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茶
店「
渋
や
」が
あ
っ
た

場
所
に
は
今
は
何
の
痕
跡

も
な
く
、店
が
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
場
所
の
目
の
前
に
は

国
道
1
7
6
号
が
通
っ
て

い
る
。呉
服
橋
を
取
り
囲

む
環
境
も
江
戸
時
代
か
ら

大
き
く
変
化
し
た
。「
巡

礼
橋
」の
名
が
現
在
の「
呉

服
橋
」へ
。そ
し
て
猪
名
川

の
上
を
巨
大
な
阪
神
高
速

道
路
が
ま
た
い
で
併
走
す

る
。「
渋
や
」と
同
じ
く
軒

を
連
ね
て
い
た
商
店
も
、

今
は
な
い
。

て
描
か
れ
て
い
る
人
物
が

い
る
。浴
衣
姿
の
力
士
だ
。

力
士
が
手
に
し
た
扇
子
や

着
て
い
る
浴
衣
に
は「
猪

名
川
」と
書
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
ど
う
や
ら
大
阪
の

人
気
力
士
猪
名
川
関
の
こ

と
ら
し
い
。初
代
猪
名
川

政
右
衛
門
は
池
田
出
身
の

力
士
だ
。
宝
暦
5
年

（
1
7
5
5
）に
藤
島
部

屋
に
入
門
し
初
土
俵
を
踏

ん
だ
。関
取
千
田
川
と
の

取
組
で
人
気
が
あ
り
、札

止
め
に
な
る
ほ
ど
だ
っ
た

と
い
う
。猪
名
川
は
歌
舞

伎
、浄
瑠
璃「
関
取
千
両

幟
」の
主
役
と
し
て
登
場

す
る
。「
関
取
千
両
幟
」は

猪
名
川
と
千
田
川
と
を
モ

デ
ル
に
し
た
作
品
で
、現
在

で
は
二
段
目「
稲
川
内
」が

上
演
さ
れ
て
い
る
。

取材を終えて
　歴史の表面には決して登場しない１世紀以上前の小さな茶店。それでも人々はそこで
仕事の合間に一服し、橋の欄干にもたれて川風になぶられ、甘酒を飲んでご機嫌にな
り、その間を相撲取りが闊歩した。そんな当時の様子を、10枚の日本画が生き生きと映し
出している。古色蒼然たる日本画も貴重なメデイアなのだと、初めて気づいた。

関西大学文学部三回生　二宮愛 ・ 大和大学政治経済学部二回生　大倉聖樹

　
見
つ
か
っ
た
の
は
関
大

職
員
、荒
堀
善
文
さ
ん
の

池
田
市
内
に
あ
る
実
家
。

絵
は
い
ず
れ
も
カ
ラ
ー
で
、

縦
横
３０
セ
ン
チ
前
後
の
も

の
だ
。絵
に
は
猪
名
川
に

か
か
る
呉
服
橋
の
た
も
と

に
あ
っ
た
茶
店「
渋
や
」に

出
入
り
す
る
人
た
ち
の
様

子
が
描
か
れ
て
い
た
。当

時
の
有
名
な
相
撲
取
り

〝
猪
名
川
〞関
も
再
三
登

場
し
、客
寄
せ
の
広
告
ポ
ス

タ
ー
と
し
て
店
内
に
飾
ら

れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　
呉
服
橋
は
明
治
１１
年
ま

で
は「
巡
礼
橋
」と
言
わ
れ

て
い
た
。
天
正
７
年

（
1
5
7
9
年
）伊
丹
城
城

主
荒
木
村
重
の
従
弟
村
正

が
、池
田
城
を
織
田
信
長

に
攻
め
ら
れ
伊
丹
城
へ
逃

げ
る
際
、池
田
城
と
と
も
に

巡
礼
橋
は
焼
き
落
さ
れ

た
。そ
の
以
降
架
橋
は
さ
れ

ず
、渡
し
舟
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
文
化
１２
年

（
1
8
4
5
年
）に
荒
木

茂
兵
衛
が
発
起
人
と
な
り

新
し
い「
巡
礼
橋
」が
架
け

ら
れ
た
。そ
の
後
、明
治
１１

年（
1
8
7
8
年
）に「
呉

服
橋
」と
改
め
ら
れ
た
。

　
橋
の
た
も
と
は
、現
在

の
国
道
１
７
６
号
が
昭
和

の
初
め
に
開
通
す
る
ま
で
、

能
勢
方
面
に
向
か
う
旧
街

道
と
川
西
や
伊
丹
方
面
に

向
か
う
道
路
が
交
差
し
、

人
の
往
来
で
様
々
な
商
店

や
芝
居
小
屋「
呉
服
座
」

が
繁
盛
し
た
。劇
場
は
明

治
の
初
頭
、現
在
の
阪
急

池
田
駅
の
近
く
に
建
て
ら

れ
た
が
明
治
２５
年（
１
８

９
２
年
）に
呉
服
橋
の
下

流
１
０
０
㍍
ほ
ど
の
地
点

に
移
さ
れ
た
。仕
事
の
合

間
に
芸
人
が
ぶ
ら
ぶ
ら
歩

い
て
２
，３
分
の
茶
店「
渋

や
」を
頻
繁
に
訪
れ
た
。

　
こ
の
芝
居
小
屋
が
興
味

深
い
の
は
、公
民
館
の
よ
う

な
機
能
も
兼
ね
備
え
て
い

た
点
だ
。選
挙
演
説
も
行

わ
れ
、荒
畑
寒
村
や
幸
徳

秋
水
ら
が
熱
弁
を
ふ
る
っ

た
と
伝
え
ら
れ
る
。昭
和

４６
年（
１
９
７
１
年
）に
愛

知
県
の
明
治
村
に
移
設
さ

れ
、そ
の
後
、国
の
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
た
。　

　
日
本
画
は
１
枚
も
の

と
、３
枚
続
き
が
３
セ
ッ
ト

あ
り
、本
来
は
３
枚
続
き

の
作
品
が
４
種
類
あ
っ
た

と
お
も
わ
れ
る
。描
か
れ

た
場
所
や
構
図
は
す
べ
て

同
じ
だ
が
、４
種
類
と
も

時
期
が
異
な
っ
て
い
た
。そ

の
た
め
、当
時
の
流
行
り
や

情
景
が
細
か
く
描
か
れ
て

お
り
、時
代
の
移
り
変
わ

り
を
物
語
っ
て
い
た
。例
え

ば
男
性
の
髪
型
。丁
髷
だ
っ

た
の
が
断
髪
に
変
わ
る
。

橋
の
名
前
も「
巡
礼
橋
」

か
ら「
呉
服
橋
」に
変
わ

る
、江
戸
時
代
後
期
に
流

行
っ
た
長
い
前
掛
け
の
売

り
子
が
い
る
か
と
思
え
ば
、

明
治
初
頭
の
警
察
官
が
さ

っ
そ
う
と
登
場
す
る
。

　
4
種
類
の
絵
は
時
代
背

景
が
違
う
の
に
、共
通
し

シティライフ  アーカイブズ 検 索

シティライフは
30年を
迎えました

池
田
市
の
民
家
の
物
置
か
ら
、古
い
日
本
画
１０
枚
が
見
つ
か
っ
た
。そ
の一家
は
、2
０
０
年
以
上
前
か
ら
明
治
半
ば

ま
で
池
田
市
の
呉
服
橋
の
た
も
と
で
茶
店
を
営
ん
で
い
た
。日
本
画
は
茶
店
の
繁
盛
ぶ
り
を
伝
え
る
現
代
の
ポ
ス
タ

ー
の
よ
う
な
も
の
で
、描
か
れ
た
客
た
ち
の
髪
型
の
変
化
な
ど
か
ら
江
戸
後
期
か
ら
明
治
前
期
に
か
け
て
の
時
代
の

変
遷
や
当
時
の
文
化
が
う
か
が
え
る
。

現
在
、そ
し
て
未
来
に
も
つ
な
が
る
過
去
の
情
報
を
取
材
、編
集
し
、記
録
す
る
特
集
で
す
。

北
摂
の
歴
史
か
ら
、私
た
ち
の
住
む
ま
ち
の
魅
力
を
学
び
知
る
機
会
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

第
24
回
は「
池
田
で
見
つ
か
っ
た
日
本
画
10
枚
」に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

歴 史 案 内 人

「巡礼橋」から「呉服橋」に改称（朱書き）

橋の欄干にもたれてくつろぐ人たち

店の前では洋装の警官らしき男性も帽子姿の男性や氷売りが店前を行き交う橋のたもとに人力車も登場

にぎわう店内と行きかう行商人ら店の前には兵隊のような洋装の男性が
登場する

甘酒でご機嫌の客たちここでも猪名川関が登場する

茶店でくつろぐ客と、店の
前を歩く猪名川関ら

関西大学文学部三回生の二宮愛さんと大
和大学政治経済学部二回生の大倉聖樹
さんが日本画の寄贈者や寄贈先の歴史民
俗資料館らを取材しました。

現在の呉
服橋の名
前が刻まれ
た石板

日本画に同じ方
向から撮影した
「渋や」跡地

現在の呉服橋


