
　

歴
史
博
物
館
に
は
数
多
く
の
収
蔵
品

が
あ
り
ま
す
。
土
器
や
人
骨
な
ど
の
考
古 

遺
物
、
昔
の
人
の
手
紙
や
記
録
、
土
地
証

文
な
ど
の
古
文
書
、
絵
巻
物
・
屏
風
・
掛

軸
の
書
な
ど
の
美
術
品
、
化
粧
道
具
や
食

器
類
な
ど
の
工
芸
品
、
刀
剣
や
甲か

っ
ち
ゅ
う冑

な 

ど
の
武
具
と
い
っ
た
多
種
多
様
な
も
の 

が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
歴
史
的
に
大

変
貴
重
な
収
蔵
品
も
あ
り
ま
す
。

　

歴
史
博
物
館
や
郷
土
資
料
館
に
展
示

さ
れ
て
い
る
収
蔵
品
は
そ
の
中
で
も
ご 

く
一
部
で
、
他
の
収
蔵
品
は
な
か
な
か
表

舞
台
に
出
て
く
る
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

本
特
集
で
は
、
そ
ん
な
眠
っ
て
し
ま
っ 

て
い
る
収
蔵
品
の
中
か
ら
選
り
す
ぐ
り 

の
収
蔵
品
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
に
ま
つ
わ 

る
逸
話
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
ま
す
。

問　

歴
史
博
物
館
（
☎
63
‐
６
１
０
０
）

▪
こ
の
頃
の
秀
吉

　

こ
の
手
紙
が
出
さ
れ
た
天
正
12
（
１
５ 

８
４
）
年
7
月
は
ち
ょ
う
ど
小
牧
・
長
久

手
の
戦
い
の
最
中
で
あ
り
、
そ
の
頃
徳
川
家 

康
・
織
田
信の

ぶ

雄か
つ

（
織
田
信
長
の
次
男
で
当
時

の
織
田
家
当
主
）
と
対
立
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
手
紙
を
出
し
た
時
、
秀
吉
は
京
都
に
お

ら
ず
、
徳
川
・
織
田
側
を
攻
め
る
た
め
に
尾

張
方
面
に
出
陣
し
て
い
ま
し
た
。
一
般
的
に

小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
は
、
徳
川
側
の
勝
利

と
い
う
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
実

は
徳
川
・
織
田
側
が
秀
吉
方
に
人
質
を
出
す

こ
と
で
戦
い
が
終
結
し
て
お
り
、
こ
れ
以
後

秀
吉
は
天
下
人
へ
の
道
を
歩
み
始
め
ま
す
。

こ
の
手
紙
は
、
当
時
の
秀
吉
が
天
皇
家
に
近

い
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
非
常

に
重
要
な
意
味
を
持
ち
ま
す
。

▪
刈
谷
と
秀
吉
の
関
わ
り

　

小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
の
際
、
刈
谷
城
主

の
水
野
忠
重
と
そ
の
子
で
あ
る
後
の
初
代
刈

谷
藩
主
水
野
勝
成
は
、
徳
川
・
織
田
側
で 

参
戦
し
、本
治
城（
現
在
の
名
古
屋
市
南
区
）

や
常
滑
城
を
攻
め
落
と
す
な
ど
活
躍
し
ま

し
た
。
秀
吉
が
伊
勢
国
桑
名
を
攻
め
よ
う

と
し
た
と
こ
ろ
、
忠
重
は
刈
谷
か
ら
出
陣
し
、

桑
名
西
方
の
大
福
田
寺（
現
在
の
三
重
県
桑

名
市
）
に
陣
を
構
え
、
攻
め
入
る
秀
吉
か
ら

守
り
抜
き
、
秀
吉
は
忠
重
軍
を
破
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
後
に
忠
重
が
秀
吉
に

仕
え
る
よ
う
に
な
る
と
、
秀
吉
は
こ
の
桑
名

で
の
忠
重
の
働
き
を
褒
め
た
と
い
い
ま
す
。

▪
秀
吉
か
ら
送
ら
れ
た
書
状

　

豊
臣
秀
吉
（
当
時
は
羽
柴
秀
吉
）
か

ら
安あ

ん
ぜ
ん
じ
の
み
や

禅
寺
宮
に
出
さ
れ
た
書
状
で
、
秀

吉
が
安
禅
寺
宮
か
ら
帷か

た
び
ら子

（
夏
に
着
る

着
物
）
と
帯
を
贈
ら
れ
た
の
で
、
そ
の

礼
を
述
べ
た
も
の
で
す
。
安
禅
寺
宮
は

当
時
の
天
皇
、
正お

お
ぎ
ま
ち

親
町
天
皇
の
子
で
あ

る
誠さ

ね

仁ひ
と

親
王
の
第
三
王
女
に
あ
た
り
ま

す
。

　

安
禅
寺
宮
は
こ
の
手
紙
が
出
さ
れ
た

こ
ろ
は
5
歳
で
し
た
。
5
歳
と
い
う
年

齢
や
女
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
文

章
の
ほ
と
ん
ど
が
読
み
や
す
い
よ
う
に
平

仮
名
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
残
念
な
が

ら
こ
れ
は
秀
吉
の
自
筆
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
朱
印
は
秀
吉
自
身
が
押
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

▪
な
ぜ
刈
谷
に
？

　

そ
の
成
久
王
が
、
な
ぜ
刈
谷
を
訪

れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
大
正
5
年
10

月
30
日
よ
り
名
古
屋
に
い
る
第
三
師

団
の
秋
の
軍
事
演
習
が
行
わ
れ
て
お

り
、
11
月
8
日
に
は
小
牧
付
近
、
9

日
に
は
大
高
・
有
松
付
近
と
移
動
を

繰
り
返
し
な
が
ら
、
一
週
間
以
上
に

渡
る
戦
闘
訓
練
を
行
って
い
ま
し
た
。

成
久
王
は
野
砲
兵
第
三
連
隊
第
四

中
隊
を
率
い
て
参
加
し
て
い
た
た
め
、

10
日
に
刈
谷
に
滞
在
し
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

滞
在
場
所
に
選
ば
れ
た
加
藤
新

右
衛
門
は
、
家
の
誉
れ
と
し
て
、
成

久
王
が
使
用
す
る
膳
椀
類
や
座
布

団
な
ど
の
日
用
品
を
新
し
く
用
意

し
、
も
て
な
し
ま
し
た
。

　

北
白
川
宮
が
使
用
し
た
膳
椀
類

は
白
色
を
基
調
と
し
て
い
な
が
ら

も
、
特
に
絵
柄
な
ど
の
装
飾
は
あ
り

ま
せ
ん
。
白
色
は
空
間
や
料
理
を
際

立
た
せ
る
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
家
宝
と

し
て
代
々
大
切
に
受
け
継
が
れ
て
い

ま
す
。

▪
刈
谷
に
訪
れ
た
皇
族

　

大
正
5
（
１
９
１
６
）
年
11
月
10
日
、
刈

谷
の
豪
商
加
藤
新し

ん

右え

衛も

門ん

宅
に
皇
族
の
北
白

川
宮
成
久
王
が
宿
泊
し
ま
し
た
。
北
白
川

宮
は
も
と
も
と
聖し

ょ
う
ご
い
ん
の
み
や

護
院
宮
と
い
い
、
伏
見
宮

家
か
ら
分
か
れ
た
も
の
で
す
。
伏
見
宮
家
は

南
北
朝
時
代
の
北
朝
の
崇す

こ
う光

天
皇
の
子
孫
で

あ
り
、
宮
家
の
中
で
も
最
も
歴
史
の
古
い
宮

家
で
す
。

▪
北
白
川
宮
成
久
王
の
生
涯

　

陸
軍
に
入
隊
し
、
砲
兵
大
佐
ま
で
昇
進 

し
た
成
久
王
は
、
軍
事
研
究
目
的
で
フ
ラ
ン

ス
に
留
学
し
ま
し
た
。
車
好
き
だ
っ
た
成
久

王
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
車
を
購
入
し
、
自
身
で

車
の
運
転
を
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
フ

ラ
ン
ス
で
車
を
運
転
中
、
ス
ピ
ー
ド
の
出
し
過

ぎ
で
車
が
横
転
し
、
木
に
激
突
し
て
成
久
王

は
亡
く
な
り
ま
し
た
。
享
年
35
歳
で
し
た
。
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