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展示のご案内

次回企画展
○2013年 3月1日（金）～4月29日（月）

　「植田家にのこされた河内木綿」

冬季企画展

「道具からみる ちょっとむかしのくらし」
2013年1月9日（水）─2月25日（月）
旧植田家住宅に残された昭和の道具を中心に、人々のくらしの

移り変わりや道具の歴史を振り返ります。

※休館日はＰ１５をご覧ください



― 3 ―

表紙写真

コンサート「旧家でＪＡＺＺ」

　2012 年 10 月 14 日、旧家を舞台にスタンダード
ジャズやミュゼットジャズの名曲の数々が、鍵盤ハー
モニカの音色にのせて届けられた。このコンサートの
様子は、本誌 4・5 頁に掲載。
　　　　　　　　　　　（写真は開演前の舞台の様子）
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ロイヤン尾茂（ギター） 橋田正和（ドラムス）

演奏：織野ナオ ピアニカ カルテット

荒木俊秀（ベース）織野ナオ（鍵盤ハーモニカ）

 

旧き
ゅ
う
か家

で
Ｊジ

ャ

ズ

Ａ
Ｚ
Ｚ

　

コ
ン
サ
ー
ト
は
、ジ
ャ
ズ
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
《
ハ
ウ
・

ハ
イ
・
ザ
・
ム
ー
ン
》
～
《
オ
ー
ニ
ソ
ロ
ジ
ー
》
で

幕
を
開
け
た
。
旧
植
田
家
住
宅
初
と
な
る
ジ
ャ
ズ
コ

ン
サ
ー
ト
で
は
、
八
尾
市
在
住
の
ド
ラ
ム
奏
者
・
橋

田
正
和
さ
ん
が
参
加
す
る
〝
織
野
ナ
オ 

ピ
ア
ニ
カ 

カ

ル
テ
ッ
ト
〟
に
出
演
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
の
序
盤
、
秋
（
月
夜
）
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
選
曲
し
た
と
い
う
《
枯
葉
》
と
《
ア
ー
リ
ー
・
オ
ー

タ
ム
》
は
、
ピ
ア
ニ
カ
の
甘
い
音
色
が
ギ
タ
ー
と
ベ
ー

ス
の
音
と
重
な
り
、
ド
ラ
ム
ス
の
リ
ズ
ム
の
上
に
鳴

り
響
い
た
。
続
い
て
、
ロ
イ
ヤ
ン
さ
ん
の
ギ
タ
ー
・

フ
ィ
ー
チ
ャ
ー
で
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
ナ
ン
バ
ー
《
抱

き
し
め
た
い
》
が
演
奏
さ
れ
た
。
解
説
さ
れ
た
歌
詞

の
意
味
を
想
い
な
が
ら
客
席
は
静
か
に
聴
き
入
っ
た
。

　

織
野
さ
ん
の
ト
ー
ク
で
は
、
八
尾
の
印
象
や
こ
の

コ
ン
サ
ー
ト
に
つ
い
て
語
ら
れ
、「
ジ
ャ
ズ
は
自
由
で

す
。
い
つ
で
も
イ
ェ
ー
イ
と
言
っ
て
く
だ
さ
い
」
と

楽
し
み
方
も
教
授
さ
れ
た
。
ま
た
今
回
使
用
す
る
楽

器
の
紹
介
が
行
な
わ
れ
た
。

　

織
野
さ
ん
の
使
用
す
る
鍵
盤
ハ
ー
モ
ニ
カ
は
二
台

あ
り
、
一
台
は
小
学
校
で
使
う
ピ
ア
ニ
カ
と
お
な
じ

よ
う
な
も
の
で
、
も
う
一
台
は
イ
タ
リ
ア
製
の
楽
器
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で
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
会
社
（
バ
ロ
ン
ブ
リ
ー
ニ
社
）

が
作
っ
た
「
エ
オ
リ
ー
ナ
」
と
い
う
。
木
製
の
美
し

い
デ
ザ
イ
ン
に
、
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
の
よ
う
な
明
る

く
、
そ
れ
で
い
て
た
お
や
か
な
音
色
が
と
て
も
魅
力

的
だ
。
さ
ら
に
日
本
に
二
台
し
か
な
い
と
い
う
か
ら

と
て
も
希
少
な
楽
器
で
も
あ
る
。

　

そ
の
「
エ
オ
リ
ー
ナ
」
の
魅
力
を
余
す
と
こ
ろ
な

く
引
き
出
し
た
の
が
、
続
く
《
ラ
・
ジ
ャ
ヴ
ァ
ネ
ー

ズ
》
と
《
パ
リ
の
空
の
下
》
だ
っ
た
。
ミ
ュ
ゼ
ッ
ト

ジ
ャ
ズ
の
情
緒
漂
う
音
楽
が
観
客
の
心
を
と
ら
え
、

ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
を
彷
彿
さ
せ
る
豊
か
な
そ
の
音
色

に
、
フ
ラ
ン
ス
の
風
景
を
イ
メ
ー
ジ
せ
ず
に
は
い
ら

れ
な
か
っ
た
。
会
場
そ
の
も
の
を
音
楽
が
包
み
込
み
、

こ
の
伝
統
的
な
日
本
家
屋
が
フ
ラ
ン
ス
の
街
並
み
へ

と
変
え
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
、
そ
ん
な
気
分
だ
っ
た
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
は
後
半
に
入
り
、

グ
レ
ン
・
ミ
ラ
ー
で
お
な
じ
み

の
《
ム
ー
ン
ラ
イ
ト
・
セ
レ
ナ
ー

デ
》
と
日
本
の
ち
あ
き
な
お
み

の
《
黄た

そ
が
れ昏

の
ビ
ギ
ン
》
が
し
っ

と
り
と
演
奏
さ
れ
た
。
ト
ー
ク

中
、
グ
レ
ン
・
ミ
ラ
ー
の
名
前

が
出
て
こ
な
い
織
野
さ
ん
に
会

場
か
ら
「
グ
レ
ン
・
ミ
ラ
ー
！
」

と
助
け
舟
が
出
さ
れ
る
場
面
も

あ
り
、
客
席
と
演
奏
者
と
の
距

離
感
の
近
さ
や
交
流
が
と
て
も

印
象
的
だ
っ
た
。

　

続
く
《
バ
チ
ー
ダ
・
ヂ
フ
ェ

レ
ン
テ
》
は
、
あ
ま
り
耳
慣
れ
な
い
曲
だ
が
、
ボ
サ

ノ
ヴ
ァ
の
世
界
で
活
躍
し
た
ド
ゥ
ル
ヴ
ァ
ル
・
フ
ェ

レ
イ
ラ
（
一
九
三
五
‐
二
〇
〇
七
）
の
作
曲
で
、
こ
の

演
奏
で
は
ギ
タ
ー
ソ
ロ
を
は
じ
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ソ

ロ
が
堪
能
で
き
た
。
ま
た
、
指
を
鳴
ら
し
て
始
ま
る

軽
快
な
音
楽
に
、
客
席
は
首
を
動
か
し
リ
ズ
ム
を
と
っ

て
い
た
。

　

今
回
一
番
人
気
の
《
月
の
沙
漠
》
は
、
タ
イ
ト
ル

は
内
緒
と
い
う
こ
と
で
演
奏
を
始
め
た
が
、
知
っ
て

い
る
童
謡
が
ジ
ャ
ズ
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
い
る
の
を

聴
き
、
と
て
も
新
鮮
で
あ
っ
た
。
朗
々
と
奏
で
ら
れ

る
ヴ
ィ
ブ
ラ
ー
ト
は
ま
る
で
演
歌
の

こ
ぶ
し
の
如
し
。
ま
た
ド
ラ
ム
ソ
ロ

も
際
立
ち
、
哀
愁
と
激
し
さ
と
が
表

裏
一
体
と
な
っ
て
伝
わ
っ
た
。

　

最
後
は
、
ド
ラ
ム
を
フ
ィ
ー

チ
ャ
ー
し
た
《
ス
ピ
ー
ク
・
ロ
ウ
》

が
演
奏
さ
れ
、「
ジ
ャ
ズ
を
楽
し
ん

で
」
と
い
う
織
野
さ
ん
の
言
葉
ど
お

り
、
演
奏
者
も
会
場
も
一
緒
に
な
っ

て
大
い
に
盛
り
上
が
っ
た
。
そ
し
て

興
奮
さ
め
や
ら
ぬ
ま
ま
コ
ン
サ
ー
ト

は
、
ア
ン
コ
ー
ル
の
《
パ
ー
デ
ィ
ド
》

を
も
っ
て
終
演
を
迎
え
た
。

　

４
人
が
織
り
成
す
音
楽
と
生ラ

イ
ヴ音

の
素
晴
ら
し
さ
が
、

会
場
の
雰
囲
気
と
あ
い
ま
っ
て
、
こ
の
古
民
家
を
贅

沢
な
ラ
イ
ヴ
ハ
ウ
ス
へ
と
変
え
た
よ
う
だ
っ
た
。
普

通
の
ラ
イ
ヴ
ハ
ウ
ス
や

バ
ー
で
あ
れ
ば
、
お
酒
を

片
手
に
音
楽
…
と
い
う
の

が
最
高
の
贅
沢
と
い
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
お
酒

の
出
な
い
こ
こ
旧
植
田
家

住
宅
で
は
、
全
員
が
音
楽

に
酔
い
し
れ
た
。

楽器「エオリーナ」を演奏する織野さん
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正
徳
元
年（
一
七
一
一
）に
作
成
さ
れ
た
「
安
中

新
田
分
間
絵
図
」（
以
下
、分
間
絵
図
と
表
記
）
は
、

旧
植
田
家
住
宅
の
根
幹
を
支
え
て
い
る
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
大
切
な
資
料
で
す
。
と
い

う
の
も
、
旧
植
田
家
住
宅
が
大
和
川
付
け
替
え
に

よ
っ
て
で
き
た
安
中
新
田
の
会
所
（
管
理
事
務
所
）

だ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
の
は
、
こ
の
絵
図
の
お

か
げ
だ
か
ら
で
す
。
今
回
の
講
座
で
は
、
八
尾
市

立
歴
史
民
俗
資
料
館
か
ら
小
谷
利
明
氏
を
お
招
き

し
、
分
間
絵
図
か
ら
読
み
取
れ
る
様
ざ
ま
な
事
柄

に
つ
い
て
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

分
間
絵
図
は
、縦
約
一
・
五
メ
ー
ト
ル
、横
約
六
・

五
メ
ー
ト
ル
の
巨
大
な
紙
に
、
約
三
〇
〇
分
の
一

の
ス
ケ
ー
ル
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
書
か

れ
た
情
報
か
ら
は
ま
ず
、
安
中
新
田
の
中
に
は
安

福
寺
が
所
有
す
る
新
田
と
、
他
の
開
発
主
体
が
所

有
す
る
新
田
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
安
中
新
田
と
い
う
の
は
い
く
つ
か
の
開
発
主

体
を
持
つ
新
田
の
総
称
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま

た
、
新
田
開
発
以
前
か
ら
の
農
地
で
あ
る
古こ

で
ん田

の

ほ
か
、
墓
地
、
公
道
、
私
道
な
ど
の
存
在
も
読
み

取
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
農

地
の
大
き
さ（
そ
れ
ぞ
れ
の
区
割
り
の
縦
横
の
長
さ
）

が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

　

今
回
の
お
話
の
中
で
一
番
面
白
か
っ
た
の
は
、

そ
の
大
き
さ
が
実
際
と
は
か
な
り
違
う
と
い
う
こ

と
で
し
た
。
小
谷
氏
を
中
心
と
し
た
「
八
尾
古
絵

図
研
究
会
」
の
み
な
さ
ん
が
実
測
さ
れ
た
結
果
、

絵
図
に
書
か
れ
た
数
値
よ
り
、
実
際
の
数
値
の
ほ

う
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
も
数
十

メ
ー
ト
ル
と
い
う
単
位
で
。
道
幅
な
ど
に
つ
い
て

は
ほ
と
ん
ど
誤
差
が
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
、

当
時
の
測
量
技
術
に
問
題
が
あ
っ
た
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い

う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

小
谷
氏
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
税
を
軽
減
す
る
た

め
、
悪
く
言
え
ば
税
を
ご
ま
か
す
た
め
の
絵
図
な

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
確
か
に
、

分間絵図について語る小谷利明氏

こ
れ
だ
け
大
き
な
絵
図
が
作
ら
れ
て
い
た
ら
、そ
こ

に
書
か
れ
て
い
る
情
報
は
正
確
な
も
の
だ
と
思
い
込

ん
で
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
絵
図
の
数
値
を
見
て
、

現
場
に
行
っ
て
み
て
も
、
よ
ほ
ど
慣
れ
て
い
る
人
で

な
け
れ
ば
、
見
た
だ
け
で
は
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
さ
て
、こ
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
人
は

当
時
ど
れ
だ
け
い
た
の
で
し
ょ
う
か
…
…
。

　

分
間
絵
図
の
原
図
は
修
復
さ
れ
、
現
在
は
旧
植

田
家
住
宅
の
収
蔵
庫
に
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
か
わ
り
と
い
っ
て
は
な
ん
で
す
が
、
展

示
室
の
床
面
に
原
寸
大
の
レ
プ
リ
カ
が
常
時
展
示

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
地
域
の
歴
史
を
考
え
る

き
っ
か
け
と
し
て
、
ぜ
ひ
一
度
ご
覧
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

（
旧
植
田
家
住
宅 

学
芸
員　

宮
元 

正
博
）
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直
木
賞
受
賞
作

〝
お
吟
さ
ま
〟の
フ
カ
ー
い
話

　 

～
作
品
を
め
ぐ
る
物
語
～  

余  

話

伊
東 

健
（
今
東
光
を
語
る
会
）

　

一
編
の
小
説
が
世
に
出
て
、
単
行
本
と
し
て
出
版

さ
れ
る
背
景
に
は
数
多
く
の
人
が
関
わ
り
ま
す
。
今

東
光
の
出
世
作
と
言
わ
れ
る
『
お
吟
さ
ま
』
に
お
い

て
も
同
様
で
す
が
、
丁
寧
に
そ
の
背
景
を
見
て
い
く

こ
と
で
、
面
白
い
発
見
が
あ
る
こ
と
を
今
回
の
講
座

で
は
お
伝
え
し
た
か
っ
た
つ
も
り
で
す
。

　

登
場
人
物
は
、
作
者
・
今
東
光
（
五
八
歳
）、
挿
絵
・

三
輪
晁ち

ょ
う
せ
い

勢
（
五
五
歳
）、装
幀
・
和
田
三さ

ん
ぞ
う造

（
七
三
歳
）、

編
集
・
臼
井
史
朗
（
三
六
歳
）。

　
　
　
（　

）
内
は
、
昭
和
三
十
一
年
当
時
の
年
齢
で
す
。

　

深
い
人
生
を
た
ど
っ
て
き
た
人
々
の
特
色
あ
る
仕

事
が
、
ひ
と
つ
の
作
品
に
結
実
し
て
い
く
様
子
を
知

る
こ
と
は
、
テ
レ
ビ
の
※〝
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
〟

を
観
る
よ
う
な
楽
し
さ
で
す
。
後
に
、
こ
の
作
品
に

直
木
賞
が
与
え
ら
れ
る
と
は
、
夢
に
も
思
っ
て
い
な

い
人
々
の
情
熱
が
心
を
打
ち
ま
す
。

　

今
東
光
は
、
昭
和
二
六
年
に
八
尾
市
の
天
台
院
に

転
居
し
、
妻
と
実
母
と
の
三
人
暮
ら
し
。
住
職
と
し

て
の
生
活
の
傍
ら
、
小
説
創
作
へ
の
熱
意
を
隠
し
ま

せ
ん
。
河
内
・
八
尾
と
い
う
新
天
地
で
、
昔
と
変
わ

ら
ず
「
絵
本
太
閤
記
」「
國
女
歌
舞
妓
繪
詞
」
等
の

古
典
世
界
に
遊
び
な
が
ら
も
、
現
実
生
活
で
は
実
母

の
介
護
を
行
う
東
光
に
降
臨
す
る
創
作
の
新
た
な

ミ
ュ
ー
ズ
。

　

そ
ん
な
東
光
に
白
羽
の
矢
を
立
て
、
千
利
休
を
連

載
小
説
の
テ
ー
マ
と
し
て
提
示
し
た
淡
交
社
の
若
き

編
集
者
で
あ
る
臼
井
史
朗
の
慧
眼
と
機
敏
な
行
動
力

に
は
、
学
ぶ
と
こ
ろ
が
実
に
多
い
。

　

テ
ー
マ
を
与
え
ら
れ
た
東
光
が
、
在
原
業
平
、
高

安
山
、
大
和
川
等
が
持
っ
て
い
る
河
内
の
歴
史
を
、

利
休
の
娘
・
吟
に
結
び
つ
け
、
語
り
部
と
し
て
彼
女

を
〝
お
吟
さ
ま
〟
と
呼
ぶ
女
性
が
誕
生
し
ま
す
。

　

挿
絵
の
三
輪
晁
勢
は
、
東
光
の
意
図
を
反
映
さ
せ
、

南
蛮
文
化
華
や
か
な
桃
山
世
界
を
描
き
、
利
休
の
茶

道
を
新
た
に
表
現
し
た
か
と
思
え
ば
、
異
例
の
連
載

終
了
と
同
時
の
直
木
賞
受
賞
で
沸
き
立
つ
中
で
急
ご

し
ら
え
の
単
行
本
刊
行
に
お
い
て
、
和
田
三
造
も
絢

爛
た
る
意
匠
を
本
に
ほ
ど
こ
し
て
く
れ
た
の
で
す
。

フ
ァ
ッ
ク
ス
も
メ
ー
ル
も
な
い
時
代
、
三
人
の
間
を

走
り
回
る
臼
井
氏
に
よ
っ
て
、
当
時
の
京
都
・
大
阪

文
化
圏
の
精
髄
を
そ
ろ
え
た
離
れ
業
は
実
現
さ
れ
ま

し
た
。

　

東
光
の
居
住
地
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
八
尾
が
創
作

舞
台
の
中
心
に
す
え
ら
れ
る
と
い
う
、
史
上
稀
な
る

奇
跡
的
な
瞬
間
が
こ
こ
に
は
あ
り
ま
す
。
と
は
い
え
、

人
生
の
一
瞬
を
交
錯
し
た
仕
事
師
た
ち
は
、
拘
泥
す

る
こ
と
な
く
、
新
た
な
仕
事
に
向
か
い
ま
す
。
東
光

は
一
連
の
小
説
群
で
あ
る
河
内
風
土
記
シ
リ
ー
ズ
で

一
世
風
靡
、
三
輪
は
後
に
日
本
芸
術
員
賞
を
受
賞
、

和
田
は
直
後
に
文
化
功
労
者
に
選
ば
れ
、
臼
井
は
淡

交
社
に
欠
か
せ
な
い
存
在
と
な
り
ま
す
。

　

改
め
て「
人
と
契
ら
ば
浅
く
契
り
て
末
と
げ
よ
　
も

み
じ
葉
を
見
よ
　
濃
き
が
ま
ず
散
る
も
の
に
候
」
と

い
う『
お
吟
さ
ま
』の
一
節
を
思
い
出
し
、
珍
し
く
八

尾
が
舞
台
で
あ
る
現
代
文
学
史
上
に
残
る
劇
的
な
出

会
い
の
物
語
に
思
い
を
馳
せ
て
い
ま
す
。

11月17日 講 座「今東光の横顔」より

淡交社
連載第１回目

（昭和31年1月）
挿絵：三輪晁勢

※ＮＨＫ「プロフェッショナル 仕事の流儀」（編集註）

カバーをめくると…

淡交社発行
（昭和32年2月）

カバー単行本
装幀：和田三造
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植
田
家
に
は
、
昭
和
の
初
め
頃
に
普
及
し
た

十
六
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
と
、ち
ょ
っ
と
珍
し
い
九
・

五
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
が
合
計
二
七
本
も
残
さ
れ
て

い
ま
し
た
。ま
た
そ
れ
ら
の
映
像
資
料
は
、後
年

植
田
家
に
よ
っ
て
テ
レ
シ
ネ
（
フ
ィ
ル
ム
を
ビ

デ
オ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
変
換
す
る
作
業
）
さ
れ
て
お

り
、
今
回
は
そ
の
ビ
デ
オ
を
フ
ィ
ル
ム
の
歴
史

と
と
も
に
紹
介
し
ま
し
た
。

　

映
像
は
大
き
く
分
け
る
と
、
当
時
の
植
田
家

で
撮
影
さ
れ
た
「
家ホ
ー
ム
ム
ー
ビ
ー

族
映
像
」
と
、
旅
行
や
観

光
・
見
物
な
ど
の
「
記
録
映
像
」
に
分
類
で
き
、

そ
の
他
、
当
時
商
品
と
し
て
売
ら
れ
て
い
た
映

画
や
漫
画（
初
期
の
ア
ニ
メ
）、風
景
な
ど
の「
映

像
作
品
」
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
現
代

の
よ
う
に
誰
で
も
簡
単
に
映
像
を
楽
し
む
こ
と

の
で
き
る
時
代
と
比
較
す
る
と
、
当
時
、
映
像

の
撮
影
・
編
集
・
観
賞
は
極
上
の
娯
楽
で
あ
っ

た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。

　

今
回
は
、
植
田
家
の
昭
和
に
思
い
を
は
せ
な

が
ら
、
貴
重
な
映
像
を
心
ゆ
く
ま
で
堪
能
し
ま

し
た
。
ま
た
、
記
録
映
像
に

映
っ
て
い
た
「
忠ち
ゅ
う
こ
ん
ひ

魂
碑
」
が
、

現
在
も
八
尾
に
残
っ
て
い
る

こ
と
が
判
明
し
、
大
き
な
発

見
も
あ
り
ま
し
た
。

　
連
続
講
座
二
〇
一
二
‐
第
二
期
‐
で
は
、「
八

尾
に
残
る
映
像
」
を
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
、
全
三

回
に
わ
た
っ
て
、
植
田
家
や
八
尾
市
に
残
さ
れ
た

映
像
資
料
を
見
な
が
ら
、
解
説
を
行
な
い
ま
し
た
。

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
八
尾
市
の
記
録
映
像
や

植
田
家
に
の
こ
さ
れ
た
貴
重
な
フ
ィ
ル
ム
な
ど
が

往
時
の
生
活
の
様
子
を
伝
え
ま
す
。

第
１
回

「
植
田
家
に
残
さ
れ
た
映
像
」

　

旧
植
田
家
住
宅
の
土
蔵
一
に
は
現
在
、
昭
和

初
期
の
「
映
写
機
」
と
「
フ
ィ
ル
ム
編
集
機
」

な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
あ
る
と

い
う
こ
と
は
当
然
フ
ィ
ル
ム
も
残
っ
て
い
る
だ

ろ
う
。
と
い
う
こ
と
で
今
回
の
講
座
で
は
、
こ

の
フ
ィ
ル
ム
に
焦
点
を
当
て
、
実
際
に
残
さ
れ

て
い
た
植
田
家
の
映
像
を
観
賞
し
ま
し
た
。

連続講座連続講座20122012

第2期（10月～12月）

八尾に残る映像
植田家や八尾市に残る数々の貴重な映像を紹介！

当時のくらしの記憶がよみがえる！？

植田家の映写機

9.5mm フィルムと缶

記録映像「忠魂碑」より
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第
２
回
＆
第
３
回

「
八
尾
に
残
さ
れ
た
映
像
」

　

第
一
回
目
で
は
「
植
田
家
に
残
る
映
像
」
を
取

り
上
げ
ま
し
た
が
、
第
二
回
と
第
三
回
目
で
は
、

二
回
に
わ
た
っ
て
八
尾
市
が
製
作
し
た
周
年
記
録

映
像
を
中
心
に
紹
介
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
、昭
和
二
十
三
年
制
作
の
記
録
映
像
「
大

八
尾
市
」。
八
尾
町
・
龍
華
町
・
久
宝
寺
村
・
大

正
村
・
西
郡
村
の
五
ヵ
町
村
が
合
併
し
、
人
口
約

六
万
五
千
人
で
八
尾
市
と
し
て
発
足
し
た
当
時
の

様
子
が
無
声
・
モ
ノ
ク
ロ
の
十
八
分
間
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
初
代
脇
田
幾
松
市
長
や
初
市
会

の
様
子
、
市
制
誕
生
祝
賀
会
、
こ
れ
か
ら
伸
び
て

い
く
産
業
、
鉄
道
や
物
流
の
様
子
な
ど
。
戦
争
が

終
わ
り
、
日
本
の
民
主
化
政
策
を
受
け
、
将
来
に

向
け
て
は
ば
た
こ
う
と
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
感
じ

ら
れ
る
映
像
で
す
。

　

昭
和
二
十
六
年
か
ら

の
『
市
勢
要
覧
』
も
併
用

し
な
が
ら
、
順
を
追
っ
て

観
た
四
〇
周
年
の
映
像
で

は
、
高
架
工
事
中
の
近
鉄

八
尾
駅
の
様
子
や
完
成
し

た
ば
か
り
の
文
化
会
館

「
プ
リ
ズ
ム
ホ
ー
ル
」
で
の
式
典
の
様
子
。
五
〇

周
年
で
は
、
市
民
活
動
を
中
心
と
し
た
様
々
な
取

り
組
み
の
様
子
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
各
々
の

映
像
に
そ
の
当
時
の
ま
ち
や
人
の
様
子
、
行
政
の

思
い
な
ど
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
と
て
も
興

味
深
い
も
の
で
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
「（
八
尾
市
に
）
こ
ん
な
映
像

あ
っ
た
ん
で
す
ね
ー
。」「
こ
れ
っ
て
ど
こ
で
観
れ

る
ん
で
す
か
？
」「
図
書
館
と
か
で
貸
し
出
せ
ば

い
い
の
に
…
」
な
ど
の
反
応
が
あ
り
ま
し
た
。
資

料
と
し
て
配
布
し
た
八
尾
市
年
表
や
古
い
『
八

尾
市
時
報
』（
当
時
の
市
政
だ
よ
り
の
様
な
も
の
）

の
コ
ピ
ー
、
初
代
脇
田
幾
松
市
長
の
「
大
八
尾
市

構
想
」
に
つ
い
て
の
資
料
な
ど
も
、
な
か
な
か
目

に
す
る
機
会
の
な
か
っ
た
も
の
で
し
た
。
こ
れ
を

き
っ
か
け
に
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

八
尾
市
の
現
代
史
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
た
か

な
ぁ
と
思
い
ま
す
。

　

旧
植
田
家
住
宅
で
は
、
十
一
月
三
日
（
土
）
の
夜

七
時
よ
り
「
八
尾
再
発
見
！
映
像
に
見
る
八
尾
」
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
内
容
は
、
連
続
講
座
と
連
動
し

て
、「
大
八
尾
市
」
の
上
映
を
行
な
い
ま
し
た
。
ま
た
、

連
続
講
座
で
は
紹
介
で
き
な
か
っ
た
八
尾
市
の
映
像

（「
八
尾
風
土
記 

軍
鶏
」）
も
鑑
賞
し
、
参
加
者
と
と
も

に
〝
八
尾
の
イ
メ
ー
ジ
〟
に
つ
い
て
考
え
ま
し
た
。

　
「
大
八
尾
市
」
の
映
像
解
説
の
ほ
か
、当
施
設
ス
タ
ッ

フ
の
実
体
験
に
基
づ
く
八
尾
の
昔
話
が
メ
イ
ン
と
な

り
、
話
を
聞
く
こ
と
で
、
用
意
さ
れ
た
写
真
や
映
像

の
資
料
が
よ
り
リ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
ま

し
た
。
短
い
時
間
で
し
た
が
、
参
加
者
同
士
の
交
流

の
場
と
も
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
八
尾
を
再
発
見
し
て
も

ら
う
、
良
い
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

第2回講座の様子

 市制施行記念の記録映画
　 「大八尾市」（昭和23年制作）

第3回講座（解説は吉井清子氏）

スタッフによる映像の解説

写真資料をみつめる参加者
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旧
植
田
家
住
宅
で
落
語
会
を
催
す
の
は
、

開
館
以
来
、
今
回
が
初
め
て
で
す
。
出
演
者

は
落
語
み
ゅ
ー
じ
あ
む
（
※
）
の
ア
マ
チ
ュ

ア
落
語
講
座
修
了
生
四
名
の
方
々
。
座
敷
に

つ
く
ら
れ
た
即
席
の
高
座
と
ラ
ジ
カ
セ
か
ら

流
れ
る
お
囃は
や
し子
で
、
は
じ
ま
り
は
じ
ま
り
。

　

演
目
は
「
金き
ん
め
い
ち
く

明
竹
」「
時
う
ど
ん
」「
尻
餅
」

「
宿
替
え
」。
い
ず
れ
も
今
と
は
様
変
わ
り
し

た
、
昔
の
商
売
や
暮
ら
し
が
な
つ
か
し
く
感

じ
ら
れ
る
面
白
お
か
し
い
お
話
。

　

時
間
が
経
つ
に
つ
れ
、
み
ん
な
リ
ラ
ッ
ク

ス
し
て
き
た
様
子
で
噺は
な
し
か家
さ
ん
と
客
席
と
の

一
体
感
が
噺
は
な
し
を
よ
り
面
白
く
感
じ
さ
せ
て
く

れ
ま
す
。

　

前
の
席
に
は
、
お
母
さ
ん
と
一
緒
の
小
学

生
の
女
の
子
が
い
ま
す
。
噺
の
中
の
聞
き
慣

れ
な
い
言
葉
の
説
明
を
お
母
さ
ん
か
ら
耳
元

で
聞
き
な
が
ら
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
女
の
子

に
は
気
軽
に
落
語
を
体
験
で
き
る
良
い
機
会

で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

　

い
つ
の
間
に
か
、
自
分
は

知
ら
ず
知
ら
ず
、
噺
の
先
の

笑
い
ど
こ
ろ
を
想
像
し
て
、

た
び
た
び
思
い
出
し
笑
い
を
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。
会
場
の
熱
気
と
お
腹
か
ら
笑
え
る
体

験
は
、
久
し
ぶ
り
に
気
分
を
爽
快
に
さ
せ
て

く
れ
ま
し
た
。
ま
た
次
回
の
落
語
会
が
楽
し

み
で
す
。

　

落
語
み
ゅ
ー
じ
あ
む
の
猪
名
川
亭 

蓮
光
、

日
向
亭 

葵
、
猪
名
川
亭 

青
波
、
天
満
家 

夢
造

の
皆
様
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

平
成
二
四
年
十
月
二
八
日　

参
加
者

※
落
語
み
ゅ
ー
じ
あ
む

　
「
落
語
の
ま
ち
池
田
」に
あ
る
市
立

と
し
て
日
本
初
の
上
方
落
語
資
料
展

示
館
。二
〇
〇
七
年
四
月
に
オ
ー
プ
ン
。

名
誉
館
長
は
六
代
目
・
桂
文
枝
。
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旧
家
で
愉
し
む
食
事
会

　

一
世
紀
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
気
分
を
味
わ
い

ま
し
た
。
初
冬
の
宵
、
植
田
家
の
門
を
く
ぐ
る
と

そ
の
一
歩
目
か
ら
幻
想
的
な
空
気
に
包
ま
れ
ま
す
。

　

学
芸
員
の
方
に
館
内
と
大
津
絵
に
つ
い
て
の
説

明
を
聞
い
て
い
る
間
に
、
客
間
に
は
お
膳
の
用
意

が
で
き
て
い
ま
し
た
。「
植
田
家
の
食
器
で
食
事

を
頂
く
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
そ
っ
て
、
古
の
雰
囲

気
を
漂
わ
せ
て
、
植
田
家
の
庭
で
収
穫
さ
れ
た
野

菜
も
使
っ
て
の
料
理
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

料
理
は
趣
向
を
凝
ら
し
た
初
冬
の
味
わ
い
で
し

た
。
一
の
膳
・
二
の
膳
と
美
味
し
く
ボ
リ
ュ
ー
ム

も
あ
り
満
足
の
い
く
も
の
で
、
客
一
同
食
事
や
食

器
に
話
が
盛
り
上
が
り
、
椀
の
蒔
絵
を
見
せ
合
っ

た
り
し
な
が
ら
和わ

き
あ
い
あ
い

気
藹
々
と
時
間
が
過
ぎ
て
い
き

ま
し
た
。

　

二
の
膳
が
運
ば
れ
る
前
に
は
、
学
芸
員
の
方
か

ら
こ
の
日
の
た
め
に
床
の
間
に
特
別
に
掛
け
ら
れ

た
、
お
軸
と
屏
風
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
り
、
こ

こ
に
も
テ
ー
マ
に
そ
っ
た
演
出
が
あ
る
こ
と
に
心

遣
い
を
感
じ
ま
し
た
。

会話も盛り上がり、和気藹々と時間が過ぎる

二の膳
（このあと椀物が運ばれる）

一の膳
（このあと煮物が運ばれる）

　

ま
た
、
一
の
膳
に
は
な
つ
め
酒
、
食
後
に
は
な

つ
め
茶
が
出
さ
れ
、
な
つ
め
の
実
が
で
き
る
夏
か

ら
計
画
し
た
心
を
こ
め
た
も
の
が
ふ
る
ま
わ
れ
ま

し
た
。
こ
の
食
事
会
で
は
、
た
く
さ
ん
の
ス
タ
ッ

フ
の
方
々
の
行
き
届
い
た
も
て
な
し
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
、
あ
た
た
か
い
気
持
ち
で
家
路
に
つ
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

（
参
加
者
）

旧家で愉しむ食事会

11/29
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前
ま
で
は
、
女
性
の
手
首
ほ
ど
の
太
さ
し
か
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
肥
料
に
つ
い
て
調
べ
て
い
た
時
、
た

ま
た
ま
目
に
し
た
、
あ
る
小
学
生
の
「
観
察
日
記
」

を
思
い
出
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
市
販
の
納
豆
を

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
移
し
、
水
を
入
れ
て
数
日
置
き
、

納
豆
の
エ
キ
ス
が
染
み
出
た
「
な
っ
と
う
水
」
な
る

物
を
二
十
日
大
根（
ハ
ツ
カ
ダ
イ
コ
ン
）に
毎
日
与
え

た
と
こ
ろ
、
こ
の
小
さ
い
は
ず
の
大
根
が
、
大
人
の

こ
ぶ
し
大
ほ
ど
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

　

…
よ
し
。
そ
れ
、
頂
き
ま
～
す
（
笑
）
と
い
う
事

で
、
さ
っ
そ
く
納
豆
を
用
意
し
、
数
本
の
大
根
に
与

え
て
み
る
事
に
。
し
か
し
、
毎
日
な
っ
と
う
水
を
作

る
の
は
厳
し
い
。
そ
こ
で
、
大
根
の
株
元
ギ
リ
ギ
リ

に
納
豆
を
置
き
、
薄
く
土
を

か
ぶ
せ
、
そ
の
上
か
ら
少
し

ず
つ
水
を
や
っ
た
。
す
る
と
、

た
っ
た
一
週
間
で
、
ほ
ぼ
倍

の
大
き
さ
に
ま
で
育
っ
た
の

だ
。
こ
れ
に
は
、
さ
す
が
に

ビ
ッ
ク
リ
！
も
し
、
興
味
の

あ
る
方
は
、
試
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

（
あ
く
ま
で
ス
タ
ッ
フ
の
実
験
結
果
で
、
全
て
の
野
菜

の
成
長
促
進
に
効
果
が
あ
る
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。）

ち
な
み
に
、
こ
の
「
な
っ
と
う
水
」、
か
・
な
・
り

に
お
い
ま
す
の
で
、
予
め
ご
了
承
の
ほ
ど
を
。

No.15

＊
～
結
果
発
表
～
＊

　

最
初
が
小
さ
す
ぎ
た
せ
い
か
、
ち
か
ら
及
ば
ず
、

三
度
目
の
「
で
っ
か
い
DE
賞
」
と
な
っ
た
。
あ
と
一

週
間
後
な
ら
…
残
念
！ 

ま
た
次
回
に
期
待
で
す
。

　

そ
し
て
、
近
隣
の
永
畑
幼
稚
園
の
園
児
と
一
緒
に

育
て
た
大
根
は
、
し
っ
か
り
と
お
め
か
し

4

4

4

4

し
た
か
い

あ
っ
て
、「
か
わ
い
い
DE
賞
」
を
い
た
だ
い
た
。出
陳
者

が
多
い
中
、
共
に
受
賞
で
き

た
事
は
う
れ
し
い
限
り
で
す
。

【
お
い
し
い
ね
】

　

フ
ェ
ス
タ
の
前
日
、
子
ど
も
た
ち
と
大
根
を
収
穫

し
、
試
食
を
し
た
。
こ
の
日
は
旧
植
田
家
住
宅
の
避

難
訓
練
と
重
な
っ
た
た
め
、
味
噌
汁
の
み
の
試
食
と

な
っ
た
が
、
い
つ
も
通
り
、
大
鍋
い
っ
ぱ
い
の
味
噌

汁
は
全
て
子
ど
も
た
ち
の
お
腹
に
収
ま
っ
た
。

　

次
回
は
二
月
の
中
頃
、
金
時
人
参
の
収
穫
だ
。
一

番
寒
い
時
期
。
さ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
来
る
だ
ろ
う

か
？
「
試
食
」
と
「
寒
さ
」、
ど
ち
ら
が
勝
つ
や
ら
。

【
お
そ
る
べ
し
、
○
○
水
】

　

十
二
月
九
日
、
今
年
も
田
辺
大
根
フ
ェ
ス
タ
が
開

催
さ
れ
た
。
こ
の
日
は
、
前
日
か
ら
の
寒
波
で
、
冷

た
い
風
が
吹
く
寒
い
日
だ
っ
た
が
、
会
場
は
、
た
く

さ
ん
の
人
で
賑
わ
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
昨
年
に
続
き
、
ま
た
も
や
成
長
が
イ
マ

イ
チ
な
旧
植
田
家
産
の
大
根
。
前
号
で
お
伝
え
し
た

「
ワ
ラ
フ
ィ
ー
ユ
」（
土
と
ワ
ラ
を
交
互
に
積
み
重
ね

た
も
の
）
で
育
て
た
物
は
、
他
と
比
べ
る
と
、
成
長

具
合
は
、
か
な
り
良
い
も
の
の
、
フ
ェ
ス
タ
一
週
間 収穫後の記念撮影！

↓
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
出
場
す
る
大
根
。

お
め
か
し
し
て
準
備
中（
写
真
上
）

収 穫！

試 食！
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◇
お
も
ち
つ
き
大
会

　

い
つ
も
の
「
植
松
の
ま
ち
・
ひ
と
」
と
は
少

し
変
わ
っ
て
、
今
回
は
二
〇
一
二
年
の
十
二
月

二
十
三
日
に
、旧
植
田
家
住
宅
で
開
催
さ
れ
た
「
お

も
ち
つ
き
大
会
」
の
様
子
を
お
伝
え
す
る
。

　

毎
年
年
末
に
開
催
さ
れ
る
旧
植
田
家
住
宅
の
こ

の
恒
例
行
事
は
、
例
年
百
名
を
超
え
る
参
加
者
と

と
も
に
大
い
に
盛
り
上
が
る
。
か
ま
ど
で
蒸
し
た

も
ち
米
を
昔
な
が
ら
の
杵
と
石
臼
を
使
っ
て
お
も

ち
に
し
て
い
く
。
ま
た
、
つ
き
た
て
の
お
も
ち
を

参
加
者
と
一
緒
に
ま
る
め
た
り
、
試
食
す
る
の
が

特
に
楽
し
み
で
あ
る
。

　

こ
の
行
事
に
は
植
松
の
地
域
に
住
む
人
た
ち
が

た
く
さ
ん
参
加
し
、
ま
た
外
部
か
ら
も
や
っ
て
来

る
。
と
こ
ろ
が
、
今
年
は
何
や
ら
参
加
者
の
数
が

激
減
し
た
（
そ
れ
で
も
七
十
名
程
が
参
加
）。
ど

う
や
ら
今
年
は
、他
の
い
く
つ
か
の
場
所
で
も
「
お

も
ち
つ
き
大
会
」
が
開
催
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、

そ
の
た
め
に
人
数
が
分
散
し
た
と
い
う
。

　

も
ち
つ
き
が
地
域
に
与
え
る
影
響
は
大
き
い
。

昨
今
の
少
子
化
や
高
齢
化
に
と
も
な
い
、
地
域
の

行
事
の
数
が
減
っ
た
り
、
ご
近
所
同
士
の
付
き
合

い
が
希
薄
に
な
る
中
、
お
も
ち
つ
き
に
は
多
く
の

人
た
ち
が
集
う
。
ま
た
、
お
も
ち
つ
き
は
一
人
で

は
決
し
て
で
き
な
い
。
こ
れ
が
人
々
を
つ
な
い
で

く
れ
る
き
か
っ
け
と
な
る
。

　

こ
こ
旧
植
田
家
住
宅
の
「
お
も
ち
つ
き
大
会
」

も
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
、
地
域
の
人
た
ち
を

中
心
に
、
今
年
も
賑
わ
い
を
見
せ
た
。　

　「昔のくらしを体験。
　　　地域をつなぐおもちつき大会」

第
九
回

かまどで「もち米」を蒸す

つきたての「もち」を丸める

子どもから大人まで、みんなで「おもちつき」

ヨイショー !!ヨイショー !!

「おもちつき大会」で

ご近所付き合い !?「おもちつき大会」で

ご近所付き合い !?
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文
楽
の
人
形
へ
の
関
心
を
抱
き
な
が
ら
、
河
内

と
結
び
つ
け
た
今
東
光
渾
身
の
快
作
が
「
河
内
の

顔
」だ
と
い
え
ま
す
。
昭
和
三
十
五
年
二
月
に『
小

説
新
潮
』
誌
上
で
発
表
さ
れ
た
短
編
小
説
は
、
同

年
六
月
に
同
名
の
単
行
本
が
講
談
社
か
ら
刊
行
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

お
久
と
い
う
女
性
を
主
人
公
に
、
彼
女
の
母
親

を
め
ぐ
る
三
人
の
男
、
太
吉
・
真
太
郎
・
安
夫
の

人
生
を
回
想
し
な
が
ら
、
人
々
の
生
き
た
歴
史
・

時
代
背
景
を
透
か
し
て
み
せ
る
叙
述
は
、
東
光
が

既
に
発
表
し
て
い
た
短
編
「
夜
の
客
」
で
見
せ
た

技
法
で
あ
り
ま
す
。
三
人
の
男
の
職
業
が
、
農
業
・

商
業
・
工
業
と
き
れ
い
に
分
か
れ
る
と
こ
ろ
も
、

創
作
上
の
技
術
で
あ
り
ま
す
が
、
お
久
が
生
ま
れ

る
前
の
物
語
に
は
河
内
・
八
尾
の
庶
民
史
が
濃
厚

に
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
ら
の
出
生
の
秘
密
に

た
ど
り
つ
き
、
母
と
同
様
に
男
に
翻
弄
さ
れ
な
が

ら
も
た
く
ま
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
お
久
が
、
は

じ
め
て
文
楽
を
観
賞
す
る
場
面
が
描
か
れ
ま
す
。

落
穂
拾
い

　

 -
今
東
光
の
薫
風- 

（九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
・
伊
東  

健

　
　

お
っ
さ
ん
は
言
っ
て
か
ら
文
楽
座
の
人
形
芝
居

　

の
話
を
す
る
の
だ
。
け
れ
ど
も
生
れ
て
か
ら
一
度

　

も
見
た
こ
と
の
な
い
お
久
は
、
ど
う
し
て
も
人
形

　

劇
と
い
う
も
の
が
ぴ
ん
と
来
な
い
の
だ
。
二
人
の

　

間
の
年
齢
の
ず
れ
が
同
時
に
時
代
感
覚
の
ず
れ
に

　

も
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。（
中
略
）

　
　

舞
台
で
は
人
形
が
溜
息
を
つ
い
た
り
、
大
き
な

　

欠
伸
を
し
た
り
す
る
。

　
「
ま
る
で
生
き
て
る
み
た
い
や
わ
」

　
「
せ
や
ろ
。人
形
が
生
き
て
息
し
て
る
み
た
い
や
ろ
」

　
　
（
中
略
）

　
「
人
形
に
は
み
ん
な
御
正
念
が
入
っ
て
る
さ
か
い
な
。

　
  

粗
略
に
い
か
へ
ん
ね
。人
間
の
す
る
み
た
い
に
お

　

  
床
入
り
が
あ
っ
て
、ま
こ
と
の
夫
婦
み
た
い
に
す

　

  

る
ん
や
て
」

　
「
へ
え
。
は
じ
め
て
聞
き
ま
し
た
」

　
「
せ
や
さ
か
い
に
、よ
う
見
と
き
言
う
て
ん
ね
。人
形

　

  

が
泣
く
時
は
、ほ
ん
ま
の
涙
が
出
て
る
み
た
い
や

　

  

ろ
。
あ
れ
が
生
き
て
る
証
拠
や
」

　
「
ほ
ん
ま
に
生
き
て
は
り
ま
」

　
　
（
後
略
）

　

人
形
の
涙
と
お
久
が
流
し
て
き
た
涙
が
重
な
る

と
き
、
一
人
の
人
形
遣
い
が
捧
げ
る
よ
う
に
し
て

コ
ラ
ム

運
ん
で
き
た
人
形
の
一
群
の
顔
に
、
河
内
で
生
き

た
人
々
の
顔
を
見
い
出
す
ラ
ス
ト
は
、
ぜ
ひ
作
品

を
読
ん
で
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

『河内の顔』講談社発行
 昭和35年6月
 装丁：三岸節子

イラスト／安富士
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