
身
の
ま
わ
り
の
生
活
史
５

企
画
展む

か
し
の
く
ら
し



ご

あ

い

さ

つ

　

「
昔
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
時
に
、
い
つ
頃
の
こ
と
を
さ
す
の
か
は
人
に
よ
っ
て
違
っ

て
い
ま
す
。
小
学
生
で
は
自
分
の
親
が
自
分
と
同
じ
年
齢
の
頃
を
想
像
す
る
の
で
、
十

数
年
前
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
大
人
が
考
え
る
昔
は
も
っ
と
前
を
示
し
、
三
十
年
も

五
十
年
も
前
を
想
像
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

辞
書
で
「
ひ
と
む
か
し(

一
昔)

」
と
調
べ
る
と
「
一
応
、
昔
と
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど

の
過
去
。
」
と
あ
り
、
続
い
て
「
普
通
十
年
前
を
い
う
。
」
と
あ
り
ま
し
た
。

　

近
年
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
変
化
は
早
く
な
る
ば
か
り
で
、
五
年
、
三
年
、
と
も
す
れ

ば
去
年
に
比
べ
て
も
大
き
く
変
化
を
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
「
ひ
と
む
か
し
」
と
感
じ

る
年
数
も
、
短
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

資
料
館
に
収
蔵
さ
れ
た
数
々
の
資
料
は
、
「
か
な
り
昔
の
も
の
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
使
い
方
や
そ
れ
が
何
で
あ
っ
た
の
か
す
ら
分
か
ら
な
く
な
っ
た

も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

今
回
の
企
画
展
は
「
む
か
し
の
く
ら
し
」
と
題
し
て
、
収
蔵
品
の
中
か
ら
昭
和
の
時

代
ま
で
を
対
象
に
、
使
用
さ
れ
て
来
た
道
具
を
選
ん
で
展
示
し
ま
し
た
。

　

今
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
も
の
が
な
か
っ
た
時
代
、
昔
の
人
々
が
も
の
に
込
め
た
想

い
も
あ
わ
せ
て
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

平
成
十
八
年
六
月

　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮
代
町
教

育
委
員
会
教
育
長

　

凡　

例　

①　

本
書
は
、
平
成
十
八
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
同

　

年
九
月
十
日
ま
で
開
催
さ
れ
る
企
画
展
「
身
の
ま

　

わ
り
の
生
活
史
５　

 

む
か
し
の
く
ら
し
」
の
展
示

　

図
録
で
す
。

②　

 

展
示
の
企
画
、
図
録
の
執
筆
・
編
集
、
表
紙
及

　

び
ポ
ス
タ
ー
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
当
館
学
芸

　

員
の
横
内
美
穂
が
担
当
し
ま
し
た
。
な
お
、
展
示

　

は
資
料
館
職
員
が
協
力
し
て
お
こ
な
い
ま
し
た
。

③　

 

本
文
中
の
敬
称
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

　

た
。

④　

 

図
版
の
順
序
は
展
示
順
序
を
示
す
も
の
で
は
な

　

く
、
図
録
構
成
も
展
示
構
成
と
は
異
な
り
ま
す
。

⑤　

本
企
画
展
に
展
示
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
資
料
は
、

　

下
記
の
方
々
か
ら
ご
恵
贈
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。

　

こ
こ
に
記
し
、
厚
く
御
礼
申
上
げ
ま
す
。

青
木 

千
代
子
・
小
河
原 

晃
・
小
河
原 

悦
子
・
折
原 

高
・
金
子 

和
生
・
小
島 

明
良
・
小
島 

雅
郎
・
関
永 

節
子
・
関
根 

文
雄
・
高
畑 

博
・
東
京
農
工
大
学
付

属
図
書
館
・
戸
田 

義
一
・
中
村 

忠
男
・
成
田 

良
夫
・

野
口 

丈
吉
・
萩
原 

一
丸
・
松
沼 

雅
俊
・
矢
部 

豊
・

横
内 

澄
江
・
吉
岡 

郁
子
・
渡
辺 

恵
司　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(

五
十
音
順
・
敬
称
略)



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
で
は
、
身
に
つ
け
る
服
は
購
入
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
服
の
材
料
で
あ
る
生き

じ地
を
織お

る
と
こ
ろ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
じ
め
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
の
始
め
頃
ま
で
は
、
特
に
農
家
が
多
か
っ
た
地
域
で
は
、
綿め

ん

ぷ布
や
絹け

ん

ぷ布
を
自
宅
で
織
っ
て
、
で
き
た
生

地
を
も
っ
て
普ふ

だ

ん

ぎ

段
着
や
野の

ら

ぎ

良
着
、
あ
る
い
は
晴
れ
着
な
ど
を
仕
立
て
て
身
に
つ
け
て
い
ま
し
た
。
一
枚
の
着
物
を
手
に
入
れ
る
ま
で
に
、
あ
る
い
は
綿
の

種
ま
き
か
ら
は
じ
ま
り
、
あ
る
い
は
蚕

か
い
こ

の
飼
育
か
ら
は
じ
ま
る
な
ど
、
多
く
の
手
間
と
時
間
が
か
か
っ
た
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は

衣 

生 
ワ
タ
ク
リ

　

綿
の
種
と
綿
毛
を
わ
け
る
道
具

で
す
。
取
っ
手
を
ま
わ
す
と
二
本

の
棒
が
く
る
く
る
と
回
る
の
で
、

そ
の
間
に
種
が
つ
い
た
綿
を
入
れ

る
と
手
前
に
種
だ
け
が
落
ち
、
向

こ
う
側
に
は
綿
毛
だ
け
が
落
ち
る

の
で
、
簡
単
に
わ
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
綿
か
け　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
で
真
綿
を
作
る
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
道
具
で
す
。
真
ん
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
熾(

お
き
・
・
火
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
い
た
炭)

を
い
れ
て

暖
め
、
上
部
の
丸
い
部
分
に
真
綿
を
か
け
て
乾
か
す
た
め
に

使
用
さ
れ
ま
し
た
。

ザ
ク
リ

　

絹
糸
を
紡
ぐ
た
め
の
道
具
で
す
。
繭
か
ら
糸
を
と
る
に

は
、
ま
ず
鍋
に
湯
を
沸
か
し
、
乾
燥
さ
せ
た
繭
を
煮
ま
す
。

繭
が
煮
え
た
ら
七
輪
な
ど
に

鍋
を
移
し
ワ
ラ
ミ
ゴ
の
ホ
ウ

キ
で
か
き
回
す
と
、
繭
か
ら

糸
口
を
取
り
出
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
の
糸
口
を
太
い

糸
な
ら
二
十
本
く
ら
い
、
細

い
糸
な
ら
五
〜
六
本
く
ら
い

を
一
つ
に
ま
と
め
、
最
初
に

で
て
く
る
固
い
糸
は
別
の
枠

に
巻
き
取
り
、
柔
ら
か
な
良
い
糸
が
で
て
き
た
ら
ザ
ク
リ

の
小
枠
に
巻
き
取
っ
て
い
き
ま
す
。
ザ
ク
リ
に
は
、
手
振

り
が
つ
い
て
い
ま
す
が
、
小
枠
の
回
転
に
あ
わ
せ
て
左
右

に
動
く
た
め
に
、
小
枠
全
体
に
均
一
に
巻
き
取
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

絹
の
着
物
（
部
分
）

　

自
家
製
の
布
地
で
作
ら
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
絹
の
着
物

で
す
。
昭
和
初
期
ま
で
は
、

養
蚕
で
出
た
く
ず
繭
や
玉
繭

な
ど
か
ら
糸
を
と
っ
て
、
自

家
用
の
絹
布
を
織
り
、
よ
そ

い
き
の
着
物
を
仕
立
て
た
り

な
ど
し
ま
し
た
。
機
織
り
自

体
は
昭
和
初
期
に
は
お
こ
な

わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
昭
和
二
十
年
代
初
期
か
ら
中
期

に
か
け
て
の
衣
料
不
足
時
代
に
は
、
保
管
し
て
い
た
繭
か
ら

糸
を
ひ
き
絹
布
織
り
が
復
活
し
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。

　

（
展
示
し
て
あ
る
資
料
を
よ
く
見
る
と
、
玉
繭
な
ど
か
ら

糸
を
引
い
た
と
き
に
で
き
る
こ
ぶ
が
、
い
く
つ
も
あ
る
の
が

わ
か
り
ま
す
。
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
で
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
あ
る
電で

ん

き

れ

い

ぞ

う

こ

気
冷
蔵
庫
や
電
気
炊す

い
は
ん
き

飯
器
な
ど
、
私
た
ち
の
食
生
活
を
支
え
る
電で

ん
か
せ
い

化
製

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

品ひ
ん

が
ど
の
家
庭
に
も
あ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
昔
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
三
十
年
よ
り
前
で
は
、
食
物
を
衛え

い
せ
い
て
き

生
的
に
管
理
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
で
は
想
像
が
で
き
な
い
く
ら

い
の
工
夫
や
努
力
が
必
要
だ
っ
た
の
で
す
。

　

ま
た
、
食
事
の
場
そ
の
も
の
の
風
景
も
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
住

じ
ゅ
う
た
く
こ
う
ぞ
う

宅
構
造
の
変
化
か
ら
も
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
が
、
生
活

様
式
の
変
化
が
一
番
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
に
展
示
さ
れ
た
資
料
か
ら
は
様
々
な
工
夫
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
工
夫
は
少
し
形
を
変
え
た
時
に
、
今
の
私
た
ち
の
生
活
に
も
十

分
役
に
立
つ
知
恵
に
つ
な
が
る
も
の
と
い
え
ま
す
。

品ひ

　
　

食 

生 

箱　

膳

　

戦
前
ま
で
は
、
日
常
の
食
事
に
は
箱
膳
が
使
用
さ
れ
ま

し
た
。
箱
膳
に
は
め
い
め
い
の
茶
碗
・
汁
碗
・
小
皿
・
箸

を
入
れ
て
お
き
、
食
事
の
際
に
は
蓋
を
返
し
て
こ
れ
ら
を

の
せ
ま
し
た
。
食
事
が
す
む
と
、
食
器
に
茶
を
そ
そ
い
で

食
器
を
す
す
ぐ
よ
う
に
飲
み
干
し
て
か
ら
箱
膳
の
中
に
伏

せ
、
蓋
を
閉
め
て
戸
棚
な

ど
に
収
納
し
ま
し
た
。
食

器
を
洗
う
の
は
一
ヶ
月
に

数
回
で
、
晴
れ
た
日
に
井

戸
な
ど
で
箱
膳
ご
と
洗
っ

て
天
日
干
し
を
し
た
そ
う

で
す
。

通
い
徳
利

大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
ま
で
の
間
、
お
酒
を
買
う
時

に
使
用
さ
れ
た
容
器
が
通
い
徳
利
で
す
。
通
い
徳
利
の
ほ

と
ん
ど
は
酒
屋
が
客
に
貸
し
出
し
を
し
て

い
た
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
通
い
徳
利

に
は
酒
屋
の
屋
号
や
住
所
な
ど
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
酒
を
購
入
し
た
客
は
酒
を
入

れ
て
持
ち
帰
り
、
酒
が
な
く
な
れ
ば
借
り

た
徳
利
を
も
っ
て
酒
屋
に
行
く
、
こ
ん
な

リ
サ
イ
ク
ル
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で

す
。

　

明
治
初
期
に
は
酒
造
税
の
規
制
の
改
訂

や
大
増
税
が
お
こ
な
わ
れ
、
自
家
酒
造
量

も
厳
し
い
制
限
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

次
い
で
、
明
治3

3

年
に
な
る
と
、
日
清
日
露
戦
争
の
軍

費
捻
出
の
た
め
自
家
酒
造
を
完
全
に
禁
止
し
た
こ
と
な
ど

か
ら
、
自
宅
で
酒
を
飲
む
に
は
買
う
し
か
方
法
が
な
く
な

　
　
　
　
　
　

り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
も
、

　
　
　
　
　
　

通
い
徳
利
の
需
要
は
高
ま
る
ば
か
り
だ
っ

　
　
　
　
　
　

た
の
で
す
。
関
東
大
震
災
後
は
、
陶
器
製

　
　
　
　
　
　

の
徳
利
か
ら
ガ
ラ
ス
瓶
に
か
わ
り
、
通
い

　
　
　
　
　
　

徳
利
は
使
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　

←　

「
姫
宮
」
の
文
字
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
か
れ
て
い
る
徳
利



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
た
ち
の
毎
日
の
生
活
に
お
い
て
、
電
気
の
大
切
さ
や
あ
り
が
た
み
を
改
め
て
感
じ
る
機き

か

い会
は
あ
ま
り
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
せ
ん
が
、
電
気
を
使
っ
た
製せ

い
ひ
ん品

の
多
さ
は
す
ぐ
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
特
に
夜
間
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
か
り
に
お
い
て
は
、
電
気
の
存
在
は
大
き
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
た
ま
に
雷

か
み
な
りな

ど
で
一
時
的
に
停て

い
で
ん電

に
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
電
気
照
明
が
つ
か
な
い
こ
と
で
不
安
に
感
じ
た
経
験
の
あ
る
人
も
少
な
く
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

電
気
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
活
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
よ
り
衛え

い
せ
い
て
き

生
的
に
、
よ
り
便
利
に
な
ど
と
改
善
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在

の
私
た
ち
の
暮
ら
し
が
快
適
な
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
。

　

展
示
さ
れ
た
資
料
を
、
今
の
私
た
ち
の
生
活
に
あ
て
は
め
て
想
像
し
て
も
ら
う
と
、
身
の
ま
わ
り
に
あ
る
様
々
な
物
の
あ
り
が
た
み
に
気
づ
く
こ
と
が

で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

ま

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住 

生 

　
冷
蔵
庫

今
で
こ
そ
、
暑
い
夏
に
冷
た
く
冷
え
た
も
を
口
に
す
る
の

は
当
た
り
前
の
よ
う
に
で
き
る
こ
と
で
す
が
、
電
気
冷
蔵

庫
が
発
明
さ
れ
る
前
ま
で
は
、
夏
場
に
食
品
を
冷
や
す
と

い
う
こ
と
は
大
変
贅
沢
な
こ
と
で
し
た
。
こ
の
冷
蔵
庫
は

木
製
で
、
箱
の
内
側
に
ト
タ
ン
を
張
っ
て
あ
り
ま
す
。
中

は
上
下
に
わ
か
れ
、
上
段
に
は
金
網
が
張
っ
て
あ
り
ま
す
。

上
は
氷
室
で
氷
を
い
れ
、
下
に
冷
や
し
た
い
食
品
を
入
れ

の
収
納
具
と
し
て
、
食
器
棚
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

て
使
用
し
ま
し
た
。

　

発
売
当
初
は
高
価
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
あ
ま
り
一

般
で
は
使
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
戦
後
か
ら
昭
和
三
十

年
代
に
か
け
て
一
般
家
庭
で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
冷
蔵
庫
に
使
用
す
る
氷
は
、
杉
戸
や
春
日
部
の
氷

屋
ま
で
買
い
求
め
に
い
っ
た
そ
う
で
す
。

食
器
棚

　

終
戦
後
に
な
る
と
、
箱
膳
で
は
な
く
ち
ゃ
ぶ
台
を
食
事

の
場
と
す
る
家
庭
が
増
え
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ま

で
は
箱
膳
に
し
ま
っ
て
い
た
各
自
の
食
器
を
し
ま
う
た
め



←　内側のろうそくを立てる部分が動く

ように動くようになっていて、火のつい

たろうそくがいつも立っている状態に保

てるようになっている。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
見
台

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
時
代
初
期
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
内
に
あ
っ
た
漢
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

塾
で
あ
る
「
寧
倹
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

塾
」
で
使
用
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
見
台
と
机
で
す
。

書
見
台
の
書
物
を
お
い
て
使
う
部
分
は
、
台
に
向
か
い
正

座
を
し
た
時
に
書
物
が
読
み
や
す
い
角
度
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
同
じ
く
寧
倹
義
塾
で
使
用
さ
れ
て
い
た
机
も

高
さ
が
低
く
、
正
座
を
し
て
姿
勢
を
正
し
た
時
に
使
い
や

す
い
高
さ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

灯
明
台

　

ろ
う
そ
く
を
立
て
て
使
用
し
た
、
灯
り
の
た
め
の
道
具

で
す
。
ろ
う
そ
く
は
、
今
の
糸
を
芯
に
型
抜
き
さ
れ
た
も

の
と
違
い
、
植
物
か
ら
取
り
出
し
た
蝋
を
紙
の
こ
よ
り
を

芯
に
し
て
幾
重
に
も
塗
り
重
ね
て
作
ら
れ
た
ろ
う
そ
く
を

使
用
し
て
い
ま
し
た
。
ろ
う
そ
く
は
高
価
だ
っ
た
の
で
、

一
日
の
使
用
時
間
が
限
ら
れ
た
り
、
特
別
な
時
に
使
用
さ

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
そ
う
で
す
。

行　

灯

①
木
の
枠
に
紙
を
張
り
、
中
央
に
油
皿
を
お
い
て
使
用
し

ま
し
た
。
主
に
室
内
で
使
用
す
る
た
め
の
灯
り
で
す
。　

②
こ
の
行
灯
は
少
し
だ
け
近
代
化
さ
れ
て
い
て
、
油
皿
の

か
わ
り
に
ア
ル
コ
ー
ル
ラ
ン
プ
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
火

屋(
ラ
ン
プ
で
火
を
覆
う
た
め
の
ガ
ラ
ス
製
の
も
の)

が
破
損
し
て

し
ま
っ
た
ラ
ン
プ
を
再
利
用
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

ガ
ン
ド
ウ

 

屋
外
な
ど
で
夜
間
に
照
ら
す
た
め
の
道
具
で
す
。
中
央
部

分
が
ろ
う
そ
く
を
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ろ
う
そ
く
を
立
て
る
皿
の
部
分
を
中
心
に
八
方
に
回
転
す

る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
ど
の
方
向
に
向
け
て
も
ろ
う
そ

く
が
倒
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

住 

生 



コーナー 資料名 寄贈者・提供者 コーナー 資料名 寄贈者・提供者

衣生活 綿花 (参考展示 ) 食生活 食器棚 小島 雅郎

青梅綿 (参考展示 ) ちゃぶだい 中村 忠男

糸繰りしてみたもの

（綿から）

(参考展示 ) おひつとおひ

つ入れ

中村 忠男

繭 (参考展示 ) 住生活 書見台 矢部 豊

入金真綿 (参考展示 ) 灯明台 小島 雅郎

綿くり 金子 和生 行灯 小島 明良

糸車と綿糸 折原 高 行灯 小河原 悦子

真綿かけ 萩原 一丸 ガンドウ 個人蔵

改良ザクリ 青木 千代子 和傘 小河原 悦子

絹糸 （参考展示） 和鏡 小河原 晃・野口 丈吉

着物（木綿） 高畑 博 コオリ 渡辺 恵司

着物（絹） 高畑 博・戸田 義一 はえとり器 青木 千代子

昭和５９年６月１日

広報みやしろ

宮代町 ハエとり 青木 千代子

「蚕やしなひ草」

　　　CD-ROM より

東京農工大学付属図書

館　刊行

有線電話 宮代町

食生活 箱膳 中村 忠男 黒電話 横内　澄江

通い徳利 成田 良夫・松沼 雅俊・

吉岡 郁子

有色電話 個人蔵

冷蔵庫 関根 文雄

展 示 資 料 一 

和　

鏡

　

現
在
の
鏡
は
、
透
明
な
ガ
ラ
ス
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
ど
の
裏
側
に
銀
を
付
着
さ
せ
た
も
の
で

す
が
、
少
し
前
ま
で
は
、
鏡
と
言
え
ば
金
属
製
の
も
の

で
し
た
。
銅
の
合
金
で
作
ら
れ
、
金
属
の
表
面
に
お
け

る
光
の
反
射
を
利
用
し
て
写
し
見
る
も
の
で
し
た
。
そ

の
た
め
、
写
す
部
分
の
手
入
れ
を
よ
く
お
こ
な
っ
て
い

な
い
と
、
す
ぐ
に
錆
な
ど
が
出
て
し
ま
い
ま
し
た
。

黒
電
話

 

明
治
十
一
年
に
初
め
て
国
産
の
電
話
機
が
登
場
し
て
以
来
、
い
ろ
い
ろ
な
形
や
性
能
の
電
話
機
が

登
場
し
ま
し
た
。

　

こ
の
電
話
機
は
「
６
０
０
型
電
話
機
」
と
い
う
名
称
で
、
昭
和
三
十
七
年
に
日
本
電
信
電
話
公

社
�
現
在
の
N
T
T
�
に
よ
り
使
用
で
き
る
電
話
機
と
認
め
ら
れ
、
提
供
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

昭
和
六
十
年
に
使
用
で
き
る
電
話
機
が
選
べ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、
公
社
か
ら
電
話
機
を
借
り

る
形
で
使
用
し
て
い
ま
し
た
。
ア
ナ
ロ
グ
式
の
電
話
機
と
し
て
根
本
的
な
性
能
向
上
が
で
き
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ほ
ど
高
水
準
に
達
し
た
電
話
機
の
た
め
、
「
完
成
さ
れ
た
電
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

機
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
致
命
的
な
故
障
を
お
こ
す
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
使
用
方
法
も
簡
単
で
、
ま
た
、
外
部
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
の
電
源
が
不
要
な
こ
と
は
大
き
な
特
徴
で
あ
り
、
現
在
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
大
規
模
災
害
時
の
応
急
復
旧
用
資
機
材
の
一
つ
と
し
て
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蓄
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。



埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
西
原
二
八
九

宮
代
町
郷
土
資
料
館

TEL
０
４
８
０
�
３
４
�
８
８
８
２

FAX
０
４
８
０
�
３
２
�
５
６
０
１

〒345−0817


	パンフ表紙
	むかしのくらしパンフ
	パンフ裏表紙

