
風
蝕
し
た
木
目
ま
で

忠
実
に
再
現
さ
れ
た

長
屋
の
外
塀
。

看
板
奥
に
見
え
る
白

い
袖
壁
は
、防
火
壁
の

役
割
を
果
た
す
。

路
地
裏
で
た
わ
む
れ

る
、大
阪
く
ら
し
の
今

昔
館
の
名
物
犬
「
て

ん
」と「
ろ
く
」。館
内

の
動
物
た
ち
は
す
べ
て

精
巧
な
置
物
だ
。

裏
長
屋
の
奥
で
飼
わ

れ
て
い
る
ニ
ワ
ト
リ
。

重
厚
感
の
あ
る
唐
高

麗
物
屋
の
軒
瓦
。

洗
濯
物
を
た
た
い
て

柔
ら
か
く
す
る
砧（
き

ぬ
た
）と
打
盤（
う
ち

ば
ん
）。

薬
屋
の
玄
関
庭
よ
り

火
の
見
櫓
を
望
む
。

町
名
の
入
っ
た
掛
行
燈
。

右
／
通
り
に
大
き
く

突
き
出
し
た
庇
を
も

つ
唐
高
麗
物
屋
。

町
会
所
の
屋
根
に
そ

び
え
る
火
の
見
櫓
は

館
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
。

上
／
小
間
物
屋
の
店

先
に
並
ぶ
化
粧
道
具
。

台
所
の
戸
袋
を
見
上

げ
る
と
ネ
ズ
ミ
が
。

土
蔵
の
窓
。幾
重
も
つ

け
た
段
が
閉
じ
る
と
、

密
閉
状
態
を
つ
く
る
。

見
て
、聞
い
て
、触
っ
て
楽
し
む
、住
ま
い
と
暮
ら
し
の
博
物
館

取
材
・
執
筆
／
加
藤 

し
の
ぶ 

撮
影
／
竹
前 

朗

２
０
０
１
年
に
オ
ー

プ
ン
し
た
博
物
館

「
大
阪
市
立
住
ま
い

の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
は
、

暮
ら
し
の
知
恵
の
宝

庫
で
あ
る
。

「
住
ま
い
の
歴
史
と

文
化
」
を
テ
ー
マ
に

再
現
し
た
江
戸
期
の

大
坂
の
町
並
み
を
通

し
て
、
日
本
の
居
住

文
化
を
伝
え
る
意
義

と
は
何
か
。
ま
た
、

博
物
館
が
果
た
す
役

割
、
将
来
の
可
能
性

と
は
―
―
。

Sp
ecial  Feature  The Pow

er  of  Traditional  Life  Part  3

町
会
所
前
に
あ
る
用

水
桶
。木
造
家
屋
が

密
集
し
、火
事
を
最
も

恐
れ
る
町
の
防
火
用

水
と
し
て
不
可
欠
の

共
用
整
備
。

特
集
／
昔
の
暮
ら
し
力
／
そ
の
3町

並

み

に
学
ぶ
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力
、
ま
た
博
物
館
が
果
た
す
役
割
な
ど
に
つ

い
て
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

　
展
望
ロ
ビ
ー
か
ら
町
並
み
を
眺
め
て
い
る

時
の
視
点
は
「
博
物
館
に
展
示
物
を
見
に
来

た
来
館
者
」
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
９
階
に

降
り
、
出
迎
え
て
く
れ
る
木
戸
門
（
町
の
境

界
に
建
て
ら
れ
、
防
犯
機
能
を
備
え
る
木
製

え
る
か
ら唐
　こ高
　ま麗
　も
の物
　や屋
。
築
１
０
０
年
と
い
う
設

定
に
あ
わ
せ
て
、
屋
根
や
ひ
さ
し庇

を
た
わ
ま
せ

た
り
、
壁
を
一
部
は
く剝
　ら
く落
さ
せ
て
い
る
。
大
黒

柱
が
黒
光
り
し
て
い
る
の
は
、
昔
の
人
は
か
ら乾

　ぶ拭
き
で
床
や
柱
を
磨
い
て
い
た
と
い
う
暮
ら

し
ぶ
り
を
反
映
し
た
も
の
。
曖
昧
な
「
ら
し

さ
」
で
は
な
く
、
当
時
の
生
活
の
な
か
で
必

然
的
に
生
ま
れ
て
き
た
古
び
や
経
年
変
化
に

ま
で
こ
だ
わ
っ
た
。
当
時
の
生
活
感
を
出
す

た
め
に
、
裏
長
屋
の
屋
根
か
ら
の
雨
だ
れ
で

で
き
た
土
の
く
ぼ
み
ま
で
作
っ
て
い
る
の
だ
。

展
示
物
も
作
り
物
で
は
な
く
、
全
部
当
時
の

資
料
に
見
ら
れ
る
も
の
と
同
じ
品
を
探
し
て

入
手
し
た
も
の
と
な
れ
ば
、
見
所
は
尽
き
な

い
。
お
か
げ
で
大
坂
町
三
丁
目
は
、
現
代
に

あ
り
な
が
ら
当
時
の
息
遣
い
が
聞
こ
え
る
よ

う
な
町
並
み
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　　
昔
の
実
感
あ
る
町
並
み
に
活
気
を
も
た
ら

す
ソ
フ
ト
面
の
最
大
の
仕
掛
け
は
、
前
述
し

た
「
町
家
衆
」
と
呼
ば
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
存
在
だ
。
現
在
40
〜
80
代
の
１
８
０
人
ほ

ど
が
町
家
衆
に
登
録
し
、
一
日
平
均
10
人
ほ

ど
が
参
加
し
て
い
る
。
谷
館
長
も
「
町
家
衆

の
活
動
が
何
よ
り
の
原
動
力
に
な
っ
て
い

る
」
と
太
鼓
判
を
押
す
。

「
町
家
衆
の
方
々
に
は
、
本
人
の
都
合
に
あ

わ
せ
、
好
き
な
日
時
に
来
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
。
開
館
当
時
か
ら
来
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

方
も
何
人
か
お
ら
れ
ま
す
。
こ
ち
ら
か
ら
作

業
内
容
を
指
示
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
人

が
得
意
と
す
る
こ
と
を
自
由
に
や
っ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
」

　
開
館
時
よ
り
の
町
家
衆
の
ひ
と
り
、
西
た多

　づ鶴
　お雄
さ
ん
は
、
町
家
衆
で
は
最
高
齢
の
84
歳

だ
。
市
内
の
小
学
３
年
生
を
対
象
に
し
た
体

験
学
習
や
、
手
作
り
の
お
も
ち
ゃ
を
使
っ
た

遊
び
な
ど
を
通
し
て
、
昔
の
暮
ら
し
を
伝
え

て
い
る
。
町
家
衆
を
続
け
て
い
る
の
は
、「
こ

の
町
並
み
が
好
き
で
、
こ
こ
の
風
景
に
な
り

た
い
か
ら
」
だ
と
笑
う
。

　
西
さ
ん
同
様
、
開
館
当
初
か
ら
町
家
衆
を

続
け
て
い
る
北
野
文
代
さ
ん
は
、「
よ
う
こ

そ
私
た
ち
の
町
へ
」
と
い
う
気
持
ち
で
、
毎

週
日
曜
日
に
行
わ
れ
る
町
家
ツ
ア
ー
の
案
内

を
す
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
薬
屋
の
通
り

土
間
に
つ
く
ら
れ
た
竈
や
走
り
（
流
し
）
を

指
し
て
「
今
の
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
と
同
じ

で
し
ょ
う
」
と
わ
か
り
や
す
い
例
を
出
し
た

り
、
本
屋
で
は
現
代
の
書
店
の
本
の
並
べ
方

と
ど
う
違
う
か
を
考
え
て
も
ら
っ
た
う
え
で

「
和
紙
は
柔
ら
か
い
か
ら
、
当
時
の
本
は
平

積
み
に
な
っ
て
い
る
」
と
説
明
す
る
。「
昔

を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
を
知
る
と
い
う

こ
と
。
２
０
０
年
前
に
は
こ
の
よ
う
な
暮
ら

し
が
あ
っ
た
の
だ
と
知
る
こ
と
で
、
今
の
生

活
の
あ
り
が
た
さ
を
実
感
す
る
手
掛
か
り
に

な
れ
ば
」
と
語
る
。

　
小
学
校
教
員
を
し
て
い
た
奥
田
ち千 

ひ
ろ尋

さ
ん

は
、
昔
の
暮
ら
し
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
た

い
と
町
家
衆
に
参
加
し
た
。
団
子
や
組
紐
な

ど
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
た
り
、
小

学
５
、
６
年
生
に
、
自
分
で
町
並
み
の
ガ
イ

ド
を
さ
せ
る
「
町
並
み
探
偵
団
」
な
ど
の
活

動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。「
子
ど
も
た
ち
に

説
明
す
る
と
『
昔
の
人
は
頭
を
使
っ
て
る
ん

や
な
あ
』
と
い
う
反
応
が
返
っ
て
き
ま
す
。

昔
の
暮
ら
し
を
た
だ
不
便
な
ば
か
り
で
は
な

く
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
と
考

え
る
こ
と
で
新
た
な
気
づ
き
の
き
っ
か
け
に

な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
こ
こ
で
は
、
博
物
館
と
い
う
場
で
、
町
家

衆
を
核
と
し
た
新
た
な
形
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

が
発
生
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
谷
館
長
に
、
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
の
今

後
の
展
望
に
つ
い
て
お
話
を
う
か
が
う
と
、

ま
ず
、「
急
増
す
る
外
国
人
観
光
客
に
、
も

う
少
し
深
い
と
こ
ろ
ま
で
日
本
の
暮
ら
し
の

文
化
を
知
っ
て
も
ら
え
る
取
り
組
み
を
ど
う

作
る
か
」
を
挙
げ
た
。
そ
の
よ
う
な
仕
組
み

が
で
き
れ
ば
、
外
国
人
だ
け
で
は
な
く
日
本

人
に
と
っ
て
も
、
自
国
の
居
住
文
化
の
豊
か

さ
を
再
認
識
す
る
機
会
と
な
る
だ
ろ
う
。
さ

ら
に
博
物
館
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
は
こ

う
語
る
。

「
日
本
で
は
江
戸
時
代
に
す
で
に
成
熟
し
た

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、

き
ち
ん
と
伝
え
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
木
造
建
築
の
よ
さ
、
解
体
し
て
部
分
補

修
が
で
き
る
と
い
う
利
点
を
、
今
一
度
見
直

す
時
期
に
来
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
昔
の
よ

さ
を
改
め
て
見
直
す
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
を

考
え
る
重
要
な
視
点
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ
れ

は
、
ひ
い
て
は
持
続
可
能
な
社
会
を
つ
く
る

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
」

　
博
物
館
と
は
単
に
「
昔
」
あ
っ
た
も
の
を

陳
列
す
る
だ
け
の
場
所
で
は
な
く
、
過
去
と

未
来
を
つ
な
ぐ
重
要
な
架
け
橋
な
の
で
あ
る
。

の
門
）
か
ら
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
視

点
は
「
大
坂
町
三
丁
目
と
い
う
町
を
訪
れ
た

人
」
に
変
わ
る
。

「
来
館
者
に
は
町
の
住
民
に
な
っ
て
も
ら
お

う
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
町
に
や
っ
て
き

た
訪
問
者
や
、
そ
う
い
っ
た
人
を
遠
巻
き
に

眺
め
る
一
般
の
人
と
い
う
役
割
で
も
い
い
。

何
ら
か
の
形
で
町
並
み
に
入
っ
て
も
ら
う
。

そ
の
た
め
に
も
、
こ
こ
で
は
禁
止
事
項
は
ほ

と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
復
元
さ
れ
て
い
る
建

物
や
展
示
品
に
も
自
由
に
触
れ
て
く
だ
さ
い
、

「
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
」
の
愛
称
で
親
し

ま
れ
る
当
博
物
館
は
、
大
阪
市
北
区
天
神
橋

六
丁
目
の
一
角
に
建
つ
ビ
ル
内
に
あ
る
。
エ

レ
ベ
ー
タ
で
８
階
へ
上
り
、
入
口
か
ら
誘
わ

れ
る
ま
ま
最
上
階
へ
と
進
む
と
、
展
望
ロ
ビ

ー
に
た
ど
り
着
く
。
ガ
ラ
ス
張
り
の
窓
下
に

広
が
る
の
は
、
江
戸
時
代
・
天
保
初
年
（
１

８
３
０
年
代
前
半
）
の
「
大
坂
町
三
丁
目
」

の
町
並
み
だ
。
天
井
に
届
か
ん
ば
か
り
の
火

の
見
や
ぐ
ら櫓
が
目
を
引
く
表
通
り
に
は
、
風
呂

屋
や
町
会
所
な
ど
人
の
集
う
施
設
や
、
呉
服

屋
、
薬
屋
、
唐
物
屋
と
い
っ
た
商
家
が
並
び
、

狭
い
路
地
に
は
裏
長
屋
が
軒
を
連
ね
て
い
る
。

こ
れ
ら
が
全
て
、
実
物
大
で
再
現
さ
れ
て
い

る
の
だ
。

　
展
示
室
は
、
９
階
が
町
並
み
を
再
現
し
た

「
な
に
わ
町
家
の
歳
時
記
」、
８
階
は
明
治
・

大
正
・
昭
和
の
大
阪
を
模
型
や
資
料
で
再
現

し
た
「
モ
ダ
ン
大
阪
パ
ノ
ラ
マ
遊
覧
」
か
ら

な
っ
て
い
る
。
さ
っ
と
歩
き
見
る
だ
け
な
ら

ば
10
分
と
か
か
ら
な
い
広
さ
で
は
あ
る
が
、

館
内
に
は
思
わ
ず
足
を
止
め
て
見
入
っ
て
し

ま
う
よ
う
な「
仕
掛
け
」が
随
所
に
込
め
ら
れ
、

訪
れ
る
人
を
楽
し
ま
せ
て
い
る
。

　
昔
の
暮
ら
し
に
焦
点
を
当
て
た
博
物
館
が

な
ぜ
今
、
話
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
谷
直

樹
館
長
に
館
内
を
案
内
し
て
い
た
だ
き
な
が

ら
、
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
の
仕
掛
け
や
魅

入
口
に
貼
ら
れ
た
「
井
」
の
文
字
は
、
そ
の

奥
に
緊
急
時
に
誰
で
も
使
え
る
井
戸
が
あ
る

と
い
う
印―

―

町
家
衆
が
実
際
に
操
作
を
し

つ
つ
、
説
明
を
加
え
て
い
く
。
来
館
者
は
町

家
衆
の
話
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
興
味
を
も
ち
、

隣
に
並
ぶ
店
に
移
動
し
た
際
に
は
自
然
と
細

部
に
目
を
凝
ら
す
よ
う
に
な
る
。
谷
館
長
の

狙
い
通
り
、
入
館
時
に
は
あ
た
か
も
映
画
の

舞
台
を
遠
く
か
ら
垣
間
見
て
い
た
だ
け
だ
っ

た
の
が
、
い
つ
し
か
こ
の
町
に
住
む
人
と
な

っ
て
、
先
人
の
知
恵
を
目
と
耳
と
手
で
体
感

し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　
こ
れ
ら
が
来
館
者
の
心
を
つ
か
み
、
来
館

者
数
は
年
々
増
加
、
昨
年
度
は
36
万
人
が
訪

れ
た
。
殊
に
こ
の
数
年
で
そ
の
数
は
２
倍
に

増
え
た
。

　
近
年
の
来
館
者
増
に
一
役
買
っ
て
い
る
の

は
、
韓
国
、
中
国
、
台
湾
か
ら
の
観
光
客
だ

と
い
う
。
館
内
ど
こ
で
写
真
を
撮
っ
て
も
絵

に
な
る
と
ブ
ロ
グ
等
に
紹
介
さ
れ
、
ブ
ー
ム

に
火
が
付
い
た
。
し
か
し
、
絵
に
な
る
写
真

が
自
由
に
撮
れ
る
だ
け
が
人
気
の
理
由
で
は

な
い
。
ア
ジ
ア
圏
の
旅
行
者
に
と
っ
て
は
こ

こ
が
、
母
国
と
同
様
に
木
と
紙
と
土
の
文
化

を
も
ち
、
母
国
に
も
確
か
に
あ
っ
た
古
き
良

き
時
代
の
暮
ら
し
の
姿
が
感
じ
と
れ
る
場
で

あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

「
昔
の
暮
ら
し
」
の
実
感
を
支
え
る
の
は
、

徹
底
的
に
こ
だ
わ
っ
た
ハ
ー
ド（
設
備
）面
だ
。

写
真
も
撮
っ
て
く
だ
さ
い
と
言
っ
て
い
ま

す
」
と
谷
館
長
は
笑
う
。

　
復
元
さ
れ
た
町
並
み
に
置
か
れ
て
い
る
展

示
物
で
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
に
収
ま
っ
て
い
る

も
の
は
、
た
だ
の
ひ
と
つ
も
な
い
。
へ
つ
つ
い

　

竈
　

に

据
え
ら
れ
た
釜
を
実
際
に
持
ち
上
げ
て
「
重

い
」
と
う
な唸
る
人
、
町
会
所
の
庭
の
ち
よ
う手
　ず水 

ば
ち鉢

を
な
で
る
人
、
町
家
の
中
に
上
が
り
込
む
人

ま
で
さ
ま
ざ
ま
だ
。
い
た
る
所
で
記
念
写
真

が
撮
ら
れ
、
会
話
が
弾
ん
で
い
る
。

　
展
示
品
を
遠
巻
き
に
眺
め
る
来
館
者
に

「
ど
う
ぞ
触
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
」「
こ
れ
、

ど
う
い
う
意
味
か
わ
か
り
ま
す
か
？
」
な
ど

と
積
極
的
に
声
を
か
け
る
の
は
、「
町
家
衆
」

と
呼
ば
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
々
だ
。
台

格
子
（
作
り
つ
け
の
格
子
）
や
、
そ
の
前
に

あ
る
「
揚
げ
見
世
」「
ば
っ
た
り
し
よ
う床
　ぎ几
」
な

ど
と
呼
ば
れ
る
、
跳
ね
あ
げ
て
出
し
入
れ
す

る
床
几
の
仕
組
み
、
店
の
外
と
内
か
ら
の
格

子
戸
の
見
え
方
の
違
い
、
町
会
所
隣
の
路
地

館
の
オ
ー
プ
ン
当
初
、
莫
大
な
予
算
を
投
じ

て
ま
が
い
物
を
作
っ
た
と
い
う
批
判
も
あ
っ

た
そ
う
だ
が
、「
そ
う
で
は
な
い
」
と
谷
館

長
は
力
強
く
答
え
る
。
大
坂
町
三
丁
目
と
い

う
町
名
は
架
空
の
も
の
だ
が
、
町
並
み
の
復

元
に
あ
た
っ
て
は
現
存
し
て
い
る
町
家
の
遺

構
や
、
江
戸
期
の
町
家
絵
図
、
明
治
期
の
集

合
住
宅
に
関
す
る
資
料
な
ど
を
徹
底
的
に
分

析
し
た
。
ま
た
実
際
の
工
事
は
、
桂
離
宮
の

修
理
に
も
携
わ
っ
た
す数
　き寄
　や屋
大
工
に
依
頼
す

る
な
ど
「
昔
の
ま
ま
」
に
こ
だ
わ
っ
た
。

「
当
時
の
町
家
は
材
木
の
接
合
に
金
具
を
使

わ
ず
、
２
本
の
部
材
を
長
さ
方
向
に
つ
な
げ

る
継
ぎ
手
や
、
直
角
な
ど
あ
る
角
度
で
接
合

す
る
『
し仕 

ぐ
ち口
』
を
作
っ
て
組
み
合
わ
せ
て
い

ま
す
。
板
塀
に
は
日
本
古
来
の
角
形
断
面
を

も
つ
和
釘
、
木
部
の
彩
色
は
ベ
ン
ガ
ラ
を
用

い
、
土
壁
は
下
地
も
当
時
の
工
程
通
り
に
作

る
な
ど
、
い
ず
れ
も
建
物
が
建
っ
て
し
ま
え

ば
見
え
な
く
な
る
細
部
に
ま
で
手
を
抜
か
ず

に
こ
だ
わ
っ
て
、
当
時
の
大
坂
の
町
並
み
を

再
現
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
町
家

が
１
０
０
年
後
ま
で
残
っ
て
い
れ
ば
、
町
家

自
体
が
平
成
の
大
工
技
術
を
示
す
文
化
財
に

な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
し
か
し
、
当
時
の
資
料
に
忠
実
に
作
ら
れ

た
本
物
の
町
家
と
は
い
え
、
新
築
の
ま
ま
だ

と
時
代
色
や
生
活
感
に
乏
し
く
な
っ
て
し
ま

う
。

「
そ
う
し
た
古
び
を
出
す
た
め
に
、
松
竹
映

画
の
美
術
監
督
に
お
願
い
し
て
エ
イ
ジ
ン
グ

と
い
う
演
出
を
施
し
て
も
ら
い
ま
し
た
」

　
た
と
え
ば
、
町
並
み
の
中
央
に
お
お大
　だ
な店
を
構

展望ロビーより俯瞰する表通り。
館内は一定時間毎に、音と光と映像を駆使し
朝から夜の一日の変化が演出される。

庇を走る2匹のネコ。
館内いたる所に多様な動物の姿が見られ

動物探しも楽しめる。

ビ
ル
内
に
広
が
る
、

実
物
大
の

昔
の
暮
ら
し

来
館
者
も

町
の
住
民
に
な
る

１
０
０
年
後
に
は

貴
重
な
文
化
財

特集／昔の暮らし力

町
家
衆
イ
ベン
ト
の

ひ
と
つ
「
楽
市
町
家
」

で
は
、
手
作
り
の

お
も
ち
ゃ
が
並
ぶ
。

「
昔
の
よ
さ
を
改
め
て

見
直
す
こ
と
で
、

こ
れ
か
ら
を
考
え
る

重
要
な
視
点
が
生
ま
れ
ま
す
」
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力
、
ま
た
博
物
館
が
果
た
す
役
割
な
ど
に
つ

い
て
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

　
展
望
ロ
ビ
ー
か
ら
町
並
み
を
眺
め
て
い
る

時
の
視
点
は
「
博
物
館
に
展
示
物
を
見
に
来

た
来
館
者
」
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
９
階
に

降
り
、
出
迎
え
て
く
れ
る
木
戸
門
（
町
の
境

界
に
建
て
ら
れ
、
防
犯
機
能
を
備
え
る
木
製

え
る
か
ら唐
　こ高
　ま麗
　も
の物
　や屋
。
築
１
０
０
年
と
い
う
設

定
に
あ
わ
せ
て
、
屋
根
や
ひ
さ
し庇

を
た
わ
ま
せ

た
り
、
壁
を
一
部
は
く剝
　ら
く落
さ
せ
て
い
る
。
大
黒

柱
が
黒
光
り
し
て
い
る
の
は
、
昔
の
人
は
か
ら乾

　ぶ拭
き
で
床
や
柱
を
磨
い
て
い
た
と
い
う
暮
ら

し
ぶ
り
を
反
映
し
た
も
の
。
曖
昧
な
「
ら
し

さ
」
で
は
な
く
、
当
時
の
生
活
の
な
か
で
必

然
的
に
生
ま
れ
て
き
た
古
び
や
経
年
変
化
に

ま
で
こ
だ
わ
っ
た
。
当
時
の
生
活
感
を
出
す

た
め
に
、
裏
長
屋
の
屋
根
か
ら
の
雨
だ
れ
で

で
き
た
土
の
く
ぼ
み
ま
で
作
っ
て
い
る
の
だ
。

展
示
物
も
作
り
物
で
は
な
く
、
全
部
当
時
の

資
料
に
見
ら
れ
る
も
の
と
同
じ
品
を
探
し
て

入
手
し
た
も
の
と
な
れ
ば
、
見
所
は
尽
き
な

い
。
お
か
げ
で
大
坂
町
三
丁
目
は
、
現
代
に

あ
り
な
が
ら
当
時
の
息
遣
い
が
聞
こ
え
る
よ

う
な
町
並
み
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　　
昔
の
実
感
あ
る
町
並
み
に
活
気
を
も
た
ら

す
ソ
フ
ト
面
の
最
大
の
仕
掛
け
は
、
前
述
し

た
「
町
家
衆
」
と
呼
ば
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
存
在
だ
。
現
在
40
〜
80
代
の
１
８
０
人
ほ

ど
が
町
家
衆
に
登
録
し
、
一
日
平
均
10
人
ほ

ど
が
参
加
し
て
い
る
。
谷
館
長
も
「
町
家
衆

の
活
動
が
何
よ
り
の
原
動
力
に
な
っ
て
い

る
」
と
太
鼓
判
を
押
す
。

「
町
家
衆
の
方
々
に
は
、
本
人
の
都
合
に
あ

わ
せ
、
好
き
な
日
時
に
来
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
。
開
館
当
時
か
ら
来
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

方
も
何
人
か
お
ら
れ
ま
す
。
こ
ち
ら
か
ら
作

業
内
容
を
指
示
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
人

が
得
意
と
す
る
こ
と
を
自
由
に
や
っ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
」

　
開
館
時
よ
り
の
町
家
衆
の
ひ
と
り
、
西
た多

　づ鶴
　お雄
さ
ん
は
、
町
家
衆
で
は
最
高
齢
の
84
歳

だ
。
市
内
の
小
学
３
年
生
を
対
象
に
し
た
体

験
学
習
や
、
手
作
り
の
お
も
ち
ゃ
を
使
っ
た

遊
び
な
ど
を
通
し
て
、
昔
の
暮
ら
し
を
伝
え

て
い
る
。
町
家
衆
を
続
け
て
い
る
の
は
、「
こ

の
町
並
み
が
好
き
で
、
こ
こ
の
風
景
に
な
り

た
い
か
ら
」
だ
と
笑
う
。

　
西
さ
ん
同
様
、
開
館
当
初
か
ら
町
家
衆
を

続
け
て
い
る
北
野
文
代
さ
ん
は
、「
よ
う
こ

そ
私
た
ち
の
町
へ
」
と
い
う
気
持
ち
で
、
毎

週
日
曜
日
に
行
わ
れ
る
町
家
ツ
ア
ー
の
案
内

を
す
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
薬
屋
の
通
り

土
間
に
つ
く
ら
れ
た
竈
や
走
り
（
流
し
）
を

指
し
て
「
今
の
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
と
同
じ

で
し
ょ
う
」
と
わ
か
り
や
す
い
例
を
出
し
た

り
、
本
屋
で
は
現
代
の
書
店
の
本
の
並
べ
方

と
ど
う
違
う
か
を
考
え
て
も
ら
っ
た
う
え
で

「
和
紙
は
柔
ら
か
い
か
ら
、
当
時
の
本
は
平

積
み
に
な
っ
て
い
る
」
と
説
明
す
る
。「
昔

を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
を
知
る
と
い
う

こ
と
。
２
０
０
年
前
に
は
こ
の
よ
う
な
暮
ら

し
が
あ
っ
た
の
だ
と
知
る
こ
と
で
、
今
の
生

活
の
あ
り
が
た
さ
を
実
感
す
る
手
掛
か
り
に

な
れ
ば
」
と
語
る
。

　
小
学
校
教
員
を
し
て
い
た
奥
田
ち千 

ひ
ろ尋

さ
ん

は
、
昔
の
暮
ら
し
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
た

い
と
町
家
衆
に
参
加
し
た
。
団
子
や
組
紐
な

ど
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
た
り
、
小

学
５
、
６
年
生
に
、
自
分
で
町
並
み
の
ガ
イ

ド
を
さ
せ
る
「
町
並
み
探
偵
団
」
な
ど
の
活

動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。「
子
ど
も
た
ち
に

説
明
す
る
と
『
昔
の
人
は
頭
を
使
っ
て
る
ん

や
な
あ
』
と
い
う
反
応
が
返
っ
て
き
ま
す
。

昔
の
暮
ら
し
を
た
だ
不
便
な
ば
か
り
で
は
な

く
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
と
考

え
る
こ
と
で
新
た
な
気
づ
き
の
き
っ
か
け
に

な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
こ
こ
で
は
、
博
物
館
と
い
う
場
で
、
町
家

衆
を
核
と
し
た
新
た
な
形
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

が
発
生
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
谷
館
長
に
、
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
の
今

後
の
展
望
に
つ
い
て
お
話
を
う
か
が
う
と
、

ま
ず
、「
急
増
す
る
外
国
人
観
光
客
に
、
も

う
少
し
深
い
と
こ
ろ
ま
で
日
本
の
暮
ら
し
の

文
化
を
知
っ
て
も
ら
え
る
取
り
組
み
を
ど
う

作
る
か
」
を
挙
げ
た
。
そ
の
よ
う
な
仕
組
み

が
で
き
れ
ば
、
外
国
人
だ
け
で
は
な
く
日
本

人
に
と
っ
て
も
、
自
国
の
居
住
文
化
の
豊
か

さ
を
再
認
識
す
る
機
会
と
な
る
だ
ろ
う
。
さ

ら
に
博
物
館
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
は
こ

う
語
る
。

「
日
本
で
は
江
戸
時
代
に
す
で
に
成
熟
し
た

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、

き
ち
ん
と
伝
え
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
木
造
建
築
の
よ
さ
、
解
体
し
て
部
分
補

修
が
で
き
る
と
い
う
利
点
を
、
今
一
度
見
直

す
時
期
に
来
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
昔
の
よ

さ
を
改
め
て
見
直
す
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
を

考
え
る
重
要
な
視
点
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ
れ

は
、
ひ
い
て
は
持
続
可
能
な
社
会
を
つ
く
る

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
」

　
博
物
館
と
は
単
に
「
昔
」
あ
っ
た
も
の
を

陳
列
す
る
だ
け
の
場
所
で
は
な
く
、
過
去
と

未
来
を
つ
な
ぐ
重
要
な
架
け
橋
な
の
で
あ
る
。

の
門
）
か
ら
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
視

点
は
「
大
坂
町
三
丁
目
と
い
う
町
を
訪
れ
た

人
」
に
変
わ
る
。

「
来
館
者
に
は
町
の
住
民
に
な
っ
て
も
ら
お

う
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
町
に
や
っ
て
き

た
訪
問
者
や
、
そ
う
い
っ
た
人
を
遠
巻
き
に

眺
め
る
一
般
の
人
と
い
う
役
割
で
も
い
い
。

何
ら
か
の
形
で
町
並
み
に
入
っ
て
も
ら
う
。

そ
の
た
め
に
も
、
こ
こ
で
は
禁
止
事
項
は
ほ

と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
復
元
さ
れ
て
い
る
建

物
や
展
示
品
に
も
自
由
に
触
れ
て
く
だ
さ
い
、

「
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
」
の
愛
称
で
親
し

ま
れ
る
当
博
物
館
は
、
大
阪
市
北
区
天
神
橋

六
丁
目
の
一
角
に
建
つ
ビ
ル
内
に
あ
る
。
エ

レ
ベ
ー
タ
で
８
階
へ
上
り
、
入
口
か
ら
誘
わ

れ
る
ま
ま
最
上
階
へ
と
進
む
と
、
展
望
ロ
ビ

ー
に
た
ど
り
着
く
。
ガ
ラ
ス
張
り
の
窓
下
に

広
が
る
の
は
、
江
戸
時
代
・
天
保
初
年
（
１

８
３
０
年
代
前
半
）
の
「
大
坂
町
三
丁
目
」

の
町
並
み
だ
。
天
井
に
届
か
ん
ば
か
り
の
火

の
見
や
ぐ
ら櫓
が
目
を
引
く
表
通
り
に
は
、
風
呂

屋
や
町
会
所
な
ど
人
の
集
う
施
設
や
、
呉
服

屋
、
薬
屋
、
唐
物
屋
と
い
っ
た
商
家
が
並
び
、

狭
い
路
地
に
は
裏
長
屋
が
軒
を
連
ね
て
い
る
。

こ
れ
ら
が
全
て
、
実
物
大
で
再
現
さ
れ
て
い

る
の
だ
。

　
展
示
室
は
、
９
階
が
町
並
み
を
再
現
し
た

「
な
に
わ
町
家
の
歳
時
記
」、
８
階
は
明
治
・

大
正
・
昭
和
の
大
阪
を
模
型
や
資
料
で
再
現

し
た
「
モ
ダ
ン
大
阪
パ
ノ
ラ
マ
遊
覧
」
か
ら

な
っ
て
い
る
。
さ
っ
と
歩
き
見
る
だ
け
な
ら

ば
10
分
と
か
か
ら
な
い
広
さ
で
は
あ
る
が
、

館
内
に
は
思
わ
ず
足
を
止
め
て
見
入
っ
て
し

ま
う
よ
う
な「
仕
掛
け
」が
随
所
に
込
め
ら
れ
、

訪
れ
る
人
を
楽
し
ま
せ
て
い
る
。

　
昔
の
暮
ら
し
に
焦
点
を
当
て
た
博
物
館
が

な
ぜ
今
、
話
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
谷
直

樹
館
長
に
館
内
を
案
内
し
て
い
た
だ
き
な
が

ら
、
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
の
仕
掛
け
や
魅

入
口
に
貼
ら
れ
た
「
井
」
の
文
字
は
、
そ
の

奥
に
緊
急
時
に
誰
で
も
使
え
る
井
戸
が
あ
る

と
い
う
印―

―

町
家
衆
が
実
際
に
操
作
を
し

つ
つ
、
説
明
を
加
え
て
い
く
。
来
館
者
は
町

家
衆
の
話
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
興
味
を
も
ち
、

隣
に
並
ぶ
店
に
移
動
し
た
際
に
は
自
然
と
細

部
に
目
を
凝
ら
す
よ
う
に
な
る
。
谷
館
長
の

狙
い
通
り
、
入
館
時
に
は
あ
た
か
も
映
画
の

舞
台
を
遠
く
か
ら
垣
間
見
て
い
た
だ
け
だ
っ

た
の
が
、
い
つ
し
か
こ
の
町
に
住
む
人
と
な

っ
て
、
先
人
の
知
恵
を
目
と
耳
と
手
で
体
感

し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　
こ
れ
ら
が
来
館
者
の
心
を
つ
か
み
、
来
館

者
数
は
年
々
増
加
、
昨
年
度
は
36
万
人
が
訪

れ
た
。
殊
に
こ
の
数
年
で
そ
の
数
は
２
倍
に

増
え
た
。

　
近
年
の
来
館
者
増
に
一
役
買
っ
て
い
る
の

は
、
韓
国
、
中
国
、
台
湾
か
ら
の
観
光
客
だ

と
い
う
。
館
内
ど
こ
で
写
真
を
撮
っ
て
も
絵

に
な
る
と
ブ
ロ
グ
等
に
紹
介
さ
れ
、
ブ
ー
ム

に
火
が
付
い
た
。
し
か
し
、
絵
に
な
る
写
真

が
自
由
に
撮
れ
る
だ
け
が
人
気
の
理
由
で
は

な
い
。
ア
ジ
ア
圏
の
旅
行
者
に
と
っ
て
は
こ

こ
が
、
母
国
と
同
様
に
木
と
紙
と
土
の
文
化

を
も
ち
、
母
国
に
も
確
か
に
あ
っ
た
古
き
良

き
時
代
の
暮
ら
し
の
姿
が
感
じ
と
れ
る
場
で

あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

「
昔
の
暮
ら
し
」
の
実
感
を
支
え
る
の
は
、

徹
底
的
に
こ
だ
わ
っ
た
ハ
ー
ド（
設
備
）面
だ
。

写
真
も
撮
っ
て
く
だ
さ
い
と
言
っ
て
い
ま

す
」
と
谷
館
長
は
笑
う
。

　
復
元
さ
れ
た
町
並
み
に
置
か
れ
て
い
る
展

示
物
で
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
に
収
ま
っ
て
い
る

も
の
は
、
た
だ
の
ひ
と
つ
も
な
い
。
へ
つ
つ
い

　

竈
　

に

据
え
ら
れ
た
釜
を
実
際
に
持
ち
上
げ
て
「
重

い
」
と
う
な唸
る
人
、
町
会
所
の
庭
の
ち
よ
う手
　ず水 

ば
ち鉢

を
な
で
る
人
、
町
家
の
中
に
上
が
り
込
む
人

ま
で
さ
ま
ざ
ま
だ
。
い
た
る
所
で
記
念
写
真

が
撮
ら
れ
、
会
話
が
弾
ん
で
い
る
。

　
展
示
品
を
遠
巻
き
に
眺
め
る
来
館
者
に

「
ど
う
ぞ
触
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
」「
こ
れ
、

ど
う
い
う
意
味
か
わ
か
り
ま
す
か
？
」
な
ど

と
積
極
的
に
声
を
か
け
る
の
は
、「
町
家
衆
」

と
呼
ば
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
々
だ
。
台

格
子
（
作
り
つ
け
の
格
子
）
や
、
そ
の
前
に

あ
る
「
揚
げ
見
世
」「
ば
っ
た
り
し
よ
う床
　ぎ几
」
な

ど
と
呼
ば
れ
る
、
跳
ね
あ
げ
て
出
し
入
れ
す

る
床
几
の
仕
組
み
、
店
の
外
と
内
か
ら
の
格

子
戸
の
見
え
方
の
違
い
、
町
会
所
隣
の
路
地

館
の
オ
ー
プ
ン
当
初
、
莫
大
な
予
算
を
投
じ

て
ま
が
い
物
を
作
っ
た
と
い
う
批
判
も
あ
っ

た
そ
う
だ
が
、「
そ
う
で
は
な
い
」
と
谷
館

長
は
力
強
く
答
え
る
。
大
坂
町
三
丁
目
と
い

う
町
名
は
架
空
の
も
の
だ
が
、
町
並
み
の
復

元
に
あ
た
っ
て
は
現
存
し
て
い
る
町
家
の
遺

構
や
、
江
戸
期
の
町
家
絵
図
、
明
治
期
の
集

合
住
宅
に
関
す
る
資
料
な
ど
を
徹
底
的
に
分

析
し
た
。
ま
た
実
際
の
工
事
は
、
桂
離
宮
の

修
理
に
も
携
わ
っ
た
す数
　き寄
　や屋
大
工
に
依
頼
す

る
な
ど
「
昔
の
ま
ま
」
に
こ
だ
わ
っ
た
。

「
当
時
の
町
家
は
材
木
の
接
合
に
金
具
を
使

わ
ず
、
２
本
の
部
材
を
長
さ
方
向
に
つ
な
げ

る
継
ぎ
手
や
、
直
角
な
ど
あ
る
角
度
で
接
合

す
る
『
し仕 

ぐ
ち口
』
を
作
っ
て
組
み
合
わ
せ
て
い

ま
す
。
板
塀
に
は
日
本
古
来
の
角
形
断
面
を

も
つ
和
釘
、
木
部
の
彩
色
は
ベ
ン
ガ
ラ
を
用

い
、
土
壁
は
下
地
も
当
時
の
工
程
通
り
に
作

る
な
ど
、
い
ず
れ
も
建
物
が
建
っ
て
し
ま
え

ば
見
え
な
く
な
る
細
部
に
ま
で
手
を
抜
か
ず

に
こ
だ
わ
っ
て
、
当
時
の
大
坂
の
町
並
み
を

再
現
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
町
家

が
１
０
０
年
後
ま
で
残
っ
て
い
れ
ば
、
町
家

自
体
が
平
成
の
大
工
技
術
を
示
す
文
化
財
に

な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
し
か
し
、
当
時
の
資
料
に
忠
実
に
作
ら
れ

た
本
物
の
町
家
と
は
い
え
、
新
築
の
ま
ま
だ

と
時
代
色
や
生
活
感
に
乏
し
く
な
っ
て
し
ま

う
。

「
そ
う
し
た
古
び
を
出
す
た
め
に
、
松
竹
映

画
の
美
術
監
督
に
お
願
い
し
て
エ
イ
ジ
ン
グ

と
い
う
演
出
を
施
し
て
も
ら
い
ま
し
た
」

　
た
と
え
ば
、
町
並
み
の
中
央
に
お
お大
　だ
な店
を
構

薬屋の座敷と縁。
建具を開け放つと表通りまで
見渡せる。 撮影／京極 寛

路地裏にある
共同井戸の所在を示す

「井」の字。

陰暦10月の
誓文（せいもん）払い
（大売出し）の情景。

町会所の座敷。
町内の寄合などが開かれる。

　撮影／京極 寛　

本屋の店先には
浮世絵がずらり。当時の本屋は

版元も兼ねていた。

櫛、簪（かんざし）や帯締、
帯揚など女性用装身具が

並ぶ小間物屋。

薬屋の通り土間。
竈は「へっついさん」の
呼称で親しまれる。

生
き
た
町
並
み
を
つ
く
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
集
団

「
町
家
衆
」

博
物
館
が
つ
な
ぐ
、

昔
の
暮
ら
し
か
ら
の

提
案

復
元
し
た

大
坂
町
三
丁
目
の

町
家
連
続
平
面
図

「
町
家
衆
」の
方
々

奥田千尋さん。生きた
「昔の暮らし」を伝え
るために、建物や展
示品を使ったさまざま
な仕組みを考えてい
る。

北野文代さん。英語
力を生かし外国人観
光客を案内する。現
在、急増する韓国人
観光客のため韓国語
も勉強中。

特
集
／
昔
の
暮
ら
し
力

通
り
を
挟
み
両
側
に

町
家
が
並
ぶ
。

町
会
所
脇
の
路
地
を

抜
け
る
と
裏
長
屋
が
並
ぶ
。

見所満載の館内。
まずは町並みを一通り歩いてから
細部を見て回るのがお勧めだ。
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大阪くらしの今昔館のホームページ → http://konjyakukan.com/

西多鶴雄さん。その
手から作りだされるお
もちゃに目を輝かせる
子どもたちに、遊び方
も丁寧に教えている。


