
　

歴
史
民
俗
資
料
館
常
設
展
示
室
の
中
世

の
コ
ー
ナ
ー
の
一
角
に
、
高
さ
が
90
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
も
あ
る
巨
大
な
焼
き
物

が
展
示
し
て
あ
り
ま
す
。
川
角
地
内
堂ど
う
や
ま山

下し
た

遺
跡
か
ら
出
土
し
た
常と

こ
な
め滑
焼
の
大お

お
が
め甕
で

す
。

　

常
滑
焼
は
、
硬こ

う
し
つ質
な
焼
き
と
褐か

っ
し
ょ
く色の
器き

面め
ん

が
特
徴
で
、
現
在
の
愛
知
県
常
滑
市
周

辺
（
知ち

た多
半
島
）
で
平
安
時
代
の
終
わ
り

ご
ろ
か
ら
生
産
さ
れ
は
じ
め
ま
し
た
。
特

に
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
最

  

〜 

み
ん
な
で
空
手
を
楽
し
も
う
!! 

〜
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空
手
は
、
厳
し
い
も
の
と
思
わ
れ
が
ち

で
す
が
、
私
た
ち
毛
呂
山
町
武
蔵
空
手
道

武
州
会
の
稽け
い
こ古

で
は
、
基
本
・
型
な
ど
の

「
基
本
の
部
」
と
大
会
を
目
標
と
す
る
「
選

手
の
部
」
と
を
分
け
て
指
導
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

入
門
す
る
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
目

標
は
様
ざ
ま
で
す
。
基
本
の
動
き
を
上
手

に
な
り
た
い
と
思
う
子
と
大
会
で
勝
ち
た

い
と
思
う
子
と
は
目
標
が
違
い
ま
す
。
そ

こ
で
、
最
初
は
空
手
を
楽
し
む
こ
と
か
ら

初
め
、
段
階
を
経へ

て
空
手
を
学
ん
で
い
け

る
よ
う
に
指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。
心
身

の
成
長
や
稽
古
の
鍛た
ん
れ
ん錬

で
身
に
付
け
た
体

力
、
強
い
意
志
、
稽
古
を
頑
張
り
続
け
て

い
る
自
信
に
よ
っ
て
、
ほ
か
の
稽
古
の
内

容
に
も
挑
戦
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
毎
年
一

年
の
上
達
の

確
認
や
一
人

ひ
と
り
の
心

身
鍛
錬
の
場

と
し
て
、
演

武
会
や
型
の

大
会
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

ほ
か
に
も
、

専
門
家
に
よ

る
ス
ポ
ー
ツ

に
関
す
る
講

演
会
や
キ
ャ

ン
プ
な
ど
を

開
催
し
、
空

手
以
外
の
こ

と
も
学
べ
る

場
を
作
っ
て

い
ま
す
。

　

当
会
で
は
、

空
手
を
と
お

し
て
、「
身
体
を
動
か
す
楽
し
さ
を
知
る
」、

「
あ
い
さ
つ
な
ど
日
常
の
礼れ
い
ぎ儀

や
言
葉
遣づ

か

い
を
身
に
付
け
る
」、「
基
礎
的
な
体
力
を

つ
け
る
」、「
仲
間
を
大
切
に
し
、
思
い
や

る
気
持
ち
を
育
は
ぐ
く

む
」
こ
と
を
目
的
に
し
て
、

日
々
、
仲
間
と
と
も
に
稽
古
に
汗
を
流
し

て
い
ま
す
。
心
身
と
も
に
鍛
え
た
い
と
お

考
え
で
し
た
ら
、
ぜ
ひ
私
た
ち
の
仲
間
に

な
り
ま
せ
ん
か
。
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

スポーツしようよ！
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堂山下遺跡出土の常滑焼の大甕

も
盛
ん
に
作
ら
れ
、
鎌
倉
を
は
じ
め
と
す

る
全
国
各
地
に
大
量
の
製
品
が
流
通
し
ま

し
た
。
堂
山
下
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
こ
の

大
甕
も
、
常
滑
焼
最
盛
期
の
14
世
紀
後
半

に
作
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
常
滑
焼

の
甕か
め

が
堂
山
下
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
の
で

し
ょ
う
か
。
展
示
さ
れ
て
い
る
大
甕
は
、

長
方
形
を
し
た
深
さ
20
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
の
浅
い
掘
り
込
み
か
ら
発
見
さ
れ
ま

し
た
。
掘
り
込
み
の
周
囲
に
は
柱
を
建
て

る
た
め
の
深
さ
30
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

の
小
さ
な
穴
が
６
か
所
掘
ら
れ
て
お
り
、

上う
わ
や屋

が
つ
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
遺い
こ
う構
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
参

考
と
な
る
の
が
、
中
世
の
風
景
を
現
在
に

伝
え
る
『
一い
っ
ぺ
ん遍

上し
ょ
う
に
ん人

絵え
で
ん伝

』
の
中
に
描

か
れ
た
中
世
の
市い
ち

（
備び

ぜ
ん前
福
岡
の
市
）
の

場
面
で
す
。
こ
の
場
面
で
は
、
低
い
柱
を

地
面
に
建
て
、
板い
た

葺ぶ

き
屋
根
を
の
せ
た
簡

単
な
建
物
の
下
に
備
前
焼
の
大
甕
を
並
べ

て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
堂
山

下
遺
跡
で
も
市
で
甕
が
売
ら
れ
る
こ
と

が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

水み
ず
が
め甕
と
し
て
日
常
的
に
使
わ
れ
た
こ
と
も

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

川
角
地
内
で
は
、
中
世
の
寺
院
、
崇す
う
と
く徳

寺じ

跡あ
と

の
発
掘
調
査
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、

板い
た

碑び

が
多
数
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
の
崇

徳
寺
跡
の
発
掘
調
査
や
今
回
紹
介
し
た
堂

山
下
遺
跡
の
調
査
成
果
の
積
み
重
ね
は
、

い
ま
だ
不
明
な
部
分
の
多
い
鎌
倉
街
道
と

中
世
「
苦に
が
ば
や
し
の

林
野
」
の
実
態
解
明
に
繋つ

な

が
っ

て
い
き
ま
す
。
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