
「
可
児
市
を
代
表
す
る
古
代
の
遺
物
は
何

で
し
ょ
う
」
と
尋
ね
ら
れ
た
ら
、
皆
さ
ん

は
何
と
答
え
ま
す
か
？ 
可
児
市
に
と
っ
て

は
ど
れ
も
大
切
な
文
化
財
で
す
が
、
可
児

郷
土
歴
史
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
「
久
々

利
銅ど

う

鐸た
く

」
は
間
違
い
な
く
候
補
に
あ
が
る

と
思
い
ま
す
。

久
々
利
銅
鐸
は
国
内
十
指
に
入
る
大
き

さ
で
、
岐
阜
県
内
で
見
つ
か
っ
た
銅
鐸
の

中
で
は
突
出
し
て
大
き
い
も
の
で
す
。
一
部

が
破
損
し
て
い
る
た
め
、
本
来
の
高
さ
は

不
明
で
す
が
、
現
在
の
高
さ
は
約
1
・
11
ｍ

で
、
滋
賀
県
野
洲
市
で
出
土
し
た
日
本
最

大
と
さ
れ
る
大
岩
山
銅
鐸
（
国
宝
、
高
さ

約
1
・
34
ｍ
）
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、

高
さ
が
１
ｍ
を
超
え
る
銅
鐸
は
数
少
な
く
、

「
日
本
最
大
級
」
の
銅
鐸
と
い
え
ま
す
。
銅

鐸
は
弥
生
時
代
特
有
の
遺
物
で
、
ベ
ル
の

よ
う
な
形
を
し
て
い
ま
す
。
初
期
は
小
型

の
も
の
が
多
く
、
ま
さ
に
ベ
ル
の
よ
う
に

鳴
ら
し
て
使
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
久
々
利
銅
鐸
は
ベ
ル

の
よ
う
に
使
用
す
る
に
は
巨
大
過
ぎ
て
、

打
ち
鳴
ら
さ
れ
た
痕
跡
も
見
当
た
り
ま
せ

ん
。
儀
礼
的
・
象
徴
的
な
祭
器
で
は
な
い

か
と
推
定
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
用
途
に
つ

い
て
は
い
ま
だ
謎
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
。

銅
鐸
の
大
き
さ
は
、
そ
の
地
域
を
治
め

る
勢
力
の
規
模
に
比
例
す
る
と
思
わ
れ
ま

す
。
久
々
利
銅
鐸
ほ
ど
の
大
き
さ
と
も
な

る
と
、「
ク
ニ
」
規
模
の
勢
力
の
存
在
、
そ

れ
も
か
な
り
大
き
な
「
ク
ニ
」
の
存
在
が

想
定
で
き
ま
す
。
久
々
利
銅
鐸
は
弥
生
時

代
後
期
、
今
か
ら
約
二
千
年
前
（
一
世
紀
）

の
も
の
で
す
が
、
可
児
市
内
に
そ
の
よ
う

な
大
き
な
勢
力
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

ま
す
。
ワ
ク
ワ
ク
し
ま
す
ね
。

久
々
利
銅
鐸
は
、
江
戸
時
代
に
久
々
利

の
集
落
か
ら
1
㎞
程
西
の
丘
陵
地
で
発
見

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
久
々
利
と
い

え
ば
、『
日
本
書
記
』
に
記
さ
れ
た
景
行

天
皇
行
幸
の
地
、
泳
宮
ロ
マ
ン
ス
の
地
で

も
あ
り
ま
す
（
三
世
紀
頃
か
？
）。
そ
し

て
、
飛
鳥
時
代
に
朝
廷
に
お
米
を
献
上
し

た
地
で
あ
る
こ
と
を
記
し
た
木
簡
が
、
飛

鳥
池
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
（
西
暦

6
7
7
年
）。
さ
ら
に
、
桃
山
時
代
に
京

都
と
直
結
し
、
国
宝
の
志
野
茶
碗
を
生
み

出
し
た
美
濃
桃
山
陶
の
聖
地
の
場
所
。
そ

ん
な
「
ク
ク
リ
」
は
、
遥
か
昔
、
弥
生
時

代
か
ら
す
で
に
「
ク
ニ
」
の
よ
う
な
規
模

の
集
落
で
し
た
。
そ
の
勢
力
は
何
百
年
も

絶
え
る
こ
と
な
く
、
古
代
ロ
マ
ン
ス
の
地

へ
と
、
そ
し
て
日
本
を
代
表
す
る
芸
術
の

地
へ
と
引
き
継
が
れ
た
の
で
す
。

久
々
利
銅
鐸
は
、風
格
を
漂
わ
せ
る
堂
々

た
る
姿
で
、
今
の
時
代
に
生
き
る
私
た
ち

に
、
可
児
の
壮
大
な
歴
史
ロ
マ
ン
を
語
り

掛
け
て
く
れ
ま
す
。

銅ど
う

鐸た
く

幻
想

久々利銅鐸（可児郷土歴史館蔵）
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