
令和４年３月（１）第 649 号 足 立 史 談

に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
拓

本
は
後
に
門
人
の
料
治
熊
太
（
り
ょ
う
じ 

く
ま
た
）
の
許
に
あ
り
、
同
家
か
ら
収
集

さ
れ
ま
し
た
。

■
研
究
会
の
採
拓　

あ
だ
ち
拓
本
研
究
会

は
平
成
四
（
一
九
九
二
）
年
に
設
立
さ
れ

た
団
体
で
郷
土
博
物
館
の
協
働
グ
ル
ー
プ

と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
会
自
身
で

採
拓
活
動
を
し
ば
し
ば
行
い
、
足
立
区
の

み
な
ら
ず
区
外
に
も
足
を
延
ば
し
て
拓
本

制
作
を
行
っ
て
い
ま
す
。
上
段
の
写
真
は

埼
玉
県
熊
谷
市
の
妻
沼
聖
天
院
に
あ
る
芭

蕉
句
碑
で
、
表
は
江
戸
の
文
人
、
大
田
南
畝
、

ま
す
が
、
代
表
的
な

の
は
和
紙
を
水
に
濡

ら
し
、
石
碑
に
貼
り
、

そ
の
上
か
ら
墨
を
あ

て
て
写
す
手
法
で
す
。

　

今
回
、
あ
だ
ち
拓

本
研
究
会
と
同
会
の

勝
村
秀
堂
氏
所
蔵
の

旧
拓
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

な
ど
、
区
内
で
拓
本

研
究
を
行
っ
て
い
る
方
々
か
ら
拓
本
を
招

来
し
、
展
覧
会
を
開
催
し
ま
す
。

■
旧
拓
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら　

旧
拓
と
は

主
に
戦
前
に
採
拓
（
拓
本
を
制
作
す
る
こ

と
）
さ
れ
た
作
品
で
す
。
著
名
な
石
碑
の

多
く
は
現
在
、
文
化
財
保
護
の
観
点
等
か

ら
採
拓
で
き
な
い
場
合
も
多
い
の
で
す
が
、

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
江
戸
時
代
か
ら
戦
前

期
ま
で
に
採
拓
さ
れ
た
旧
拓
が
伝
来
し
て

い
ま
す
。
中
に
は
現
在
滅
失
、

損
傷
し
た
石
碑
の
拓
本
も
含
ま

れ
希
少
資
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

下
の
「
鳳
凰
図
」
は
戦
前
に

制
作
さ
れ
た
、
著

名
な
雲
崗
石
窟

（
う
ん
こ
う
せ
っ

く
つ
・
中
国
山
東

省
）
の
図
像
の
拓

本

で

す
。

署

名

か
ら
昭
和
十
二

（
一
九
三
七
）
年

に
は
美
術
史
家
の

会
津
八
一
の
手
元

第 号649

2022 年 3月 15日

足立区立郷土博物館内

足立史談編集局

〒 120-0001

東京都足立区大谷田 5-20-1

T E L

F A X

03-3620-9393

03-5697-6562

も
く
じ

も
く
じ

拓本の鑑賞と記録…拓本の鑑賞と記録…P1P1

P4P4

妻沼聖天院（熊谷市）芭蕉句碑での拓本制作

千住四丁目氷川神社所在の縁起碑
鳳凰図の拓本　雲崗石窟（中国

山東省）　会津八一旧蔵。

あだち民具図典⑭縄もっこ…あだち民具図典⑭縄もっこ…

　
１　

拓
本
の
展
覧
会

　

墨
で
和
紙
に
石
碑
や
器
物
の

造
形
や
文
字
を
写
し
と
る
の
が

拓
本
で
す
。
釣
り
愛
好
家
の
人 

た
ち
が
つ
く
る
魚
拓
も
、
そ
の
一
つ
で
す
。

写
真
が
無
か
っ
た
時
代
に
は
石
碑
な
ど
に

記
さ
れ
た
名
文
や
、
像
容
を
写
し
と
る
こ

と
が
盛
ん
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

拓
本
の
制
作
に
は
様
々
な
方
法
が
あ
り

文字から見る当館所蔵郷土玩具…文字から見る当館所蔵郷土玩具…P3P3

拓
本
拓
本
のの
鑑
賞
鑑
賞
とと
記
録
記
録

　
～
「
協
働

　
～
「
協
働    
拓
本
展
」
と
あ
だ
ち
拓
本
研
究
会
～

拓
本
展
」
と
あ
だ
ち
拓
本
研
究
会
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  
郷郷  
土土  
博博  
物物  
館館
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碑
の
拓
本
を
採
っ
て
い
る
写
真
を
ご
紹
介

し
ま
し
た
が
、
そ
の
成
果
が
左
上
の
写
真

で
す
。
右
は
碑
の
表
面
で
芭
蕉
の
句
「
稲

つ
ま
や 

闇
の 

か
た
行 

鵁
鶄
の
声
」
を
大

田
南
畝
が
記
し
て
い
ま
す
。
「
鵁
鶄
（
ご

い
）
」
は
五
位
鷺
の
こ
と
で
一
般
に
は
「
こ

う
せ
い
」
と
音
読
さ
れ
、
本
句
が
収
録
さ

れ
た
句
集
『
続
猿
蓑
』
で
も
「
…
五
位
の
声
」

と
表
記
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
碑
で
は
南
畝

は
あ
え
て
「
鵁
鶄
」
と
記
し
て
い
ま
す
。

　

面
白
い
の
は
、
裏
面
（
写
真
左
側
）
の

千
住
の
俳
諧
師
・
絵
師
で
あ
っ
た
建
部
巣

兆
の
建
立
由
来
で
す
。
元
も
と
「
稲
つ
ま
や
」

の
句
は
伊
勢
で
詠
ま
れ
ま
し
た
が
、
巣
兆

は
、
妻
沼
の
俳
人
た
ち
が
地
元
で
こ
の
情

景
を
感
じ
た
瞬
間
が
あ
り
建
碑
し
た
と
記

し
、
情
景
を
感
じ
る
こ
と
こ
そ
風
流
で
あ

り
喜
び
な
の
だ
と
謳
っ
て
い
ま
す
。
由
来

の
地
に
こ
だ
わ
ら
ず
俳
諧
空
間
で
遊
ん
だ

人
々
の
豊
か
さ
を
読
み
取
れ
ま
す
。
妻
沼

の
俳
人
た
ち
は
巣
兆
と
も
交
流
し
て
い
た

人
々
で
し
た
。

　

郷
土
博
物
館
で
は
旧
拓
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

と
あ
だ
ち
拓
本
研
究
会
の
調
査
・
制
作
成

果
を
紹
介
す
る
展
覧
会
を
開
催
し
ま
す
。

ぜ
ひ
拓
本
の
世
界
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

ん
で
し
ま
っ
た
事
例
も
あ
り
、
拓
本
自
体

が
貴
重
な
記
録
と
な
っ
て
い
ま
す
。

 
２　

あ
だ
ち
拓
本
研
究
会
の
活
動

　

拓
本
研
究
会
は
拓
本
を
作
成
す
る
ほ
か

に
も
独
自
の
展
覧
会
の
開
催
、
冊
子
の
発

行
、
拓
本
体
験
会
な
ど
、
様
々
な
活
動
を

し
て
い
ま
す
。
会
で
拓
本
を
と
る
際
に
は
、

複
数
作
成
し
て
管
理
者
の
寺
院
や
神
社
に

奉
納
す
る
な
ど
、
所
有
者
と
の
関
係
を
尊

重
し
現
地
で
の
記
録
保
存
に
も
貢
献
し
て

い
ま
す
。
博
物
館
で
行
う
体
験
会

で
も
講
師
を
つ
と
め
来
館
者
に
拓

本
の
魅
力
を
伝
え
る
普
及
活
動
も

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
今
年

十
一
月
に
は
会
の
設
立
か
ら
三
〇

年
を
迎
え
ま
す
。

　

冒
頭
で
妻
沼
聖
天
院
の
芭
蕉
句

意
外
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

石
碑
は
し
ば
し
ば
損
傷
し
て
い
き
ま
す
。

地
震
や
戦
災
な
ど
大
き
な
変
事
で
の
倒
壊

だ
け
で
な
く
、
経
年
の
材
質
劣
化
や
酸
性

雨
な
ど
の
環
境
変
化
か
ら
損
壊
が
進
む
場

合
が
あ
り
ま
す
。
同
会
が
初
期
に
採
拓
し

た
石
碑
類
の
中
で
も
、
す
で
に
劣
化
が
進

裏
面
は
千
住
の
文
人
の
建
部
巣
兆
に
よ
る

建
立
由
来
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
（
後
述
）
。

　

前
頁
下
段
右
側
の
拓
本
は
千
住
四
丁
目

氷
川
神
社
の
「
髙
正
天
満
宮
縁
起
碑
」
で
す
。

正
木
家
が
伝
来
し
た
菅
公
像
の
祀
ら
れ
た

天
満
宮
に
つ
い
て
の
由
緒
を
記
し
た
記
念

碑
で
、
美
し
く
採
拓
さ
れ
て
い
ま
す
。

第 649 号（２）

石碑の採拓のようす（区内寺院）

郷
土
博
物
館　

協
働　

拓
本
展

　

会
期
＝
三
月
二
三
日
（
水
）
～
六
月
五
日
（
日
）
。

　

会
場
＝
郷
土
博
物
館
企
画
展
示
室
。　

　

※
会
期
中
、
展
示
資
料
の
入
れ
替
え
が
あ
り
ま
す
。

　

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
に 

　
　

よ
り
、
会
期
が
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

拓本体験会でノウハウを伝える（郷土博物館）

展覧会の開催（シアター１０１０ギャラリー）

妻沼の芭蕉句碑　南畝の「稲つま 

や 闇の かた行 鵁鶄の声」（右）と

巣兆の建立由来（左）。
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ら
、
旧
蔵
者
が
郷
土
玩
具
を
自
宅
に
飾
り

賞
玩
、
あ
る
い
は
整
理
を
す
る
た
め
に
名

札
を
自
作
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

■
弓
張
鈴
の
箱
書
き　

弓
張
鈴
（
ゆ
み

は
り
す
ず
）
は
山
梨
県
の
郷
土
玩
具
で

す
。
付
属
す
る
説
明
書
に
よ
る
と
幼
い
頃

の
武
田
信
玄
が
長
禅
寺
（
甲
府
市
愛
宕
町

二
〇
八
）
に
学
び
弓
を
自
作
し
た
と
い
う

逸
話
と
同
寺
に
集
め
ら
れ
て
い
た
達
磨
を

モ
デ
ル
と
し
た
土
鈴
を
組
み
合
わ
せ
た
郷

土
玩
具
で
す
。
全
国
観
光
土
産
品
展
・
山

梨
県
観
光
土
産
品
展
推
奨
を
受
賞
と
説
明

書
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
弓
張

鈴
が
観
光
を
意
識
し
、
郷
土
の
偉
人
と
寺

社
の
名
産
品
を
組
み
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

弓
張
鈴
の
箱
に
は
サ
イ
ン
ペ
ン
で
「
甲

府
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
文
字
か

共
通
点
は
箱
書
き
と
名
札
で
す
。
郷
土
玩

具
資
料
に
は
箱
が
残
っ
て
い
る
も
の
も
あ

り
、
そ
の
中
に
は
箱
の
蓋
や
側
面
に
「
甲
府
」

「
姫
路
」
「
福
岡
」
な
ど
と
サ
イ
ン
ペ
ン
な

ど
で
記
さ
れ
て
い
る
も
の
や
名
札
が
一
緒

に
入
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ

で
は
一
例
と
し
て
花
巻
鹿
踊
と
弓
張
鈴
を

紹
介
し
ま
す
。

■
花
巻
鹿
踊
の
名
札　

花
巻
鹿
踊
は
、
宮

城
・
岩
手
県
で
行
わ
れ
る
民
俗
芸
能
の
鹿

踊
り
（
し
し
お
ど
り
）
を
か
た
ど
っ
た
郷

土
玩
具
で
す
。
箱
の
蓋
の
裏
に
は
「
小
岩

図
書
館
才
野
さ
ん
寄
贈
」
と
墨
書
し
て
あ

り
、
旧
蔵
者
が
購
入
し
た
も
の
で
は
な
い

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
た
だ
し
、
箱
の
中

に
は
「
鹿
踊
（
花
巻
市
）
」
と
書
か
れ
た
札

が
あ
り
ま
す
。
名
札
の
裏
に
は
「[

庄]

司

節
子
」
「
技
家
の
統
」
と
い

う
文
字
の
断
片
が
残
っ
て
お

り
、
一
九
六
三
年
に
出
版
さ

れ
た
書
籍
の
タ
イ
ト
ル
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
出

版
年
か
ら
、
旧
蔵
者
が
花
巻

鹿
踊
を
入
手
し
た
時
期
も
こ

の
前
後
だ
と
推
察
で
き
ま
す
。

　

名
札
は
書
籍
の
メ
モ
書
き

や
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
の
曲
名

カ
ー
ド
を
再
利
用
し
た
も
の

が
存
在
し
、
一
部
に
は
変
色

し
接
着
能
力
の
失
わ
れ
た
セ

ロ
ハ
ン
テ
ー
プ
が
付
い
て
い

る
も
の
も
残
っ
て
い
ま
す
。

名
札
の
折
り
目
や
テ
ー
プ
か

い
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

収
集
さ
れ
た
郷
土
玩
具
資
料
か
ら
は
寄

贈
当
時
の
状
況
や
旧
蔵
者
の
情
報
を
直
接

的
に
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

旧
蔵
者
が
ど
の
よ
う
に
郷
土
玩
具
を
使
用
・

鑑
賞
し
て
い
た
の
か
を
推
察
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

い
ま
い
ち
ど
、
当
館
の
所
蔵
す
る
郷
土

玩
具
資
料
を
整
理
す
る
と
、
旧
蔵
者
が
同

一
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
資
料
群
の
存
在
が

見
え
て
き
ま
す
。

　

■
郷
土
玩
具
に
つ
い
て　

現
在
、
当
館
に

収
蔵
さ
れ
て
い
る
郷
土
玩
具
資
料
の
中
に

は
、
前
身
で
あ
る
図
書
館
の
郷
土
資
料
室

時
代
か
ら
引
き
継
い
で
い
て
、
詳
し
い
来

歴
が
不
明
の
資
料
も
あ
り
ま
す
。

　

郷
土
玩
具
と
は
地
域
に
伝
わ
り
、
信
仰

や
遊
戯
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
玩
具
で
す
。

当
館
の
所
蔵
す
る
郷
土
玩
具
に
は
生
活
の

中
で
人
々
が
作
成
・
使
用
し
て
き
た
も
の

だ
け
で
は
な
く
、
近
代
以
降
に
創
作
さ
れ

た
も
の
も
存
在
し
て
い
ま
す
。
中
に
は
意

匠
登
録
（
申
請
中
）
と
書
か
れ
た
説
明
書

が
付
属
し
て
い
る
資
料
も
あ
り
ま
す
。
箱

の
印
刷
や
説
明
書
の
文
字
が
新
字
体
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
が
戦
後
に
製
作

さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

そ
も
そ
も
郷
土
玩
具
は
明
治
時
代
の
趣

味
人
に
よ
る
収
集
に
よ
っ
て
そ
の
価
値
が

発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
昭
和
初
期
に
な
る

と
国
内
旅
行
ブ
ー
ム
に
お
け
る
土
産
物
生

産
の
中
で
創
生
玩
具
が
作
ら
れ
て
発
展
し

て
い
き
ま
し
た
（
加
藤
幸
治
『
郷
土
玩
具

の
新
解
釈
―
無
意
識
の
＂
郷
愁＂
は
な
ぜ
生

ま
れ
た
か
』
社
会
評
論
社
、
二
〇
一
一
）
。

そ
の
た
め
郷
土
玩
具
に
は
地
域
を
代
表
す

る
歴
史
や
民
俗
を
題
材
に
し
た
も
の
も
あ

り
ま
す
が
、
実
際
の
生
活
に
即
し
て
い
な

（３）第 649 号

弓張鈴の箱に書かれた「甲府」の文字

名札（鹿踊）

花
はなまきししおどり

巻 鹿 踊

16.9cm × 11.3cm × 4.2cm

文
字
か
ら
み
る

　
当
館
所
蔵
郷
土
玩
具

　
　
　
　
　
　  
間
所
　
瑛
史
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写
真
の
縄
も
っ
こ
は
、
二
つ
で
対
に
な

り
、
天
秤
棒
を
使
用
し
て
一
人
で
運
ぶ
も

の
で
す
。
ネ
ッ
ト
状
に
な
っ
て
い
る
網
の

部
分
に
、
か
た
ま
り
と
な
っ
た
土
を
乗
せ

て
運
び
ま
し
た
。

　

も
っ
こ
に
は
も
っ
と
重
い
も
の
を
乗
せ

る
こ
と
も
あ
り
、
二
人
で
ひ
と
つ
の
も
っ

こ
を
吊
り
下
げ
て
運
ぶ
も
の
も
あ
り
ま
す
。

■
も
っ
こ
の
利
点　

藁
縄
は
軽
く
、
ネ
ッ

ト
に
な
る
こ
と
で
不
定
形
な
も
の
を
ほ
ど

よ
く
包
み
こ
む
こ
と
が
で
き
、
適

度
な
強
度
も
あ
り
、
ザ
ル
や
籠
を

使
う
よ
り
便
利
な
点
が
あ
り
ま

し
た
。

　

藁
も
っ
こ
は
、
藁
加
工
品
で
あ

り
、
激
し
く
使
用
さ
れ
る
消
耗
品

で
、
経
年
劣
化
も
進
む
も
の
な
の

で
、 

ま
ず
現
在
ま
で
残
っ
て
い
る

こ
と
は
な
い
と
い
う
点
で
は
貴
重

な
も
の
で
す
。

■
も
っ
こ
の
現
在　

藁
も
っ
こ
は

素
材
を
変
え
て
、
現
在
で
は
、
ワ

イ
ヤ
ー
で
作
ら
れ
た
ワ
イ
ヤ
ー

も
っ
こ
が
活
躍
し
て
い
ま
す
。
大

き
さ
も
一
メ
ー
ト
ル
を
越
え
た
大

型
な
も
の
が
作
ら
れ
、
工
事
現
場

な
ど
で
、
ク
レ
ー
ン
車
を
使
っ
て
、

数
ｔ
の
重
さ
の
あ
る
石
や
鉄
く
ず

を
釣
り
上
げ
て
運
ぶ
の
に
も
使
わ

れ
て
い
る
の
で
す
。
昔
の
道
具
で

も
、
そ
の
利
点
が
生
か
さ
れ
現
代

に
活
躍
し
て
い
る
例
で
す
。　

　

（
当
館
学
芸
員　

荻
原
ち
と
せ
）

■
も
っ
こ
（
畚
）　

も
っ
こ
と
は
、
縄
を
四

角
に
編
ん
だ
も
の
や
、
む
し
ろ
の
四
隅
に

綱
を
つ
け
て
土
や
石
な
ど
を
乗
せ
て
担
い

運
ぶ
道
具
で
す
。

　

旧
蔵
者
は
郷
土
玩

具
を
棚
な
ど
に
置
い

て
鑑
賞
し
た
り
箱
か

ら
出
し
て
整
理
す
る

際
に
文
字
情
報
か
ら

旅
行
先
の
思
い
を
馳

せ
た
り
し
て
い
た
の

で
し
ょ
う
。

　

更
に
郷
土
玩
具
が

ま
と
ま
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
旧
蔵
者
は

旅
先
で
意
識
的
に
郷

土
玩
具
を
購
入
し
収

集
し
て
い
た
よ
う
で

す
。
旅
先
で
郷
土
玩

具
を
購
入
す
る
の
で

は
な
く
、
郷
土
玩
具

を
集
め
る
こ
と
自
体

が
旅
の
目
的
の
一
つ

に
な
る
こ
と
も
あ

り
（
野
村
典
彦
『
鉄

道
と
旅
す
る
身
体
の

近
代　

民
謡
・
伝
説
か
ら
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・

ジ
ャ
パ
ン
へ
』
青
弓
社
、
二
〇
一
一
）
、
こ

れ
ら
の
郷
土
玩
具
も
そ
う
し
た
趣
味
の
中

で
集
め
ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

郷
土
玩
具
資
料
に
残
さ
れ
た
わ
ず
か
な

文
字
情
報
は
、
戦
後
の
旅
行
や
土
産
物
収

集
の
あ
り
方
だ
け
で
な
く
、
郷
土
玩
具
が

購
入
さ
れ
て
か
ら
、
旧
蔵
者
の
実
生
活
の

中
で
ど
の
よ
う
に
鑑
賞
さ
れ
て
い
た
の
か

と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
く
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  
（
当
館
専
門
員
）

ら
は
、
旧
蔵
者
あ
る
い
は
そ
の
家
族
が
甲

府
へ
旅
行
し
た
際
に
購
入
し
た
と
い
う
こ

と
と
、
土
産
品
を
ど
こ
で
購
入
し
た
か
を

記
録
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

■
想
起
の
媒
体
と
し
て
の
文
字　

郷
土
玩

具
に
付
さ
れ
た
名
札
や
箱
書
き
な
ど
の
視

覚
的
な
文
字
情
報
か
ら
は
か
つ
て
の
旧
蔵

者
が
た
く
さ
ん
の
郷
土
玩
具
を
賞
玩
す
る

際
に
、
一
つ
一
つ
の
旅
行
の
記
憶
を
想
起

さ
せ
る
媒
体
と
な
る
存
在
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
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