
　

今
回
は
、
歴
史
民
俗
資
料
館
に
お
け
る
民
具

の
収
集

・
管
理

・
活
用
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
ご

紹
介
し
ま
す
。
資
料
館
で
は
昭
和
五
五
年
の
開

館
以
来
、
市
民
の
皆
様
か
ら
ご
寄
贈
い
た
だ
い

た
二
千
点
以
上
の
民
具
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。

　
「
民
具
」
と
は
、
人
々
の
衣
食
住

・
生
業

・

信
仰
と
い
っ
た
暮
ら
し

（
民み

ん
ぞ
く俗

）
に
関
わ
る

道
具
全
般
の
こ
と
で
、
「
民
俗
資
料
」
と
呼

ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
で
は
、
身
近
に

あ
る
普
通
の
道
具
と
、
文
化
財
と
し
て
の
価

値
を
持
つ
「
民
具
」
は
、
一
体
何
が
違
う
の

で
し
ょ
う
か
？　

　

ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
そ
の
道
具
が
持
っ

て
い
る
様
々
な
「
情
報
」
で
す
。
い
つ
頃

・
ど

こ
の
誰
が
・
ど
ん
な
場
面
で
・
ど
う
や
っ
て
使
っ

て
い
た
の
か
？
こ
の
よ
う
な
情
報
が
た
く
さ
ん

付
属
し
て
い
る
民
具
は
、
昔
の
人
々
の
暮
ら

し
を
知
る
た
め
の
資
料
と
し
て
価
値
が
高
い
と

言
え
ま
す
。
そ
の
た
め
、
民
具
を
ご
寄
贈
い

た
だ
く
際
に
は
、
な
る
べ
く
た
く
さ
ん
の
情
報

を
得
ら
れ
る
よ
う
学
芸
員
に
よ
る
聞
き
取
り

調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
二
千
点
を
超
え
る
民
具
は
資
料

館
の
収
蔵
庫
に
加
え
、
北
坂
戸
地
区
の
施
設
内

で
保
管
し
て
い
ま
し
た
が
、「
北
坂
戸
地
区
ま
ち
・

く
ら
し
再
生
事
業
」
の
進
展
に
伴
っ
て
、
一
時

的
に
他
の
場
所
へ
移
動
さ
せ
る
必
要
が
出
て
き
ま

し
た
。

　

民
具
の
中
に
は
、
消
防
ポ
ン
プ
車
や
水

み
ず
ぐ
る
ま

車
と
い
っ

た
、
人
の
背
丈
よ
り
も
大
き
い
も
の
・
重
い
も
の

も
あ
り
ま
す
。
動
か
す
だ
け
で
も
一
苦
労
で
す

が
、
約
一
年
を
か
け
な
が
ら
徐
々
に
市
内
の
他

施
設
へと
移
動
を
進
め
て
い
く
予
定
で
す
。

活
用
し
て
い
く
う
え
で
欠
か
せ
な
い
存
在
で

す
。
出
前
講
座
に
持
っ
て
い
く
道
具
を
選
ん
だ

り
、
企
画
展
示
で
紹
介
す
る
民
具
を
決
め
た

り
す
る
際
に
は
、
台
帳
を
片
手
に
収
蔵
庫
を

め
ぐ
り
、
収
蔵
場
所
や
劣
化
度
合
の
確
認
を

行
い
ま
す
。

民具がぎっしりと並んだ歴史民俗資料館の民具収蔵庫。 異常がないか、 定期的に見回ってチェックします。

　

民
具
を
資
料
館
に
引
き
取
っ
て
か
ら
は
、
調

査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
情
報
を
も
と
に
、
道

具
の
用
途
や
属
性
ご
と
に
分
類
を
行
い
、
管

理
用
の
番
号
を
つ
け
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
情
報
を
す
べ
て
記
録
し
た
「
民
具
カ
ー
ド
」

は
、「
民
具
の
履り

れ

き

し

ょ

歴
書
」
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

　

民
具
カ
ー
ド
を
つ
づ
っ
た
台
帳
は
、
民
具
を

　

ご
好
評
に
つ
き
、
会
期
延
長
が
決
定
！

　

和
菓
子
店
を
営
ん
で
い
た
市
内
の
お
宅
か
ら

ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
和
菓
子
道
具
約
二
六
〇

点
の
う
ち
、
和
菓
子
型
を
中
心
に
二
五
点
を

展
示
し
て
い
ま
す
。
多
彩
な
和
菓
子
道
具
の

世
界
を
お
楽
し
み
下
さ
い
。

　

市
役
所
一
階
ホ
ー
ル
に
て
、
令
和
七
年
六

月
頃
ま
で
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
（
裏
に
続
く
）

民
具
っ
て
何
だ
ろ
う
？

お
引
越
し
大
作
戦 

進
行
中

【
特
集
記
事
】  

資
料
館
は
暮
ら
し
の
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル

民具を守る・伝える・活かす

情
報
を
活
か
す 

台
帳
づ
く
り

会
期
延
長

 

庁
舎
内
展
示　
「
和
菓
子
道
具
の
ヒ
ミ
ツ
」



　

資
料
館
で
所
蔵
す
る
民
具
の
中
か
ら
、

燈と
う
み
ょ
う
ざ
ら

明
皿
や
行あ

ん
ど
ん灯

と
い
っ
た
「
明
か
り
を
と
も
す

道
具

（
灯と

う

か

ぐ

火
具
）
」
を
選
ん
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

暮
ら
し
の
ス
タ
イ
ル
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
変
化
に
合
わ

せ
て
、
灯
火
具
が
時
代
ご
と
に
姿
を
変
え
て
い
く

様
子
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　

資
料
館
一
階
ホ
ー
ル
に
て
、
令
和
六
年
五
月

七
日

（
火
）
～
一
〇
月
一
八
日

（
金
）
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
※
入
場
無
料

　
『
ミ
ニ
チ
ュ
ア
土
器
』
、
手
づ
く
ね
で
成せ

い
け
い形

さ
れ
た
小
型
の
土
器
の
総
称
で
す
。
一
般

的
な
壺つ

ぼ

や
甕か

め

と
い
っ
た
土
器
と
比
べ
て
、

手
の
ひ
ら
に
収
ま
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
超

小
型
の
土
器
で
す
。
現
代
の
お
猪ち

ょ

口こ

の
よ
う
な
形
を
し
た

も
の
や
、
通
常
の
甕

を
そ
の
ま
ま
小
さ
く

し
た
も
の
、
明
ら

か
に
成
形
が
粗そ

ざ

つ雑

な
も
の
な
ど
、
実
用

的
な
も
の
か
ら
非　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

実
用
的
な
も
の
ま
で

全
国
的
に
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

写
真
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
土
器
を
よ
く
観
察
し
て

み
る
と
、
土
器
を
成
形
す
る
際
に
使
用
し
た

ヘラ
や
ハ
ケ
の
跡
が
残
っ
て
お
り
、
通
常
の

土
器
と
同
様
に
器
面
の
調
整
が
行
わ
れ
た
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
な
ぜ
小
型
の

→

上
道
が
通
過
し
て
い
ま
す
。
鶴つ

る
が
し
ま

ヶ
島
市
方
面
か
ら

北
上
し
て
き
た
街
道
は
西に

し
お

お

や

大
家
駅
の
西
側
で
鉄

道
と
交
わ
り
、
国く

に

い

ち

ぎ

渭
地
祇
神
社
の
西
側
を
通
っ

て
高こ

ま

が

わ

麗
川
へ
向
か
う
現
道
と
重
な
り
ま
す
。

　

森
戸
地
区
は
鎌
倉
街
道
と
高
麗
川
が
交
差

西大家駅から高麗川へと向かう鎌倉街道

　

今
年
の
出
土
品
展
の
テ
ー
マ
は
、
大
好
評
だ
っ

た
前
年
度
に
引
き
続
き「
大
古
墳
展 

２
」
。
坂
戸
・

勝す

ぐ

ろ呂

・
三み

よ

し

の

芳
野
地
区
の
古
墳
文
化
に
つ
い
て
展

示
し
ま
す
。

　

勇ゆ
う

ふ
く
じ

福
寺
遺
跡
三
区
の
新
発
見
古
墳
か
ら
出
土

し
た
、
ヨ
コ
ハ
ケ
調
整
を
持
つ
円え

ん
と
う

は
に
わ

筒
埴
輪
を
は
じ

め
、
市
内
の
古
墳

・
集
落
か
ら
出
土
し
た
資
料

を
ご
覧
い
た
だ
け
る
貴
重
な
機
会
で
す
。

　

ま
た
ギ
ャ
ラ
リ
ー
Ｂ
で
は
、
令
和
三
～
五
年
度

に
市
内
各
地
で
行
わ
れ
た
発
掘
調
査
の
成
果
を

ご
紹
介
し
ま
す
。
坂
戸
市
文
化
会
館
「
ふ
れ
あ
」

に
て
令
和
六
年
七
月
三
一
日

（
水
）
～
八
月
六

日

（
火
）
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
※
入
場
無
料

 

今
回
は
、
鎌か

ま
く
ら
か
い
ど
う
か
み
つ
み
ち

倉
街
道
上
道

（
森も

り

ど戸
地
区
）
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

 

鎌
倉
街
道
と
は
、
幕ば

く

ふ府
が
置
か
れ
た
鎌
倉
と
地

方
を
つ
な
ぐ
中
世
の
主
要
道
路
群
で
、
な
か
で
も

武む

さ

し蔵
国
西
部
を
経
由
し
て
上こ

う
づ
け野

国
方
面
へ
と
向

か
う
「
上
道
」
は
重
要
な
道
の
ひ
と
つ
で
す
。
近

年
、
毛も

ろ

や

ま

呂
山
町
域
に
お
け
る
鎌
倉
街
道
上
道
の

遺
構
が
国
指
定
史
跡
に
な
る
な
ど
、
そ
の
保
存
・

活
用
の
機き

う

ん運
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

  

じ
つ
は
坂
戸
市
域
で
も
森
戸
地
区
を
鎌
倉
街
道

す
る
地
点
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。
街
道
を
北

へ
と
進
み
、
越お

っ
ぺ
が

わ

辺
川
の
渡と

か河
地
点
に
あ
た
る

堂ど
う
や
ま
し
た

山
下
遺
跡

（
毛
呂
山
町
川か

わ
か
ど角

地
区
）
で
は
、

発
掘
調
査
に
よ
っ
て
中
世
の
集
落
や
寺
院
が
発

見
さ
れ
、
古
文
書
に
も
登
場
す
る
「
苦

に
が
ば
や
し
し
ゅ
く

林
宿
」

に
あ
た
る
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
。
発
掘
調
査

は
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
森
戸
地
区
に
も

同
様
の
中
世
集
落
が
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
で

し
ょ
う
。
街
道
に
面
し
た
国
渭
地
祇
神
社
の
敷

地
内
で
は
、
中
世
瓦
が
出
土
し
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

坂
戸
市
域
に
お
け
る
鎌
倉
街
道
は
、
大
部
分

が
高
麗
川
沿
い
の
低
地
部
分
を
通
過
し
て
い
る

た
め
、
度
重
な
る
河
川
の
氾は

ん
ら
ん濫

に
よ
っ
て
昔
の

道
筋
は
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
高
台

に
あ
る
駅

・
神
社
周
辺
で
は
今
も
古
道
の
雰
囲

気
を
体
感
で
き
ま
す
。

発掘された新山 9号墳の石室
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あ
り
ま
す
が
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は
っ
き
り
と
は

　
　
　
　
　
　

わ
か
っ
て
い
ま

　
　
　
　
　

せ
ん
。
皆
さ
ん

　
　
　
　
　

 

は
ど
の
説
が
有

　
　
　

力
だ
と
思
い
ま
す　
　

　
　
　

か
？

（
渡
辺
）

→

（写
真
は 

勇
福
寺
遺
跡
三
区
出
土  

   

壺
型
ミ
ニ
チ
ュ
ア
土
器
）

予
告

　　　　　「　
第
二
七
回   

坂
戸
市
埋
蔵
文
化
財
出
土
品
展　
」

開
催
中

 
上
半
期
企
画
展
示　
「
暮
ら
し
を
照
ら
す
灯
り
」


