
令和４年９月（１）第 655 号 足 立 史 談

制
八
〇
周
年
の
特
別
展
を
目
途
に
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。
く
し
く
も
同
じ
年
、
千
住

仲
町
の
若
田
家
な
ど
の
家
々
か
ら
見
い
だ

さ
れ
た
美
術
資
料
を
中
心
に
企
画
展
「
千

住
の
琳
派
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

こ
の
二
つ
の
事
業
は
、
も
と
も
と
別
々

で
、
調
査
も
い
っ
た
ん
終
了
し
ま
し
た
が
、

一
つ
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
文
化
遺
産
調

査
成
果
を
踏
ま
え
、
平
成
二
五
年
度
に
開

催
し
た
特
別
展
『
大
千
住　

町
の
繁
栄
と

祝
祭
』
展
の
影
響
は
大
き
く
、
二
六
年
～

二
七
年
に
は
毎
月
の
よ
う
に
所
蔵
者
の
方

や
区
内
の
方
か
ら
情
報
が
寄
せ
ら
れ
、
美

術
や
文
化
資
料
の
新
確
認
が
続
き
ま
し
た
。

　
１ 

調
査
に
う
か
が
う
博
物
館

　

文
化
遺
産
調
査
特
別
展
「
琳
派
の
花
園

あ
だ
ち
」
が
来
月
９
日
（
日
）
か
ら
郷
土

博
物
館
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
展
覧
会
の
元

と
な
っ
て
い
る
文
化
遺
産
調
査
事
業
の
日

常
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

文
化
遺
産
調
査
は
区
内
の
個
人
の
方
の

お
宅
、
寺
社
等
で

行
わ
れ
て
い
ま

す
。
ま
ず
美
術
や

文
化
の
遺
産
に

関
す
る
情
報
を

い
た
だ
く
と
博

物
館
ス
タ
ッ
フ

が
お
訪
ね
し
て

資
料
を
拝
見
し

ま
す
。

　

数
点
の
場
合
も

あ
り
ま
す
し
数
十

点
か
ら
数
百
点
に

の
ぼ
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。

　

量
が
多
い
場
合

に
は
お
許
し
を
得

て
、
い
っ
た
ん
博

物
館
で
お
預
か
り

し
て
調
査
研
究
を
行
い
、
所
蔵
者
の
方
に

は
後
日
ご
報
告
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

２ 

調
査
と
展
覧
会

　

文
化
遺
産
調
査
は
平
成
二
三
（
二
〇 

一
一
）
年
一
月
、
翌
二
四
年
に
控
え
た
区
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区
内
寺
院
調
査
の
よ
う
す
　
点
数
が
多
い

場
合
、
数
日
間
、
調
査
場
所
を
提
供
し
て

頂
く
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。

文化遺産調査の日常
―琳派の花園 あだち展への道―

郷土博物館
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４　

琳
派
の
花
園 

あ
だ
ち
展

　

今
年
の
十
月
九
日
（
土
）
か
ら
開
催
す

る
特
別
展
「
琳
派
の
花
園 

あ
だ
ち
」
展
は
、

こ
れ
ま
で
と
趣
が
異
な
り
、
千
住
の
琳
派

を
め
ぐ
る
諸
作
品
を
ご
紹
介
す
る
テ
ー
マ

展
覧
会
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
文
化
遺
産
調

査
展
覧
会
は
、
調
査
報
告
と
い
う
側
面
が

中
心
で
し
た
が
、気
づ
け
ば
「
千
住
の
琳
派
」

展
以
後
、
蓄
積
が
進
み
、
琳
派
作
品
を
ま

と
め
て
ご
紹
介
す
る
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

そ
こ
で
区
制
九
〇
周
年
を
記
念
し
、
琳

派
の
諸
資
料
を
招
来
し
て
開
催
い
た
し
ま

す
。
展
覧
会
の
詳
細
に
つ
い
て
は
『
あ
だ

ち
広
報
』
で
ご
紹
介
す
る
予
定
で
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　

  （
博
物
館
学
芸
員　

多
田
文
夫
）

生
と
博
物
館

に
よ
る
調
査

研
究
会
を
開

催
し
、
資
料

内
容
を
明
ら

か
に
し
て
い

き
ま
す
。
複

数
の
専
門
家

の
熟
覧
調
査

を
経
て
、
内

容
が
吟
味
さ

れ
、
展
覧
会

に
結
実
し
て

い
き
ま
す
。

そ
し
て
展
覧
会
で
新
た
に
情
報
が
も
た
ら

さ
れ
、
さ
ら
に
新
た
な
資
料
に
結
び
付
い

て
い
き
ま
す
。

　
　

＊

　

現
在
、
文
化
遺
産
調
査
の
対
象
は
合
計

五
〇
件
を
超
え
、
う
ち
二
〇
件
余
が
終
了
、

現
三
〇
件
近
く
が
調
査
継
続
中
も
し
く
は

未
着
手
と
な
っ
て
お
り
道
半
ば
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
所
蔵
者
、
紹
介
者
、
博
物
館
、

そ
し
て
研
究
者
と
も
に
、
確
認
さ
れ
た
美

術
品
も
文
化
資
料
も
「
足
立
の
歴
史
、
文
化
、

共
通
の
遺
産
」
と
し
て
後
世
に
伝
え
た
い
と

い
う
意
見
で
一
致
し
て
い
ま
す
。
中
に
は
ご

寄
贈
頂
き
、
現
在
、
郷
土
博
物
館
所
蔵
の
作

品
も
多
く
な
り
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
無
償

提
供
で
す
。
も
ち
ろ
ん
所
蔵
先
で
保
管
さ
れ

続
け
た
資
料
も
あ
り
、
今
後
の
文
化
遺
産
の

継
承
も
所
蔵
者
を
は
じ
め
区
民
の
皆
さ
ん

と
博
物
館
で
担
っ
て
い
ま
す
。

文
化
資
料
の
発
見
報
告
展
が
中
心
と
な
り

ま
し
た
。

　

こ
の
間
、
琳
派
絵
師
や
谷
派
の
作
品
へ
の

理
解
や
情
報
蓄
積
が
深
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

３　

郷
土
史
と
専
門
家
の
チ
カ
ラ

　

資
料
の
新
確
認
や
調
査
研
究
、
収
蔵
は
、

所
蔵
者
の
方
か
ら
直
接
ご
相
談
が
あ
る
場

合
の
ほ
か
、
大
き
な
契
機
に
な
っ
て
い
る

の
が
足
立
史
談
会
は
じ
め
多
く
の
郷
土
史

愛
好
家
や
町
の
歴
史
に
関
心
の
あ
る
方
か

ら
の
ご
紹
介
で
す
。

　

博
物
館
の
中
だ
け
で
は
、
町
の
資
料
情

報
は
限
ら
れ
て
い
て
、

多
く
の
方
の
ご
協
力
に

よ
り
、
は
じ
め
て
調
査

が
行
わ
れ
ま
す
。
所
蔵

者
の
方
と
史
談
会
会
員

さ
ん
が
親
交
を
結
ん
で

い
て
収
蔵
に
結
び
付
い

た
例
や
、
足
立
区
の
町

会
関
係
者
の
方
か
ら
の

情
報
が
契
機
と
な
っ
た

例
も
あ
り
ま
し
た
。

　

新
た
に
確
認
さ
れ
た

美
術
や
文
化
の
資
料
は
、

い
ず
れ
も
初
め
て
所
蔵

先
か
ら
外
に
出
る
こ
と

が
ほ
と
ん
ど
で
、
絵
師

も
作
品
も
、
参
考
図
書

が
あ
る
例
は
、
ほ
と
ん

ど
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
専
門
家
の
先

日
々
、
資
料
所
在
の
連
絡
が
あ
り
、「
明
日
、

む
か
し
の
建
物
を
解
体
す
る
か
ら
見
に
来

て
」
と
い
っ
た
緊
急
調
査
も
し
ば
し
ば
で

し
た
。

　

そ
こ
で
二
七
年
度
か
ら
第
二
次
の
文
化

遺
産
調
査
と
い
う
一
つ
の
仕
事
と
し
て
調

査
が
再
開
し
ま
し
た
（
現
在
も
継
続
中
）

で
す
。

　

平
成
二
八
（
二
〇
一
六
）
年
の
『
美
と

知
性
の
宝
庫　

足
立
』
展
以
後
は
、
江
北

の
舩
津
家
、
花
畑
の
千
ヶ
崎
家
、
千
住
の

名
倉
家
、
中
央
本
町
の
日
比
谷
家
や
千
住

の
石
出
家
と
、
次
々
に
見
出
さ
れ
た
美
術

第 655 号（２）

二つの琳派作品も一つの展覧会で初登場。
村越向栄「八橋図屏風」（当館寄託）
中野其豊「十二か月農耕図屏風」（当館蔵）

解体中の旧家から美術資料を収蔵したところ。左の３名の方が
足立史談会の方々。平成 23（2011年）4 月



令和４年９月足 立 史 談

同
じ
も
の
に
な
り
ま
す
。
各
地
に
製
造
業

者
が
あ
り
、
広
く
流
通
し
た
よ
う
で
、
業

者
の
社
印
（
商
標
）
や
検
印
が
焼
き
印
で

押
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
な
か
の
ひ
と
つ
に
、「
東
京
（
斗
枡

の
形
の
な
か
に
）城
」の
印
が
あ
り
ま
す【
写

真
３
】。
当
館
の
収
集
し
た
丸
型
一
斗
枡
五

点
の
う
ち
、
こ
の
印
の
押
さ
れ
て
い
る
も

の
は
三
点
、「
岐
阜
」
の
印
の
あ
る
も
の
二

点
、
不
明
一
点
で
あ
り
、「
東
京
」
と
い
う

焼
き
印
か
ら
も
、
こ
れ
は
比
較
的
近
場
で

製
造
さ
れ
た
も
の
で
区
内
に
広
く
流
通
し

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　
「
城
」
は
、
お
そ
ら
く
「
城
東
」、「
城
北
」

と
い
っ
た
宮
城
（
き
ゅ
う
じ
ょ
う
・
皇
居

の
こ
と
）
か
ら
見
て
東
、
北
な
ど
と
い
っ

た
地
域
を
表
す
言
葉
で
、
そ
れ
が
社
名
と

な
っ
た
会
社
を
表
す
「
城
」
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

一
方
、
岐
阜
県
産
の
も
の
も
あ
り
、
こ

の
時
代
に
は
、
地
方
で
製
造
さ
れ
た
道
具

が
流
通
に
乗
り
、
か
な
り
遠
方
ま
で
広
ま
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

■
呪
物
・
縁
起
物　

前
回
紹
介
し
た
箕
と

同
様
に
大
切
な
穀
物
を
入
れ
る
枡
は
、
穀

霊
の
宿
る
、
あ
る
い
は
心
霊
を
招
く
神
聖

な
も
の
、
呪
物
（
じ
ゅ
ぶ
つ
）
と
も
考
え

ら
れ
ま
し
た
。
一
升
枡
は
、
餅
や
団
子
な

ど
を
入
れ
て
神
仏
に
備
え
る
容
器
と
し
て

使
わ
れ
た
り
、
ま
た
、
枡
の
底
を
叩
い
て
、

迷
子
を
捜
し
た
り
、
体
が
弱
っ
て
昏
睡
状

態
に
な
っ
た
人
の
魂
を
呼
び
戻
し
た
り
す

る
た
め
に
使
う
と
い
う
俗
信
が
あ
り
、
特

積
が
容
量
に
見
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、

弊
害
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
明
治
八
年

（
一
八
七
五
）
に
改
正
さ
れ
、
弦
鉄
は
明
治

三
六
年
（
一
九
〇
三
）
以
降
つ
け
な
く
と

も
よ
い
と
さ
れ
た
。」（
農
林
水
産
省
デ
ー

タ
べ
ー
ス　

ア
グ
リ
ナ
レ
ッ
ジ
）
と
の
こ

と
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
弦
鉄

の
あ
る
四
角
い
一
斗
枡
は
比
較
的
古
く
、

江
戸
時
代
か
ら
だ
い
た
い
明
治
時
代
ま
で

に
製
作
さ
れ
た
道
具
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

■
丸
型
一
斗
枡　

斗
枡
に
は
、【
写
真
２
】

の
よ
う
に
円
筒
形
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
形
態
か
ら
丸
型
一
斗
枡
。
丸
斗
枡
と

も
よ
び
ま
す
。

　

農
水
省
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　

ア
グ
リ
ナ

レ
ッ
ジ
に
よ
る
と
、丸
型
の
一
斗
枡
は
、「
明

治
四
二
年
以
後
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
、

昭
和
三
三
年
末
に
メ
ー
ト
ル
法
に
統
一
さ

れ
る
ま
で
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と

い
い
ま
す
（
注
）。
そ
し
て
、
直
径
と
高
さ

を
統
一
し
た
規
格
品
で
あ
る
た
め
、
横
に

つ
い
た
持
ち
手
が
金
属
製
か
木
製
か
に
違

い
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
ほ
か
は
、
ほ
ぼ

に
入
れ
る
た
め
で
す
。
江
戸
時
代
に
描
か
れ

た
四
季
農
耕
図
を
見
る
と
、
こ
の
四
角
い
斗

枡
【
写
真
１
】
が
描
か
れ
て
い
る
の
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
写
真
の
よ
う
に
四
角

い
斗
枡
の
な
か
に
は
、
対
角
に
弦
鉄
（
つ
る

が
ね
・
げ
ん
て
つ
）、
弦
掛
け
（
つ
る
か
け
）

な
ど
と
よ
ば
れ
る
金
属
製
の
斜
め
の
棒
が

つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
こ
の
形

態
の
枡
を
弦
鉄
枡
（
つ
る
が
ね
ま
す
）
と
も

よ
び
ま
す
。
弦
鉄
は
、
米
を
入
れ
た
と
き
に

正
確
に
量
る
た
め
に
、
斗
か
き
棒
（
と
か
き

ぼ
う
）
を
転
が
し
て
上
部
を
均
す
と
き
の
作

業
を
し
や
す
く
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。
こ

の
枡
の
形
を
記
号
に
し
た
も
の
が
「
ま
す
記

号
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
「
〼
」
と
表
さ
れ
、

「
〇
〇
あ
り
〼
」
の
よ
う
に
、
略
字
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

弦
鉄
枡
は
、
米
の
入
る
直
方
体
の
下
部

に
足
が
つ
い
て
お
り
手
を
入
れ
て
持
ち
上

げ
た
り
、
運
ん
だ
り
し
や
す
く
な
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
弦
鉄
は
、「
弦
鉄
の
体

■
枡
（
ま
す
）　

枡
は
、
水
や
酒
な
ど
の
液

体
や
、
米
や
麦
、
豆
な
ど
の
雑
穀
の
量
（
体

積
）
を
量
る
道
具
で
、
木
製
の
立
方
体
（
四

角
い
）
の
も
の
が
頭
に
浮
か
ぶ
か
と
思
い

ま
す
。　

　

斗
枡
（
と
ま
す
）
は
、
穀
物
、
と
く
に

米
を
量
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た
道
具
で
名

前
の
と
お
り
一
斗
入
る
枡
で
す
。
一
斗
は

お
よ
そ
一
八
リ
ッ
ト
ル
で
す
が
、
尺
貫
法

に
お
け
る
体
積
（
容
積
）
の
単
位
で
、
十

合
が
一
升
、
十
升
が
一
斗
、
十
斗
で
一
石

と
な
り
ま
す
。
米
や
酒
を
量
る
単
位
と
し

て
現
在
で
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

■
弦
鉄
枡　

斗
枡
が
使
用
さ
れ
た
の
は
、
と

く
に
米
を
俵
詰
め
す
る
と
き
で
、
玄
米
ま
で

調
整
し
た
米
四
斗
分
を
一
俵
と
し
て
米
俵

（３）第 655 号

【写真２】丸型一斗枡
【写真３】丸型一斗枡の印

【写真１】斗かき棒と弦鉄枡（下に空
いた空間に手が入れられる）

あ
だ
ち
民
具
図
鑑
⑮

　
　 
斗と

枡ま
す
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協
力
す
る
こ
と
を
学
ん
だ
、
と
厳
し
い
生

活
の
な
か
で
、
そ
の
後
の
人
生
に
お
い
て

役
に
立
っ
た
こ
と
、
大
切
に
感
じ
た
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。
つ
ら
い
体
験
も
自

分
の
糧
（
か
て
）
に
さ
れ
た
皆
さ
ん
の
心

の
持
ち
よ
う
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

し
か
し
、
決
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

こ
と
、
二
度
と
繰
り
返
し
て
い
け
な
い
こ

と
、
平
和
の
大
切
さ
、
そ
し
て
、
こ
の
体

験
を
伝
え
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と

を
皆
さ
ん
が
答
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
会

の
発
足
時
か
ら
変
わ
ら
な
い
皆
さ
ん
の
思

い
を
再
確
認
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

郷
土
博
物
館

当
時
の
生
活
を
振
り
返
っ
て
、
簡
単
な
質

問
に
記
入
し
て
い
た
だ
く
と
、
一
番
苦
し

か
っ
た
こ
と
は
空
腹
、
そ
し
て
シ
ラ
ミ
、

寂
し
さ
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う

い
っ
た
な
か
で
も
、
楽
し
か
っ
た
こ
と
を

う
か
が
う
と
、
疎
開
児
童
の
健
康
の
た
め

に
学
習
と
し
て
薦
め
ら
れ
て
い
た
ス
キ
ー

体
験
、
面
会
に
親
族
が
来
て
く
れ
た
こ
と

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。
一
方
、「
楽
し

か
っ
た
こ
と
な
ど
な
い
」
と
き
っ
ぱ
り
と

書
か
れ
た
方
も
い
て
、
疎
開
生
活
全
般
に

渡
る
厳
し
さ
が
に
じ
み
出
る
記
載
で
し
た
。

　
「
あ
な
た
に
と
っ
て
「
疎
開
の
体
験
」
と

は
？
」
の
問
い
に
は
、
我
慢
強
く
な
っ
た
、

　

七
月
二
〇
日
か
ら
八
月
二
八
日
ま
で
、

足
立
の
学
童
疎
開
を
語
る
会
と
の
協
働
展

示「
足
立
の
学
童
疎
開
」を
開
催
し
ま
し
た
。

例
年
、
八
月
上
旬
に
、
区
役
所
ア
ト
リ
ウ

ム
に
て
開
催
さ
れ
る
平
和
事
業
に
参
加
し

て
い
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

防
止
対
策
の
た
め
二
年
間
開
催
で
き
ず
、

今
年
も
開
催
が
で
き
な
い
状
況
で
し
た
。

　

今
回
は
博
物
館
を
会
場
と
し
て
開
催
す

る
た
め
、
当
時
の
通

達
類
、
疎
開
先
で
記

録
さ
れ
て
い
た
日
誌

な
ど
、
教
育
研
究
所

が
収
集
し
た
貴
重
な

資
料
や
疎
開
学
童
の

自
筆
絵
画
の
展
示
も

行
い
ま
し
た
。

　

七
月
下
旬
か
ら

ウ
ィ
ル
ス
感
染
者
が

増
加
し
、
博
物
館
の

休
館
や
、
体
験
を
語

る
事
業
の
中
止
な
ど

も
あ
り
ま
し
た
が
、

こ
れ
ま
で
続
け
て
き

た
活
動
を
つ
な
げ
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

開
催
に
あ
た
っ
て
、

疎
開
の
体
験
者
か
ら

別
な
道
具
と
し
て
使
用
さ
れ
る
事
例
が
う

か
が
え
る
の
で
す
。

　

穀
物
を
均
す
た
め
に
使
う
斗
か
き
棒
に

つ
い
て
も
、
北
陸
地
方
で
は
、
斗
か
き
棒

に
似
た
形
状
の
餅
を
「
斗
棒
餅
（
と
ぼ
も

ち
）」
と
よ
ん
で
い
ま
す
が
、
単
に
形
が

似
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
枡
と
同
様
に

穀
霊
に
関
わ
る
縁
起
物
と
し
て
の
名
称
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
新
潟
県
魚
沼
市
で
は
、

八
十
八
歳
の
祝
い
を
迎
え
る
人
は
、
男
性

は
斗
か
き
棒
を
、
女
性
は
米
を
入
れ
る
袋

を
手
作
り
し
て
、
お
祝
い
の
お
返
し
に
配

る
と
い
う
慣
習
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
も

米
の
力
に
よ
る
招
福
や
豊
作
、
家
の
繁
栄

を
も
た
ら
す
縁
起
物
と
し
て
期
待
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。 

　

飲
食
店
が
「
一
斗
二
升
五
合
」
と
書
い

て
「
ご
し
ょ
う
ば
い
、
ま
す
ま
す
は
ん
じ
ょ

う
（
一
斗
は
五
升
の
倍
、
一
升
は
枡
が
ふ

た
つ
、
五
合
は
一
升
の
半
分
な
の
で
）」
と

読
ま
せ
る
も
の
を
見
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

単
な
る
だ
じ
ゃ
れ
や
酒
つ
な
が
り
と
い
う

だ
け
で
は
な
く
、
枡
自
体
が
縁
起
物
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
も
大
き
な
意
味
が
あ
る

こ
と
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
　
　

  （
博
物
館
学
芸
員　

荻
原
ち
と
せ
）

（
注
）
昭
和
三
三
年
（
一
九
五
八
）
は
メ
ー

ト
ル
法
が
完
全
実
施
さ
れ
、
公
式
に
尺

貫
法
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。

丸
型
一
斗
枡
の
製
造
を
、
明
治
四
二
年
以

降
で
あ
る
と
す
る
理
由
が
確
認
で
き
な

か
っ
た
。

展示最終日に集まった学童疎開を語る会の会員

協
働
展
「
足
立
の
学
童
疎
開
」

を
終
え
て

展示室の様子　体験者自作の疎開先寺院の模型を中心に


