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【
解
説
】「
史
談
」
五
五
六
号
「
ま
ち
の
写

真
館　

柳
下
写
真
館
の
歴
史
」
掲
載
後
、

千
住
仲
町
で
開
業
し
た
千
栁
館
栁
下
邦
三

氏
の
息
子
博
氏
の
娘
、
栁
下
静
子
氏
よ
り

手
記
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
。

　
邦
三
氏
の
弟
栄
之
助
氏
が
独
立
し
て
柳

下
写
真
館
を
開
業
し
て
の
ち
、
千
栁
館
の

家
族
は
、
昭
和
二
〇
年
三
月
に
強
制
疎
開

の
た
め
、
千
柳
館
で
修
行
し
て
独
立
し
て

い
た
草
加
の
横
田
写
真
館
へ
転
居
し
た
。

柳
下
写
真
館
は
、
戦
後
す
ぐ
二
一
年
に
疎

開
先
か
ら
戻
っ
た
が
、
千
栁
館
の
家
族
が

戻
っ
た
の
は
昭
和
三
〇

年
で
、
千
住
仲
町
で
昭

和
四
八
年
ま
で
開
業
し

て
い
た
。
写
真
館
の
娘

と
し
て
昭
和
十
一
年
に

生
ま
れ
た
静
子
氏
に
よ

る
千
栁
館
の
あ
ゆ
み
と

当
時
の
千
住
の
様
子
を

紹
介
す
る
。（
郷
土
博

物
館
）

まちの写真館２　千栁館
千栁館のあゆみと千住の思い出　１

栁　下　静　子

千栁館の客間にて栁下博氏（明治 35年生）と家族　昭和 12年正月の撮影
前列は母と祖母に抱かれている静子氏

　
「
史
談
」
５
５
６
号

の
「
ま
ち
の
写
真
館
」

の
記
事
に
「
千
栁
館
」

（
せ
ん
り
ゅ
う
か
ん
）

の
文
字
を
見
つ
け
、
さ

ら
に
冒
頭
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
の
は
紛
れ
も
な

く
我
が
祖
父
母
、
親
戚

と
思
わ
れ
る
面
々
が
正

装
し
て
い
る
「
千
栁
館
」
の
昔
の
写
真
、

思
わ
ず
目
を
疑
っ
た
。
こ
れ
ま
で
「
千
栁

館
」
と
い
う
少
々
大
時
代
が
か
っ
た
屋
号

は
そ
れ
程
自
慢
に
も
な
ら
ず
、
あ
の
戦
災

で
失
い
戦
後
は
一
応
小
さ
な
店
で
復
活
は

し
た
が
も
う
止
め
て
久
し
い
。
だ
が
年
を

重
ね
徐
々
に
千
住
び
い
き
が
目
覚
め
、
忘

れ
た
わ
け
で
は
な
い
、
私
の
中
に
ず
っ
と

仕
舞
い
込
ん
で
い
た
「
千
栁
館
」
へ
の
想

い
が
徐
々
に
動
き
出
し
て
き
た
の
か
も
知

れ
な
い
。

　

原
戸
籍
に
よ
る
と
明
治
三
八
年
五
月
に

祖
父
邦
三
は
、
東
京
府
南
足
立
郡
千
住
町

大
字
千
住
仲
組
七
拾
九
番
地
に
居
を
構
え

て
い
る
。
弟
の
栄
之
助
と
力
を
合
わ
せ
て

ま
だ
千
住
で
は
珍
し
か
っ
た
写
真
館
を
開

い
た
。
千
住
の
「
千
」
と
苗
字
の
「
栁
」

を
合
わ
せ
て
「
千
栁
館
」
と
命
名
し
、
明

治
、
大
正
、
昭
和
と
続
い
た
千
住
界
隈
草

分
け
の
写
真
館
。

千栁館の文字が見える写真。最も古く撮影された
もののひとつ。（明治 38年 3月）

•
•
•
•
•
•
•
•
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手
記 

爆
弾
が
落
ち
た
日
（
第
2
回
）

井
　
上
　
き
み
子 

著

　

私
の
父
、
博
の
戸
籍
に
よ
れ
ば
、
栁
下

邦
三
は
明
治
十
四
年
横
浜
に
生
ま
れ
、
同

じ
く
横
浜
生
ま
れ
の
ワ
カ
と
の
間
に
一

子
、
博
を
儲
け
る
（
明
治
三
十
五
年
）。

後
々
の
博
の
昔
ば
な
し
に
よ
れ
ば
「
下
男

の
墓
ま
で
屋
敷
内
に
あ
っ
た
大
き
な
造
り

酒
屋
」
だ
っ
た
と
か
。
新
し
い
時
代
、
明

治
に
な
っ
て
そ
の
大
き
な
新
し
い
流
れ
に

飲
み
込
ま
れ
破
産
、
一
家
離
散
の
状
況
に

陥
り
、
当
然
兄
弟
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
生
き

る
道
を
求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
早
く

か
ら
外
国
人
の
往
来
が
多
く
、
明
治
十
年

二
十
年
代
の
横
浜
に
は
既
に
数
十
の
写
真

館
が
あ
り
、
外
国
人
を
含
め
写
真
師
が
多

数
い
て
職
業
と
し
て
成
立
し
て
い
た
ら
し

い
。
邦
三
は
将
来
性
あ
り
、
魅
力
あ
る
職

業
と
し
て
写
真
師
の
道
を
選
び
、
い
ず
れ

か
の
写
真
館
へ
早
く
も
十
代
の
半
ば
に
し

て
弟
子
入
り
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
す
る
。

　

そ
の
後
、
三
男
で
あ
ろ
う
邦
三
は
異
母

兄
弟
の
弟
、
栄
之
助
（
戸
籍
に
は
五
男
、

明
治
十
七
年
生
）
を
誘
い
、
二
人
で
開
い

た
「
千
栁
館
」
は
、
明
治
、
大
正
と
順
調

だ
っ
た
と
聞
く
が
、
大
正
十
一
年
、
兄
の

邦
三
は
四
十
一
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
る
。

 

長
男
博
が
修
業
行
先
よ
り
戻
り「
千
栁
館
」

を
継
ぎ
、
栄
之
助
は
分
家
し
て
千
住
一
丁

目
に
「
柳
下
写
真
館
」
を
開
き
、
現
在
も

三
代
目
の
柳
下
勉
氏
が
立
派
な
ス
タ
ジ
オ

を
構
え
順
調
に
営
業
を
続
け
て
い
る
。

　

兄
の
邦
三
は
早
世
し
て
し
ま
う
が
、
弟

栄
之
助
は
健
在
で
昭
和
三
十
一
、二
年
頃

は
既
に
隠
居
の
身
。
時
折
我
が
家
を
訪
ね

昔
ば
な
し
の
お
相
手
を
務
め
る
甥
で
あ
る

私
の
父
博
は
「
ヂ
ャ
ー
ヂ
ャ
」
と
呼
び
敬

愛
し
て
い
た
。「
ヂ
ャ
ー
ヂ
ャ
」
と
は
ロ

シ
ア
語
で
「
お
じ
さ
ん
」
と
い
う
意
味
と

か
。
そ
の
「
ヂ
ャ
ー
ヂ
ャ
」
は
当
時
あ
ま

り
見
か
け
ぬ
毛
皮
か
起
毛
か
の
ロ
シ
ア
人

風
の
帽
子
を
い
つ
も
被
っ
て
い
た
の
で
そ

の
わ
け
を
尋
ね
る
と
、
昔
、
父
邦
三
と
叔

父
栄
之
助
は
ロ
シ
ア
に
渡
っ
た
こ
と
が
あ

る
、
た
だ
し
「
外
国
に
修
業
に
行
っ
た
な

ど
と
い
う
結
構
な
は
な
し
で
は
な
く
、
い

ま
で
い
う
出
稼
ぎ
の
よ
う
な
も
の
・
・
・
」

と
語
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

　

ロ
シ
ア
と
言
っ
て
も
は
る
か
彼
方
の
古

都
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
な
ど
で
は
な

い
。
明
治
以
前
か
ら
大
陸
に
渡
る
の
に
敦

賀
か
ら
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
へ
の
船
便
が
開

け
て
い
た
と
い
う
。
邦
三
、
栄
之
助
兄
弟

は
、
は
る
ば
る
極
寒
の
地
シ
ベ
リ
ア
に
夢

を
托
し
、
開
業
資
金
を
得
る
た
め
彼
の
地

で
渾
身
の
力
を
ふ
り
し
ぼ
り
働
い
た
の
で

は
な
い
か
。

　

当
時
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
は
港
湾
都
市

と
し
て
ロ
シ
ア
帝
国
の
軍
事
基
地
で
あ
っ

た
。
早
く
も
明
治
初
年
に
は
日
本
政
府
の

貿
易
事
務
館
（
後
に
領
事
館
と
な
る
）
も

建
ち
、
ロ
シ
ア
人
を
始
め
中
国
人
、
朝
鮮

人
に
混
じ
り
、
か
な
り
の
日
本
人
が
暮
ら

し
て
極
東
の
経
済
文
化
の
中
心
地
で
あ
っ

た
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
へ
は
い
ち
早
く
鉄
道

（
ウ
ス
リ
ー
線
）
が
通
じ
、
シ
ベ
リ
ア
鉄

道
の
基
礎
と
な
っ
た
。（
ロ
シ
ア
を
知
る

事
典
参
考
）

　

こ
う
し
た
多
民
族
が
集
ま
り
め
ま
ぐ
る

し
く
動
く
都
市
で
、
二
十
代
の
兄
弟
は
稼

ぎ
、
写
真
の
機
材
な
ど
も
求
め
て
き
た
か

も
知
れ
な
い
。
い
く
ば
く
か
の
開
業
資
金

を
入
手
し
、
ま
だ
新
開
地
だ
っ
た
千
住
で

明
治
四
十
年
前
後
に
開
業
し
、
地
盤
を
固

め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
巡
ら

し
て
し
ま
う
。

（
つ
づ
く
）

　

対
戦
国
の
本
土
の
空
襲
は
、
日
を
追
っ

て
激
し
さ
を
増
し
、
昼
と
な
く
夜
と
な
く

繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
達
の
職
場

で
の
日
課
を
云
え
ば
、
出
勤
す
る
な
り
重

要
書
類
と
書
か
れ
た
柳
行
李
の
紐
を
解
く

事
か
ら
始
ま
り
、
空
襲
の
サ
イ
レ
ン
が
鳴

る
や
直
ち
に
元
に
戻
し
、
避
難
す
る
と
云

う
操
り
返
し
。
半
日
は
壕
の
中
と
云
う
有

様
で
し
た
。
事
務
所
の
前
に
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
四
階
建
の
建
物
が
有
り
、
一
階
の

床
部
分
は
無
数
の
深
い
槽
が
出
来
て
居
り

（
そ
れ
は
軍
用
の
ハ
イ
ノ
ウ
、
靴
に
な
る
原

皮
を
薬
液
に
漬
け
込
む
前
の
槽
）、
そ
れ

が
私
達
の
格
好
の
防
空
壕
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
ん
な
中
で
、
長
く
暗
い
、
こ
の

戦
争
の
行
方
を
考
え
、
一
日
も
早
く
勝
利

の
終
戦
を
迎
え
た
い
と
念
じ
て
い
ま
し
た
。

　

数
日
前
に
は
、
こ
の
上
空
で
空
中
戦
が

あ
り
、
日
の
丸
を
付
け
た
戦
闘
機
が
火
を

噴
い
て
落
ち
、
工
場
の
そ
ば
を
流
れ
る
隅

田
川
に
突
っ
込
ん
だ
の
で
し
た
。
私
達
の

い
る
建
物
を
さ
け
る
為
に
、
最
後
の
力
を

振
り
し
ぼ
っ
て
操
縦
桿
を
切
っ
て
く
れ
た

井上氏のお孫さんが制作した絵本「ふはつだんがお
ちた日」より　上：5～ 6頁、下：7～ 8頁
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足
立
の
水
道
覚
書
　
下

荻
　
原
　
ち
と
せ

の
で
し
ょ
う
。
後
で
警
備
の
人
が
現
場
に

行
き
、
そ
の
飛
行
兵
の
細
か
く
飛
び
散
っ

た
肉
片
の
い
く
つ
か
を
掌
に
乗
せ
て
来
て

見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
淡
い
ピ
ン
ク
の
綺

麗
な
色
で
し
た
。

　

爆
弾
の
落
ち
た
日
は
、
警
戒
警
報
に
引

き
続
き
、
す
ぐ
空
襲
警
報
が
発
令
さ
れ
間

近
に
爆
音
が
聞
こ
え
る
状
態
で
し
た

柳
行
李
を
先
頭
に
四
～
五
人
の
仲
間
の
人

達
と
慌
て
て
壕
に
飛
び
込
み
ま
し
た
。

　

敵
機
奇
襲
を
知
ら
せ
る
メ
ガ
ホ
ン
の

声
と
共
に
、
い
き
な
り
爆
音
が
聞
こ
え
、

緊
迫
感
が
み
な
ぎ
り
ま
し
た
。「
あ
、
爆

弾
、
落
ち
だ
ゾ
。
こ
っ
ち
に
来
る
。
伏
せ

ろ
。」
殺
気
立
っ
た
声
に
カ
バ
ッ
と
床
に

伏
せ
ま
し
た
。
い
つ
も
訓
練
し
て
い
る
様

に
親
指
で
耳
を
ふ
さ
ぎ
、
残
っ
た
指
で
目

を
ギ
ュ
ッ
と
抑
え
、
口
を
開
く
（
爆
風
に

備
え
る
為
）
ス
タ
イ
ル
で
す
。
緊
迫
し
た

一
瞬
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
頭
を
か
け
め

ぐ
り
ま
し
た
。
爆
発
し
た
時
は
一
体
ど
ん

な
衝
撃
を
受
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
目
が
飛

び
出
て
し
ま
う
の
か
、
そ
れ
と
も
体
ご
と

吹
き
飛
ば
さ
れ
る
の
か
。
不
意
に
こ
の
間

見
た
飛
行
兵
の
細
か
い
肉
片
を
思
い
出
し

ま
し
た
。
や
が
て
爆
弾
が
地
上
に
突
入
し

た
様
な
衝
撃
を
感
じ
、
次
に
来
る
忰
怖
の

瞬
間
を
待
ち
ま
し
た
。
何
秒
か
が
経
ち
、

ふ
と
我
に
返
っ
て
そ
っ
と
顔
を
上
げ
ま
し

た
。
何
が
起
っ
た
の
か
解
ら
ぬ
ま
ま
に
、

皆
キ
ョ
ト
ン
と
し
た
目
を
合
わ
せ
ま
し

た
。「
不
発
弾
だ
、
不
発
弾
だ
ゾ
ー
」
そ

の
声
で
や
っ
と
皆
助
か
っ
た
の
だ
と
実
感

し
た
の
で
す
。
被
弾
し
た
と
こ
ろ
と
は
、

一
〇
ｍ
と
離
れ
て
い
な
か
っ
た
様
で
、
今

考
え
て
も
ゾ
ッ
と
し
ま
す
。

（
つ
づ
く
）

　

小
規
模
水
道
は
、
水
道
法
の
適
用
外
な

も
の
で
、
井
戸
、
河
川
、
ゆ
う
水
（
湧
き

水
）な
ど
の
自
己
水
源
を
用
い
る
も
の
で
、

居
住
者
五
〇
人
以
上
、
百
人
以
下
に
供
給

す
る
も
の
を
小
規
模
専
用
水
道
と
い
う
。

　

水
道
事
業
者
（
東
京
都
水
道
局
）
に
よ

る
供
給
を
受
け
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
使

用
方
法
は
、一
般
の
水
道
と
同
じ
よ
う
に
、

蛇
口
を
ひ
ね
る
と
水
が
出
る
。

　

花
畑
地
域
で
は
、
水
道
局
に
よ
る
水
道

供
給
が
開
始
し
た
の
は
遅
か
っ
た
。
水
道

管
の
施
設
が
、
区
画
整
理
の
進
捗
に
従
っ

て
行
わ
れ
た
た
め
で
あ
る
。そ
れ
以
前
は
、

井
戸
水
を
揚
水
し
、
そ
の
水
を
周
辺
の
数

軒
に
配
水
す
る
形
で
、「
水
道
」
を
使
用

し
て
い
た
。
こ
れ
を
「
簡
易
水
道
」
と
よ

ん
で
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
厳
密
に
は
小

規
模
専
用
水
道
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　

花
畑
仲
組
集
落
在
住
の
鈴

木
恒
雄
氏
に
よ
る
と
、
集
落

の
各
所
に
井
戸
か
ら
の
揚
水

を
溜
め
る
タ
ン
ク
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と

い
う
。
た
だ
し
、
集
落
全
軒
が
こ
の
方
法

で
配
水
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の

で
は
な
く
、
従
来
ど
お
り
自
家
の
井
戸
を

使
用
す
る
家
も
あ
っ
た
と
い
う
。

　

自
家
の
井
戸
の
場
合
は
、
手
押
し
ポ
ン

プ
に
よ
る
揚
水
の
た
め
、
蛇
口
を
ひ
ね
っ

て
水
を
出
す
わ
け
に
は
い
か
ず
、
井
戸
か

ら
使
用
場
所
ま
で
く
み
上
げ
た
水
を
運
ぶ

必
要
が
あ
る
。
井
戸
は
た
い
て
い
屋
外
に

作
ら
れ
て
い
た
た
め
、
水
汲
み
や
水
運
び

は
重
労
働
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
、
タ
ン
ク
に
よ
る
配
水
は
、
非
常

に
便
利
な
方
法
で
あ
っ
た
。
自
家
井
戸
よ

り
離
れ
た
家
々
へ
の
配
水
の
た
め
、
深
井

戸
で
揚
水
も
モ
ー
タ
ー
を
用
い
た
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
小
規
模
専
用
水
道

で
あ
っ
て
も
、

多
数
の
人
々
が

使
用
す
る
た
め

管
理
や
消
毒
な

ど
衛
生
を
保
つ

た
め
に
、
基
準

が
設
け
ら
れ
て

い
る
。し
か
し
、

鈴
木
氏
に
よ
る

と
、
都
心
の
水

道
水
と
は
明
ら

か
に
味
が
異
な

り
、
消
毒
な
ど

も
そ
れ
ほ
ど
し

て
い
な
か
っ
た

の
で
は
と
い
う

【写真 1】昭和 38年 11月　遠山商店（花畑町 817）の屋根越しに
見えるタンクが小規模専用水道のタンク。

【写真 2】花畑水道地図　掲載
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印
象
が
あ
る
と
い
う
。

　
【
写
真
２
】
の
地
図
は
、【
写
真
１
】
と

同
じ
昭
和
三
八
年
こ
ろ
の
花
畑
の
地
図

で
、
こ
の
地
図
に
は
水
道
タ
ン
ク
が
示
さ

れ
て
い
る
。
○
を
つ
け
た
も
の
が
そ
の
印

で
あ
る
。

　

こ
の
北
側
に
花
畑
団
地
の
建
設
と
区
画

整
理
が
進
ん
で
お
り
、
昭
和
四
〇
代
前
半

に
な
る
と
道
路
整
備
と
と
も
に
本
水
道
の

使
用
が
可
能
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

タ
ン
ク
式
の
小
規
模
専
用
水
道
に
よ
る
配

水
は
、
モ
ー
タ
ー
動
力
の
使
用
が
可
能
に

な
っ
た
時
代
か
ら
、
水
道
管
の
施
設
が
行

わ
れ
る
ま
で
の
比
較
的
短
い
期
間
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
自
家
井
戸
か

ら
直
接
、
本
水
道
の
使
用
へ
と
変
化
し
た

家
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
水
道
施

設
の
運
営
方
法
、
給
水
範
囲
な
ど
詳
し
い

資
料
を
探
し
、
生
活
の
変
化
の
な
か
で
水

の
確
保
に
つ
い
て
今
後
も
調
査
し
て
い
き

た
い
。 

（
当
館
学
芸
員
）

こ
こ
で
見
て
足
立
の
博
物
館
資
料

　

郷
土
博
物
館
の
資
料
は
、
し
ば
し
ば
他

の
美
術
館
・
博
物
館
と
研
究
・
資
料
情
報

の
交
流
を
経
て
、
展
覧
会
に
出
品
さ
れ
ま

す
。
今
号
か
ら
展
覧
会
観
覧
の
参
考
に
し

て
い
た
だ
く
こ
と
と
、
足
立
の
資
料
に
つ

い
て
学
ぶ
機
会
を
ご
紹
介
す
る
こ
と
を
目

的
に
、
セ
レ
ク
ト
し
て
随
時
ご
紹
介
し
ま

す
。

常つ
ね
の
ぶ信
筆ひ

つ
ひ
ゃ
く
じ
ゅ
う
ず

百
獣
図

―
武
蔵
野
美
術
大
学
美
術
館
・
図
書
館
―

　

５
月
25
日
（
月
）～
８
月
16
日
（
日
）

に
開
催
さ
れ
る
武
蔵
野
美
大
美
術
館
・
図

書
館
（
小
平
市
小
川
町
）
の
「
絵
の
始
ま

り　

絵
の
終
わ
り
―
下
絵
と
本
画
の
物
語

り
―
」展
に
当
館
蔵（
石
出
家
寄
贈
）の「
常

信
筆
百
獣
図
」
が
展
示
さ
れ
ま
す
（
右
写

真
）。
幕
末
千
住
宿
の
惣
代
を
つ
と
め
た

石
出
家
に
は
木
挽
町
狩
野
派
と
も
付
き
合

い
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、
狩
野
派
の
粉

本
や
模
本
が
伝
来
し
て
い
ま
す
。
本
資
料

も
そ
の
一
つ
で
す
。
多
く
の
動
物
た
ち
が

描
か
れ
た
百
獣
図
の
一
つ
で
す
。
展
覧
会

で
は
「
狩
野
元
信
伝
原
作
獣
尽
屏
風
」（
東

京
藝
術
大
学
美
術
館
蔵
）
等
と
と
も
に
展

示
さ
れ
ま
す
。

【
お
問
合
せ
】
武
蔵
野
美
術
大
学
美
術

館
・
図
書
館
（
電
話
〇
四
二
‐
三
四
二
‐

六
〇
〇
三
）

阿あ

み

だ

弥
陀
三さ

ん

そ

ん

ず

尊
図
像ぞ

う

い

た

び

板
碑

―
長
野
市
立
博
物
館
―

　

今
年
、
七
年
に
一
度
の
ご
開
帳
を
迎
え

て
い
る
長
野
の
善
光
寺
で
す
が
、
こ
れ
を

記
念
し
て
５
月
31
日
（
日
）
ま
で
長
野
市

立
博
物
館
（
長
野
市
小
島
田
町
）
で
「
信

仰
の
み
ち 

善
光
寺
・
戸
隠
・
飯
縄
・
小

菅
・
斑
尾
・
妙
高
」
展
が
開
催
さ
れ
、
当

館
蔵「
阿
弥
陀
三
尊
図
像
板
碑
」（
天
文
二
・

一
五
三
三
年
銘
）が
出
展
さ
れ
て
い
ま
す
。

碑
文
に
「
善
光
」
の
文
言
が
記
さ
れ
、
次

に
「
寺
」
と
読
め
る
可
能
性
が
あ
る
文
字

が
有
る
こ
と
か
ら
、
戦
国
期
の
江
戸
周
辺

に
善
光
寺
信
仰
が
広
が
っ
て
い
た
希
少
例

と
し
て
出
展
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
お
問
合
せ
】
長
野
市
立
博
物
館
（
電
話

〇
二
六
‐
二
八
四
‐
九
〇
一
一
）

「常信筆百獣図」より「猿猴」

絵
本
で
語
る

『
ぼ
く
た
ち
の
お
ば
け
え
ん
と
つ
』

　

大
正
一
五
年
か
ら
昭
和
三
九
年
ま
で
、

千
住
桜
木
町
に
聳
え
立
っ
て
い
た
お
化
け

煙
突
。
煙
突
解
体
か
ら
五
〇
年
以
上
が

経
っ
た
今
で
も
、
多
く
の
人
々
の
記
憶
に

残
り
、
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
お
化
け
煙
突
が
絵
本
と
な
っ
て

よ
み
が
え
り
ま
し
た
。『
ぼ
く
た
ち
の
お

ば
け
え
ん
と
つ
』
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
千

住
文
化
普
及
会
」
が
制
作
し
、
児
童
文
学

作
家
の
岩
崎
京
子
氏
と
手
づ
く
り
絵
本

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
青
木
珠
代
氏
が
内
容
を
担

当
、
絵
は
当
時
都
立
足
立
新
田
高
等
学
校

の
三
年
生
だ
っ
た
中
尾
里
穂
さ
ん
が
作
製

し
ま
し
た
。

　

絵
本
は
、
三
人
の
男
の
子
た
ち
が
電
車

に
乗
っ
て
お
化
け
煙
突
ま
で
冒
険
に
行
く

と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
、
ほ
の
ぼ
の
と
し

た
風
景
の
中
に
も
、
町
の
み
ん
な
に
と
っ

て
大
き
な
存
在
だ
っ
た
お
化
け
煙
突
の
姿

を
伝
え
て
い
ま
す
。

完成した絵本を手に、櫟原さん（右）
と中尾さん（左）。

『
ぼ
く
た
ち
の
お
ば
け
え
ん
と
つ
』

Ｂ
五
判
・
二
四
ペ
ー
ジ

一
一
八
〇
円
（
税
込
）

【
お
問
合
せ
】
千
住
文
化
普
及
会

（
電
話
〇
三
―
三
八
八
一
―
三
二
三
二
）


