
お

手

玉

び

遊

手
む
と
に
詳
し
い
資
料
が
な
い

の
だ
が
、
た
し
か
一
年
前

に
神
戸
市
に
姉
妹
港
オ
ラ
ン
ダ
の
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
か
り
、
遊

町
司

a
du

ん
で
い
る
子
供
の
仰
が
開
・つ
れ
て
き
た
ニ
と
が
あ
っ
た
。
そ

の
マ

l
プ
ル
玉
遊
び
を
、
多
く
の
人
が
日
本
の
ラ
ム
ネ
玉
遊

び
の
よ
う
主
む
の
だ
と
考
え
た
が
、
実
際
は
巡
っ
た
遊
び
だ

と
い
う
新
聞
記
事
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
お
そ
ら
く
こ
れ

は
、
日
本
の
お
手
玉
と
同
じ
遊
び
で
は
な
い
か
と
、
弘
は
』

と
考
え
た
。

小
豆
を
小
さ
な
布
袋
に
入
れ
て
、

男
児
の
ジ
4
ン
げ
り
川

よ
り
は
幾
分
大
き
目
に
作
る
お
手
玉
は
、
昭
和
三
十
年
代
ま

で
、
神
戸
の
小
学
校
で
む
休
み
時
間
な
ど
に
見
・勺
れ
た
ら
の

だ
が
、
私
は
淡
抽
出
と
日
本
的
な
遊
び
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、

一
九
八
五
年
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
来

プ
ラ
ス
チ

y
ク
製
の
ナ

ツ
ク
ル
・

ポ

l
ン
。
王
個
で
一

セ
y
ト
。遊
び

方
は
日
本
の
お
手
玉
と
同
じ
方
治
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辺

長

回

ノ、

日
し
た
友
人
を
連
れ
て
、
兵
山
県
存
寺
町
の
日
本
玩
円
ハ
博
物

館
を
訪
ね
た
折
に
、
遊
べ
る
コ
ー
ナ
ー
に
あ
っ
た
お
手
玉
で
、

オ
l
A
V
l
一フ
、
お
一
つ
、
勾

二

っ

と

や

っ

た

と

こ

ろ

、

す
ぐ
そ
の
友
人
は
同
じ
こ
と
を
や
っ
て
み
せ
た
。

「
ニ
ュ

1
ジ

l
ラ
ノ
ド
に
む
、
同
じ
遊
び
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
道
具
は
、
羊
の
前
足
の
指
の
第
三
骨
を
使
う
ん
で
す
。

ゐ

γ
3
7
n
d
h
f

そ
れ
で
、
そ
の
遊
び
の
名
は
『
R
Z
c
n
R
「

何

回

C
Z
開
印

(
拳

の
什
)
』
。
以
前
は
肉
昆
さ
ん
に
頼
ん
で
引
を
貰
っ
た
む
の
で

す
が
、
今
で
は
什
の
形
に
し
た
プ
ラ
ス
チ

y
ク
製
の
も
の
で

遊
ぶ
ん
で
す
」
と
い
う
ニ
と
で
あ
っ
た
。

実
際
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
来
て
み
る
と
、
街
の
お
も

ち
ゃ
匝
で
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
ナ
ヅ
ク
ル

・
ボ
ー
ン
は
す
ぐ
入

手
で
き
た
。
該
み
に
近
所
の
小
学
生
に
使
っ
て
円以
う
と
、
本

当
に
日
本
の
お
手
玉
と
同
じ
遊
び
方
で
あ
る
。

毛
羊
を
飼
っ
て
い
た
英
国
の
遊
び
で
あ
り
、
こ
の
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
に
む
英
国
人
が
伝
え
た

b
の
で
、
隣
国
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
に
む
阿
織
に
伝
え
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
調
べ
て
み
る
と
、
お
む
し
ろ
い
こ
と
が
わ
か

っ
た
。

初
め
て
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
来
航
し
た
英
国
人
ジ

ェ
l
ム
ズ

・
ク
y
ク
鉛
長
の
報
告
に
よ
る
と
、
彼
ら
は
ニ
ュ

ー
ジ

l
ラ
ン
ド
の
マ
オ
リ
人
の
子
供
た
ち
の
遊
び
の
中
に
.

英
国
の
ナ
ソ
ク
ル

-
H
|
ン
と
同
じ
も
の
が
あ
る
の
を
見
て

消
い
て
い
・

1
つ
ま
リ
.

一
七
六
九
年
に
ク

ッ
ク
始
長
の
一

行
が
来
h
d

前
か
ら
、
マ
オ
リ
人
の
削
に
は
ア
ヤ
ト
リ
や
バ
ト

ン
遊
び
と
共
に
、
ナ
ッ
タ
ル

・
ボ
ー
ン
つ
ま
り
日
本
の
行
手

五
と
同
出
聞
の
准
び
が
伝
ポ
さ
れ
て

い
た
o

た
だ
、

て
の
呼
称

3

1

r

 

は

R
02
2と
い
い
、
丸
い
す
べ
す
べ
し
た
小
石
を
使
う
の
で

あ
る
。
今
日
で
む
地
方
の
、
伝
統
的
生
活
を
続
け
て
い
る
マ

オ
リ
人
は
、
小
石
で
遊
ん
で
い
る
。

一一一

一
九
八
八
年
一

月

に

ニ

ュ

ジ

ラ

ン

ド

の

兵
休
み
を
利

川
し
て
仰
向
し
た
私
は
、
明
石
市
教
育
安
日
会
か
ら
間
学
当

一

件寄

マープリング・キ yズ{畢



ニ

ュ

ン

l
ラ
ン
ド
教
育
古
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
開
発
叫
絹

「
マ
オ
リ
由
選
ぴ
と
踊

り
」
よ
り

政怠

〉三党医

Fig. I 

Actlon 1: Hold fivc bonc:s in the palm of your hand -A， 8， C， D， E. Throw 
up all fivc bonc:s at once just high c:nough 10 allow lime 10 tum your hand 
with thc palm down and fingc:rs slightly sp同 ad，fig. 1， so thnt you can catch 
as many bones， as possible on thc: back of your hand， fig. 2. Throw up thosc 
c3ught on Ihe back of thc: hand and calch thcm again in Ihc palm. Put thc:se 
aside in a Iittle heap， kcc:ping one as a “thrower'¥E. Throw up E， pick up 
onc of Ihose not caught on the back of thc hand during Ihe firsl movemcnt， 
calch the “throwcr" as it falls in the same hand. Put the onc picked up aside 
with the heap， kceping E as the "thrOwer". Continuc throwing up E and 
picking up any more bones which were nol in the heap until they are all in a 
heap except E. Throw up E， pick up all four (thc: heap)， and calch E. (This 
Iast movemenl wil1 be regarded as“c31ch of four".) 

Action 2: Five bones in the palm. Sc.，lIcr thc boncs frorn an uplurncd palm 
by withdrawing the palm. Pick up “throwcr"， E. Throw up E al¥d pick up A， 
c3tching E as it falls; put asidc A. Rcpcat picking up n， C， D， in turn until 
Ihcre is a hc:ap consisting of A， D， C， 0， thcn “catch of four" 

を
話
し
手
に
し
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
司
会
役
を
依
頼
さ
れ
た
ロ

州
市
教
委
の
友
人
雌
升
苫
年
氏
り
の
担
当
す
る
別
行
中
央
行

年
大
学
と
い
う
市
民
講
座
の
一
環
で
あ
る
こ
の
フ

ォ
ー
ラ
ム

の
当
円
、
払
は
お
手
玉
を
削
山
学
生
た
ち
に
や
っ
て
見
せ
た
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

・
中
肉

・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

・
ア
メ
リ
カ
か

Fig.2 

一
憾
に
，て
れ
ぞ
れ
の
凶
に
こ
の
遊
び

が
迎
っ
た
辺
只
で
行
ね
れ
て
い
る
と
発
、
は
し
て
、
害
加
し
た

別
有
市
の
山
口
者
に
強
い
印
後
を
残
し
た
。
小
川
で
は
け
本
州

憾
の
布
の
小
袋
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。

t
 

wL 

お
手
玉
と
呼
ぷ
に
せ
よ
、

7
ッ
ク
ル

・
ポ

ン

、
マ
l
プ

ル
玉
遊
び
、
コ
ル
ル
と
呼
ぶ
に
せ
よ
、

一
体
こ
の
遊
び
は

日
山

王
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Actlon 4: Five bones in hand. Throw up E， and when it is in the air put down 
on Ihc ground in onc comcr of al¥ imaginary square A， B， C， D， and catch E 
Throw up E and pick up D， C， D， and calch E. This leaves A in one corner 
of an imaginary square. Throw up E and put down 8， C， 0 in the next cornc:r， 
and c31ch E. Throw up E， pick up C and D， Icaving B in that comc:r. Throw 
up E， put down C and 0， in thc ncxl corner， and calch E. Throw up E and 
pick up D， leaving C in thc comcr. Throw up E and put down D in the lasl 
corncr， catch E. A. n， C. 0， should be in thc four corners of a squarc:， fig. 3 

ど
こ
か
り
い
っ
伝
帰
し
た
ら
の
か
。
点
洋
に
始
ま

っ
た
の
か
‘

凶
洋
か
ら
来
た
の
か
。
身
近
な
生
活
の
中
に
あ
る
、
人
矧
学

の
研
究
対
象
で
あ
る
。

二
九
八
八

・
二

・
二
五
}

(
制
者
一
H
)

こ
の
除
は
マ

l
プ
リ
ン
グ

・
キ

y
Z
品
開
と
い
い
、

メ
リ
ケ
ン
パ

l
ク
の
神
戸
向
洋
間
物
館
点
問
の
広
均
に
あ
る
。

仰
ド
港
と
ロ

y
テ
ル
ダ
ム
港
の
姉
妹

mMm
ニ」
I
周
年
を
氾
念

し
、
六
十
二
年
五
月
.
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
港
よ
り
附
ら
れ
た
。

伐
の
説
明
文
に
は
「
二
人
の
子
供
が
遊
び
に
削
興
じ
て
い
る
ビ

ー
玉
は
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
最
初
に
神
戸
に
伝
え
ら
れ
た

b
の

で
す
」
と
あ
る
。

Act10n 5: E in hand， olhc目 incorners. Throw up E. Pick up A bctwecn thc 
first fingcr and thumb， fig. 4， catching E at Ihc basc or the palm. Throw up 
A 3nd change E with n bul as E is put in lhc corncr or n pick up D with 
h唱crand lhumb catching A 31 basc or thc palm. Conlinuc scqucnce round 
thc squarc with cach bonc in turn 。

"a， 

ー ;$;:.三ごζ部 ，

Fig.4 

2-

フ三塁手

Fig.3 



特
別
展

「近
代
の
着
物
に
見
る
生
活
史
」
に
よ
せ
て

ー
館
蔵
資
料
の
整
理
と
民
俗
資
料
の
語
る
こ
と

館
政
資
料
の
献
血
却
を
本
格
的
に
は
じ
め
て
は
や
二
年
が
た

つ
た
。
そ
れ
ま
で
に
深
江
の
深
山
氏
を
は
じ
め
多
く
の
方
々

か
う
脊
問
い
た
だ

い
た
資
料
は
、
約
六
千
内
に
の
ぼ
っ
て
い

た
。
当
時
は
、
替
問
者
名
と
大
ま
か
な
分
額
が
や
っ
と
分
か

る
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
日
開
示
が
え
を
行
う
に
も
ど
ん
な
も
の

が
ど
ζ

に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
、
飢
の
ス
タ

y
7
の
記

憶
に
頼
っ
て
行
っ
て
い
る
状
態
だ
っ
た
。
そ
札
が
兵
庫
県
情

物
館
協
会
の
研
修
会
や
、
主
献
に
よ
る
勉
強
山
間
み
重
ね
に

よ
り
、
資
料
の
F
7
1
タ
を
記
峨
し
た
カ

l
ド
作
リ
に
行
手
で

Z
る
ま
で
に
な
っ
た
の
が
、

二
年
前
の

こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ

カ

ド
作
り
が
大
切
な
の
か
。
博
物
館
の
資
料
は
、
ど
こ
に

何
が
あ
る
の
か
が
ナ
ぐ
に
わ
か
ら
な
く
て
は
、
研
究
に
a
U
M
開

示
に
ら
使
え
な
い
。
制
抑
使
寄
り
や
白
所

・
名
前
が
わ
か
つ
て

は
じ
め
て
郵
便
が
告
京
に
届
:
よ
う
に
、
資
料
も
分
混
信
号

や
名
前
、
収
め
て
あ
る
地
所
を
わ
か
る
よ
う
に
し
て
お
か
な

く
て
は
、
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
分
額
需
号
の
体
系
は
何
に
よ
る
の
か
を
決
め
る
の
が

問
題
と
な
っ
た
。
当
館
が
収
脱
し
て
い
る
資
料
は
、

一
般
の

博
物
館
と
違
い
、
生
活
維
怒
と
呼
ぶ
に
ふ
さ

b
し
い
持
段
の

生
活
で
使
わ
れ
た
む
の
が
中
心
。
い
わ
ゆ
る
美
術
工
芸
品
と

い
っ
た
む
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
た
が
っ
て
専
門

3
に
紹

介
さ
れ
て
い
る
一
般
の
博
物
館
向
け
の
分
知
方
法
で
は
、
該

当
す
る
資
料
が
一
つ
む
な
い
需
号
が
あ
る
か
と
思
う
レ
六
も

っ
と
細
か
く
分
け
な
く
て
は
な
ら
む
い
番
号
が
あ
っ
た
り
で
、

カ
バ
ー
し

Z
A
な
い
の
で
あ
る
。
ニ
の
資
料
は
何
に
分
額
さ

士
一
料
館
研
究
員
伊

東

玲

れ
匂
の
か
、
い
や
何
に
使
わ
れ
た
の
か
の
レ
ベ
ル
で
論
却
が

分
か
れ
る
も
の
む
あ
っ
た
。

カ
ー
ド
の
基
本
と
お
号
の
つ
け
力
が
決
ま
る
と
、
今
度
は

資
料
一
点
一
占
に
番
号
を
つ
け
、
捕
ま
な
い
と
判
断
し
た
ら

の
に
は
揺
り
を
記
入
し
た
ン
ル
を
貼
リ
、
写
只
を
蹴

っ
て

い
く
作
喰
が
あ
る
。
名
前
と
帯
り
の
花
入
さ
れ
た
ど
け

の
カ

ー
ド
で
は
、
そ
れ
が
何
号
指
す
の
か
が
具
体
的
に
わ
か
う
な

い
の
で
、
写
真
が
必
要
に
な
っ
て
〈
る
。
主
た
川
じ
ょ
っ
な

形
の
股
が
何
占
'
ら
あ
る
と
、
ど
の
n'J
点
が
ど
の
カ

l
ド
に
対

応
す
る
か
わ
か
う
な
く
な
る
の
で
、
話
円
守
札
全
一
緒
に

mm
り
、

カ
l
ド
に
ネ
ガ
と
て
の
札
の
番
号
を
い
い
U
3込
ん
で
、
間
瓦
心

苦
闘
ベ
ふ
一
吋
能
に
し
て
右
く
。
ン

l
ル
貼
り
し
時
間
の
か
か
る

n主
だ
っ
た
~
。
短
冊
形
に
切
っ
た
ン

l
ル
e
Z
M
Hり
を
H
H
3
、

資
料
に
貼
っ
た
り
、
そ
れ
が
で
主
な
い
時
よ
資
料
を
箔
」
ヘ

れ
，
て
れ
に
貼
っ
た
り
、
と
い
d

た
引
を
.
2
H
-

内
に
つ
い
て

行
っ
た
。

ま
た
大
き
さ
も
ま
ち
ま
ち
の
川
収
不
品
を
並
べ
て
の
展
示
計

附
を
立
て
る
時
の
た
め
に
、
カ
ー
ド
に
は
物
の
ト
八

3
さ
を
紀

録
し
て
む
か
な
く
て
は
伝
う
な
い
。
ど
ニ
ふ
一
計
れ
ば
物
の
大

き
さ
を
的
確
に
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
初
会
一
自
の
前
に

し
て
、
う
な
り
戸
su
山
る
。

次
に
川
相
に
な
っ
た
の
は
、
資
料
を
収
め
る
助
所
だ
っ
た
。

名
前
や
番
号
を
つ
け
カ

l
ド
を
作
っ
て
ら
、
そ
の
資
料
が
ど

こ
に
あ
る
の
か
が
つ
か
め
て
い
な
け
れ
ば
何
に
む
な
り
会
い

か
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
小
様
々
合
資
料
を
明
り

n
っ
て 子

山
帆
山
川
ら

ωは
慨
し
い
引
で
あ
る
。
腕
や
腕
は
前
心
る
に
呪
ね

-
J

れ
ず
、
や
っ
と
術
に
は
入
れ
た
け
れ
と
二
度
と
聞
け
た
く

な
い
と
思
う
こ

IP--
限
り
あ
る
収
納
場
所
を
効
率
良
く
使

う
~
ほ
と
ワ
す
れ
ば
よ
い
か
、
お
上
て
円
本
中
の
家
庭
と
同

し
悩
み
が
、
七
料
館
で

b
qし
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
作
官
を
く
り
返
す
こ
と
-
一
怯
余
、
や
っ
と

ほ
と
ん
ど
の
日
料
に
弘
前
や
諮
り
が
つ
主
、
カ
ー
ド
が
で
占

た
。
ニ
山
作
官
の
お
か
け
で
、
向
山
資
料
が
ど
の
く
ら
い
あ

る
と
い
う
、
全
体
の
情
成
も
つ
か
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

今
回
特
別
凶
と
し
て
企
阿
し
た
行
物
似

b
、
こ
れ
心
の
中

か
J

パ
ー
ま
れ
た
。
抑
制
時
の
段
附
で
ざ
っ
と
見
附
っ
て
む
三
|

占
は
下
り
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
か
り
、
そ
れ
生
り
の
ま
と

め
が
で

3
る
の
で
は
な
い
か
と
巧
え
た
の
で
あ
る
ロ

し
か
し
て
の
成
浪
は
間
山
中
に
は
得
J

れ
そ
う
に
な
か
っ
た
。

展
示
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
収
蔵
品
の
荷

物
は
.
ム
ワ
私
達
が
日
頃
目
に
し
て
い
る
背
物
ー
と
は
少
し
違
っ

た
む
の
ば
か
り
な
の
で
あ
る
e

A

，
で
は
ガ
ゼ
地
や
タ
オ
ル

地
内
服
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
乳
幼

児
の
白
物
、
訂
正
月
や
成
人
の
日
に
た
け
は
つ
仮
愉
と
は
柄

i
d
色
使
い
し
進
う
行
物
述

F

ど
う
組
み
合
わ
せ
て
お
る
山
か
、

な
ぜ
桐
聞
や
京
地
と
現
地
の
問
に
綿
が
入
っ
て
い
た
り
す
る
の

か
、
柄
は
何
と

呼

べ

ば

よ

い

の

か

。

他

の

収

蔵

品

以

仁
に
ね
か
ら
な
い
ニ
と
ば
か
り
か
う
の
ス
タ
ー
ト
と
な
っ
た
。

し
か
し
幸
い
な

-ZM
に
調
査
に
加
わ
っ
て
い
た
だ
け
る
専
門

家
が
見
つ
か
っ
た
。
京
都
府
立
大
学
の
奥
村
万
也
子
先
生
と

奈
良
主
下
大
?
の
相
川
住

f
子
先
生
で
あ
る
。
調
布
と
帥担問棋

は
ま
ず
「
J

点
の
蹴
影
と
保
寸
、
収
蔵
品
全
体
の
特
徴
を
つ
か

む
こ
と
か
ウ
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
一
通
り
基
従
デ
l
タ
が
揃

っ
た
と
こ
ろ
で
、
一
占
一
占
の
官
物
に
名
前
を
つ
け
て
行
っ

た
。
で
の
過
程
で
、
色
々
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
例
え

3ー



ぱ
私
述
ス
タ

Y
7
が
何
だ
ろ
う
?
と
首
を
か
し
げ
た
'
け
の
作

は
、
実
は
お
葬
式
で
喪
主
、
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
人
が
活

た
喪
服
と
分
か
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

一
年
半
に
及
ぶ
鞍
型
の
結
果
、
衣
料
資
料
の
収
蔵
品
は
れ

物
五
十
五
占

・
帯
八
占

・
医
療
用
衣
服
を
含
む
そ
の
他
の
資

料
十
一
占
、
と
い
う
梢
成
で
あ
る
こ
と
が
明
怖
に
な
っ
た
。
そ

れ
ら
の
な
か
に
は
、
ロ

シ
ア
語
の
ス
タ
ン
プ
の
押
さ
れ
た
手

術
用
の
白
衣
・往
診
時
に
若
た
と
思
わ
れ
る
男
物
の
被
布
(
コ

l
卜
)
な
ど
医
療
の
方
而
か
ら
見
て
む
興
味
深
い
む
の
が
あ

る
。
ま
た
五

f
五
点
の
活
物
の
う
ち
、
肌
に
品
b
近
い
れ
物

で
あ
る
儒
枠
と
、
上
衣
と
情
伴
の
間
に
泊
る
間
着
が

3
訓
を

占
め
、
組
に
な
る
は
ず
の
」
衣
が
な
い
と
い
う
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
よ
の
特
徴
が
あ
る
ζ
と
が
分
か
っ
た
。
出
川附
い
た
ど
い
た

深
山
氏
に
よ
る
と
、
終
戦
後
食
加
を
川
町
る
た
め
に
上
衣
を
先

っ
た
か
ら
だ
と
い
い
、
山
山
h
ぬ
と
こ
ろ
に
峨
や
の
跡
を

μた

思
い
が
し
た
。
こ
の
よ
う
に

一
見
附
在
る
古
析
と
思
え
る
衣

料
の
う
ら
に
む
線
々
な
大
史
が
あ
る
。
こ
の
他
に
白
、
生
主

h 

れ
た
ば
か
り
の
子
供
が
告
た
と
忠
わ
れ
る
和
地
匹

m文
線
縮

緬
綿
入
れ
康
衣
に
は
、
内
側
に
波
の
よ
う
な
し
わ
が
た
く
さ

ん
残
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
子
供
が
足
を
バ
タ
パ
タ
と
動
か
し

て
、
蹴
っ
て
で
き
た
生
前
の
跡
な
の
で
あ
る
。

民
俗
資
料
が
な
味
を
持
つ
の
は
、
こ
う
い
っ
た
事
を
資
料

が
お
っ
た
時
だ
ろ
う
。
使
っ
た
人
の
生
き
方
、
そ
の
叫
H
M
M
と

な
っ
た
時
代
の
あ
り
方
と
い
っ
た
む
の
は
、
残
さ
れ
た
逃
具

や
衣
服
に
慌
実
に
し
る
さ
れ
て
い
く
。
今
後
ら
継
続
さ
れ
て

い
く
経
理
や
調
査
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
次
第
に
明

E

り
か
に
な

っ
て
い
く
と
思
う
。
当
館
に
M
開
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
資
料

を
使
っ
た
こ
と
、
い
や
見
た
こ
と
む
な
か
っ
た
と
い
う
方
々

は
、
民
一市
n
川
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
時
代
の
こ
と
を
考
え
て
み

て
欲
し
い
。
使
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
方
々
は
モ
の
思
い

山
を
弘
達
に
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
よ
り
多
く
の
ζ

と
を

資
料
が
必
れ
る
よ
う
に
。
で
し
て

A
物
に
バ
か
れ
た
庇
史
だ

け
で
は
な
く
、

什刊
の
前
に
あ
る
物
と
の
対
抗
告
通
し
て
庇
山
人

を
感
じ
る
と
い
う
事
む
、
大
切
だ
と
思
う
の
で
あ
・
0
0

葬儀用自特

n屯匝白量減討結説λれ注圭

f下手

西日ホの特色を示す唐箕(様式図)図 t東日本<TJ特色を示す唐箕(様式図)



展
示
品
と
の
対
話
同

史
料
館
所
蔵
の
唐
箕
に
つ
い
て

は
じ
め
に

史
料
館
に
は
、

日
本
人
が
日
常
生
活
の
必
要
さ
か
ら
、
技

術
的
に
作
り
出
し
た
民
具
が
致
多
く
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
こ
れ
ら
の
民
具
を
た
だ
収
蔵
し
て
展
示
す
る
だ
け
で
な

く
、
そ
の
製
作
技
術

・
機
能
な
ど
の
研
究
を
進
め
る
こ
と
が

我
々

に
と
っ
て
は
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら

の
民
只
研
究
に
よ
り
、
民
兵
そ
の
む
の
の
特
徴
だ
け
で
な
く
、

そ
の
恨
本
に
あ
る
、
日
本
人
の
生
活
文
化
の
椛
造
や
体
系
を

追
究
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

そ
こ
で
本
航
で
は
、
史
料
館
所
践
の
唐
箕
を
取
り
上
付
、

そ
の
機
能
な
ど
を
追
究
し
、
そ
の
形
態
の
特
色
を
見
る
と
共

に
、
府
箕
に
利
か
れ
て
あ
る
紀
年
銘
か
・
り
、
流
通
形
態
に
つ

い
て
む
考
察
し
、
人
々
の
生
活
に
民
兵
{
唐
箕
)
が
、
ど
の

よ
う
な
影
締
を
及
ぼ
し
た
か
に
つ
い
て
探
っ
て
い
き
た
い
。

(
l
)
慨
念

ま
ず
庇
筑
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
だ
が
、
わ
か
り
易

く
解
説
し
て
あ
る
の
が
、
『日
本
民
俗
事
典
」
の
説
明
で
、
そ

れ
に
は

「
風
力
を
利
用
し
て
、
品
目
物
の
梢
枝
と
く
ず
わ
ら

な
ど
の
ゴ
ミ
と
を
選
び
分
け
る
設
機
具
。
箕
と
同
じ
仕
事
だ

が
、
能
率
よ
く
機
械
化
さ
れ
て
い
る
の
で
唐
箕
と
い

う
」
と

注
《
l
》

一記
さ
れ
て
い
る
。
殺
粒
を
選
別
す
る
段
具
に
は
、
殺
物
の
比

重
に
よ
っ
て
風
選
す
る
む
の
と
、
殺
物
の
大
さ
さ
に
よ
る
む

の
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
箕
や
底
箕
等
が
前

者
に
あ
た
り
、
千
石
と
お
し

・
万
石
と
お
し
が
後
者
に
あ
た

t
一
判
断
研
究

u
望

友

月

る。

使
川
方
法
は
府
箕
の
ヒ
の
山
川
斗
部
に
性
物
を
抗
し
込
み
、

正
而
の
右
に
つ
い
て
い
る
翼
車
の
把
手
を
回
す
-』
と
に
よ
っ

て
風
を
起
こ
し
、
第
一

の
口

(
重
い
割
引
枝
)
、
第
二
の
口
(
軽

い
く
ず
粒
}
、
第
三
の
口
(
ち
り
)
主
ど
へ
そ
れ
ぞ
れ
落
ち

る
。
作
業
は
一
人
が
挺
車
を
回
し
、

一
人
が
伎
物
を
流
し
込

ん
で
作
業
を
お
こ
な
う
。
流
血
何
し
は
燥
し
い
作
慢
な
の
で
、

年
配
者
が
行
な
っ
た
と
い
う
。

底
箕
は
そ
の
名
が
示
す
と
お
り
、
中
国
か
ら
江
戸
時
代
(
元

緑
川削
)
に
伝
わ
っ
た
む
の
で
、
際
家
に
と
っ
て
は
そ
れ
ま
で

使
用
し
て
い
た
箕
よ
り
進
歩
し
、
震
安
さ
れ
た
民
兵
で
あ
っ

.。
1
 

(2)
特
色

町
箕
の
形
態
は
大
別
す
る
と
、
東
日
本
型
と
西
日
本
型
の

ニ
純
傾
に
な
る
(
図
1
1

を
の
迎
い
と
し
て
は
、
東
日
本
型

が
漏
斗
部
と
本
体
と
が
一
体
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

凶
日
本
型
の
は
、山川

4
部
が
取
り
外
し
白
山
に
な
っ
て
い
る

p

』
と
。
来
日
本
型
が
鍛
物
の
吹
さ
出
す
一
括
口
が
正
問
側
に
、

二
需
口
が
袈
側
に
つ
い
て
い
る
の
に
対
し
、
西
日
本
型
は
両

方
の
口
と
む
正
而
側
に

つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
来
日
本
製
が

正
問
側
か
ら
見
た
形
と
し
て
、
正
方
形
に
近
い
の

に
対
L
.

西
日
本
型
は
、
慌
が
縦
よ
り
約

一
・
三
倍
ぐ
ら

い
長
く
、
長

方
形
の
形
を
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
そ
の
他
に

b
多
く
の
相

退
点
が
あ
る
。
史
料
館
所
蔵
の
唐
箕
b
、
図

2
を
見
て
わ
か

る
よ
う
に、

西
日
本
型
の
特
徴
を
兼
ね
備
え
て
い
る
。
特
に

図
2

史
料
館
所
蔵
の
唐
箕
正
面
図

左
上
の
編
斗
部
が
究
け
て
お
り
‘
把
手
が
つ

い
て

い
る
柱
の
と
こ
ろ
に
「
大
阪
農
人
橋
弐
町
司

E
E

3
》屋

治
兵
衛
」
の
畳
書
が
あ
る
・
唐
箕
町
中
で
は

か
な
り
大
型
的
部
類
に
入
る
。
典
型
的
な
西
日
本

裂
の
特
色
を
示
し
て
い
る
(
図
l
挙
照
)
.「
芦
屋
町

生
活
文
化
史
」
{
芦
屋
市
教
育
委
員
会
発
行
。

一九

七
九
)
よ
リ
転
載
.
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目州
斗
部
が
欠
け
て
い
る
占
、
に
つ
い
て
は
、
西
日
本
型
の
も
の

は
、
取
り
外
し
が
自
由
だ
っ
た
た
め
、
寄
附
者
の
佐
久
間
武

一
氏
の
話
に
よ
る
と
、
運
搬
中
に
落
と
し
て
こ
わ
し
て
し
ま

っ
た
か
、
あ
る
い
は
漏

4
部
ご
と
ど
こ
か
へ
い
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。

そ
し
て
西
日
本
型
の
も
の
だ
と
い
う
決
定
的
な
証
拠
に
は

《

T
H
V

杷
手
が
つ
い
て
い
る
祖
の
と
こ
ろ
に
、
「
大
阪
政
人
柄
弐
口
口

・
・
四
度
治
兵
衛
」
と
い
う
墨
で
告
か
れ
た
銘
が
は
い
っ

て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
大
阪
段
人
柄
に
は
京
産
と
い
う
、
民
円
れ

昨
年
春
、
史
料
館
で
企
聞
し
た
小
さ
な
特
別
日
開

「郷
土
玩

具
に
み
る
生
活
文
化
史
」
が
縁
で
、
先
日
、
思
わ
由
来
訪
を

受
け
た
。
山
中
市
教
育
努
只
会
の
勝
川
本
子
さ
ん
で
あ
る
。

私
が
大
学
卒
業
後
も
参
加
し
続
け
て
い
る
研
究
室
の
古
文
出

合
宿
で
知
り
合
っ
た
人
で
、
現
在
は
文
化
財
担
当
の
属
託
開

口
を
し
て

い
る
、

と
い
う
。

こ
の
特
別
展
は
、

m辺
見
人
前
館
長
が
文
部
省
の
交
換
教

師
と
し
て
、
一
年
間
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
派
山
さ
れ
た
後
、

残
さ
れ
た
ス
タ
γ
フ
で
取
り
組
ん
だ
初
企
聞
だ

っ
た
。

そ
の
概
要
と
狙
い
に
つ
い
て
は
、
本
誌
九
号
に
、
道
谷
卓

研
究
員
が
詳
し
い
阪
稿
を
減
せ
て
い
る
。
私
達
が
こ
の
特
別

肢
を
迎
じ
て
訴
え
た
か
っ
た
の
は
、
郷
土
玩
八
九
は
単
な
る
お

も
ち
ゃ
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
民
俗
行
事
を
モ

チ
ー
フ
に
し
た
も
の
、
宗
教
と
結
び
つ
い
た
も
の
、
首
座
奨

励
な
ど
江
戸
時
代
の
務
政
策
を
象
徴
し
た
む
の
、
木
工
集
団

「木
地
師
」
や

「鍛
冶
屋
」
な
ど
、
あ
る
時
代
、
社
会
的
に

語
嬰
な
役
削
を
果
た
し
な
が
ら
、
長
い
庇
史
の
波
に
む
ま
れ
、

泡
の
如
く
消
え
去
っ
た
人
々
の
足
跡
。
そ
ん
な
隆
史
と
民

な
ど
を
製
造
販
売
し
て
い
た
応
が
、
江
戸
時
代
中
頃
か
ら
大

正
時
代
末
期
ま
で
存
在
し
て

い
た。

『東
区
史

・
経
済
編
』
の
中
で
も
「
明
治
初
年
の
頃
に
は
、

政
人
情
二
丁
目
に
京
医
じ
兵
術

・
同
泊
兵
衛

・
問
治
兵
衛

・

又
農
人
橋
詰
町
に
京
屋
太
兵
衛
等
の
商
舗
が
あ
っ
た
。
」
と
記

住戸時

i

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
史
料
館
所
蔵
の
唐
箕
は
、
大
阪

政
人
柄
の
京
躍
で
製
造
さ
れ
た
西
日
本
型
の
特
色
を
持
っ
た

唐
箕
だ
と
い
う
こ
と
が
以
上
の
こ
と
か
ら
考
証
さ
れ
る
。

(
つ
づ
く
}

俗
の
息
吹
が
、

一
つ
一
つ
の
作
品
の
中
に
生
き
て
い
る
。
そ

れ
を
伝
え
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

。
一山l
市
教
餐
は
、
コ
レ
ク
タ
ー
か
ら
の
寄
附
で
、

約
百をずす~%，，~'J~~%，，~'J~~'J~~'J~~'J~~'J~ 四

千

t:;;'J~~\，~'J~~'J~~'J~~'J~ず~ ~'J~~'J~~'J~ t:l~ 

一史料館からの手紙

文化財と Lての

郷土玩具

占
の
郷
土
玩
具
を
所
献
し
て
い
る
と
い
う
。
政
川
さ
ん
が
担

当
す
る
の
は
、
考
古
学
泌
物
を
除
く
文
化
財
全
般
の
路
邸
だ

が
、
郷
土
玩
日
討
を
調
べ
る
う
ち

に、

そ
の
お
む
し
ろ
さ
に
の

住

(l
)
大
塚
民
俗
M'子
会
編

「日
本
民
俗
市
中
山
(」
、

二
年

(2
)
芳
井
敬
郎

「
位
具
尚
に
つ
い
て
の
民
兵
論
的
考

山県」

『日
本
常
民
文
化
研
究
所
訓
白
報
告
』
第
八

集
、

一
九
八
一
年

(3
)
『
東
区
史
経
済
編
』

一
九
七

一
九
四
一
年

め
り
込
ん
だ
、
そ
う
言
う
の
で
あ
る
。

二
人
で
、
そ
ん
な
訴
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
私
達
の
考
え

が
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
、
改
め
て
羽
び
を
感
じ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
郷
土
玩
具
の
研
究
は
、
美
術
家
、
収

集
家
の
立
場
か
ら
専
り
行
わ
れ
、
文
化
財
と
し
て
の
地
位
を

」
l

分
冊
立
す
る
に
亙
っ
て
い
な
い
の

b
事
実
。
勝
川
さ
ん
が

来
館
し
た
の
ら
、
そ
ん
な
ギ
ヤ

y
プ
の
中
で
、
自
分
の
考
え

を
確
か
め
た
い
と
思
っ
た
か
ら
の
よ
う
だ
つ
た
。

勝
川
さ
ん
と
官
見
の
一
致
を
む
ぷ
と
同
時
に
、
郷
土
玩
HA

を
文
化
財
と
し
て
と
ら
え
る
迩
勢
の
乏
し
さ
、
庇
史
学
、
民

俗
学
の
立
場
か
う
の
再
検
討
の
必
要
を
揃
感
日
ざ
る
を
仰
な

か
っ
た。

-0ー

一
つ
の
小
さ
な
俣
示
が
、
広
が
り
を
も
っ
た
。
そ
の
事
実

を
ま
ず
科
ひ
た
い
。
そ
し
て
、
郷
土
玩
只
の
文
化
財
と
し
て

の
地
位
確
立
を
、
改
め
て
強
調
し
た
い
。
そ
し
て
、
い
ず
札
、

第
二
弾
の
郷
土
玩
具
股
b
、
と
秘
か
に
思
っ
て
い
る
。

(
館
長
代
行
大
国
百
五
)



展
示
品
と
の
対
話
山内

史
料
館
所
蔵
の
「
寛
永
通
宝
L

に
つ
い
て

「
寛
永
通
宝
」
は
究
本
三
年
(
一
六
二
六
)
、
水
戸
の
佐
藤

新
幼
に
よ

っ
て
造
ら
れ
た
の
が
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
る
。

但
し
、
こ
れ
は
幕
府
発
行
の

「寛
永
通
宝
」
の
先
駆
的
主
義

を
む
つ
む
の
で
は
あ
っ
た
が
、
性
佑
的
に
は
水
戸
藩
の
弘
鋳

鋭
と
で

b
zH
う
べ
き
b
の
で
あ
っ
た。

U

市
府
が
公
鋳
銭
と
し
て
の
「
究
水
中
V
A
」
を
発
行
し
た
の

は
覧
本
十
三
年
(
一
六
三
六
)
の
こ
と
で
あ
る
。
以
後
、
部

府
は
明
治
初
期
ま
で
の
約
二
四

0
年
間
に
全
国
に
銭
謹
こ

六
三
六
年
、
幕
府
が
銀
座
年
寄
秋
田
宗
吾
に
命
じ
江
戸
芝

・

近
江
坂
本
に
銭
貨
の
鍛
造
発
行
の
た
め
に
設
け
た
の
が
は
じ

ま
り
)
を
設
け
「
究
永
通
宝
」
を
鋳
造
し
、

一
般
庶
民
の
銭

貨
と
し
て
判
明
し
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
い
っ
て
む
、
技
々

に
は
時
代
劇
の
「
銭
形
平
次
」
で
使
わ
れ
て
い
る
古
銭
と
言

っ
た
ほ
う
が
お
な
じ
み
で
あ
ろ
う。

当
初
は
銭
貨
に
鋳
造
し
た
年
の
年
号
を
記
入
し
て
い
た
が
、

後
に
幕
府
は
鋳
造
し
た
年
の
年
号
に
か
か
わ
り
な
く
「
究
永

通
宝
」
と
い
う
四
字
の
銭
文
を
使
用
し
(
従
っ
て
、
江
戸
時

代
の
銭
貨
は
宝
永
通
宝

・
天
保
通
宝

・
文
久
永
宝
以
外
は
全

て
寛
永
丸
山
宝
で
あ
る
。
)
、
長
期
に
わ
た
り
鈎
造
さ
れ
て
い
た

た
め
、
そ
の
組
組
は
数
百
躯
に
及
ぷ
と

3
わ
れ
て
い
る
。

尚
、
現
在
、
古
銭
家
の
聞
で
は
「
江
本
通
宝
」
を
鋳
造
技

術
の
上
か
ら
ニ

つ
に
分
類
し
、
鈎
ほ
銭
{
ナ
ず
ぽ
せ
ん
)
を

用
い
て
、
母
銭
{
鋳
型
の
こ
と
)
の
密
体
を
通
用
銭
に
そ
の

ま
ま
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
以
後
の
も
の
を

史
料
耐
山
間
冗

u
m出

谷

車

「
新
党
永
」
と
い
い
、

呼
ん
で
い
る
。

そ
れ
以
前
の
む
の
を

「古
克
永
」
と

一一

次
に
「
古
究
永
」
と
「
新
究
永
」
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

(l
)
「古
官
十水
」
に
つ
い
て

「古
克
永
」
は
寛
文
八
年
二
六
六
八
)

に、

後
述
す
る

文
鍛
の
鋳
造
が
始
ま
る
以
前
、
日
本
各
地
に
お
い
て
鋳
造
さ

れ
た
「
従
永
通
宝
」
に
対
す
る
絶
祢
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
江

戸
の
芝

・
浅
草
、
近
江
の
坂
本
、
仙
台
、
吉

m、
怯
本
、
両

国
、
岡
山
、
官
町
竹
田、

川
之
品
、
一
Mmの
辿
仁
寺
、
駿
河

の
沓
谷
、
江
戸
の
鳥
越
な
ど
の
地
で
鋳
造
さ
れ
た
貨
幣
が
あ

る
。
む
と
む
と
は
江
戸
の
芝
と
近

U
の
絞
本
の
ニ
ヵ
所
だ
け

で
鋳
造
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
幕
府
が
「
寛
永
通
宝
」

を
全
国
に
疏
通
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
た
め
前
記
の
よ
う
な
全

国
各
地
に
鋳
造
所
を
作
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

(2
)
「新
寛
永」

に
つ
い
て

「新
克
-
水
」
は
寛
文
八
年
二
六
六
八
}
江
戸
の
仙
出
戸
村

で
幕
府
直
結
に
よ
っ
て
鋳
造
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。

こ
の
仮
初
の
「
新
江
永
」
は
「
文
銭
」
と
古
い
、
こ
れ
は
立

文
年
代
に
で
き
た
こ
と
を
示
す
た
め
に
銭
の
背
而
に
あ
る
内

郭
の
上
に
「
文
」
の
一
字
が
鋳
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
き

て
い
る
。
こ
の
「
文
銭
」
に
つ
い
て
は
新
井
白
石
の

『折
た

く
柴
の
記
」
に
ら
「
寛
文
の
時
、
凡
十
六
年
の
問
、
百
九
十

七
万
貨
の
銭
を
鋳
出
せ
り
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期

;;~ 史料館「寛永通宝J 所蔵リスト

名 称 年代(西暦) 位致 鋳造場所

{古'fi.永)浅草銭 先永13年(J636) 江戸浅草

(新究永)島屋文 1E文 8j1三(1668) 2 江戸亀戸村

11 )正字文 M 11 2 11 

11 )延宝l閤鍛造銭 延宝元年(1673) 2 11 

11 )四ツ宝銭(広永) 31永5年(1708) 3 11 

11 )丸屋銭 正徳 4年(1714) 11 

11 )草保j問(背広佐) 事保2年(1717) 越後国佐渡郡中目川

11 )京都じ条銭(退永) 事保11年(1726) 京都七条

11 )鹿ノ尾小字(十万坪) 元文元年(J736) 江戸深川十万坪

11 )細字背元(大坂) 'J'i保元年(1741) 2 大坂高iIl新地

11 )IE字11波(四文銭) nJj和 6年(J769) 5 江戸深川千田新田
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に
非
常
に
多
く
の
鍛
貨
を

m帥
附
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

し
か
し
、
江
戸
時
代
も
中
期
以
後
に
な
る
と
紫
材
の
不
足
か

ら
鉄
で
造
っ
た
欽
一
文
銭
や
、
明
和
則
二
七
六
四

i
一
七

七
こ
に
は
一
文
銭
よ
り
ひ
と
回
り
大
き
い
、
叫
け
に
波
型
の

あ
る
凶
文
銭
(
一
枚
で
四
文
に
通
用
)
が
登
場
し
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
新
立
永
」
は
そ
の
後
、
明
治
二
年
二

八
六
九
)
ま
で
の
二
百
年
間
、
庶
民
の
銭
貨
と
し
て
親
し
ま

れ
、
日
本
各
地
で
造
ら
れ
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三
数
百
樋
と
言
わ
れ
る

「江
本
通
白
血
」
の
中
で
、
史

料
館
に
は
合
計
二
十
一
日
政
の
「
兆
永一
通
宝
」
が
所
蔵
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の

「覧
車
泊
安
」
を
芦
副
市
教
育
袋
n
H
会
の

岩
本
昌
三
氏
に
御
協
力
い
た
だ
き
、
組
類
の
選
別
を
し
て
い

た
だ
い
た
と
こ
ろ
、
十
一
刷
新
の
「
立
氷
通
宝
」
に
分
知
で

さ
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
そ
の
内
わ
け
は
「
古
江
本
」
が
一

部

一
枚
、
「新
克
永
」
が
十
組
二
十
枚
で
あ
り
、
「新
克
永
」

の
中
に
は
四
文
鍛
が
一
刷
五
枚
含
ま
れ
て
い
る
よ
詳
し
く
は

前
頁
の
史
料
館
「
克
永
通
宝
」
所
蔵
リ
ス
ー
を
参
照
)

中
で
も
目
を
ひ
く
む
の
は
「
新
立
永
」
の
う
ち
、
通
称
「品

展
文
」
と
い
わ
れ
る
「
見
永
通
宝
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
寛
文

八
年
二
六
六
八
)
、
江
戸
亀
戸
村
で
鋳
造
さ
れ
た
、
銭
の
背

面
に

「文
」
と
い
う
字
が
あ
る
「
文
銭
」
で
、
こ
の
「
文
」

と
い
う
字
の
字
体
が
「
島
屋
文
」
と
い
う
俗
称
で
呼
ば
れ
て

い
る
む
の
で
あ
る
。
こ
の

「品川
民
文
」
の
「
立
永
通
宝
」
は

現
存
す
る
数
が
少
な
い
た
め
か
、
古
銭
家
の
問
で
は
訓
常
に

日
制
な
舶
が
つ
付
ら
れ
て
お
り
、
山

H
Rな
資
料
と
宮
え
よ
う
。

数
百
舶
あ
る
「
究
-
亭
岨
宝
」
の
う
ち
、
わ
ず
か
十
一
組
、

二
十
一
枚
の
そ
れ
で
は
あ
る
が
、
そ
の

一
枚
一
枚
に
は
そ
れ

ぞ
れ
違
っ
た
飽
き
が
あ
り
、
当
時
そ
れ
を
使
っ
た
人
々
の
ぬ

さ
て

く
む
り
が
時
代
を
越
え
て
今
ζ

こ
に
よ
み
が
え
る
よ
う
で
あ

る。
「克
永
通
宝
」
の
ほ
か
に

b
多
く
の
貨
幣
資
料
が
史
料
館

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
b
次
の
機
会
に

紹
介
し
て
み
た
い
と
思
う
。

寛永通宝「島屋文」寛文目年 (1668) 

寛永通宝「当四銭正字(11波)J明和 6

年 (1769)これ一枚で通常の寛永通宝

4枚に相当

取
り
扱
い
書
籍

近
世
土
地
制
度
史
料

一O
O
O
円

近
世
山
政
民
政
史
料

一O
O
O門

二
五
O
内

三
O
O円

九
八
O
円

L
K
〉
守

ノ
ノ
〈

F

血
邸
巡
の
住

京

一

O
O円

魚
川
出
辺
マ
y
プ

一

O
向

指
い
砂
泌
と
背
い
尚

二
O
O円

兵
仰
の
街
道
い
占
む
か
し

一
0
0
0円

民
仰
の
伝
治
前

一
地

一
O
O
O円

兵
防
の
伝
説
第
二
県

一二

O
O円

鎖
国
前
夜
の
海
外
見
て
あ
る
記
六
五
O
門

旧
加
古
郡
の
辺
際
朱
i

五
O
O円

一
九
八
三

九
月
1
八
四

・
八
月
合
間
本

二
五
O
O円

八

O
O
円

七
O
O
O内

一O
O
O円

本
庄
付
史
資
料
編
節

一
巻

本
庄
村
史
資
料
制
第
二
巻

神
戸
の
歴
史
ノ
i
卜

班
漉
歴
史
散
些

神
戸
の
歴
史
掠
検

神
戸
の
伝
説
倣
宇

-8ー

道鹿
児

鹿

児

削
刊
百
号
記
念

選
・
神
戸
地
方
史
の
研
究

兵
庫
の
博
物
館

史
料
館
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ

yz

史
料
館
l
シ
ャ
ツ

(M
-
L
l
}
一二

O
O門

史
料
館
パ
ッ
ジ

二
五
O
川

的
以
辺
通
行
乎
形

三
五
O
何



摂
津
の
考
古
学
か
ら
み
た
東
灘
臼

東
灘
区
の
周
辺
で
、
発
砲
調
査
と
い
う
科
学
的
手
段
が
附

い
ら
れ
て
実
的
の
知
り
れ
て
き
た
制
文
泣
跡
の
附
矢
と
い
え

ば
、
誰
ち
が
芦
屋
の
朝
日
ヶ
丘
遺
跡
を
あ
げ
る
こ
と
だ
ろ
う
ロ

し
か
し
、
こ
の
泊
跡
は
長
い
研
究
史
が
あ
る
に
む
か
か
わ
ら

ず
、
定
外
と
そ
の
性
格
は
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
今

回
は
こ
の
遺
跡
を
紹
介
し
、
弘
な
リ
に
問
川
四
点
の
い
く
つ
か

を
監
理
し
て
お
こ
う
と
思
う
。

報
日
ヶ
丘
遺
跡
(
芦
屋
市
朝
日
ヶ
丘
町
)

芦
屋
市
の
東
部
、
六
甲
山
地
南
館
の
六
鎚
荘
台
地
の
西
端

か
ら
南
方
沖
叡
平
野
に
向
っ
て
派
出
す
る
削
日
ヶ
丘
尾
般
の

前
而
桃
山
間
台
地
上
に
立
地
す
る
。
傑
h
川
は
五

O
ぷ
ふ
白
川
後
し
、

南
西
方
へ
の
見
附
う
し
が
良
好
で
.
現
在
は
林
立
す
る
戸
川
町

で
有
数
の
マ
ン
シ
ョ
ン
詐
を
な
が
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
遺
跡
は
、
一
九
六
四
年
の

H+昌
、
市
立
芦
民
病
院
に

至
る
道
路
の
造
成
工
事
中
、
一
占
の
黒
っ
ぽ
い
土
器
片
を
採

取
し
た
県
立
芦
屋
尚
校
の
一
生
徒
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
。

発
見
者
の
佐
々
木
幸
雄
氏
は
私
が
古
川
校
時
代
入
部
し
て
い
た

史
学
研
究
部
の
五
年
院
先
般
で
あ
り
、
現
在
は
一
流
会
社
の

エ
ン
ジ
ニ
ア
と
な
っ
て
海
外
で
活
開
削
し
て
い
る
つ
し
く
、
考

古
学
か
ら
は
す
っ
か
り
述
ざ
か
っ
て
い
心
ら
れ
る
が
‘
当
時
は

芦
の
芽
グ
ル
プ
き
つ
て
の
考
古
少
年
で
、
こ
の
追
跡
を
み

つ
け
た
時
b
、
お
そ
も
く
彼
独
特
の
直
観
力
が
働
い
た
に
違

い
な
l

。

当
時
、
採
集
さ
れ
た
烈
っ
ぽ
い
土
器
の
い
く
つ
か
は
藤
川

日

M
市
軒
町
長
U
A
2

森

岡

秀

術
作
氏
宅
に
届
け
・
つ
れ
た
と
い
う
。
弥
生
土
躍
と
は
全
く
即
時

な
る
色
調

・
総
質
の
土
加
を
一
見
し
て
、
こ
れ
は
古
い

b
の

だ
ろ
う
と
藤
川
氏
む
推
察
し
、
同
年
四

1
五
月
、
村
川
行
弘

氏
が
担
当
者
と
な
っ
て
緊
急
発
侃
剥
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。

調
査
の
機
会

bmえ
た
現
在
、
こ
の
発
砲
を
第
一
次
調
査
と

岬
ん
で
い
る
。

第
}
次
調
査
は
、
道
路
面
の
披
地
や
側
滑
川
削
築
時
の
応
急

的
な
発
械
で
あ
っ
た
た
め
、
南
北
わ
ず
か
三

O
Uと
山
限
定
さ

れ
た
地
域
を
調
べ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
時
、
縄
文
前
期

七
開
聞
の
岡
市
純
包
含
岡
山
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
発
抱
区
は

A
1

D
の
凹
プ
ロ
y
ク
に
分
け
ら
れ
、
日
地
区
で
は
表
土
(
耕

i
}
・粘
土

M
・砂
白
土
附
・灰
出
色
粘
土
附
・褐
色
粘
土
附

・

砂
町
土
肘
鉄
分
合
侵
悩
が
約
一

・
五
幻
堆
航

L
.
そ
の
下

に
叩
味
約
三

O
HMの
縄
文
土
器
包
含
附
が
と
う
え
う
れ
た
の

司

izの
'o
。

包
含
脳
直
下
の
地
山
一
聞
に
は
堅
く
し
ま
っ
た
加
工
而
が
あ

り
、
ピ
ッ
ト
が
宮
製
し
て
い
る
。
地
山
よ
り
一
段
向
い
ベ
ッ

ド
の
上
に
深
さ
約
三

O
今
の
竪
穴
を
穿
ち
、
床
而
と
し
て
い

た
よ
う
で
、
附
丸
方
形
部
告
白
す
る
ニ
と
ら
あ
っ
て
、
一
応

住
居
晶
状
の
生
活
社
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
泣
怖
か
ら

は
、
三
個
体
分
の
土
碍
む
出
土
し
て
い
る
。

D
地
区
で
ら
最
下
問
に
お
び
た
だ
し
い
打
製
石
鍬
を
伴
う

縄
文
，
川
期
土
協
の
包
含
川
が
辿
宵
し
、
石
匙

・
6
H斤
・
叩
右

な
ど
の
石
器
au
多
数
倹
出
さ
れ
て
い
る
。

辿
跡
は
こ
の
調
査
後
、
本
物
的
な
発
問
問
調
査
を
経
な
い
ま 人

主
、
問
辺
で
宅
地
化
が
進
ん
だ
。
こ
の
ま
ま
で
は
遺
跡
の
全

容
が
明
る
く
な
ら
生
い
う
白
に
消
滅
す
る
危
険
性
む
あ
る
。

事
態
を
深
刻
に
と
ら
え
た
芦
の
穿
グ
ル
ー
プ
は
、
戸
民
市
に

公
開
質
問
状
今
一
出
し
た
り
、
遺
跡
保
存
に
向
け
て
の
要
笠
丹

を
提
出
し
た
。
ま
た
、
市
民
集
会
を
開
催
し
て
.
白
民
巡
品
川

の
向
ま
り
を
希
求
し
た
。
時
は
一
九
七

O
年
の
前
後
、
下
火

と
は
い
え
、
全
共
闘
必
助
、
大
学
闘
争
の
協
惣
も
あ

っ
て
、

地
元
の
若
者
た
ち
に
よ
る
朝
日
ヶ
丘
遺
跡
の
保
存
巡
肪
は
、

今
か
う
岡
山
え
ば
か
な
り
過
激
な
部
分

b
あ
っ
た
。

当
時
、
グ
ル
ー
プ
員
は
朝
日
ヶ
丘
遺
跡
を
附
刑
務
制
と
と
・勺

え
、
泣
跡
範
附
の
依
定
、
川
副
一
市
川
造
の
実
態
な
ど
を
論
却
し
、

そ
の
削
、
純
文
集
落
論
に
旋
風
を
ま
さ
起
し
て
い
た
水
野
正

好
氏
の
二
棟
三
単
位
の
附
造
論
主
ど
に
強
い
関
心
告
示
し
て

い
た
よ
う
に
記
憶
す
る
。
し
か
し
、
朝
日
夕
丘
遺
跡
で
唯
一

検
出
さ
れ
た
住
居
祉
状
の
退
陣
附
の
み
で
は
、
資
料
不
足
は
宥

め
ず
、
行
政
む
保
存
運
動
側
む
実
態
抜
き
の
机
上
の
空
論
に

走
る
怖
れ
も
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
市
関
係
者
の
尽
力
b
あ
っ
て
巡

跡
の
即
位
要
部
が
公
共
用
地
と
し
て
取
得
さ
れ
、

一
九
七
三
年

に
は
、
国
印
補
助
引
哲
に
よ
っ
範
閤
箆
認
調
査
が
実
施
さ
れ

た
。
こ
の
謂
査
は
今
は
亡
き
藤
井
祐
介
氏
が
担
当
し
た
。
縄

文
土
掠
研
究
の
権
城
山
内
山
川
列
博
士
に
師
事
し
て
、
関
東
地

方
で
組
文
時
代
や
旧
石
総
時
代
の
研
究
を
専
攻
し
た
氏
の
能

力
は
、
関
西
で
む
末
永
雅
雄
問
士
の
限
に
と
ま
る
と
こ
ろ
と

な
り
、
時
惜
し
い
朝
日
ヶ
丘
遺
跡
で
の
本
領
発
仰
が
期
待
さ
れ

た。

-9ー

調
査
は
と
く
に
束
西
へ
の
遺
跡
の
広
が
り
を
担
撮
す
る
こ

と
に
掻
占
…
が
位
か
れ
、
東
側
に
三
ト
レ
ン
チ
一
一

発
掘
区
が
、

西
側
に
八
ト
レ
ン
チ
二
七
発
掘
区
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
結
果
、

w
-X区
と
咋
称
さ
れ
た
特
定
の
発
銀
拡
に
遺
物



集
中
地
内
'
が
認
め
ら
れ
た
が
、
M
川
日
的
に
右
刷
出
組
成
が
担
阪

で
き
る
発
問
問
区
は
全
く
存
在
せ
ず
、
多
討
の
縄
文
則
石
山
M
b

そ
の
山
土
状
況
に
安
定
刊
を
欠
い

て
い
た
。

第
二
次
初
恋
と
呼
ん
で
い
る
こ

の
発
銅
に
は
、
学
生
で
あ

っ
た
私

b
何
度
b
現
幼
に
n止
を
巡
び
、
制
作
者
の
牒
引
氏
か

ら
発
掘
の
状
況
を
直
接
教
え
て
も
ら
っ
て

い
る
。
当
時
、
牒

引
さ
ん
は
、
「
な
か
生
か
い
い
石
持
が
出
る
け
ど
、
包
合
川
川が

ボ
ル
ダ
ー
(
流
石
群
)
で
乱
さ
札
、
本
体
が
な
か
な
か
っ
か

め
な
い
。
辿
併
は
残
っ
て

い
な
い
か
む
し
れ
な
い
よ
と
、
む

り
し
て
い
た
。
ボ
ル
ダ
ー
と
は
、
こ
の
追
跡
の
発
掘
状
況
を

淵
べ
た
地
質
学
名

J

山
間
保
夫
氏
が
三

1
一
O
万
年
，
川
く
う

い

の
む
の
と
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
て
使
わ
れ
た
花
山
岡
岩
巨
石
昨
の

乱
取
印
刷
を
指
し
て
使
わ
れ
た
川
初
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
矧

似
し
た
現
象
を
私
も
芦
屋
の
多
く
の
発
侃
現
渇
で
尚
認
し
、

そ
の
術
訴
を
路
興
し
て

い
る
。
だ
が
、
ボ
ル
ダ
ー
の
形
成
年

代
を
同
定
す
る
ζ

と
は
な
か
な
か
雑
し
く
、
朝
日
ヶ
丘
遺
跡

の
場
合
む
前
則
土
総
単
純
附
と
の
関
係
が
け
っ
し
て
明
瞭
に

な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

第
二
次
却
資
か
ら
三

1
間
作
を
H
M
て
、
地
跡
向
辺
は
ま
す

ま
す
宅
地
化
が
進
み
、
市
有
地
約
二
九
五
九
平
方
れ
に
も
保

行
所
辿
設
の
話
な
ど
、
公
共
川
地
利
川
の
け
川
両
が
山山
さ
れ
た
。

さ
り
に
、

一
九
八

一
年
に
な
る
と
、
本
決
ま
り
と
な
っ
た
市

1973年の第 2主調査風景

』
地
区
民
会
所
組
設
に
伴
う
引
前
訓
育
、
附
附
屯
力
-H

川
正
日
制

鉄
搭
移
設
工
事
に
伴
う
事
前
調
査
が
計
画
さ
れ
た
。

乙
の
訓
有
は
、
川
石
山川

ω研
究
者
と
し
て
世
界
的
に
む
広

く
認
め
り
れ
て
い
る
山
中

一
郎
氏
が
担
当
し
、
私
色
調
査
円
以

と
し
て
参
加
し
た
。

第
三
払
調
査
で
あ
る。

こ
の
発
協
で
は
、
次
第
に
出
傷
し
て
き
た
文
化
財
保
護
運

動
の
総
指
的
立
味

b
旅
ね
、
何
度
の
純
間
協
総
訓
査
と
告
発

資
料
抽
出
の
た
め
の
土
岐

・
花
粉
な
ど
各
組
理
化
学
分
析
調

内
b
品
行
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る。

訓
在
地
出
H

は
市
迎
京
側

北
半
の
苅
所
部
に
四
か
所
、
西
側
W
-
X
区
東
方
に
グ
リ
ァ

ド
五
か
所、

'品
川
に
近
い
州
半
部
に
ト

レ
ン
チ
三
本
が
せ
れ

ぞ
れ
設
定
さ
れ
、
初
め
て
原
佐
川
山
論
的
な
発
掘
が
行
わ
れ
た
。

市

w
-F1ji

t

-

‘t
 

M
川

'

l
u

10ー

戸、-
、

造情抽出地点付近にあった記念碑

T; 
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そ
の
結
川
市
、
道
路
東
側
の
高
位
部
で
は
大
阪
出
詳
の
刊
堆

剛
山
状
況
が
想
定
で
き
、
ボ
ル
ダ
ー
の
多
い
凶
側
と
は
地
質
的

に
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ポ
ル
ダ
は

西
方
に
い
く
に
し
た
が
い
浅
い
位
置
と
な
り
、
現
在
の
道
路

一
間
あ
た
り
が
南
北
方
向
に
微
支
谷
を
形
成
し
、
泣
物
の
流
動

が
こ
の
浅
い
谷
づ
た
い
に
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。

R
一
二
区
で
は
、
上
回
に
あ
る
ボ
ル
ダ
ー
か
う
ク
レ

ー
ン
を
使
っ
て
除
石
し
、
困
難
な
発
明
聞
を
進
め
た
こ
と
を
山
比

え
て
い
る
。
ニ
の
区
画
か
告
は
朝
日
ヶ
丘
遺
跡
で
初
め
て
弥

生
土
器
片
や
中
世
の
土
釜
片
が
出
土
し
、
妙
に
新
鮮
な
気
分

に
浸
一っ
た
も
の
で
あ
る
。

発
掘
深
度
が
附
す
と
、
岩
波
は
き
り
に
大
き
く
な
り
、
山

中
氏
は
こ
れ
を
も
っ
て
流
土
椴
般
の
恨
拠
と
み
な
し
、
旧
石

器
の
良
好
主
資
料
は
得
・り
れ
に
く
い
む
の
と
判
断
し
た
。

第
二
次
調
査
の

w
-
X区
に
隣
接
す
る

R
二
O
慌
で
は
、

八

O
O点
に
む
の
ぽ
る
石
烈
遺
物
が
服
認
さ
れ
、
散
布
の
中

心
が
迫
証
さ
れ
る
と
と

b
に
、
そ
の
大
部
分
が
純
文
文
化
則

の
む
の
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
発
銅
区
の
粒
度
分
析
結
巣
は
、

疏
れ
の
遅
い
粒
度
の
鷲
な
椛
剛
山
物
の
上
併
に
ポ

ル
ダ

の
附

が
存
在
し
、
そ
れ
〉
は
明
・
り
か
に
風
化
し
、
パ
イ
ラ
ン
土
に

な
っ
て
い
る
部
分
zり
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
朝
日
ク
百
追
跡
の
川
地
形
、
織
的
環
境
は

非
常
に
住
維
で
め
り
、
た
め
に
第
一

1
三
次
の
調
査
の
結
mI

と
解
釈
に
も
微
妙
な
相
違
を
む
た
ら
し
て
い
る
。

次
号
で
は
、
包
含
脳
の
制
絡
の
違
い
、
住
居
社
様
の
地
山

控
形
逃
附
の
評
価
、
出
土
純
文
土
協
の
地
域
性
な
ど
、
さ
ら

に
細
部
に
わ
た
っ
て
、
問
題
点
に
監
理
を
加
え
て
い
き
た
い
。

{
つ
づ
く
}

朝
日
ケ
丘
遺
跡
の
温
景
(
一
九
七
三
年
二
月
、
車
方
よ
り
)

-
ス
タ
ッ
フ
か
ら
一
言
.

4w
近
年
の
技
術
革
新
に
よ
り
、
私
達
の
身
の
回
り
か
う
、
数

多
く
の
伝
統
的
な
民
共
が
急
速
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
リ
ま
す
。

史
料
館
で
は
そ
れ
り
の
民
円
芳
二
つ
で
も
、
後
世
に
伝
え
る

た
め
、
収
集
に
努
力
を
続
け
て
い
ま
す
。
今
後
ら
資
料
寄
贈

が
あ
札
ば
上
告
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

(Y

M

)

*
た
だ
い
ま
本
庄
共
同
基
地
を
中
心
に
石
造
辺
品
の
調
査
を

行
な

っ
て
い
ま
す
。
近
く
に
あ
る
お
地
蔵
さ
ん
な
ど
の
石
造

迫
品
な
ど
の
お
話
ご
ざ
い
ま
し
た
・
3

ま
た
お
し
え
て
下
さ
い
。

(H
-
M
)
 

*
現
宜
、
戦
争
資
料
及
び
貨
幣
の
調
t
H
及
び

カ

ド

作

成
の

進
行
中
で
す
。
尚
、
当
館
で
は
戦
争
資
料
の
中
で
む
、
戦
時

下
の
生
活
に
関
す
る
資
料
、
特
に
、
防
空
ず
さ
ん
、
国
民
服
、

モ
ソ/
ぺ
、
干
人
斜
、
慰
問
袋
な
ど
の
資
料
が
不
足
し
て
お
り

主
1
0
こ
れ
り
の
資
料
を
お
持
ら
の
方
は
当
館
に
寄
附
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

(T
-
M
)

*
三
月
初
め
よ
り
図
川
監
理
の
活
動
を
開
始
し
ま
し
た
。
こ

れ
か
つ
が
ん
ば
り
主
す
の
で
宜
し
く
お
願
い

し
ま
す
。
(F
-

A
)
 

*
京
税
、
と
共
に
新
し
い
生
活
が
始
ま
り
、
今
、
問
中
川
悦
紫
の

状
態
で
す
。
お
ら

つ
い
た
ら
、
が
ん
ば
っ
て
い
き
ま
す
。

「
「
E
d

・
N
)

*
今
年
一
年
間
希
望
大
学
に
余
裕
で
受
か
る
よ
う
に
が
ん
ば

り
ま
す
ロ
史
料
館
の
方
は
あ
ん
ま
り
来
れ
ま
せ
ん
が
来
年
に

は
必
ず
彼
州
し
ま
す。

(Y
・
O
)

*
前
々
か
ら
や
ろ
う
と
し
て
い
た
図
告
の
監
理
を
や
っ
と
始

め
ま
し
た
。
今
年
は
向
か
一
つ
大
き
な
布
引
を
や
り
た
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

(N
・
A
)

11-
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友の会 W;4，1回例会(参加者 26名)

62年度伸戸史学会日授賞式

記念日理出 「兵庫の庭凶JiLIj H氏

友の合言145回例会(杏1111有 60名)

故若林恭氏 自作集Ijj版記念シンポジ ワム

;; I\1 i~i fJ忠史学とジ t ナリズム」干T引恭氏

「兵lilI以下の近世史研究と帯林氏J八木質浩氏

「経済史研究とi射しJ11辺洋太郎氏

「弥生時代山地甘梨市と伯母野山ill跡」森岡秀人J.，

18~，) 

史料館司区務局主事史料館日誌抄

S62{手

10月10日

23FI 

II ~I 3日

12月6日

友の会第'16回例会(参加町

史学 会第24四例会

rn合村の成立と 'f1H出制下のj也峨附iilJ大国I仁美氏

「石刊と石~î[殿について」 北湿聴一郎氏

魚崎小学校3年生(見学者 248名)

本山南小学校 3年生(見学者 101名)

東灘小学校 31:1生(見学者 218名}

本庄小学校3年生(見学者 215名)

本山2f:D 小学校 3年生(見学者 198名)

友の金 !n4i回例会 (参加1'1-" 105名)

パスツアー「盟徳太子のmをlWねるJ

友の会 第 18回例会 (参加的 38名)

史料館開設 7)'1年記念 ・友の金総会

的手irニ ュージーラ ン ドと日本との交沙史市説」 日 I辺 O~人J\:

fi'!i池小学校 3均生(見学r，. 146名)

35名)

56311' 

1 )'117日

22日

23日

26日

2月5日

6日

7日

11日

研修会への館員派造

562. 10. 16 

兵庫県同物館協会学芸以連絡会限

学芸員会議の趣旨説明と協議

見学特別展「姫路城とその時代」

(派遣館員館長代行大国正美)

562. 11. 20 

兵附~;~博物館協会第 2 回研修会

見学 柿拍f文出「鬼rrにl闘する常設限」

伊丹市立博物品lf伊丹の自然とL'l史J
副i川美術館「装飾と写生JI也

(派JJ1trtlw研究n辺谷!;J 望月友二)

561. 2. 4 

N'戸大学教育学部六甲山総合力リキュ

ラム研究会

第 l四六甲山総合カリキ 1ラム研究

発表会

公|出俊業f.(~r，昆.ìûを訪ねて」

「六申J1Jの.'tい立ら」

研究協議

(派泊館只研究員望月友二)

563. 2. 18 

昭和62年度判長物館資料l[ji扱研修会

資料のl恒級いについて

講義「資料取鍛の基本J木村盟主氏

(lltf立歴史問物館学芸部長)

間殺と突出j

「仏像O)I[ji敏方m戸佳文氏

(県立医史博物館学芸員}

「絵画 ・工芸のl[ji扱方Hi'村平氏

(県立歴史博物館学芸品)

「文占の取扱方」松判良枯!¥:

(fA立歴史博物館学芸員)

(派遣館員研究凸道谷卓 ・盟)'1友ニ)
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20日

締/淡路文化史料館 ・科研/永井久主

男 ・ ， r~裕 6 山/矢砧文子 ・ 防空 10 ん/
出脇はつ ・ i立版図hlH~tðÍ'他 2 占/赤松tfl

附 ・古川柳うたUか。た/腸KiI帥也 ・五

イ奇術I'j風呂/小野朝雄 易経 2IHV今村

治子 ・:日時/寺本主山主 ・絵ハメf子

資料寄II活者ご芳名(刈

町lf(] (j 211~ 9月以降

敬紘略

大l司正主 』蹄/伊1J.!玲子 ・ .， I~柿/相原

正b1-:日結/7[(主党 ・';u気のカサ/ヨl月
浩 ・紙幣 5市/杉浦和1J• 1， I ~ru95占ノ西

尾公一 ・世話16占/主塚市教育安民会 -

'r~I 1i'f ，1 内/尼崎市立地域研究史料館 ー ~.!..t
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