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主任学芸員 橋本　道範
（文献史学　日本中世史専攻）
写真はカンジョウナワづくりでシデ
をつくった筆者

わ
っ
！

中
世
？
〈W

hat's
C
husei?

〉

―
中
世
っ
て
ど
ん
な
時
代
？
―

皆
さ
ん
は
「
中
世
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
か
。
古
代
や
近
代
に
比
べ
て
な
じ
み
の

な
い
言
葉
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
お
お
む
か
し
で
も
な

く
、
か
と
い
っ
て
最
近
で
も
な
い
、
ち
ゅ
う
く
ら
い

の
昔
と
い
う
意
味
で
す
。
日
本
史
で
は
、
今
か
ら
４

０
０
年
以
上
前
、
11
世
紀
後
半
の
平へ

い

安あ
ん

時
代
の
終
わ

り
ご
ろ
か
ら
鎌か

ま

倉く
ら

、
南な

ん

北ぼ
く

朝
ち
ょ
う

、
室む

ろ

町ま
ち

の
各
時
代
を
経

て
、
16
世
紀
後
半
の
戦せ

ん

国ご
く

時
代
ま
で
と
考
え
る
の
が

一
般
的
で
す
。

で
は
、
中
世
と
は
ど
ん
な
時
代
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
鎌
倉
、
室
町
時
代
に
つ
い
て
思
い
う
か
べ
る

も
の
を
お
聞
き
し
た
と
こ
ろ
、
圧
倒
的
に
多
か
っ
た

の
は
、
源

み
な
も
と
の

頼よ
り

朝と
も

な
ど
、
武
士
や
戦
乱
に
つ
い
て
で

し
た
。「
中
世
は
武
士
の
時
代
」
と
い
う
の
は
代
表

的
な
評
価
で
す
。
で
も
、
な
か
に
は
「
印
象
に
残
ら

な
い
時
代
」
と
い
う
お
答
え
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
な
ど
で
華
々
し
い
武
士
の
活
躍
が
描

か
れ
る
一
方
で
、
人
々
の
暮
ら
し
の
様
子
と
な
る
と

ほ
と
ん
ど
印
象
に
残
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
の
が
実

際
の
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

中
世
の
む
ら
の
暮
ら
し
を

探
検
し
よ
う

で
は
、
当
時
の
人
々
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
暮
ら
し

を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
旅
人
に
な
っ
た
つ
も

り
で
展
示
室
の
探
検
に
出
か
け
て
み
て
く
だ
さ
い
。

ま
ず
は
中
世
近
江
の
商
店
街
を
模
し
た
市い

ち

町ま
ち

の
段だ

ん

で
す
。
中
世
の
旅
に
必
要
な
品
物
や
近
江
の
特
産
品

を
探
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
中
世
に
は
中
国
の
銭
が
つ

か
わ
れ
、
商
品
流
通
も
活
発
化
し
ま
す
。

次
に
、
堀
を
渡
る
と
、
暮
ら
し
体
験
ス
ペ
ー
ス
、

垣か
い

内と

の
段
で
す
。

こ
の
家
は
、
ど
う
や
ら
お
母
さ
ん
が
機は

た

織お

り
を
し

大津浦の様子（『石山寺縁
起』巻二〈石山寺蔵〉にイ
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よ
そ
お
い
、
食
事
、
住
ま
い
、
遊
び
な
ど
、
近
江
の
伝
統
的
な
暮
ら
し

方
の
ル
ー
ツ
を
中
世
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

中
世
と
は
、
は
る
か
昔
で
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
今
に
近
い
時
代
で
も

な
い
、
ち
ゅ
う
く
ら
い
の
昔
。
日
本
で
は
、
平
安
時
代
後
半
か
ら
室
町
時

代
ま
で
、
11
世
紀
後
半
か
ら
16
世
紀
後
半
ま
で
で
す
。

ど
ん
な
時
代
だ
っ
た
の
か
、
い
っ
し
ょ
に
探
検
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
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て
生
活
を
支
え
て
い
た
よ
う
で
す
。

畠は
た
け

で
は
麻あ

さ

を
栽
培
し
て
い
ま
す
。

木も

綿め
ん

の
国
内
生
産
が
本
格
化
し
て

い
な
い
当
時
、
人
々
が
身
に
ま
と
っ

て
い
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
麻
の
衣
服

で
し
た
。

お
母
さ
ん
が
す
り
鉢
を
出
し
て

き
ま
し
た
。
夕
食
の
準
備
が
始
ま

っ
た
よ
う
で
す
。
当
時
は
ま
だ
朝

夕
の
二
食
で
し
た
。
毎
日
米
を
食

べ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
ふ
だ

ん
は
麦
や
粟あ

わ

な
ど
の
雑
穀
や
芋
類

な
ど
を
煮
炊
き
し
、
魚
や
野
菜
を

添
え
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
家
の
屋
根
は
葺ふ

き
替
え
の

真
っ
最
中
で
す
。
当
時
は
、
板い

た

葺ぶ

き
か
ス
ス
キ
な
ど
の
茅か

や

葺
き
で
し

た
の
で
、
材
料
の
確
保
が
た
い
へ

ん
で
し
た
。
ま
た
、
住
居
は
柱
を

穴
に
立
て
て
組
み
立
て
た
も
の
が

ほ
と
ん
ど
で
し
た
。

あ
れ
っ
。
子
ど
も
た
ち
の
楽
し

そ
う
な
遊
び
声
が
聞
こ
え
て
き
ま

す
。
中
世
の
子
ど
も
た
ち
は
、
毬ぎ

っ

杖ち
ょ
う

と
い
っ
て
、
木
の
枝
で
つ
く
っ

た
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
木
切
れ
の
打
ち

あ
い
っ
こ
を
し
て
い
ま
す
。

さ
て
、
烏

か
ら
す

の
鳴
き
声
が
聞
こ
え

て
き
ま
し
た
。
大
き
な
注し

連め

縄
、

カ
ン
ジ
ョ
ウ
ナ
ワ
の
向
こ
う
に
、

な
に
や
ら
近
寄
り
が
た
い
空
間
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
異い

界か
い

の
段
で
は
、

地
獄
や
疫や

く

病
び
ょ
う

神が
み

な
ど
む
ら
の
外
に

特　集　■

れ
で
も
、
暮
ら
し
の
基
盤
は
依
然
と
し
て
中
世
に
生

ま
れ
た
む
ら
に
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
戦
後
の

高
度
経
済
成
長
を
経
て
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
の
基
本

は
大
き
く
揺
ら
い
で
い
ま
す
。

伝
統
的
な
む
ら
で
の
暮
ら
し
に
は
、
戦
後
に
な
っ

て
閉
鎖
的
な
ど
と
し
て
否
定
さ
れ
て
き
た
も
の
も
多

く
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
琵
琶
湖
の
保
全
が
課
題
と

な
っ
て
い
る
い
ま
、
そ
う
し
た
暮
ら
し
の
知
恵
こ
そ

が
貴
重
な
遺
産
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。
最
後
の
地じ

蔵ぞ
う

盆ぼ
ん

の
段
で
は
、
身
近
に
残

る
中
世
の
痕こ

ん

跡せ
き

を
探
す
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の
暮
ら

し
の
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
考
え

て
い
ま
す
。
近
江
の
自
然
に
根
ざ
し
た
暮
ら
し
の
知

恵
が
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
自
身
に
よ
っ
て
発
見
さ

れ
、
記
録
さ
れ
て
、
そ
れ
を
も
と
に
暮
ら
し
の
あ
り

方
が
見
直
さ
れ
る
、
そ
う
し
た
き
っ
か
け
に
こ
の
企

画
展
示
が
貢こ

う

献け
ん

で
き
る
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
い
ま

す
。

ひ
ろ
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
世
界
を
、
ち

ょ
っ
と
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
紹
介
し
て
い
ま
す
。

今
に
つ
な
が
る
む
ら
の
誕
生

一
口
に
中
世
と
い
っ
て
も
、
約
５
０
０
年
の
間
に

は
、
暮
ら
し
に
お
お
き
な
変
化
が
起
こ
り
ま
し
た
。
13

世
紀
の
後
半
に
な
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
敷
地
が

３
〜
４
ｍ
の
大
き
な
堀
で
囲
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
堀
に
は
も
と
も
と
は
境
界
と
し
て
の
意
味
が
あ

り
ま
し
た
。
ま
た
、
用
排
水
や
防ぼ

う

御ぎ
ょ

、
さ
ら
に
は
航

路
や
漁ぎ

ょ

場ば

、
洗
い
場
と
し
て
の
機
能
も
あ
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
周
囲
に
堀
を
め
ぐ
ら
し
、
そ
れ
を
維
持

し
つ
づ
け
た
こ
と
は
、
む
ら
の
周
り
の
資
源
を
有
効

に
活
用
し
て
こ
の
「
在ざ

い

所し
ょ

」
で
暮
ら
し
て
い
こ
う
と

い
う
中
世
人
の
強
い
意
思
の
表
れ
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
15
世
紀
か
ら
16

世
紀
に
か
け
て
、
現
在
に
ま
で
繋つ

な

が
る
強
い
結
び
つ

き
の
む
ら
（
現
在
の
大お

お

字あ
ざ

）
と
そ
の
む
ら
を
基
盤
と

し
た
、
い
ま
私
た
ち
が
「
伝
統
的
」
と
感
じ
る
よ
う

な
暮
ら
し
の
原
型
が
で
き
あ
が
っ
て
い
く
の
で
す
。

身
近
な
中
世
を
探
そ
う

―
今
な
ぜ
中
世
を
取
り
上
げ
た
の
か
―

今
回
の
企
画
展
示
は
、
専
門
家
の
方
や
「
近
江
の

国
　
中
世
な
ん
で
も
探
検
隊
」
の
「
は
し
か
け
」
の

皆
さ
ん
と
一
緒
に
、
衣
食
住
や
遊
び
な
ど
中
世
の
暮

ら
し
を
体
験
し
な
が
ら
つ
く
っ
て
き
ま
し
た
。
展
示

で
は
当
時
の
資
料
ば
か
り
で
な
く
、
少
し
昔
の
暮
ら

し
の
あ
り
方
も
参
考
に
し
ま
し
た
。
湯ゆ

屋や

の
段
で
は
、

中
世
探
検
隊
の
活
動
や
、
地
域
の
暮
ら
し
を
記
録
に

残
そ
う
と
す
る
取
り
組
み
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。

た
だ
、
今
回
の
活
動
の
な
か
で
、「
も
う
10
年
早

か
っ
た
ら
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳
に
し
ま
し
た
。

織お

田だ

信の
ぶ

長な
が

に
よ
る
統
一
政
権
の
樹
立
に
よ
っ
て
中
世

は
終
わ
り
ま
す
。
そ
の
後
経
済
的
な
成
長
を
と
げ
、

明
治
維
新
後
は
産
業
の
近
代
化
も
進
み
ま
し
た
。
そ

インターネットHPでも紹介しています。

第10回企画展　中世のむら探検
―近江の暮らしのルーツを求めて―

【開催期間】
2002年7月20日（祝）～11月24日（日）
【開催時間】
9:30～5:00（入館は4:30まで）
【観覧料金】
小・中学生　450（350）円
高・大学生　700（550）円
大　　　人　900（700）円
（）内は20人以上の団体料金。この料金で常設展示もご覧になれます。

【休館日】
７月20日（祝）～９月１日（日）は無休。９月２日（月）～５日（木）は
臨時休館。それ以外は毎週月曜日（休日にあたる場合は開
館し翌日休館）
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