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講
師
／
太
田
三
喜(

当
館
学
芸
員)

列
品
解
説

　

日
時
／
４
月
26
日(

火)

・
５
月
26
日(

木)

　
　
　
　

い
ず
れ
も
午
後
１
時
30
分
か
ら

　

会
場
／
当
館
３
階
企
画
展
示
室
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瓦
は
日
本
で
発
明
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
日
本
の
瓦
は
今
か
ら
約
１
４
０
０
年

前
、
飛
鳥
寺
建
立
の
た
め
に
朝
鮮
半
島
の
百
済

よ
り
や
っ
て
来
た
技
術
者
が
、
瓦
の
作
り
方
や

紋
様
の
施
し
方
を
伝
え
た
こ
と
に
始
ま
り
ま

す
。
そ
の
た
め
三
国
時
代
の
百
済
の
瓦
と
飛
鳥

寺
創
建
当
初
の
瓦
は
よ
く
似
て
い
ま
す
。

　

東
ア
ジ
ア
の
瓦
は
、
さ
ら
に
そ
の
系
譜
を
さ

か
の
ぼ
れ
ば
中
国
に
た
ど
り
つ
き
ま
す
が
、
中

国
の
瓦
は
紀
元
前
11
世
紀
に
興
っ
た
西
周
で
作

ら
れ
た
も
の
が
起
源
で
す
。
当
初
の
瓦
に
は
紋

様
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
や

が
て
軒
先
に

紋
様
を
も
つ

軒
瓦
や
棟
端

を
飾
る
鬼
瓦

な
ど
が
生
ま

れ
、
甍い

ら
かを

豊
か

に
飾
り
始
め
ま
し

た
。
軒
瓦
は
軒
の
先
端
部
分
を
飾
る
瓦
の

こ
と
で
、
丸
瓦
の
列
の
先
端
部
分
を
軒
丸

瓦
、
平
瓦
の
列
の
先
端
部
分
を
軒
平
瓦
と

よ
び
、
そ
れ
ぞ
れ
に
長
い
歴
史
と
独
特
の

紋
様
を
も
っ
て
い
ま
す
。
瓦
に
表
さ
れ
た

意
匠
は
時
を
超
え
、

や
が
て
現
代
の
伝

統
工
芸
に
も
生

か
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

　

今
回
の
企
画
展

で
は
、
当
館
が
所
蔵
す

る
瓦
の
中
か
ら
東
ア
ジ
ア
の
瓦
を
概
観
し
、

瓦
の
歴
史
と
瓦
が
も
つ
紋
様
の
美
し
さ
を
、
考

古
学
と
美
術
史
の
観
点
か
ら
眺
め
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

◇
◆
◇
関
連
叻
吰
呉
吟
◇
◆
◇

◇
講
演
会
<1>

厘
瓦
叐
厒
厦
叅
厒
及
厵
又
厒

厑
厑
厑
厑
厑
厑

及
叏
叩
厨
双
厹
叇
生
叟
れ
叀
厭
厙

　

日
時
／
４
月
16
日(

土)

午
後
１
時
30
分
か
ら

　

講
師
／
大
脇　

潔
氏

　
　

(

近
畿
大
学
文
芸
学
部
文
化
学
科
教
授)

　

会
場
／
当
館
研
修
室

◇
講
演
会
<2>

厘
歴
史
情
報
源
叉
厹
叇
叏
瓦厑

厑
厑
厑
厑
厑
厑
厑
厑
厑
厑
厑
厑
厑
厑

卣
文
様
叏
語
叫
卣
厙

　

日
時
／
５
月
21
日(

土)

午
後
１
時
30
分
か
ら

　

講
師
／
上
原
真
人
氏

　
　

(

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授)

　

会
場
／
当
館
研
修
室

第
２
０
和
回
吟
呎
吆

呍
同
呉
吊
呎
吂
呉

厘
東
叹
吏
叹
叏
古
代
瓦

厑
厑
厑
厑

卣
企
画
展
可
叩
叫
理
解
去
召
叀
叢
双
卣
厙

　

日
時
／
４
月
23
日(
土)

午
後
１
時
30
分
か
ら

　

会
場
／
当
館
研
修
室

東
ア
ジ
ア
の
古
代
瓦

朝鮮半島 ・ 慶州出土
統一新羅時代　高さ　24.2cm

―

そ
の
起

源

と

源

流

―

第
62
回
企
画
展

◇
会
期
／
咉
月
咋
日(

水)

哎
咋
月
咋
日(

月)

◇
会
場
／
咈
階
企
画
展
示
室

天理参考館

ニュースレター

蓮華紋軒丸瓦　
朝鮮半島半島

、蔵
す

紋
半

蔵
す

紋軒丸瓦
半島

文
字
紋
軒
丸
瓦

中国 ・ 漢　径 17.5 ㎝

　

こ
の
瓦
の
正
面
（
瓦
当
部
）
に
は
「
長
楽
未

央
」
と
い
う
文
字
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
長

楽
」
は
長
楽
宮
、「
未
央
」
は
未
央
宮
の
こ
と
で
、

と
も
に
中
国
前
漢
の
都
で
あ
る
長
安
に
あ
っ
た

宮
殿
で
す
。
長
楽
宮
は
高
祖
劉
邦
に
よ
っ
て
建

て
ら
れ
ま
し
た
が
、
次
の
恵
帝
が
「
未
央
」
宮

を
建
設
し
て
か
ら
は
、
長
楽
宮
は
皇
太
后
の
宮

殿
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
瓦
に
は
こ
う
い
っ
た

歴
史
を
示
す
文
字
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た

「
長
楽
未
央
」
と
い
う
文
字
は
古
く
か
ら
吉
祥

文
字
と
し
て
親
し
ま
れ
、「
喜
び
は
末
永
く
尽

き
る
こ
と
が
な
い
」
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
こ

の
ほ
か
に
、
朝
鮮
半
島
の
楽
浪
土
城
か
ら
出
土

し
た
「
楽
浪
富
貴
」
と
書
か
れ
た
瓦
も
展
示
し

ま
す
。
こ
ち
ら
も
吉
祥
文
字
と
し
て
古
く
か
ら

知
ら
れ
た
文
字
瓦
で
す
。(

太
田)
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査
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。
ま
だ
、
レ
ヘ
シ
ュ

が
ア
ナ
ハ
ラ
ト
で
あ
る
と
い
う
確
証
は
得
て
い

ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ま
で
に
様
々
な
成
果
が
あ
が

っ
て
い
ま
す
。

　

前
号
で
紹
介
し
た
後
期
青
銅
器
時
代
か
ら
鉄

器
時
代
に
か
け
て
の
多
数
の
オ
リ
ー
ブ
の
搾
油

施
設
の
発
見
も
そ
の
一
つ
で
す
。
こ
の
ほ
か

に
、
遺
跡
の
北
の
下
段
の
テ
ラ
ス
か
ら
は
後
期

青
銅
器
時
代
か
ら
鉄
器
時
代
初
め
に
か
け
て
の

建
物
群
が
見
つ
か
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
こ

か
ら
は
祭
儀
に
使
用
し
た
と
み
ら
れ
る
複
数
の

器
台
や
土
面
が
み
つ
か
っ
て

い
ま
す
。

　

土
面
は
新
聞
で
も
報
道
さ

れ
ま
し
た
の
で
、
ご
記
憶
の

方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
顔
の
上
半
を
欠
い
て

い
ま
す
が
、
顎
の
あ
た
り
に

は
竹
管
の
よ
う
な
も
の
で
刺

突
し
た
円
形
の
文
様
が
多
数

捺お

さ
れ
て
い
ま
す
。
少
し
異

様
な
風
貌
で
す
が
、
こ
れ
は

鬚ひ
げ

を
表
現
し
た
も
の
で
す
。
出
土
し
た
と
き
に

は
石
灰
に
覆
わ
れ
て
、
細
部
が
よ
く
分
か
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
レ
モ
ン
を
搾
っ
た
汁
に
付
け

て
お
く
と
か
な
り
石
灰
分
が
取
れ
て
写
真
の
よ

う
な
男
前
？
の
土
面
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
建
物
群
の
一
画
に
は
祭
儀
と
の
関
わ
り

を
示
す
施
設
も
発
見
さ
れ
て
い
て
、
遺
跡
の
北

端
部
が
町
の
重
要
な
祭
祀
の
場
で
あ
っ
た
こ
と

が
推
測
さ
れ
ま
し
た
。(

日
野)
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韓
国
、
朝
鮮
半
島
を
自
然
環
境
か
ら
見
て
み

る
と
「
石
の
国
」
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

ソ
ウ
ル
や
慶
州
の
南
山
や
北
朝
鮮
と
の
国
境
に

あ
る
金
剛
山
は
大
岩
盤
山
脈
で
、
そ
の
山
肌
の

岩
盤
が
む
き
出
し
と
な
っ
た
景
観
は
朝
鮮
半
島

の
姿
そ
の
も
の
と
も
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

韓
国
の
多
く
の
街
は
岩
の
上
に
あ
り
ま
す
。

人
び
と
は
岩
山
を
見
上
げ
、
石
を
踏
ん
で
暮
ら

し
て
き
た
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。
い
に
し
え

よ
り
人
び
と
は
石
を
御ぎ

ょ

す
術
を
熟
知
し
て
い
た

の
で
す
。

　

朝
鮮
半
島
で
用
い
ら
れ
て
い
る
く
ら
し
の
石

も
の
に
は
独
特
の
味
わ
い
が
あ
り
ま
す
。
焼
き

も
の
や
金
も
の
は
、
陶
土
な
ど
そ
の
素
材
の
段

階
で
人
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

石
材
は
地
球
の
歴
史
が
そ
の
ま
ま
に
凝
縮
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
も
木
材
と
は
そ
の
年
寿
が
違

い
ま
す
。

　

今
回
の
企
画

展
で
は
、
朝
鮮

半
島
の
人
び
と

が
く
ら
し
の
中

で
用
い
て
い
た

さ
ま
ざ
ま
な
石

も
の
約
100
点
を

出
品
し
、
朝
鮮

半
島
の
石
の
文
化
の
一
端
を
考
え
る
機
会
に
な

れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　

日
本
の
み
な
ら
ず
、
韓
国
に
お
い
て
も
こ
れ

ま
で
「
朝
鮮
半
島
の
石
も
の
」
を
テ
ー
マ
と
し

た
展
示
は
行
わ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
今
回
の
企

画
展
は
大
い
に
注
目
さ
れ
る
も
の
と
期
待
し
て

い
ま
す
。

□
■
□
関
連
叻
吰
呉
吟
□
■
□

記
念
講
演
会

厘
韓
国
叏
石
工
叏
技
叉
美
厙

　

講
師
／
吉
田
宏
志
氏

　
　
　
　
　
　

(

京
都
府
立
大
学
名
誉
教
授)

　

日
時
／
７
月
16
日(

土)

午
後
１
時
30
分
か
ら

　

会
場
／
当
館
研
修
室

列
品
解
説

　

日
時
／
７
月
26
日

(

火)

・
８
月
26
日

(

金)

　
　
　
　

い
ず
れ
も
午
後
１
時
30
分
か
ら

　

会
場
／
当
館
３
階
企
画
展
示
室

　

こ
れ
ま
で
、
５
回
に
亘
っ
て
テ
ル
・
レ
ヘ
シ

ュ
遺
跡
の
調
査
に
つ
い
て
見
て
き
ま
し
た
が
、

こ
こ
で
一
度
、
調
査
隊
の
組
織
に
つ
い
て
説
明

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

調
査
は
主
と
し
て
夏
休
み
の
期
間
を
利
用
し

て
約
１
ヶ
月
を
か
け
て
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
ま
で
に
、
立
教
大
学
や
天
理
大
学
・
天
理
参

考
館
を
は
じ
め
、
慶
応
大
学
、
同
志
社
大
学
、

元
興
寺
文
化
財
研
究
所
、
古

代
オ
リ
エ
ン
ト
博
物
館
、
筑

波
大
学
、
早
稲
田
大
学
の
ほ

か
、
海
外
か
ら
も
韓
国
の
監

理
教
大
学
や
イ
ス
ラ
エ
ル
の

ベ
イ
ト
・
ベ
ー
ル
大
学
、
テ

ル
ア
ヴ
ィ
ヴ
大
学
、
ヘ
ブ
ラ

イ
大
学
、
ド
イ
ツ
の
チ
ュ
ー

ビ
ン
ゲ
ン
大
学
、
ハ
イ
デ
ル

ベ
ル
ク
大
学
な
ど
実
に
多
く

の
所
か
ら
教
職
員
や
大
学
院

生
が
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
参
加
し
て
い
ま
す
。
調

査
は
こ
う
し
た
大
学
の
学
生
た
ち
が
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
と
し
て
参
加
し
て
、
発
掘
作
業
を
行
っ
て

く
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
遺
跡
の
近
く
の

ア
ラ
ブ
の
村
か
ら
も
若
者
が
参
加
し
て
く
れ
て

い
て
、
総
勢
50
名
を
越
え
る
大
所
帯
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

多
少
の
ス
タ
ッ
フ
の
出
入
り
は
あ
り
ま
す

が
、
こ
う
し
た
体
制
で
２
０
０
６
年
の
春
か

ら
、
２
０
１
０
年
の
夏
ま
で
に
６
次
に
亘
る
調

く
ら
し
の
石
も
の

第
63
回
企
画
展

石製四耳釜　朝鮮王朝時代後期
最大経 35.2cm

イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る

　
　
　
　

発
掘
調
査(

七)

◇
会
期
／
和
月
咋
日(

水)

哎
咍
月
29
日(

月)

◇
会
場
／
咈
階
企
画
展
示
室

〔
テ
ル
・
レ
ヘ
シ
ュ
遺
跡
⑥
〕　

薬水の玄武形石鉢　20 世紀前半 
全長 47.6cm

朝
鮮
半
島 

レヘシュ出土の土面
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磯

城

郡

三

宅

町

に

あ

る

鏡

作

神

社

は

鏡か
が
み
つ
く
り
に
ま
す
あ
ま
て
る
み
た
ま

作
坐
天
照
御
魂
神
社
と
も
い
い
、
古
来
よ

り
鏡
鋳
造
の
神
を
祀
る
神
社
と
し
て
信
仰
さ
れ

た
延
喜
式
内
大
社
で
す
。
延
喜
式
と
は
、
延
喜

５
年(

９
０
５)

、
醍
醐
天
皇
の
勅
命
で
藤
原

時
平
ら
が
編
纂
し
た
律
令
の
き
ま
り
の
こ
と
で

す
が
、
こ
の
中
に
、
国
か
ら
お
供
え
物
を
頂
く

こ
と
の
出
来
る
全
国
の
神
社
一
覧
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
（
延
喜
式
神
名
帳)

。
記
さ
れ
た
神
社

は
式し

き
だ
い
し
ゃ

内
社
と
呼
び
、
鏡
作
神
社
は
そ
こ
に
記
載

さ
れ
た
由
緒
あ
る
古
い
神
社
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

鏡
作
神
社
に
は
鏡
が
祀
ら
れ
、
こ
れ
が
ご
神

体
で
あ
る
と
い
う
社
伝
が
あ
り
ま
す
。
神
社
の

本
殿
は
幅
約
７
ｍ
あ
り
、
そ
の
中
に
鏡
と
共
に

三
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

建
物
は
屋
根
が
反
り
、
庇
の
一
方
が
曲
線
形

に
長
く
伸
び
た
流
造
り
と
い
う
様
式
を
も
っ

て
い
ま
す
。

江
戸
時
代

中
期
頃
の

建
築
と
い

わ
れ
て
い

ま
す
が
、

そ
れ
以
前

の
こ
と
な

ど
詳
細
は

わ
か
っ
て

い
ま
せ
ん
。

(

太
田)

　

南
海
鉄
道(

現

南
海
電
気
鉄
道)

は
、
純
民
間
資
本

に
よ
る
、
現
存
す

る
日
本
最
古
の
私

鉄
で
す
。
明
治
36

年
に
和
歌
山
市
ま

で
開
通
し
、
紀
和

鉄
道(

現
JR
和
歌

山
線
二
見
～
和
歌
山
間)

の
和
歌
山
駅
と
の
間

に
連
絡
線
を
敷
設
し
て
、
難
波
～
五
条(

奈
良)

間
の
急
行
列
車
の
運
転
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

紀
和
鉄
道
は
沿
線
が
農
村
地
帯
で
あ
っ
た
た

め
経
営
が
苦
し
く
、
大
手
の
関
西
鉄
道(

現
JR

関
西
本
線
等)
か
南
海
鉄
道
に
吸
収
合
併
さ
れ

る
情
勢
で
し
た
。
当
時
の
経
営
陣
は
自
社
の
発

展
の
た
め
に
は
合
併
が
望
ま
し
い
と
同
年
10
月

に
紀
和
鉄
道
と
の
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。
こ

の
仮
契
約
書
に
は
一
、
〇
九
三
、
五
四
〇
円
で
紀
和

鉄
道
の
資
産
を
譲
渡
す
る
旨
を
記
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
不
採
算
会
社
の
合
併
は
会
社
の
損
害

と
な
る
と
南
海
株
主
の
一
部
が
反
対
運
動
を
展

開
、
合
併
は
白
紙
撤
回
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

  

紀
和
鉄
道
は
、
そ
の
後
関
西
鉄
道
と
の
合
併

後
、
明
治
40(

１
９
０
７)

年
に
国
有
化
さ
れ
ま

し
た
。
当
時
、
南
海
鉄
道
と
紀
和
鉄
道
の
合
併

が
実
現
し
て
い
れ
ば
、
規
模
が
大
き
く
な
っ
た
南

海
鉄
道
が
国
に
買
収
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ

り
、
現
在
の
姿
と
は
大
き
く
違
っ
て
い
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。(

乾)

　

９
月
30
日
か
ら
11
月
26
日
ま
で
、
東
京
の
神

田
に
あ
る
天
理
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
会
場
に
、「
古
代

日
本
の
鏡
」
展
を
開
催
し
ま
す
。
弥
生
時
代
か

ら
鎌
倉
時
代
ま
で
の
鏡
を
、
一
緒
に
使
わ
れ
た

ほ
か
の
道
具
類
と
並
べ
て
展
示
す
る
計
画
で
す
。

　

今
私
た
ち
が
毎
日
使
う
鏡
は
、
ガ
ラ
ス
の
片

面
に
銀
を
塗
っ
て
作
っ
た
も
の
で
す
が
、
こ
の
よ

う
な
鏡
が
使
わ
れ
出
し
た
の
は
明
治
時
代
以
降

の
こ
と
で
す
。
そ
れ
以
前
の
鏡
は
銅
と
錫
の
合

金
で
出
来
て
い
ま
し
た
。
古
代
に
は
用
途
も
今

の
よ
う
な
姿
見
で
は
な
く
、
祭
り
の
時
に
光
を

反
射
さ
せ
る
の
に
使
っ
た
り
、
鏡
そ
の
も
の
を
財

産
と
し
て
大
切
に
し
た
り
、
ご
神
体
と
し
て
祀
っ

た
り
し
ま
し
た
。

　

こ
の
鏡
は
、
背
面
に
花
と
鳥
の
文
様
を
表
し

た
平
安
時
代
に
は
一
般
的
な
小
型
鏡
で
す
が
、

鏡
面
に
「
八
幡
大
芹
」
の
文
字
が
刻
み
つ
け
て

あ
り
ま
す
。
平
安
時
代
に
は
八
幡
大
菩
薩
へ
の

信
仰
が
盛
ん
で
し
た
。
こ
の
鏡
は
、
仏
の
名
を

刻
み
つ
け
て
仏
像
の
代
わ
り
に
拝
ん
で
い
た
も
の

で
す
。
紐
で
吊
る
た
め
の
２
つ
の
孔
が
開
い
て
い

ま
す
。（
藤
原
）

　

東
西
礼
拝
場
地
区
の
発
掘
調
査
の
結
果
、
古

墳
時
代
か
ら
奈
良
・
平
安
時
代
に
か
け
て
の
自

然
流
路
の
跡
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
流
路

は
布
留
川
の
支
流
の
ひ
と
つ
で
、
幅
約
10
ｍ
、
深

さ
１
～
1.5
ｍ
あ
り
、
東
か
ら
西
へ
蛇
行
し
な
が
ら

流
れ
て
い
ま
し
た
。

　

流
路
内
か
ら
は
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
土
師

器
・
須
恵
器
な
ど
の
土
器
類
の
ほ
か
、
木
製
品

が
大
量
に
出
土
し
ま
し
た
。
特
に
60
点
を
超
え

る
刀
や
剣
と
い
っ
た
武
器
の
把つ

か

や
鞘さ

や

な
ど
が
注

目
さ
れ
ま
す
。
そ
の
中
に
は
鹿ろ

く
か
く
せ
い

角
製
の
把
を
木

で
ま
ね
て
作
り
、
全
体
に
黒
漆
を
塗
っ
た
も
の

や
、
直ち

ょ
っ
こ
も
ん

弧
文
と
い
う
呪

ま
じ
な

い
の
文
様
を
彫
刻
し
た

も
の
も
あ
り
ま
す
。
木
製
の
把
は
一
木
造
り
の

も
の
や
把つ

か
ぶ
ち縁

・
把
・
把つ

か
が
し
ら頭

を
組
み
合
わ
せ
て
作

る
も
の
、
把
頭
が
四
角
い
も
の
や
丸
い
も
の
、
ま

た
、
鳥
の
頭
の
よ
う
な
形
を
し
た
頭く

ぶ
つ
ち
が
た

椎
形
な
ど

さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　

木
製
品
は
刀
装
具
の
ほ
か
に
も
鍬
や
鋤
な
ど

の
農
具
や
機
織
り
の
道
具
、
漆
塗
り
の
竪た

て
ぐ
し櫛

、

机
、
容
器
な
ど
が
、
当
時
の
ま
ま
の
姿
で
掘
り

出
さ
れ
ま
し
た
。

  

木
製
品
が
こ
れ
だ
け
良
く
残
っ
て
い
た
の
は
、

埋
ま
っ
て
い
た
場
所
が
流
路
内
で
、
常
に
適
度

な
水
分
が
あ
り
、
有
機
物
が
腐
ら
ず
に
残
る
条

件
が
整
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
東
西
礼
拝
場
地

区
か
ら
出
土
し
た
木
製
品
は
、
そ
れ
ま
で
あ
ま

り
よ
く
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
古
墳
時
代
の
人
々

の
生
活
を
復
元
す
る
上
で
、
貴
重
な
資
料
と
な

り
ま
し
た 

。(

高
野)

鏡作神社本殿

― 

布
留
遺
跡
三
島
（
里
中
）
地
区 

―

鏡
作
神
社

紀
和
鉄
道
買
収
に

　
　
　

関
す
る
仮
契
約
書

東
西
礼
拝
場
の
地
下
を
掘
る
（
２
）

 

山
吹
双
鳥
鏡

紀和鉄道買収に関する仮契約書
明治 36 （1903） 年 10 月、 縦 27.6cm

平安時代  径 8.5cm
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第
２
０
咍
回

厘
明
治
叏
吇
呀
听
叺
吚
吆
吞
名
叻
呉

厑
厑
厑
厑
厑

卣
吖
吧
吊
吨
吚
合
呎
吏
双
叠
召
世
相
卣
厙

◇
月
日
／
咋
月
25
日(

土)厑

◇
講
師
／
中
谷
哲
二 (

当
館
学
芸
員)

　

明
治
時
代
の

タ
バ
コ
の
包
装

パ
ッ
ケ
ー
ジ
や

ポ
ス
タ
ー
な
ど

に
は
さ
ま
ざ
ま

な
グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
デ
ザ
イ
ン
が

意
匠
を
競
っ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
広
告
図

像
で
も
あ
る
グ

ラ
フ
ィ
ッ
ク
か
ら
、
明
治
時
代
の
世
相
風
俗
を

の
ぞ
い
て
み
ま
す
。

第
２
０
咎
回

厘
台
湾
先
住
民
吨
吓
吚
启(

巴
宰
族)

叏
移
動
経
路

厑
厑
厑
厑
厑
厑
厑
厑
厑
厑
厑
厑
厑
厑
厑

卣
台
中
哎
埔
里
卣
厙

◇
月
日
／
咎
月
24
日(

土)厑

◇
講
師
／
早
坂
文
吉 (

当
館
学
芸
員)

　

当
館
は
台
湾
先
住
民
の
一
つ
、
パ
ゼ
ッ
ヘ

(

巴
宰
族)

の
人
々
が
残
し
た
古
地
図
を
収
蔵

し
て
い
ま
す
。
パ
ゼ
ッ
ヘ
の
人
々
は
、
18
世
紀

に
中
国
か
ら
多
数
の
漢
民
族
が
台
湾
に
押
し
寄

せ
て
来
た
こ
と
に
よ
り
、
台
湾
の
奥
地
に
移
住

を
迫
ら
れ
ま
し
た
。

　

古
地
図
に
残
さ
れ
た
地
名
を
頼
り
に
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
い
、
そ
の
移
動
経
路
を
辿
り

ま
す
。

　

広
く
一
般
の
方
々
に
当
館
を
さ
ら
に
身
近
な

施
設
と
し
て
利
用
し
て
い
た
だ
き
、
諸
文
化
の

理
解
と
教
養
を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的

と
す
る
公
開
講
演
会
で
す
。
講
演
は
、
い
ず
れ

も
午
後
１
時
30
分(

受
付
は
午
後
１
時)

か
ら

研
修
室
に
て
。
受
講
無
料(
入
館
料
が
必
要)

。

　

今
年
度
は
、
企
画
展
開
催
に
合
わ
せ
、
講
演

会
の
開
催
を
予
定
し
て
い
る
た
め
、
ト
ー
ク
・

サ
ン
コ
ー
カ
ン
は
５
月
と
７
月
は
お
休
み
と
な

り
ま
す
。

第
２
０
和
回

厘
東
叹
吏
叹
叏
古
代
瓦

厑
厑
厑
厑

卣
企
画
展
可
叩
叫
理
解
去
召
叀
叢
双
卣
厙

◇
月
日
／
咉
月
23
日(

土)

◇
講
師
／
太
田
三
喜(

当
館
学
芸
員)

　

瓦
は
日
本
で
発
明
さ
れ
た
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
今
か
ら
約
１
４
０

０
年
前
、
飛
鳥
寺
建
立
の
た
め

に
朝
鮮
半
島
よ
り
や
っ
て

来
た
技
術
者
が
、
瓦
の

作
り
方
や
紋
様
を
我
が

国
に
伝
え
た
の
が
は
じ

ま
り
で
す
。
さ
ら
に
瓦
の

系
譜
を
た
ど
れ
ば
中
国
に
い
き

つ
き
ま
す
。

　

今
回
は
企
画
展
を
楽
し
く
見
て
頂
く
た
め

に
、
瓦
の
歴
史
と
紋
様
の
美
し
さ
を
、
考
古
学

と
美
術
史
よ
り
お
話
し
致
し
ま
す
。

-4-

開
館
時
間　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

　
　
　
　
　

(

入
館
は
午
後
４
時
ま
で)

休
館
日　

毎
週
火
曜(

休
日
の
場
合
は
休
日
後
の
最
も
近
い
平
日)

　
　
　
　
　

た
だ
し
毎
月
25
日
～
27
日
、４
月
17
日
～

　
　
　
　
　

 

19
日
、７
月
26
日
～
８
月
４
日
は
開
館

　
　
　
　
　

創
立
記
念
日(

４
月
28
日)

　
　
　
　
　

夏
期(

８
月
13
日
～
17
日)

　
　
　
　
　

年
末
年
始(

12
月
27
日
～
１
月
４
日)

入
館
料　

大
人
400
円
、
団
体(

20
名
以
上)

300
円
、　

　
　
　

 　

小
・
中
学
生
200
円(

※)

　
　
　
　

※
学
校
単
位
の
団
体
は
無
料
。
事
前
申
込
要

交
通　

電
車
／
JR
桜
井
線
天
理
駅
・
近
鉄
天
理
線

　
　
　
　
　

天
理
駅
下
車　

南
東
へ
徒
歩
約
30
分

　
　
　

車
／
西
名
阪
道
天
理
I.C.
か
ら
国
道
169
号
線
を

　
　
　
　
　

南
へ
約
３
㎞　

駐
車
場
あ
り(

無
料)

そ 

の 

他　

団
体
見
学
は
事
前
に
ご
連
絡
願
い
ま
す

編
集
後
記

　

こ
の
た
び
の
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
で
被
災
さ
れ

た
皆
様
に
、
心
か
ら
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も

に
、
被
災
地
の
一
日
も
早
い
復
興
を
お
祈
り
し
ま
す
。

(

片
山)

利
用
案
内

　

〒
６
３
２-

８
５
４
０

　

奈
良
県
天
理
市
守
目
堂
町
２
５
０
番
地

　

Tel 

０
７
４
３-

６
３-

８
４
１
４

　

Fax 

０
７
４
３-

６
３-

７
７
２
１

　

U
R

L
  http://w

w
w

.sankokan.jp/

　

携
帯
電
話
の
サ
イ
ト
か
ら
情
報
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す

天
理
大
学
附
属
天
理
参
考
館

ト
ー
ク
・
サ
ン
コ
ー
カ
ン

ト

第
２
咆
０
回

厘
吨
吓
吚
启(

巴
宰
族)

叏
旧
首
長
潘
氏

厑
厑
厑
厑
厑
厑
厑

一
族
叏
故
地
厒
岸
裡
旧
社
叏
現
状
厙

◇
月
日
／
10
月
22
日(

土)

◇
講
師
／
吉
田
裕
彦(

当
館
学
芸
員)

　

パ
ゼ
ッ
ヘ(

巴
宰
族)

の
人
び
と
の
多
く
は

現
在
、
南
投
県
の
埔
里
盆
地
に
居
住
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
彼
ら
は
17
～
19
世
紀
の
頃
、
台

中
県
の
豊
原
や
神
岡
付
近
に
暮
ら
し
て
い
ま
し

た
。
そ
の
中
心
地
で
あ
っ
た
岸
裡
旧
社
に
は
当

時
の
首
長
で
あ
っ
た
潘
氏
一
族
の
後
裔
が
残

り
、
当
時
の
面
影
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
そ
の
岸
裡
の
地
の
現
状
を
紹
介

し
ま
す
。

 

た
も
の
で
は

４
０

た
めき

「
国
際
博
物
館
の
日
」

　

毎
年
５
月
18
日
を
「
国
際
博
物
館
の
日
」
と
定
め
、

地
域
住
民
の
幅
広
い
参
加
を
得
て
、
博
物
館
の
存
在
理

由
を
全
世
界
の 

博
物
館
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

社
会
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
機
会
と
し
て
開
催
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

当
館
は
、
こ
の
趣
旨
に
賛
同
し
、
５
月
18
日(

水)

よ
り
ご
来
館
さ
れ
ま
し
た
方
々
に
、
記
念
品
を
配
布
す

る
予
定
で
す
。
な
お
、
記
念
品
が
無
く
な
り
次
第
終
了

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

世
界
叏
生
活
文
化
叉
考
古
美
術
叏
博
物
館
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