
悩
ん
で
お
り
、
現
在
活
動
を
休
止
し
て
い
る
団
体
も

あ
り
ま
す
。
ま
た
修
復
な
ど
保
存
に
か
け
る
費
用
に
も
限
り
が

あ
り
、全
て
に
手
厚
い
保
護
が
で
き
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

何
年
後
か
に
、
そ
の
数
が
減
っ
て
い
る
可
能
性
は
大
い
に
あ
る

の
で
す
。

　

令
和
６
年
度
の
企
画
展
「
い
ち
の
み
や
の
文
化
財
」（
10
月

５
日
～
11
月
17
日
）
で
は
、
一
宮
市
に
あ
る
文
化
財
か
ら
、
学

芸
員
が
各
々
の
専
門
領
域
に
合
わ
せ
て
選
ん
だ
文
化
財
を
紹
介

し
ま
す
。
建
造
物
や
天
然
記
念
物
な
ど
展
示
が
難
し
い
文
化
財

に
関
し
て
は
、パ
ネ
ル
展
示
を
行
う
予
定
で
す
。文
化
財
を
守
っ

て
い
く
重
要
性
や
、
今
あ
る
文
化
財
を
ど
の
よ
う
に
し
て
後
世

に
守
り
伝
え
て
い
く
か
を
、
本
展
を
通
じ
考
え
て
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
。

(

学
芸
員　

瀧
は
る
香)

令
和
６
年
度
企
画
展
「
い
ち
の
み
や
の
文
化
財
」

一宮市

区分 種別 国指定 県指定 市指定 計 国登録 国選定 県登録

有
形
文
化
財

建造物 1 2 11 14 23

美
術
工
芸
品

絵画 6 7 39 52

彫刻 3 3 59 65 2

工芸品 3 11 42 56

書跡・典跡 1 1 12 14

古文書 1 1

考古資料 2 14 16

歴史資料 4 4
無
形
文
化
財

芸能 2 2

工芸技術 1 1
民
俗
文
化
財

有形民俗 8 8

無形民俗 3 6 9

記
念
物

史跡 1 4 20 25

名勝 1 1

名勝地関係 1

天
然
記
念
物

動物

植物 2 28 30

地質鉱物

文化的景観

伝統的建造物群保存地区

選定保存技術 1

合　　　　　　計 17 35 246 298 24 1 2

【表】一宮市の文化財数　（２０２４年３月１日現在）

冨田一里塚

島文楽人形妙興寺　勅使門北川田遺跡出土品
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今
年
度
当
館
で
開
催
し
た
「
尾
張
の
文
人
画　

森
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
を
中
心
に
」
で
は
、
一
宮
の
実
業
家
の
森
林
兵
衛

（
１
８
５
５
～
１
９
４
５
）
が
大
正
15
年
（
１
９
１
６
）
と
昭

和
５
年
（
１
９
３
０
）
に
催
し
た
茶
会
の
図
録
と
、
茶
会
に
使

用
さ
れ
た
茶
道
具
や
書
画
を
紹
介
し
た
。
明
治
時
代
に
は
し
ば

し
ば
骨
董
商
や
煎
茶
の
道
具
商
人
が
大
規
模
な
茶
会
を
催
し

た
。
ま
た
実
業
家
や
政
治
家
な
ど
有
力
者
に
よ
る
茶
会
も
盛
ん

に
な
り
、
書
画
や
文
房
具
、
盆
栽
な
ど
も
展
観
さ
れ
た
。
煎
茶

道
具
を
研
究
す
る
愛
知
県
陶
磁
美
術
館
学
芸
員
の
田
畑
潤
氏
に

よ
れ
ば
、
明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
茗
園
図

録
は
50
冊
を
超
え
、
昭
和
初
期
の
森
家
の
煎
茶
会
は
、
煎
茶
流

行
期
の
最
末
期
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
展
覧
会
で
は
、
森
家
の
旧
蔵
で
あ
る
山
本
梅
逸
な
ど
名

古
屋
の
文
人
画
家
の
作
品
の
ほ
か
、
当
館
で
収
集
さ
れ
て
き
た

半
田
の
山
本
梅
荘
の
作
品
と
、
梅
荘
に
連
な
る
森
半
景
、
脇
田

水
石
、、岩
田
心
斎
な
ど
一
宮
の
文
人
画
家
を
紹
介
し
た
。半
景
、

水
石
、
心
斎
の
三
名
は
、
い
ず
れ
も
大
阪
の
森
琴
石
に
師
事
し

て
い
る
。本
展
覧
会
の
図
録
を
森
琴
石
の
子
孫
で
あ
る
森
隆
太
・

満
代
夫
妻
に
お
送
り
し
た
と
こ
ろ
、
満
代
氏
が
森
琴
石
に
関
す

る
調
査
記
録
を
公
開
す
る
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
「
森
琴
石
・
ｃ
ｏ

ｍ
」
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
日
本
南
画
協
会
「
一
宮
支
部
発
会
図

録　

全
」
に
つ
い
て
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
本
図
録
は
森
半
景

の
兄
・
森
半
逸
の
旧
蔵
で
、
半
逸
の
遺
族
か
ら
森
夫
妻
に
寄
贈

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
森
夫
妻
が
発
行
に
尽
力
さ
れ
た

『
森
琴
石
作
品
集
』（
２
０
１
０
年
）
に
掲
載
の
槇
村
洋
介
氏
に

よ
る
「
地
方
文
化
と
森
琴
石
」
で
こ
の
図
録
に
つ
い
て
言
及
さ

れ
て
い
る
。
槇
村
氏
は
、
一
般
に
南
画
の
衰
退
期
と
さ
れ
る
近

代
に
あ
っ
て
地
方
で
は
南
画
を
嗜
む
人
が
増
え
、
一
宮
に
お
い

て
は
森
半
景
と
の
つ
な
が
り
か
ら
森
琴
石
が
当
地
で
の
展
覧
会

を
支
え
る
役
割
を
果
た
し
た
と
推
察
し
て
い
る
。
ま
た
、
展
覧

会
芸
術
が
地
方
へ
と
波
及
す
る
中
で
、
床
の
間
芸
術
で
あ
っ
た

文
人
画
も
変
革
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
一
宮
で
の
南
画
展
の
立
ち

上
げ
は
、
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
指
摘
し

て
い
る
。

　

一
宮
で
の
文
人
画
（
南
画
）
の
広
が
り
を
調
べ
る
た
め
、
森

夫
妻
に
図
録
の
借
用
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
快
く
お
貸
し
出
し

い
た
だ
い
た
。
想
像
以
上
に
大
規
模
な
展
示
と
茶
会
が
催
さ
れ

一
宮
の
文
人
画
家
も
出
品
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
ま
た
図

書
館
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
貴
重
な
図
録
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
こ
に
そ
の
内
容
を
紹
介
し
全
文
を
再
掲
す
る
。

　

日
本
南
画
協
会
は
、
明
治
29
年
（
１
８
９
６
）、
富
岡
鉄
斎
・

田
能
村
直
入
ら
京
都
の
南
画
家
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
。『
森

琴
石
作
品
集
』
に
よ
れ
ば
、
森
琴
石
は
田
能
村
直
入
が
明
治
24

年
に
京
都
に
開
設
し
た
南
宗
画
学
校
の
展
覧
会
で
、
明
治
28
年

と
29
年
に
入
選
し
て
い
る
。
日
本
南
画
協
会
は
南
宗
画
学
校
を

合
併
す
る
形
で
結
成
さ
れ
て
お
り
、
琴
石
も
南
画
協
会
の
活
動

に
関
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

巻
末
の
大
雅
堂
定
亮
に
よ
る
跋
文
に
よ
る
と
、
本
図
録
は
、

「
日
本
南
画
協
会
一
宮
支
部
」
の
発
会
を
記
念
し
て
明
治
34
年

（
１
９
０
１
）
10
月
20
日
に
催
さ
れ
た
煎
茶
会
お
よ
び
書
画
展

覧
の
記
録
で
あ
る
。
明
治
34
年
は
大
阪
で
木
村
兼
葭
堂
の
百
回

忌
の
煎
茶
会
と
旧
蔵
品
の
展
示
も
な
さ
れ
、
煎
茶
会
が
盛
ん
な

時
期
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
博
物
館
や
美
術
館
が
少
な
い
時
代
に

あ
っ
て
、
煎
茶
席
が
そ
の
役
割
を
担
い
、
書
画
を
展
示
・
鑑
賞

す
る
場
と
な
っ
て
い
た
。

　

図
録
の
内
容
を
見
て
み
る
と
、
第
一
席
の
「
新
書
画
展
覧
」

は
現
在
も
一
宮
市
本
町
に
あ
る
地
蔵
寺
を
会
場
と
し
て
、
岩
田

心
斎
、
脇
田
水
石
、
森
半
景
、
森
半
逸
ら
一
宮
の
画
家
の
ほ
か

森
琴
石
な
ど
同
時
代
の
画
家
に
よ
る
90
点
も
の
作
品
が
展
示
さ

れ
た
。
茶
席
の
床
の
間
と
は
異
な
る
美
術
館
の
展
覧
会
の
よ
う

な
様
相
を
呈
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
第
二
席
の
「
古
書
画
展

観
」
は
地
蔵
寺
近
隣
に
あ
っ
た
森
林
兵
衛
の
兄
・
森
林
右
衛
門

の
別
荘
で
催
さ
れ
、
一
宮
の
実
業
家
や
政
治
家
な
ど
有
力
者
が

所
蔵
す
る
書
画
62
点
が
展
示
さ
れ
た
。
こ
の
頃
、
一
宮
で
は
明

治
14
年
（
１
８
８
１
）
の
一
宮
銀
行
設
立
を
皮
切
り
に
企
業
の

設
立
が
活
発
化
し
、
有
力
な
資
産
家
が
活
躍
し
て
一
宮
の
礎
を

築
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。数
々
の
書
画
を
出
品
し
た
森
東
一
郎
、

佐
分
慎
一
郎
、
土
川
覚
太
郎
（
弥
七
郎
）、
豊
島
半
七
、
国
島

武
右
衛
門
は
ま
さ
に
そ
う
い
っ
た
人
々
で
あ
る
。
現
在
も
一
宮

で
つ
づ
く
企
業
の
創
設
者
が
多
く
見
ら
れ
る
中
で
、
京
都
で
香

や
文
具
を
商
い
煎
茶
会
も
催
し
た
熊
谷
鳩
居
堂
が
出
品
者
と
し

て
あ
る
の
が
興
味
深
い
。「
庭
園
席
」
は
苅
安
賀
の
庄
屋
・
関

戸
家
に
設
け
ら
れ
、
煎
茶
道
具
で
名
高
い
江
戸
末
期
の
陶
工
・

青
木
木
米
の
涼
炉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
第
三
席
は「
揮
毫
席
・

酒
饌
席
」
で
、
速
水
氏
亭
で
開
催
さ
れ
、
田
近
竹
邨
ら
京
都
の

画
家
七
名
の
名
が
あ
る
。
酒
の
席
で
京
都
の
画
家
が
絵
の
腕
前

を
披
露
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
四
席
の
「
煎
茶
席
」
は
山
下

病
院
の
創
立
者
・
山
下
隆
の
邸
宅
で
開
催
さ
れ
た
。
煎
茶
道
具

の
ほ
か
盆
栽
と
と
も
に
椿
椿
山
や
渡
辺
崋
山
ら
の
山
水
画
を
展

示
す
る
席
が
設
け
ら
れ
た
。

　

巻
末
に
は
、
衆
議
院
議
員
を
四
期
務
め
一
宮
紡
績
の
社
長
で

も
あ
っ
た
森
東
一
郎
を
筆
頭
に
一
宮
の
実
業
家
17
名
の
名
が
会

の
役
員
と
し
て
列
記
さ
れ
て
お
り
、
地
元
の
有
力
者
が
主
催
し

て
つ
く
ら
れ
た
会
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
多
く
の
地
元
名

士
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
文
人
画
を
収
集
し
、
茶
会
と
と
も
に
盛
大

に
展
覧
会
を
開
催
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
宮
で
活
発
化
す
る

経
済
活
動
を
背
景
に
、
煎
茶
や
文
人
画
が
盛
ん
で
あ
っ
た
時
代

を
偲
ば
せ
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

（
学
芸
員　

杉
山
章
子
）

資
料
紹
介

日
本
南
画
協
会
「
一
宮
支
部
発
会
図
録　

全
」
に
つ
い
て



－ 13 －

発
行
年
不
明　

発
会
は
明
治
34
年
（
１
９
０
１
）

10
月
20
日　

※
旧
字
は
一
部
新
字
に
改
め
た
。　

頌
集
眠

歌
石
人

　

鉄
斎
外
史　

印

翰
墨
筵
開
天
気
新

軽
風
暖
日
以
花
辰

胸
中
丘
壡
清
成
趣

腕
底
雲
煙
竒
逼
真

三
椀
爽
神
準
井
露

一
弾
悦
耳
錦
堂
春

盍
簪
倒
屣
忙
来
泩

不
見
粉
粉
塵
俗
人

　

辛
丑
十
月
廿
日
日
本
南
画
協
会
一
宮
支
部
発
会

席
上
所
得
一
律
録
以
代
題
辞

　
　
　
　
　
　
　
　
　

香
溪
望
野
億　

印

　
　

第
一
席　

※
青
字
は
一
宮
の
画
家
（
杉
山
）

　
　
　

新
書
画
展
覧

　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
蔵
寺

　
　
　
　

新
画
絹
本
之
部

淡
彩
晩
秋
煙
嵐
図　
　

岩
田
心
斎

同　

柳
陰
捕
魚
図　
　

富
岡
鉄
齋

設
色
松
鶴
避
齢
図　
　

池
田
桂
仙

同　

宜
男
長
春
図　
　

青
根
竹
泉

淡
彩
秋
溪
閑
居
図　
　

長
坂
雲
在

青
緑
驢
背
問
秋
図　
　

山
本
梅
荘

同　

秋
烟
畳
嶂
図　
　

松
本
白
草

淡
彩
深
溪
霜
厚
図　
　

山
本
石
荘

水
墨
湘
江
呼
舟
図　
　

兼
本
春
篁

青
緑
衆
山
皆
闇
図　
　

石
尾
松
泉

同　

層
巒
秋
霽
図　
　

森　

半
景

設
色
翠
羽
紫
薇
図　
　

内
海
吉
堂

淡
彩
溪
山
訪
友
図　
　

田
川
春
荘

同　

柳
陰
曳
杖
図　
　

大
雅
堂
六
明

水
墨
初
夏
烟
雨
図　
　

田
近
竹
邦

淡
彩
秋
山
帰
隠
図　
　
　
　

友
石

水
墨
松
泉
清
聴
図　
　

森　

琴
石

設
色
桃
花
白
頭
図　
　

前
田
荷
香

同　

歳
寒
三
友
図　
　

間
島
竹
荘

青
緑
蓬
萊
仙
境
図　
　

秦　

金
石

淡
彩
江
邨
訪
友
図　
　

河
村
虹
外

水
墨
松
風
澗
水
図　
　

望
野
香
溪

同　

山
色
溪
声
図　
　

浅
井
柳
塘

設
色
不
老
長
春
図　
　

奥
田
天
門

淡
彩
静
居
自
適
図　
　

鎌
田
梅
石

青
緑
武
陵
桃
源
図　
　

児
玉
果
亭

水
墨
高
士
談
古
図　
　

田
能
村
直
入

淡
彩
秋
林
読
易
図　
　

毛
受
楽
斎

水
墨
夏
山
烟
雨
図　
　

中
川
柏
陰

淡
彩
那
智
暮
靄
図　
　

永
井
香
圃

淡
彩
溪
窓
閑
話
図　
　

関
口
老
雲

設
色
春
風
燕
楽
図　
　

松
山
鴨
江

青
緑
霜
溪
暮
靄
図　
　

山
本
香
雲

淡
彩
瀞
溪
泛
舟
図　
　
　
　

翠
石

設
色
月
前
宿
雁
図　
　

織
田
杏
齋

淡
彩
寒
林
暮
鴉
図　
　

仙
田
半
耕

青
緑
秋
山
曙
色
図　
　

津
田
洞
庵

設
色
老
圃
秋
容
図　
　

田
中
雪
華
女

同　

柳
浪
軽
舟
図　
　

同

同　

雪
姿
霜
影
図　
　

間
島
竹
荘

淡
彩
霜
林
孤
亭
図　
　

眞
野
香
邨

青
緑
松
澗
清
暑
図　
　

脇
田
水
石

設
色
楊
柳
観
音
図　
　

村
上
華
雲

同　

寒
江
泛
鴨
図　
　

森　

半
逸

同　

群
芳
争
妍
図　
　

吉
田
桂
舟

淡
彩
溪
山
霽
雪
図　
　

辻　

東
山

同　

十
六
羅
漢
図　
　

田
能
村
直
入

　
　
　
　

新
画
紙
本
之
部

設
色
百
事
如
意
図　
　

田
近
竹
邨

同　

杜
若
水
禽
図　
　

吉
田
桂
舟

淡
彩
寒
汀
孤
舟
図　
　

山
本
梅
荘

水
墨
絶
澗
危
橋
図　
　

浅
井
柳
塘

淡
彩
疎
林
短
亭
図　
　

森　

半
景

水
墨
直
竿
凌
霄
図　
　

秦　

金
石

淡
彩
玉
井
峡
図　
　
　

永
井
香
圃

設
色
秋
汀
雙
鷺
図　
　

河
邨
虹
外

水
墨
枯
木
八
哥
図　
　

池
田
桂
仙

同　

高
僧
問
道
図　
　

中
川
柏
陰

設
色
菊
痩
蟹
肥
図　
　

内
海
吉
堂

設
色
霜
柿
立
鴉
図　
　

松
山
鴨
江

淡
彩
溪
山
雨
霽
図　
　

山
本
香
雲

同　

榴
子
遊
禽
図　
　

吉
田
桂
舟

同　

秋
江
閑
泛
図　
　

関
口
老
雲

同　

蕉
窓
看
月
図　
　

兼
本
春
篁

同　

富
貴
天
香
図　
　

前
田
荷
香

水
墨
松
石
不
老
図　
　

山
本
梅
荘

同　

江
于
遠
帆
図　
　

長
江
少
岳

同　

竹
裡
幽
亭
図　
　

平
野
古
桑

同　

萬
年
報
喜
図　
　

大
雅
堂
六
明

淡
彩
水
亭
午
翠
図　
　

森　

半
景

水
墨
松
風
夜
雨
図　
　

富
岡
鉄
斎

水
墨
嶰
谷
清
風
図　
　

間
島
竹
荘

同　

澗
橋
間
筇
図　
　

田
能
村
直
入

同　

夏
溪
飛
泉
図　
　

望
野
香
溪

淡
彩
群
峰
秋
色
図　
　

岩
田
心
斎

同　

曳
筇
尋
源
図　
　

奥
田
天
門

同　

霜
溪
清
興
図　
　

山
本
石
荘

水
墨
梅
月
相
思
図　
　

吉
田
桂
舟

淡
彩
秋
山
雲
樹
図　
　

森　

半
逸

同　

小
亭
閑
話
図　
　

間
島
竹
荘

同　

松
壑
雲
泉
図　
　

岩
田
心
斎

同　

層
巒
秋
霽
図　
　

右
同
人

水
墨
山
中
独
楽
図　
　
　
　

琴
岳

淡
彩
山
坡
賞
秋
図　
　

仙
田
半
耕

水
墨
溪
亭
閑
話
図　
　

松
井
其
楽

淡
彩
雲
影
濤
声
図　
　

岩
田
心
斎

同　

月
下
遊
鹿
図　
　

森　

松
堂

同　

猛
虎
嘯
月
図　
　

右
同
人

設
色
冬
日
牡
丹
図　
　

河
合
梅
溪

『
一
宮
支
部
発
会
図
録　

全
』

表紙

19.0 ×12.5 ㎝
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淡
彩
秋
山
帰
樵
図　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
松
華

設
色
花
下
美
人
図　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
人

庭
園
席

　

茗
主　
　

刈
安
賀　

関
戸
氏

花
瓶　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
銅
尊
式

涼
炉　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
泥
木
米
製

湯
鑵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
泥
急
須
式

茶
銚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紫
泥
小
壺
式

茶
碗　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
京
窯
山
水
模
様

托
子　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

編
籃

茶
心
壺　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

純
錫
六
稜
式

茶
量　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

斑
紋
古
竹

水
注　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

霽
青
磁
提
梁
式

中
筒　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
玉
木
葉
式

帚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鶴
羽

烏
府　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
竹
提
梁
籃

菓
器　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
馬
四
方
式

机　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梧
桐
四
方
式

榻　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

交
趾
窯
青
磁
六
角
式

卓　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紫
檀
高
脚
安
草
畚
大
瓢

盆
栽　
　
　
　
　
　
　

青
磁
方
盆
栽
欅
一
樹
置
高
卓

水
盥　
　
　
　
　
　
　
　
　

茶
葉
磁
円
盤
容
西
湖
芦

第
二
席

　
　

古
書
画
展
観

　
　
　
　
　

森
林
右
衛
門
氏
別
荘

　
　
　

古
画
之
部

海
屋
淡
彩
秋
江
放
艇
図　
　
　
　
　
　
　

原
田
平
六

杏
雨
同
池
亭
看
魚
図　

絹
本　
　
　
　

鵜
飼
安
太
郎

訥
斎
設
色
春
園
孔
雀
図　

同　
　
　

船
橋
儀
右
衛
門

梅
逸
水
墨
鉄
幹
生
春
図　

同　
　
　
　
　

大
伴
千
秋

逸
雲
淡
彩
林
屋
弾
琴
図　

同　
　
　
　

吉
田
七
十
郎

海
屋
淡
彩
江
干
帆
影
図　
　
　
　
　
　

内
田
鍬
太
郎

大
雅
堂
淡
彩
李
白
醉
帰
図　

筠
圃
賛　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
野
佐
衛
門

同　

淡
彩
白
衣
大
士
図　
　
　
　
　
　
　

大
久
保
恭

福
田
半
香
同
淵
明
帰
去
来
図　

絹
本　
　

森
東
一
郎

夙
夜
同
月
下
漁
篴
図　

同　
　
　
　
　
　

大
久
保
恭

椿
山
設
色
柳
陰
遊
魚
図　

同　
　
　
　

小
川
元
次
郎

対
山
青
緑
雨
山
秀
聳
図　

続
本　
　
　

熊
谷
鳩
居
堂

韓
天
寿
淡
彩
清
溪
閑
釣
図　

絹
本　
　

森
林
右
衛
門

半
江
水
墨
蘭
竹
争
清
図　

同　
　
　
　
　
　

山
下
隆

谷
文
一
青
緑
夏
溪
呼
渡
図　

同　
　
　

佐
分
慎
一
郎

梅
厓
売
茶
翁
像
図　

皆
川
筇
齋
賛　
　

内
田
鍬
太
郎

大
橋
訥
菴
行
書
感
懐
七
律　
　
　
　
　

小
川
元
治
郎

文
晁
淡
彩
雙
松
飛
泉
図　

絹
本　
　
　

天
野
佐
衛
門

杏
雨
淡
彩
寒
山
行
旅
図　

同　
　
　

森
川
久
左
衛
門

平
洲
同
溪
山
問
奇
図　
　
　
　
　
　
　
　

豊
島
半
七

対
山
同
松
溪
載
鶴
図　

絹
本
星
岩
賛　

吉
田
七
十
郎

夙
夜
同
江
山
無
盡
図　

巨
幀　
　
　
　

森
林
右
衛
門

鉄
石
同
蘭
亭
脩
禊
図　

絹
本　
　
　
　
　

豊
島
半
七

雪
齋
淡
彩
山
逕
携
琴
図　

続
本　
　
　
　
　

山
下
隆

介
石
同
秋
林
溪
亭
図　

絹
本　
　
　

日
比
野
芳
太
郎

竹
溪
青
緑
天
保
九
如
図　
　
　
　
　
　
　

速
水
鋭
一

対
山
設
色
雲
中
羅
漢
図　
　
　
　
　
　

佐
分
熊
次
郎

椿
山
淡
彩
胡
枝
花
図　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
松
溪

柏
巌
同
一
葦
渡
航
図　

隠
元
賛　
　
　
　

大
久
保
恭

崋
山
同
便
面
荘
周
像
図　

尺
牘
添　
　

土
川
覚
太
郎　
　
　
　

竹
洞
水
墨
山
林
孤
亭
図　
　
　
　
　
　
　

山
田
松
溪

筇
斎
同
秋
江
撐
舟
図　
　
　
　
　
　
　

鵜
飼
安
太
郎

玉
堂
同
溪
橋
曳
杖
図　
　
　
　
　
　
　
　

神
戸
源
助

同　

同
烟
波
釣
徒
図　
　
　
　
　
　
　

野
田
喜
兵
衛

鉄
石
同
清
溪
放
棹
図　
　
　
　
　
　
　
　

丸
井
義
軌

百
川
設
色
蘆
葉
渡
江
図　
　
　
　
　

国
島
武
右
衛
門

対
山
淡
彩
応
真
大
士
図　

絹
本　

佐
分
利
新
右
衛
門　

華
山
同
社
日
醉
帰
図　

同
詩　
　
　
　

神
戸
芳
太
郎　

竹
洞
設
色
魚
鶴
老
游
図　

絹
本　
　
　

佐
分
慎
一
郎

大
雅
堂
淡
彩
和
歌
三
神
図　
　
　
　
　
　

山
田
松
溪

夙
夜
同
王
母
像
図　
　
　
　
　
　
　
　

神
戸
芳
太
郎

鉄
石
水
墨
雪
崖
書
屋
図　

絹
本　
　
　

山
川
保
之
郎　

海
屋
淡
彩
踈
林
孤
亭
図　
　
　
　
　

国
島
武
右
衛
門

笠
山
同
溪
山
積
雪
図　

絹
本　
　
　

船
橋
儀
右
衛
門　
　

香
雪
同
梅
菊
図　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
川
保
之
郎　
　
　

山
陽
草
題
勿
来
関
図
七
絶　
　
　
　
　

木
村
甚
九
郎

海
屋
淡
彩
松
鶴
図　
　
　
　
　
　
　
　
　

豊
島
久
七

竹
溪
暢
堂
鶴
仙
合
写
設
色
楊
太
眞
像
図　
　
　

絹
本　

渡
辺
市
次
郎

嘉
言
淡
彩
漁
翁
算
鵶
図　

同　
　
　
　

中
村
市
太
郎

同　

同
雪
桟
行
旅
図　

平
洲
賛
同　
　

内
田
鍬
太
郎　

杏
雨
同
白
雲
紅
樹
図　

同　
　
　
　

佐
分
新
右
衛
門

梅　

同
福
禄
寿
図　

同　
　
　
　
　

森
川
久
左
衛
門　
　
　
　
　
　
　
　
　

巽
斎
水
墨
江
山
清
遠
図　
　
　
　
　
　
　

神
戸
源
助

文
晁
設
色
千
歳
楼
閣
図　

絹
本　
　
　

中
野
吉
兵
衛

竹
溪
青
緑
嵐
峡
春
色
図　
　
　
　
　

佐
分
熊
次
郎

蕪
村
浅
絳
松
窓
閑
話
図　

同　
　

森
川
久
左
衛
門

張
秋
穀
設
色
百
事
如
意
図　

同　
　
　

森
吉
兵
衛

雲
峰
水
墨
嘯
虎
図　
　
　
　
　
　
　
　

白
木
評
一

山
陽
画
賛
水
墨
春
景
松
陰
図　
　
　

中
村
市
太
郎

大
雅
堂
青
緑
蘭
亭
清
遊
図　

絹
本　

森
林
右
衛
門

草
坪
設
色
秋
山
孤
亭
図　

同　
　

関
戸
藤
右
衛
門

鉄
石
浅
絳
秋
景
山
水　

左
右
星
岸
七
絶
三
樹
七
絶
三
幅
対　
　
　

右
同
人

第
三
席

　

揮
毫
席

　

酒
饌
席

　
　
　
　
　
　

速
水
氏
別
邸

　
　
　
　
　
　
　

出
席
画
家

　
　
　
　
　
　
　
　

京
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
雅
堂
定
亮

　
　
　
　
　
　
　
　
　

望
野
香
溪

　
　
　
　
　
　
　
　
　

秦
金
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
邨
虹
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
川
柏
陰

　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
近
竹
邨

　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
田
天
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
松
華

庭園席

第二席

第三席



－ 15 －

　
　
　

第
四
席

　
　
　
　

煎
茗
席

　
　
　
　
　
　
　

席
主　
　
　
　

山
下
氏
邸
宅

掛
幅　
　

明
朱
士
朗
画
紅
葉
山
水　

紙
本
直
幀

香
炉　
　

青
磁
彝
式　
　
　
　
　

置
髤
漆
盆

花
瓶　
　

明
製
編
竹
籠　
　
　
　

挿
牡
丹
花

火
炉　
　

茶
葉
窯
鼎
式　
　
　
　

芙
蓉
式
檀
坐

湯
罐　
　

白
泥
急
須

茗
　
　

南
京
丸
花
紋
青
花
磁

茗
注　
　

紫
泥
壹
雙　

水
注　
　

紫
泥
直
觜
有

者

茶
心
壺　

純
錫
張
昆
玉
号
円
式

托
子　
　

純
錫
菱
花
式

茶
量　
　

明
竹
製
彫
七
絶

菓
器　
　

呉
州
赤
絵
福
票

中
筒　
　

交
趾
窯
白
磁

架　

古
斑
竹
縁
髹
漆
方
式
二
層

炭
斗　

古
編
竹
籃　

添
火
又
羽
帚

氈　
　

萬
暦
製
円
式
綿
氈

五
座

　

副
席

掛
幅　

竹
田
画
設
色
馮
小
憐
図　

絹
本
直
幀

花
瓶　

粉
均
窯
地
紋
尊
式　

挿
野
薔
薇
雁
来
紅
野
菊

匾
額　

山
陽
行
書
四
大
字

同　
　

象
山
行
書
二
大
字

床
石
掖　

老
松
大
盆
栽

　
　
　
　

王
中
立
画
花
卉
長
巻

　
　
　
　
　

右
二
品
置
紫
檀
矮
卓
上

　
　
　
　

水
盤
明
製
霽
青
磁
円
形
点
蕙
花
四
五

床
左
掖　

菓
物
数
種
盛
梧
葉
式
巨
盤

　
　
　
　

山
陽
書
帖
鎭
子
用
紅
瑪
瑙
印
材

　
　
　
　
　

右
二
品
置
琵
琶
床

　
　

次
席

高
芙
蓉
山
水
図

高
橋
草
坪
山
水
図

岡
田
米
山
人
山
水
図

皆
川
淇
園
山
水
図

椿
々
山
花
卉
図

渡
辺
崋
山
山
水
図

　

右
盡
皆
小
品
展
観
壁
間
配
置
瓶
花
盆
栽
数
種
添

風
致

尾
陽
一
宮
諸
氏
相
謀
而
設
日
本
南

画
協
会
支
部
ト
辛
丑
十
月
二
十
日
以

開
雅
筵
矣
夫
文
人
画
家
自

居
者
必
非
平
凡
家
為
難
得
也

然
有
鍳
識
知
之
人
殆
罕
而

亦
為
不
易
得
焉
今
此
挙
成
蓋
知

之
偉
哉
世
間
貴
奇
貨
古
今
通

誼
耳
如
諸
氏
則
非
可
貴
之
乎

頃
本
部
幹
事
某
々
等
製
此

小
冊
子
各
図
録
当
日
盛
事
余
亦

観
其
実
況
因
喜
而
為
跋
云

　
　
　

六
明
居
士
大
雅
堂
定
亮

（
読
み
下
し
）

尾
陽
一
宮
諸
氏
相
謀
リ
テ
而
日
本
南
画
協
会
支
部
ヲ

設
ク
。
辛
丑
十
月
二
十
日
ト
シ
テ
以
テ
雅
筵
ヲ
開
ク

矣
。夫
レ
文
人
画
家
自
ラ
居
ル
者
ハ
必
ズ
平
凡
非
ズ
。

客
得
難
キ
ト
為
ス
也
。
然
レ
ド
モ
鍳
（
鑑
）
識
知
有

ル
之
人
ハ
殆
ド
罕
ニ
シ
テ
而
亦
得
易
不
為
焉
。
今
此

ノ
挙
タ
ル
也
、
蓋
シ
知
之
偉
哉
。
世
間
奇
貨
ヲ
貴
ビ

古
今
誼
ヲ
通
ズ
ル
耳
。
諸
氏
ノ
如
ク
ハ
則
テ
之
貴
可

非
乎
。
頃
、
本
部
幹
事
某
々
等
此
ノ
小
冊
子
、
各
図

録
製
ス
。
当
日
盛
事
余
モ
亦
其
ノ
実
況
ヲ
観
ル
。
因

テ
喜
ビ
テ
而
跋
ト
為
ス
ト
云
フ
。

日
本
南
画
協
会
尾
張
国
一
宮
支
部
役
員

　

支
部
長　
　

森　

東
一
郎　
　

　

幹
事
長　
　

丸
井
義
軌

　

幹
事　
　
　

土
川
覚
太
郎　
　

森
林
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

内
田
鍬
太
郎　
　

神
戸
芳
太
郎

　

同
兼
司
計　

中
村
市
太
郎　
　

豊
島
久
七

　

商
議
員　
　

関
戸
藤
右
衛
門　

速
水
鋭
一

　
　
　
　
　
　

神
戸
源
助　
　
　

山
下
隆

　
　
　
　
　
　

村
上
敬
一　
　
　

原
田
清
六

　
　
　
　
　
　

丸
井
静
三
郎

　

理
事　
　
　

小
川
元
次
郎　
　

森
吉
兵
衛

※
巻
頭
・
巻
末
文
の
書
き
起
こ
し
及
び
読
み
下
し
は
、

一
宮
市
博
物
館
の
下
谷
則
子
・
松
井
雅
文
が
担
当
し

た
。

第四席

副席次席

裏表紙
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収
蔵
資
料
紹
介　

法
圓
寺
中
世
墓
遺
跡
出
土　

蔵
骨
器
に
つ
い
て

第二次調査の出土状況（北から)

蔵骨器出土状況 (1 号墓 )

　

法
圓
寺
中
世
墓
遺
跡
は
、
大
和
町
馬
引
に
現
在
も
存
在
す
る

法
圓
寺(

西
山
浄
土
宗)
境
内
の
北
側
に
あ
る
遺
跡
で
す
。
昭

和
６
年
（
１
９
３
１
）、
同
寺
の
本
堂
を
改
築
す
る
際
に
、
境

内
裏
手
の
土
砂
を
採
取
し
た
と
こ
ろ
、
瀬
戸
、
常
滑
、
美
濃
須

衛
の
骨
壺
10
点
が
出
土
し
た
こ
と
に
よ
り
、
存
在
が
明
ら
か
と

な
り
ま
し
た
。
昭
和
56
年
に
は
、
住
職
か
ら
「
境
内
裏
手
よ
り

骨
壺
と
礫
が
大
量
に
出
土
し
た
」
と
の
連
絡
を
受
け
、
現
地
確

認
後
、
翌
57
年
、
第
一
次
発
掘
調
査
を
実
施
し
、
平
成
３
年

（
１
９
９
１
）
に
第
二
次
調
査
、
平
成
４
年
に
第
三
次
調
査
、

の
計
３
回
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

調
査
の
結
果
、
瀬
戸
、
常
滑
、
美
濃
な
ど
で
作
ら
れ
た
、
火

葬
骨
を
納
め
た
大
量
の
蔵
骨
器
（
骨
壺
）
と
、
五
輪
塔
や
宝
篋

印
塔
が
石
の
中
か
ら
出
土
し
ま
し
た
。
遺
存
状
態
も
と
て
も
よ

く
、
五
輪
塔
や
宝
篋
印
塔
を
墓
標
と
し
、
積
石
内
に
蔵
骨
器
を

埋
納
し
て
い
た
中
世
の
墓
形
態
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

昭
和
６
年
に
発
見
さ
れ
た
骨
壺
10
点
は
、
昭
和
36
年
３
月
27

日
に
、
平
成
３
年
・
４
年
の
発
掘
調
査
の
遺
物
で
あ
る
蔵
骨
器

66
組
86
点
と
石
塔
14
組
48
点
が
「
法
圓
寺
中
世
墓
遺
跡
遺
物
一

括
」
と
し
て
平
成
21
年
６
月
24
日
に
、
ど
ち
ら
も
一
宮
市
指
定

文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
稿
で
は
、
平
成
３
年
・
４
年
の
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
蔵

骨
器
を
主
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
蔵
骨
器
と
は
、
考
古
学
用
語
で
、「
主
に
日
常
で

使
っ
て
い
る
器
を
骨
壺
に
転
用
し
て
い
る
も
の
」を
指
し
ま
す
。

陶
器
や
磁
器
と
い
っ
た
や
き
も
の
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
圧
倒
的

に
多
く
、
ガ
ラ
ス
、
漆
器
、
石
な
ど
で
作
ら
れ
た
も
の
も
存
在

し
ま
す
。

　

法
圓
寺
中
世
墓
で
見
つ
か
っ
た
蔵
骨
器
は
、
全
て
や
き
も
の

で
、
瀬
戸
、
常
滑
、
美
濃
須
衛
、
東
山
、
猿
投
、
東
濃
と
い
っ

た
窯
業
地
で
作
ら
れ
た
四
耳
壺
や
瓶
子
、
水
注
な
ど
が
使
用
さ

れ
て
い
ま
す
。瀬
戸
と
常
滑
の
製
品
が
圧
倒
的
な
割
合
を
占
め
、

文
化
財
指
定
と
な
っ
て
い
る
蔵
骨
器
も
１
点
を
除
き
、
瀬
戸
な

い
し
常
滑
産
で
す
。
ま
た
、
山
茶
碗
の
碗
や
皿
、
片
口
鉢
を
蓋

と
し
た
状
態
の
蔵
骨
器
も
何
点
か
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

蔵
骨
器
の
生
産
時
期
を
見
て
い
く
と
、
一
番
古
く
て
13
世
紀

前
半
代
の
も
の
が
確
認
で
き
ま
す
。
こ
の
時
代
は
、
瀬
戸
・
常

滑
製
品
を
中
心
と
し
て
、
美
濃
須
衛
、
東
山
な
ど
の
他
の
窯
業

地
の
製
品
が
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
14
世
紀
に
な
る
頃
に
は
、

他
の
窯
業
地
の
も
の
は
な
く
な
り
、
瀬
戸
、
常
滑
製
品
の
み
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
12
世
紀
末
に
各
窯
業
地
で
作
ら
れ
て
い

た
四
耳
壺
が
、
13
世
紀
に
は
徐
々
に
淘
汰
さ
れ
て
い
き
、
瀬
戸

と
常
滑
に
集
約
さ
れ
る
と
い
う
生
産
地
の
動
向
と
一
致
し
て
い

ま
す
。

　

瀬
戸
窯
製
品
は
、
こ
の
14
世
紀
頃
の
古
瀬
戸
中
期
段
階
の
も

の
が
最
も
多
く
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
15
世
紀
に
な
る
と
数
が

減
っ
て
い
き
ま
す
。
対
し
て
、
常
滑
製
品
は
瀬
戸
製
品
よ
り
数

は
少
な
い
も
の
の
、
時
期
を
問
わ
ず
一
定
量
安
定
し
て
出
土
し

て
い
ま
す
。
古
瀬
戸
中
期
段
階
は
、
瀬
戸
窯
で
の
生
産
の
ピ
ー

ク
で
、
後
期
段
階
で
は
失
速
し
て
い
く
た
め
、
瀬
戸
製
品
に
関
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頸部の打ち欠け底部穿孔

し
て
は
、
時
勢
と
出
土
量
の
増
減
が
お
お
む
ね
一
致
し
て
い
ま

す
が
、
常
滑
製
品
に
関
し
て
は
な
ぜ
時
期
を
問
わ
ず
一
定
量
出

土
す
る
の
か
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
被
葬
者
の
階
層
等
、
生

産
地
と
は
別
の
要
因
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
詳
し
く
考
察
す
る

だ
け
の
材
料
が
現
在
不
足
し
て
い
ま
す
。

　

蔵
骨
器
の
生
産
年
代
か
ら
鑑
み
る
と
、
法
圓
寺
中
世
墓
は
13

世
紀
前
半
か
ら
15
世
紀
後
半
ま
で
の
遺
跡
に
な
り
ま
す
が
、
前

述
し
た
と
お
り
、
蔵
骨
器
は
日
常
容
器
を
転
用
し
て
い
る
た

め
、
製
作
年
代
と
蔵
骨
器
と
し
て
の
使
用
時
期
に
ず
れ
が
生
じ

ま
す
。
遺
跡
の
時
代
に
関
し
て
は
、
今
後
も
他
事
例
等
と
の
比

較
検
討
が
必
要
で
す
が
、他
の
出
土
資
料
か
ら
も
判
断
す
る
と
、

法
圓
寺
中
世
墓
は
13
世
紀
後
半
に
造
墓
さ
れ
、
15
世
紀
末
に
は

衰
退
し
た
遺
跡
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

出
土
し
た
蔵
骨
器
の
中
か
ら
は
、
全
３
回
の
調
査
で
67
個
体

分
の
火
葬
人
骨
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。
人
骨
は
、
８
０
０
度
以

上
の
高
温
で
長
時
間
焼
か
れ
て
い
た
た
め
、
変
形
や
収
縮
等
で

原
形
を
と
ど
め
て
い
る
も
の
は
ほ
ぼ
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
小
さ

な
破
片
と
な
っ
て
い
ま
す
。
全
て
の
骨
を
入
れ
ず
、
入
れ
る
骨

を
選
別
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
ど
の
骨
を
入
れ
て
い
た
か
ま

で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

骨
を
分
析
す
る
と
、
性
別
と
、
子
ど
も
、
成
人
、
老
人
な
ど

の
あ
る
程
度
の
年
齢
は
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
上

の
情
報
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。一
部
例
外
は
あ
る
も
の
の
、

ほ
ぼ
単
体
埋
納
で
、
埋
葬
者
の
年
齢
は
成
人
あ
る
い
は
思
春
期

以
降
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
子
ど
も
は

わ
ず
か
２
例
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
子
ど
も
は
別
の
場
所

に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
被
葬
者
が
ど

ん
な
人
物
な
の
か
、
ど
ん
な
階
層
な
の
か
、
と
い
っ
た
被
葬
者

に
関
し
て
は
不
明
な
点
が
と
て
も
多
く
、
今
後
の
課
題
で
す
。

　

一
部
の
蔵
骨
器
に
は
、
意
図
的
に
頸
部
が
打
ち
欠
か
れ
た
も

の
や
、
底
部
中
央
に
直
径
１
㎝
ほ
ど
の
穿
孔
が
あ
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
日
常
容
器
か
ら
蔵
骨
器
へ
転
用
す
る
際
に

行
わ
れ
た
も
の
で
、
現
在
二
つ
の
説
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
つ
は
、
蔵
骨
器
内
に
水
分
が
溜
ま
り
、
埋
納
し
た
焼
骨
が
溶

け
る
の
を
防
ぐ
水
抜
き
説
。
も
う
一
つ
は
、
日
常
容
器
か
ら
日

常
性
を
抜
き
、
非
日
常
の
容
器
と
す
る
性
抜
き
説
で
す
。
ど
ち

ら
の
説
な
の
か
、
ま
た
全
く
異
な
る
考
え
な
の
か
は
、
は
っ
き

り
と
は
し
ま
せ
ん
が
、
当
時
の
人
々
が
何
ら
か
の
想
い
を
込
め

て
行
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
一
宮
市
博
物
館
１

階
常
設
展
示
室
「
い
ち
の
み
や
歴
史
絵
巻
」
で
は
、
法
圓
寺
中

世
墓
遺
跡
の
一
部
が
再
現
展
示
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
令
和
６
年

度
秋
に
開
催
予
定
の
企
画
展
「
い
ち
の
み
や
の
文
化
財
」
で
も

一
部
紹
介
す
る
予
定
で
す
。
資
料
を
ご
覧
の
際
に
は
、
こ
の
欠

け
や
孔
に
も
着
目
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。（

学
芸
員　

瀧
は
る
香
）
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は
じ
め
に

　
「
墨
書
土
器
」
と
は
、
土
器
に
墨
で
文
字
や
顔
な
ど
を
書
い

た
遺
物
の
こ
と
で
あ
る
。
木
簡
と
同
様
、
文
字
資
料
の
一
つ
で

あ
る
。
須
恵
器
や
土
師
器
な
ど
の
普
遍
的
な
も
の
か
ら
緑
釉
陶

器
な
ど
に
も
書
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

愛
知
県
下
に
お
け
る
墨
書
土
器
は
、
約
１
２
０
遺
跡
か
ら
お

よ
そ
９
０
０
点
が
出
土
し
て
い
る
（
愛
知
県
史
：
２
０
１
０
）。

時
期
は
７
～
12
世
紀
の
も
の
で
、
ほ
と
ん
ど
が
８
世
紀
後
半
の

も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
須
恵
器
な
ど
に
書
か

れ
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
東
海
地
方
を
軸
に
展
開
す
る
山
茶

碗
に
も
例
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
地
方
の
特
徴
と
い
え
よ

う
。

　

愛
知
県
で
は
、比
較
的
全
域
で
出
土
が
確
認
さ
れ
て
い
る（
図

１
）。
さ
ら
に
、
出
土
数
や
遺
跡
の
位
置
な
ど
か
ら
、
一
宮
市

北
西
部
、
瀬
戸
市
北
西
部
、
安
城
市
南
部
な
ど
に
偏
り
を
も
つ

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
（
愛
知
県
史
：
２
０
１
０
）。
図
１
を

見
る
と
、古
代
に
お
け
る
愛
知
県
下
で
の
識
字
層
の
広
が
り
や
、

そ
れ
に
伴
う
施
設
の
存
在
の
可
能
性
を
各
地
域
に
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
、
個
々
の
遺
跡
で
の
出
土
状
況
や
遺
跡
の
特

徴
、
出
土
数
や
出
土
遺
物
の
時
期
に
お
け
る
地
域
の
状
況
な
ど

を
ふ
ま
え
、
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

一
宮
の
墨
書
土
器

　

こ
こ
ま
で
概
観
し
て
き
た
が
、
以
降
は
一
宮
市
で
見
つ
か
っ

て
い
る
墨
書
土
器
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
一
宮
市
の
墨
書
土
器

に
関
し
て
は
、
小
川
（
１
９
９
９
）
に
よ
り
門
間
沼
遺
跡
（
木

曽
川
町
門
間
）
を
中
心
と
し
た
集
成
が
行
わ
れ
て
い
る
。
33
点

を
網
羅
し
、
器
種
や
墨
書
の
内
容
に
つ
い
て
の
傾
向
、
地
域
別

出
土
頻
度
な
ど
を
統
計
化
し
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
ら
を
基
に
愛

知
県
史
の
中
で
も
集
成
が
行
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
割
愛
さ
れ

て
い
る
も
の
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
も
含
め
再

度
傾
向
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

　

愛
知
県
史
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
も
の
や
、
カ
ウ
ン
ト
さ

れ
て
い
な
い
も
の
を
含
め
、
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
も
の
は

市
内
で
は
25
遺
跡
７
３
９
例
が
確
認
で
き
た
。
表
面
採
取
（
表

採
）や
寄
贈
品
な
ど
を
含
め
る
と
さ
ら
に
７
５
９
例
に
の
ぼ
る
。

出
土
と
し
て
は
、
市
内
北
部
と
南
東
部
に
大
き
な
ま
と
ま
り
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
２
）。
遺
跡
以
外
か
ら
は
、
萩

原
町
、
木
曽
川
町
、
浅
井
町
な
ど
で
見
つ
か
っ
て
い
る
。
ま
と

ま
り
の
あ
る
２
か
所
の
う
ち
、
特
に
北
部
の
門
間
沼
遺
跡
や
大

毛
遺
跡
な
ど
で
は
か
な
り
の
数
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く

北
部
の
ま
と
ま
り
の
一
つ
で
あ
る
大
毛
池
田
遺
跡
か
ら
は
「
美

濃
」
と
刻
印
さ
れ
た
須
恵
器
も
出
土
し
て
お
り
、
美
濃
と
の
関

わ
り
を
持
っ
た
人
々
と
こ
の
地
方
の
出
土
分
布
に
は
関
係
性
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
方
、
南
東
集
中
部
で
は
、
出
土
数
は
少
な
い
も
の
の
伝
法

寺
廃
寺
な
ど
の
出
土
例
が
多
い
。
こ
の
地
域
に
ま
と
ま
り
が
あ

る
理
由
と
し
て
は
、
伝
法
寺
の
存
在
や
尾
張
国
府
と
の
関
係
性

な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

資
料
紹
介　

一
宮
の
墨
書
土
器
に
つ
い
て

図１　愛知県　墨書土器出土範囲図

（愛知県史：2010 より作成）

図２　出土位置図　縮尺任意

　（本集成をもとに作成）

番号 出土地 数量 番号 出土地 数量

市内 20 13 大平遺跡 33

1 北道手遺跡 21 14 法圓寺中世墓遺跡 1

2 田所遺跡 70 15 八王子遺跡 38

3 大毛池田遺跡 69 16 猫島遺跡 21

4 大毛沖遺跡 204 17 三ツ井遺跡 7

5 門間沼遺跡 144 18 元屋敷遺跡 11

6 門間遺跡 11 19 伝法寺廃寺 28

7 瓦ヶ野遺跡 4 20 西大門遺跡 6

8 清郷遺跡 3 21 伝法寺野田遺跡 1

9 奥屋敷遺跡 4 22 五輪ヶ淵遺跡 1

10 堂浦遺跡 1 23 東川田遺跡 1

11 西上免遺跡 22 24 馬引横手遺跡 31

12 東新規道遺跡 1 25 東苅安賀道遺跡 6

表 1　出土地一覧（番号は図 2 と対応）

1

2

3
4

5

6

7
8

9

10

11

12

13
14

24

23

15

16

17

18

19
20

22

21

25
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表
記
に
つ
い
て

　

墨
書
に
書
か
れ
る
内
容
に
つ
い
て
は
、記
号
の
よ
う
な
も
の
、

数
字
、
ひ
ら
が
な
、
漢
字
、
則
天
文
字
㈠
、
名
前
と
思
わ
れ
る

も
の
な
ど
が
あ
る
。
以
下
で
は
、
市
内
の
例
を
紹
介
す
る
。

①
「
田
」　

　

北
部
集
中
部
に
よ
く
み
ら
れ
る
字
。
一
字
だ
け
の
場
合
も
あ

れ
ば
、「
大
田
」
な
ど
二
文
字
の
場
合
も
あ
る
。
農
耕
生
活
な

ど
が
由
来
に
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

②
「
大
」

　

比
較
的
全
体
に
確
認
で
き
る
。
や
や
北
部
集
中
部
に
多
く
み

ら
れ
る
が
、
総
数
の
問
題
か
。
一
文
字
で
あ
る
も
の
が
多
数
で

あ
る
。

③
限
定
的
に
出
土
し
て
い
る
も
の

　

こ
れ
は
、
各
遺
跡
で
そ
こ
だ
け
で
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
を

指
す
。
例
え
ば
、
猫
島
遺
跡
の
「
財
」
や
そ
れ
を
含
む
文
字
、

大
毛
沖
遺
跡
の
「
公
」
や
「
金
」、
田
所
遺
跡
の
「
玉
」
な
ど

が
こ
れ
に
あ
た
る
。
門
間
沼
遺
跡
で
は
「
酒
坏
」
と
表
記
さ
れ

て
い
る
も
の
も
あ
り
、
特
定
も
の
や
、
使
用
用
途
を
指
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

興
味
深
い
表
記
内
容
の
も
の
は
他
に
も
あ
る
が
、特
に
「
田
」

の
表
記
が
多
い
こ
と
は
、昔
か
ら
一
宮
が
農
耕
に
適
し
て
お
り
、

当
時
の
生
活
に
と
っ
て
大
事
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を

裏
付
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
と
め

　

今
回
は
、
墨
書
土
器
に
つ
い
て
愛
知
県
内
で
の
出
土
と
一
宮

市
内
で
の
様
相
を
概
観
し
た
。
調
べ
て
み
る
と
、
県
内
で
も
広

い
範
囲
で
見
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
市
内

で
の
出
土
例
と
し
て
は
遺
跡
外
か
ら
の
も
の
も
含
め
る
と
、
お

よ
そ
７
０
０
点
も
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。他
に
も
、

出
土
地
域
に
偏
り
が
あ
る
こ
と
、
農
耕
が
昔
か
ら
人
々
の
中
で

は
重
要
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
資
料
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
わ

か
っ
た
。
ま
た
、
遺
跡
に
よ
っ
て
限
定
的
に
出
土
し
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
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『
田
所
遺
跡
』
愛

知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
報
告
書
71

・ 

財
団
法
人
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー 

１
９
９
７
『
西
上
免
遺
跡
』

愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
報
告
書
73

・ 

財
団
法
人
愛
知
県
教
育
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン

タ
ー 

１
９
９
９
『
門
間
沼
遺
跡
』
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査

報
告
書
80

・ 

財
団
法
人
愛
知
県
教
育
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン

タ
ー 

１
９
９
９
『
三
ツ
井
遺
跡
』
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査

報
告
書
87

・ 

財
団
法
人
愛
知
県
教
育
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン

タ
ー 

２
０
０
２
『
八
王
子
遺
跡
』
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査

報
告
書
92

・ 

財
団
法
人
愛
知
県
教
育
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン

タ
ー 

２
０
０
３
『
猫
島
遺
跡
』
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
報

告
書
１
０
７

・
葉
栗
郡
木
曽
川
町
教
育
委
員
会　

１
９
７
２
『
門
間
遺
跡
』 

・
尾
西
市
教
育
委
員
会　

１
９
９
０
『
大
平
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

・ 

吉
村
武
彦　

２
０
２
１
『
墨
書
土
器
研
究
に
関
す
る
文
献
目
録
稿

２
０
１
９
年
度
版
』
明
治
大
学
古
代
学
研
究
所

写真１　元屋敷遺跡出土墨書土器：「下」

　

本
稿
で
は
、
県
内
の
出
土
や
市
内
の
出
土
例
を
概
観
す
る
だ

け
に
留
ま
っ
た
。
県
内
全
域
に
お
け
る
詳
細
な
出
土
分
布
や
、

表
記
内
容
の
確
認
な
ど
に
つ
い
て
は
考
察
、
分
析
の
余
地
を
残

す
。
ま
た
、
市
内
例
に
お
い
て
も
、
表
記
内
容
の
精
査
や
傾
向
、

刻
書
土
器
と
い
っ
た
他
の
文
字
資
料
と
合
わ
せ
て
の
検
討
も
残

る
。
こ
れ
ら
を
課
題
と
し
、
今
回
の
検
討
を
こ
れ
か
ら
の
手
掛

か
り
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。（

学
芸
員　

中
尾
真
琴
）

㈠ 　

漢
字
の
字
体
の
一
種
。
中
国
、
周
（
武
周
）
の
則
天
武
后

（
６
１
４
～
７
０
５
）
が
制
定
し
た
も
の
。
す
べ
て
の
漢
字

に
は
及
ば
ず
、「
天
」「
地
」「
日
」「
月
」「
年
」「
国
」
な
ど

い
く
つ
か
の
字
に
限
ら
れ
て
い
る
。（『
国
史
大
辞
典　

第
８

巻
』
よ
り
）



－ 20 －

令和６年度　催し物予定

墨
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

宮
中
の
装
い　

　

４
月
16
日
（
火
）
～
６
月
30
日
（
日
）

瀬
戸
の
陶
工
・
鈴
木
八
郎　

　

７
月
２
日
（
火
）
～
９
月
29
日
（
日
）

没
後
60
年　

漢
詩
人　

服
部
擔た
ん
ぷ
う風
と
そ
の
周
辺　

　

10
月
５
日
（
土
）
～
12
月
１
日
（
日
）

鳥
瞰
図　

描
か
れ
た
観
光
地

　

12
月
３
日
（
火
）
～
２
月
２
日
（
日
）

尾
張
の
洋
画

　

佐
分
慎
一
郎
と
佐
分
眞
の
洋
行
体
験

　

２
月
４
日
（
火
）
～
４
月
13
日
（
日
）

所
蔵
品
に
よ
る
企
画
展　

川
合
玉
堂
と
喜
多
村
麦ば
く

子し　

　

４
月
20
日
（
土
）
～
５
月
26
日
（
日
）

企
画
展　

戦
時
下
の
一
宮

　

７
月
13
日
（
土
）

　
　

～
８
月
18
日
（
日
）

催
し
物　

博
物
館
で
夏
祭
り
！

　

７
月
13
日
（
土
）
～
９
月
１
日
（
日
）

企
画
展

い
ち
の
み
や
の
文
化
財

　

10
月
５
日
（
土
）
～
11
月
17
日
（
日
）

民
俗
芸
能
公
演　

　

11
月

企
画
展　

い
ち
の
み
や
ア
ー
ト
ア
ニ
ュ
ア
ル
２
０
２
４　

　

12
月
７
日
（
土
）
～
12
月
22
日
（
日
）

所
蔵
品
に
よ
る
企
画
展　

く
ら
し
の
道
具　

　

１
月
18
日
（
土
）
～
３
月
９
日
（
日
）
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喜多村麦子

「ぼたん」島文楽

佐分眞「婦人像」 墨コレクション「袿袴」

「名勝木曽川を中心とせる尾北交通名所鳥瞰図」（部分）

展
覧
会
・
催
し
物

特
集
展
示
コ
ー
ナ
ー

博
物
館
キ
ッ
ズ
ク
ラ
ブ　

新
規
会
員
の
募
集
！

　

学
芸
員
と
一
緒
に
博
物
館
に
展
示
し
て
あ
る
様
々
な
資
料
を

見
て
、
楽
し
み
な
が
ら
学
び
ま
す
。

▼
対
象
／
小
学
校
３
年
生
～
中
学
生

▼
定
員
／
20
名
（
抽
選
）

▼
申
込
／
４
月
26
日
（
金
）
ま
で
に
（
定
員
に
満
た
な
い
場
合

は
随
時
募
集
）、
博
物
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
申
し
込
み
。

　

常
設
展
示
（
特
集
展
示
や
常
設
展
と

同
額
の
企
画
展
を
含
む
）
を
、
ご
購
入

か
ら
１
年
間
、
何
度
で
も
ご
覧
い
た
だ

け
る
お
得
な
観
覧
券
で
す
。
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
！

常
設
展
示
年
間
観
覧
券


