
KYU-UEDAKEJUTAKU
INFORMATION 八尾市指定文化財  安中新田会所跡

旧 植 田 家 住 宅 だ よ り

Volume
04

NEWS LETTER

特集
開館一周年記念展示
植田家を語るものたちⅡ
　　　　～幕末明治の名品～

おひなさまの歴史
うえまっぷを歩く

畳のある住まい



― 2 ―

＊勝海舟・西郷隆盛の肖像は国立国会図書館ウェブサイト
　電子展示会「近代日本の肖像」から転載しました。

（表紙写真・右）

二行書　勝   海舟 筆
勝海舟は幕末から明治にかけて活躍した政治家。大政
奉還の後は旧幕府側の全権を委任され、西郷隆盛と会
談の場を持ち、早期停戦に尽力した。維新後は様ざま
な職務に就き、旧幕臣の就職の世話や資金援助、生活
保護などを行ない、幕府崩壊による混乱を最小限に抑
え、反乱を防ぐ努力を続けた。明治 32 年（1899）死去。

（表紙写真・左）

漢詩 　西郷南洲（隆盛） 筆
西郷隆盛は幕末から明治維新期に活躍した武士・軍人・
政治家。江戸城開城の際には新政府側の代表として勝
海舟との交渉に臨んだ。維新後は新政府に参加したが、
大久保利通らと対立。鹿児島に戻り、私学校での教育
に専念したが、この私学校生徒の暴動から西南戦争が
起こり、指導者となるが敗れて自刃した。
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～幕末 ・明治の名品～

　

こ
こ
、
安
中
新
田
会
所
跡
旧
植
田
家
住
宅
は
開
館

以
来
、
お
よ
そ
八
〇
〇
〇
名
の
方
に
ご
来
館
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
一
般
の
方
が
た
に
加
え
、
昨
年
の
夏

休
み
ご
ろ
か
ら
は
放
課
後
や
土
曜
日
、
日
曜
日
に
な

る
と
近
く
の
子
ど
も
達
が
大
勢
遊
び
に
来
る
よ
う
に

な
り
（
中
学
生
以
下
は
入
館
無
料
）、
地
域
社
会
の

一
員
と
し
て
親
し
ま
れ
て
く
る
と
同
時
に
、
地
域
教

育
や
地
域
の
文
化
遺
産
の
担
い
手
と
し
て
の
責
務
を

果
た
し
始
め
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
手
ご
た

え
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
み
な
さ
ま
の
あ
た
た
か
い
ご
声
援
に
支
え

ら
れ
、
当
館
は
五
月
六
日
に
無
事
、
開
館
一
周
年
を

迎
え
ま
す
。
こ
れ
を
記
念
し
て
展
示
室
で
は
四
月
二

日
か
ら
五
月
三
一
日
に
か
け
て
、
開
館
一
周
年
記
念

展
示
「
植
田
家
を
語
る
も
の
た
ち
Ⅱ
―
幕
末
・
明
治

の
名
品
―
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
植
田
家
に
伝
わ
っ
た
様
ざ
ま
な
資
料
の

中
か
ら
、
幕
末
・
明
治
期
の
書
画
類
や
書
籍
な
ど
を

中
心
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
展
示
品
の

中
に
は
木
戸
孝
允
（
桂
小
五
郎
）
や
西
郷
南
洲
（
隆

盛
）、
勝
海
舟
な
ど
、
幕
末
・
明
治
維
新
期
を
代
表

す
る
ス
タ
ー
た
ち
の
筆
跡
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
彼

ら
の
活
躍
の
様
子
は
、
今
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ

「
龍
馬
伝
」
な
ど
で
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
ら
の
作
品
か
ら
は
、
日
本
の
夜
明
け
を
め
ざ
し
て

ひ
た
走
っ
た
英
雄
た
ち
の
素
顔
が
垣
間
見
え
る
よ
う

に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

西郷隆盛筆　漢詩 木戸孝允筆　扁額

時代を超えてよみがえる維新志士の横顔

新時代を切り拓いた英雄たちを垣間見る特別展
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日
本
と
い
う
国
が
近
代
化
に
向
け
て
大
き
く
舵
を

切
っ
た
時
代
。
そ
れ
は
植
田
家
が
四
代
・
植
田
市
太

郎
か
ら
五
代
・
植
田
一
郎
に
か
け
て
も
っ
と
も
繁
栄

し
た
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。
特
に
一
郎
は
、
そ
の

政
治
的
手
腕
や
教
育
者
と
し
て
の
側
面
が
評
価
さ
れ

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
文
化
的
な
素
養
も
高
か
っ
た

人
物
で
、
為
書
（
依
頼
主
の
名
や
、
ど
う
い
う
理
由

で
揮
毫
さ
れ
た
か
な
ど
が
書
か
れ
た
部
分
）
の
あ
る

作
品
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
明
治
期

の
文
人
や
画
家
、
政
治
家
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
現
在
に
至
る
ま
で
続
く
地
域
文
化

の
中
心
地
と
し
て
の
植
田
家
は
、
こ
の
時
代
に
始

ま
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

植
松
の
あ
た
り
に
は
旧
植
田
家
住
宅
以
外
に
も
、

た
く
さ
ん
の
み
ど
こ
ろ
が
あ
り
「
う
え
ま
っ
ぷ
」（
七

～
九
ペ
ー
ジ
に
関
連
記
事
）
な
ど
に
紹
介
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
す
が
す
が
し
い
新
緑
の
季
節
に
ぜ
ひ
、

地
元
に
残
さ
れ
た
貴
重
な
文
化
遺
産
を
〝
再
発
見
〟

し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

矢野橋村筆　梅山水 田能村直入筆　萬歳亀
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お
ひ
な
さ
ん
の
歴
史

地 域 で ち が う 飾 り か た
あ な た の 家 は 関 西 風？ 関 東 風？

　

三
月
六
日
に
開
催
さ
れ
た
講
座
は
柏
原
市

立
歴
史
資
料
館
か
ら
学
芸
員
の
安
村
俊
史
さ

ん
を
お
招
き
し
て
「
お
ひ
な
さ
ん
の
歴
史
」

に
つ
い
て
お
話
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
も
そ
も
ひ
な
祭
り
は
、
息
を
吹
き
か
け

て
罪
や
穢
れ
、
病
気
を
移
し
た
形
代
を
水
に

流
す
「
上
巳
の
祓
」（
じ
ょ
う
し
の
は
ら
え
）

が
行
事
化
し
た
も
の
が
源
流
で
は
な
い
か
と

言
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
平
安
時
代
に
、

木
や
紙
で
作
っ
た
「
雛
（
ひ
い
な
）」
を
使
っ

た
遊
び
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す

が
、こ
れ
が
室
町
時
代
ご
ろ
に
「
上
巳
の
祓
」

と
一
体
化
し
た
も
の
が
ひ
な
祭
り
の
起
源
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

江
戸
時
代
の
初
期
に
な
る
と
、
立
雛
が
飾

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
江
戸
時
代
の
後
期
に

は
現
在
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
豪
華
な
七
段
飾

り
（
最
近
は
減
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
）
が

登
場
し
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
お
ひ
な
さ
ん

に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
に
雛
道
具
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
も
江
戸
時
代
の
半
ば
ご
ろ

か
ら
種
類
が
増
え
、
精
巧
な
も
の
が
作
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
道

具
は
仲
見
世
な
ど
で
売
ら
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

さ
て
こ
こ
で
、
家
に
雛
人
形
が
あ
る
人
は

ち
ょ
っ
と
思
い
出
し
て
み
て
ほ
し
い
の
で
す

が
、
あ
な
た
の
家
の
雛
飾
り
、
お
雛
様
は
お

内
裏
様
の
右
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
？
そ

れ
と
も
左
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
？

　

実
は
こ
れ
、地
域
に
よ
っ
て
違
う
ん
で
す
。

向
か
っ
て
右
、
つ
ま
り
お
内
裏
様
の
左
に
お

雛
様
が
い
る
あ
な
た
は
「
関
東
風
」。
そ
の

講演中の安村氏

逆
で
お
内
裏
様
の
右
に
お
雛
様
が
い
る
あ
な

た
は
関
西
風
の
飾
り
方
に
な
り
ま
す
。

　

か
つ
て
、
日
本
で
は
男
性
が
女
性
の
左
に

く
る
の
が
普
通
の
立
ち
位
置
で
し
た
。
そ
れ

が
明
治
維
新
の
後
、
皇
室
が
西
洋
式
の
立
ち

位
置
に
あ
ら
た
め
た
た
め
、
関
東
を
中
心
に

お
雛
様
の
立
ち
位
置
（
座
り
位
置
？
）
も
こ

れ
に
な
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
た
だ

し
、
現
在
で
は
関
西
で
も
関
東
風
の
飾
り
方

が
主
流
に
な
っ
て
き
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

で
は
な
ぜ
西
洋
で
は
左
に
女
性
が
来
る
の

か
と
い
う
と
、
か
つ
て
騎
士
が
右
手
に
剣
を

持
ち
、
左
手
で
女
性
を
守
っ
た
か
ら
だ
と
言

わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

男
性
が
〝
草
食
化
〟
し
て
い
る
と
言
わ
れ

る
現
代
日
本
。
再
び
女
性
が
右
に
立
つ
よ
う

に
な
る
日
も
遠
く
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
・
・
・
。

　

な
お
、
現
在
旧
植
田
家
に
は
「
お
ひ
な
さ

ん
」
が
一
体
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
。
も

し
近
隣
の
方
で
ご
寄
贈
い
た
だ
け
る
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
安
中
新
田
会

所
跡
旧
植
田
家
住
宅
（
電
話
・
〇
七
二
‐

九
九
二
‐
五
三
一
一
／
Ｅ
メ
ー
ル
・info@

kyu-uedakejutaku.jp

）
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
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「
う
え
ま
っ
ぷ 
vol. 
01
」
は
、
二
〇
〇
九
年
八

月
に｢

植
松
の
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
る
会｣

が
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
Ｈ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｉ
の
協
力
を
得
て
作
成

し
た
、
植
松
の
ま
ち
や
ま
ち
の
歴
史
、
今

の
ま
ち
の
み
ど
こ
ろ
を
紹
介
す
る
マ
ッ
プ

で
、
植
松
の
ま
ち
を
知
っ
て
も
ら
い
、
旧

植
田
家
住
宅
や
植
松
を
訪
れ
た
人
に
、
ま

ち
を
歩
い
て
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
た
ら
と

い
う
こ
と
で
作
成
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の｢

う
え
ま
っ
ぷ｣

を
も
っ
て
、
植

松
の
ま
ち
を
歩
く
イ
ベ
ン
ト
「
う
え
ま
っ

ぷ
を
歩
く｣

を
三
月
二
〇
日
（
土
）
に
開

催
し
ま
し
た
。
天
候
に
恵
ま
れ
、
ま
ち
歩

き
に
は
と
て
も
よ
い
暖
か
い
日
で
し
た
。

当
日
は
朝
九
時
に
レ
ト
ロ
な
駅
舎
で
あ
る

Ｊ
Ｒ
八
尾
駅
南
改
札
前
に
一
六
名
の
参
加

者
が
集
合
し
ま
し
た
。

　

西
に
向
け
て
出
発
し
、
Ｊ
Ｒ
八
尾
駅
前

商
店
街
を
歩
き
ま
し
た
。
地
域
の
昔
の
こ

と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
方
の
参
加
が
あ

り
、
ち
ょ
っ
と
昔
の
植
松
の
ま
ち
や
商
店

街
が
賑
や
か
だ
っ
た
こ
ろ
の
よ
う
す
を
知

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
日
、
龍
華
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
は
、
コ
ミ
セ
ン
祭
り
が
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
の
で
、
途
中
立
ち
寄
り
、
書
道
や
陶
芸
の

作
品
な
ど
を
鑑
賞
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
旧
奈
良
街
道
沿
い
を
東
に
歩
き
、
植
松

の
史
跡
な
ど
歴
史
遺
産
を
中
心
に
見
て
歩
き
ま
し

た
。
さ
ら
に
東
に
向
か
い
、「
う
え
ま
っ
ぷ
」
に
は

紹
介
さ
れ
て
い
な
い
映
画
館
や
日
の
出
市
場(

公
設

市
場
）、
銭
湯
な
ど
が
あ
っ
た
場
所

を
、
あ
り
し
日
の
様
子
を
想
像
し

な
が
ら
見
て
歩
き
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
旧
植
田
家
住
宅
で
開

催
さ
れ
て
い
た
企
画
展｢

装-

よ
そ

お
う-｣

（
現
在
は
終
了
）
を
見
学

し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
学
芸
員
の

宮
元
さ
ん
の
詳
し
い
解
説
を
聞
き
、

参
加
者
の
方
々
は
、
昔
の
化
粧
な

ど
の
話
に
感
心
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
日
は
こ
こ
で
十
二
時
過
ぎ
に
解

散
と
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
、｢
植
松
の
ま
ち
づ
く
り
を

考
え
る
会｣

で
は
、｢
う
え
ま
っ
ぷ｣

の
第
二
弾
と
な
る
、
す
こ
し
前
の
ま

ち
の
よ
う
す
を
次
の
世
代
に
伝
え
る

た
め
の
マ
ッ
プ
を
作
成
中
で
す
。
ど

の
よ
う
な
マ
ッ
プ
が
出
来
上
が
る
か

楽
し
み
で
す
。

う
え
ま
つ

ぷ
を
あ
る
く
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畳
の
部
屋
に
す
わ
る
と
、
な
ぜ
か
「
や
っ
ぱ
り
落

ち
着
く
わ
ね
ー
」
と
誰
か
ら
と
も
な
く
言
い
ま
す
。

つ
い
寝
転
ん
で
手
足
を
伸
ば
し
て
い
ま
す
。
夏
な
ら

畳
の
ひ
ん
や
り
し
た
感
触
は
と
て
も
気
持
ち
が
い
い

で
す
し
、
冬
な
ら
こ
た
つ
が
あ
れ
ば
ほ
っ
こ
り
も
ぐ

り
こ
み
た
く
な
り
ま
す
。
畳
は
涼
し
く
て
暖
か
く
、

か
た
く
て
柔
ら
か
い
と
い
う
（
矛
盾
し
て
い
る
よ
う

で
す
が
、
理
屈
を
述
べ
る
よ
り
実
際
の
感
触
で
ご
理

解
い
た
だ
け
る
の
で
は
…
）、
と
て
も
優
れ
た
特
徴

が
あ
り
ま
す
。
日
本
の
気
候
や
風
土
に
合
わ
せ
て
長

い
歴
史
の
中
で
つ
く
ら
れ
て
き
た
日
本
独
自
の
、
エ

コ
で
自
然
素
材
の
床
材
で
す
。

　

昨
年
八
尾
市
内
五
校
の
小
学
校
五
年
生
の
子
ど
も

さ
ん
と
保
護
者
の
方
に
ご
協
力
い
た
だ
い
て
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
、
三
〇
〇
余
り
の
ご
家

庭
の
内
、
マ
ン
シ
ョ
ン
・
戸
建
な
ど
を
問
わ
ず
約
九

割
の
お
家
に
少
な
く
と
も
一
部
屋
以
上
の
和
室
が
あ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
生
活
ス
タ
イ
ル
が
変
化

し
、
住
ま
い
の
様
子
は
大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま
し
た

が
、「
畳
」
は
根
強
く
日
本
の
住
宅
に
生
き
続
け
て

い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
だ
け
自
由
で
心
地
の
よ
い
魅

力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
、
昔
な
が
ら
の
生
活
経

験
に
つ
い
て
も
お
き
き
し
た
と
こ
ろ
、
は
た
き
や
座

敷
ぼ
う
き
を
使
っ
た
掃
除
、
季
節
に
よ
っ
て
し
つ
ら

い
を
替
え
た
り
す
だ
れ
を
つ
る
し
た
り
打
ち
水
を
し

て
涼
を
得
る
暮
ら
し
方
な
ど
の
頻
度
が
、
保
護
者
の

子
ど
も
の
頃
（
わ
ず
か
二
〇
～
三
〇
年
ほ
ど
前
）
と

比
べ
て
現
在
で
は
、
驚
く
ほ
ど
少
な
く
な
っ
て
い
る

こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
火
鉢
や
蚊
帳
な
ど
の
使
用

は
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ
に
近
く
、
道
具
そ
の
も

の
を
目
に
す
る
こ
と
す
ら
な
く
な
っ
て
き
た
よ
う
で

す
。
畳
の
部
屋
は
あ
っ
て
も
畳
を
上
げ
て
虫
干
し
を

し
た
り
表
替
え
を
し
た
り
と
い
っ
た
経
験
は
な
く
、

障
子
や
襖
の
な
い
住
宅
も
か
な
り
あ
り
ま
し
た
。
す

こ
し
昔
ま
で
は
、
季
節
の
変
化
を
上
手
に
住
ま
い
に

と
り
い
れ
、
節
句
の
行
事
な
ど
を
楽
し
み
な
が
ら
暮

ら
し
て
き
た
生
活
が
大
き
く
変
化
し
て
き
た
様
子
が

う
か
が
え
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
昨
年
度
三
月
の
桃
の
節
句
の
日
に
、
住

ま
い
の
〝
優
等
生
〟
で
あ
る
「
畳
」
の
知
識
や
暮
ら

し
方
を
中
心
に
、
ち
ょ
っ
と
昔
の
様
子
を
実
際
の
道

具
や
写
真
を
見
て
も
ら
い
な
が
ら
紹
介
を
す
る
授
業

「
ち
ょ
っ
と
昔
の
日
本
の
住
ま
い
と
暮
ら
し
」
を
、

八
尾
市
立
曙
川
小
学
校
五
年
生
の
皆
さ
ん
に
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
建
築
士
の
北
村
さ
ん
、
原
さ
ん
か
ら
は
建

築
の
プ
ロ
の
立
場
か
ら
、
畳
の
つ
く
り
や
広
さ
の
表

し
方
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
畳
は
本
来
、
藁

や
イ
グ
サ
な
ど
の
自
然
素
材
で
作
ら
れ
、
表
替
え
な

ど
で
修
繕
す
る
こ
と
も
で
き
、
最
後
は
肥
料
な
ど
に

し
て
自
然
に
返
す
こ
と
が
で
き
る
と
て
も
エ
コ
な
床

材
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
「
○
畳
」
と
い
う
広
さ
の
表

し
方
は
洋
室
や
マ
ン
シ
ョ
ン
で
も
広
く
使
わ
れ
、
多

く
の
人
が
感
覚
的
に
わ
か
り
や
す
い
こ
と
、
尺
・
寸

な
ど
の
単
位
は
建
築
関
係
で
は
現
在
も
基
準
と

し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
聞
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
旧
植
田
家
住
宅
学
芸
員
の
宮
元
さ
ん

か
ら
は
、
畳
の
ほ

か
に
、
植
田
家
の

人
び
と
が
実
際
に

使
っ
て
い
た
ふ
と

ん
や
着
物
、
火
鉢

や
蚊
帳
な
ど
の
実

物
を
見
た
り
触
れ

た
り
さ
せ
て
い
た

だ
き
な
が
ら
、「
畳

の
あ
る
暮
ら
し
」

「
四
季
の
あ
る
暮

授業中の様子

畳のある住まい
出前授業・ちょっと昔の暮らし

奥田千尋

（大阪教育大学大学院　教育学研究科）

～子どもたちに伝えたい
住まいの文化～
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い
。」「
四
季
の
過
ご
し
方
の
工
夫
と
か
、
昔
の
人
の

知
恵
は
す
ご
い
」「
旧
植
田
家
住
宅
に
行
っ
て
み
た

い
。」「
た
た
み
の
部
屋
が
ほ
し
い
と
思
い
ま
し
た
。」

「
た
た
み
は
お
ち
つ
け
る
し
、
す
ず
し
い
し
、
畳
は

天
才
だ
と
思
い
ま
し
た
。」
な
ど
と
い
っ
た
声
が
た

く
さ
ん
聞
か
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
ち
ょ
っ
と
昔
の
暮
ら
し
に
つ
い
て
、
忘

れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
前
に
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
旧
植
田
家
住
宅
は
畳
の
部
屋

で
木
や
土
、
紙
な
ど
自
然
素
材
の
ぬ
く
も
り
や
お
だ

や
か
な
風
の
流
れ
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
、
貴
重

な
場
所
だ
と
思
い
ま
す
。

ら
し
」「
一
日
の
生
活
」
の
お
話
を
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
お
盆
や
正
月
・
季
節
の
行
事
、
結
婚
式
や

葬
式
な
ど
た
く
さ
ん
の
お
客
さ
ん
が
集
ま
る
時
も
畳

の
部
屋
は
自
由
に
座
れ
る
の
で
大
丈
夫
！
「
場
」
に

よ
っ
て
畳
の
敷
き
方
を
か
え
る
こ
と
も
知
り
ま
し

た
。
着
物
を
ほ
ど
い
て
洗
い
張
り
を
し
た
り
綿
入
れ

に
縫
い
直
し
た
り
、
畳
を
上
げ
て
干
し
た
り
、
土
間

で
餅
つ
き
を
し
た
り
…
植
田
家
住
宅
で
の
様
子
も
写

真
で
紹
介
し
て
い
た
だ
い
て
、
遠
い
昔
の
こ
と
で
は

な
い
身
近
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

授
業
後
の
感
想
の
中
に
は
、「
う
ち
で
は
畳
の
部

屋
に
じ
ゅ
う
た
ん
を
敷
い
て
い
る
か
ら
、
今
度
じ
ゅ

う
た
ん
を
は
ず
し
て
畳
の
感
触
を
味
わ
っ
て
み
た

暮らしに関するアンケート結果（一部抜粋）
生活経験（保護者・現在）

生活経験（保護者・子どものころ）

家に和室があるか

和室のある住居に障子がある割合

和室のある住居に床の間のある割合
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【
開
墾
？
】

　

東
側
の
庭
に
あ
る
畑
で
は
、
季
節
ご
と
に
い
ろ
い

ろ
な
野
菜
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。
田
辺
大
根
・
天
王

寺
蕪
（
か
ぶ
ら
）
は
収
穫
を
終
え
、
種
と
り
用
と
し

て
育
て
ら
れ
た
株
が
た
く
さ
ん
の
花
を
咲
か
せ
た
。

そ
れ
ら
も
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
ご
ろ
に
は
役
目
を

終
え
、
た
く
さ
ん
の
種
を
残
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

　

四
月
半
ば
の
現
在
、
こ
れ
か
ら
栽
培
さ

れ
る
予
定
の
勝
間
南
京
（
こ
つ
ま
な
ん
き

ん
）・
黒
門
白
瓜
（
く
ろ
も
ん
し
ろ
う
り
）・

毛
馬
胡
瓜
（
け
ま
き
ゅ
う
り
）
の
た
め
心

地
よ
い
「
フ
カ
フ
カ
ベ
ッ
ト
作
り
」
に
精

を
出
し
て
い
る
。「
ベ
ッ
ド
」
と
は
、
も
ち

ろ
ん
畑
の
土
の
事
だ
。
少
し
ず
つ
振
る
い

に
か
け
て
石
を
取
り
除
き
、
サ
ラ
サ
ラ
に

な
っ
た
土
に
腐
葉
土
を
混
ぜ
込
み
な
が
ら

毎
日
耕
し
、
栄
養
満
点
な
「
住
居
」
を
作

る
。
狭
い
畑
と
は
い
え
、
手
作
業
な
の
で

気
が
遠
く
な
る
。
こ
の
土
作
り
の
作
業
は
、

ス
タ
ッ
フ
の
間
で
は
「
開
墾
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
。

　

な
ぜ
「
開
墾
」
か
と
言
う
と
、
畑
の
あ
る
場
所
に

は
粘
土
層
が
あ
る
う
え
に
、
大
き
な
石
な
ど
も
埋

ま
っ
て
お
り
、
容
易
に
耕
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら

だ
。
男
子
ス
タ
ッ
フ
が
力
い
っ
ぱ
い
鍬
を
振
り
上
げ

て
も
、
少
し
ず
つ
し
か
耕
せ
な
い
。
真
冬
で
も
汗
ば

む
、
ま
さ
し
く
「
開
墾
」
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
い
っ
た
苦
労
の
末
、
よ
う
や
く
ベ
ッ
ド
は
完

成
。
苗
ポ
ッ
ト
で
春
の
訪
れ
と
共
に
発
芽
し
よ
う
と

し
て
い
る
「
子
ど
も
た
ち
」
を
心
待
ち
に
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
。

【
子
ど
も
た
ち
と
ワ
イ
ワ
イ
！
！
】

　

旧
植
田
家
住
宅
に
は
、「
小
さ
な
お
客
さ
ん
」
が

た
く
さ
ん
い
る
。
近
所
の
小
学
生
た
ち
だ
。

週
末
に
は
子
ど
も
た
ち
の
元
気
な
声
が
聞

こ
え
る
。
そ
し
て
ち
ょ
う
ど
「
開
墾
」
の

最
中
、
い
つ
も
の
よ
う
に
何
人
か
の
子
ど

も
た
ち
が
訪
れ
た
。

　

目
が
合
っ
た
瞬
間
、
子
ど
も
た
ち
は
揃
っ

て
「
ニ
ヤ
リ
」・・・
。
入
館
す
る
や
い
な
や
、

予
想
ど
お
り
「
土
あ
そ
び
」
が
始
ま
っ
た
。

最
初
は
四
人
だ
っ
た
子
ど
も
が
、
気
が
つ

け
ば
一
五
人
ほ
ど
に
な
っ
て
い
た
。
土
で

ト
ン
ネ
ル
を
作
る
子
、
ス
コ
ッ
プ
を
持
つ

子
、
顔
の
倍
以
上
あ
る
大
き
な
振
る
い
を

持
っ
て
、
必
死
で
土
を
振
る
う
子
。
普
段

は
な
か
な
か
土
い
じ
り
な
ど
す
る
機
会
が
な
い
都
会

の
子
ど
も
た
ち
。
ド
ロ
だ
ら
け
に
な
り
な
が
ら
満
点

の
笑
顔
で
、
う
れ
し
そ
う
に
声
を
あ
げ
た
。
ま
だ
少

し
寒
さ
が
残
る
、
微
笑
ま
し
い
春
の
一
日
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
発
芽
し
た
野
菜
た
ち
を
「
ベ
ッ
ド
」
に

植
え
替
え
る
時
に
は
、
も
ち
ろ
ん
ま
た
子
ど
も
た
ち

の
元
気
な
力
を
貸
し
て
も
ら
う
予
定
だ
。
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昨
年
の
夏
休
み
ご
ろ
か
ら
子
ど
も

の
来
館
者
が
増
え
始
め
、
平
日
で
も

か
な
り
の
子
ど
も
た
ち
が
や
っ
て
く

る
。こ
れ
ま
で
も
日
常
的
に「
綿

く
り
・
糸
つ
む
ぎ
体
験
」「
コ

ン
コ
ン
お
み
く
じ
」
さ
ら
に
毎

週
土
曜
日
ご
と
に
問
題
の
か
わ

る
「
な
ぞ
な
ぞ
」「
綿
を
使
っ

た
犬
の
人
形
」
作
り
な
ど
を
行

な
っ
て
き
た
。
常
連
の
子
が
弟

や
妹
、
新
し
い
友
達
を
誘
い
、

ま
た
輪
が
広
が
り
…
気
付
け
ば

た
く
さ
ん
の
子
ど
も
た
ち
が
入
れ
替
わ
り
立

ち
代
り
や
っ
て
く
る
よ
う
に
！

　

そ
こ
で
今
年
度
の
は
じ
め
か
ら
、
ひ
と
り

ひ
と
り
の
子
ど
も
に
カ
ー
ド
を
発
行
す
る
こ
と
に
し

た
。
来
館
し
た
ら
受
付
に
渡
し
、
帰
り
に
持
っ
て
帰

る
こ
と
で
、
施
設
の
中
に
誰
が
い
て
誰
が
帰
っ
た
か

わ
か
る
よ
う
に
し
た
。

　

Ｋ
ｙ
ｕ
ｃ
ａ
＝
旧
植
田
家
の
カ
ー
ド
（
旧
カ
）
と

旧
家
を
か
け
た
ネ
ー
ミ
ン

グ
で
、
植
田
家
カ
ラ
ー
の

赤
と
お
稲
荷
さ
ん
の
キ
ツ

ネ
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い

る
。

　

カ
ー
ド
発
行
時
に
学
校

名
・
名
前
と
連
絡
先
を
記

入
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、

緊
急
時
の
連
絡
先
を
把
握

で
き
、
ま
た
兄
弟
・
友
達

関
係
も
わ
か
る
よ
う
に
な

り
、
ス
タ
ッ
フ
も
安
心
し

て
子
ど
も
た
ち
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。

K y u c a
は じ め ま し た
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Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｈ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｉ
が
八
尾
市
か
ら
安
中
新

田
会
所
跡
旧
植
田
家
住
宅
の
指
定
管
理
業
務
を
受
け
、

は
や
１
年
が
経
ち
ま
し
た
。
通
常
は
学
芸
員
を
ふ
く
め

た
三
人
体
制
で
、
土
日
や
イ
ベ
ン
ト
開
催
時
に
は
、
ア

ル
バ
イ
ト
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
増
員
し
て
運
営
し
て
い

ま
す
。
日
々
、
所
蔵
品
の
調
査
・
研
究
、
企
画
、
展
示
、

講
演
、
広
報
、
出
前
授
業
、
清
掃
な
ど
に
追
わ
れ
、
施

設
ひ
と
つ
を
丸
ご
と
管
理
運
営
す
る
と
い
う
こ
と
の
大

変
さ
に
今
更
な
が
ら
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
業
務
は
、
ス
タ
ッ
フ
が
相
互
的
に
連
携
す

る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
野
球
で
言
う
な
ら
、

一
塁
手
が
い
な
い
と
き
に
は
ピ
ッ
チ
ャ
ー
が
ベ
ー
ス
カ

バ
ー
に
入
る
よ
う
に
、
全
員
が
一
丸
と
な
っ
て
守
り
、

プ
レ
ー
を
続
け
て
い
く
よ
う
な
も
の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
日
常
業
務
と
並
行
し
て
行
な
わ
れ
て
い

る
、「
な
に
わ
の
伝
統
野
菜
」
の
栽
培
、「
こ
ど
も
お
み

く
じ
」、
子
ど
も
た
ち
の
安
全
を
考
え
た
「
Ｋ
ｙ
ｕ
ｃ

ａ
（
キ
ュ
ー
カ
）
カ
ー
ド
」
の
発
行
な
ど
は
大
変
好
評

で
、
現
場
の
発
想
か
ら
生
ま
れ
た
、
手
づ
く
り
感
覚
の

ヒ
ッ
ト
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

最
近
、
リ
ュ
ッ
ク
姿
に
地
図
を
持
っ
て
ま
ち
歩
き
を

し
て
い
る
人
び
と
を
よ
く
見
か
け
ま
す
、
今
ま
で
知
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
町
な
み
や
、
産
業
廃
墟
が
全
国
で

ブ
ー
ム
の
よ
う
で
す
。
わ
た
し
た
ち
に
は
元
も
と
、
旧

植
田
家
住
宅
の
あ
る
植
松
周
辺
の
歴
史
、
文
化
、
産
業
、

ま
ち
、
ひ
と
、
す
べ
て
が
博
物
館
で
あ
る
と
い
う
エ
コ

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
も
と
、
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
の
活
性
を
図
り
な
が
ら
、
そ
の
資
源
を
次
代

へ
つ
な
げ
た
い
と
い
う
「
思
い
」
が
あ
り
ま
し
た
。
今

後
も
そ
の
「
思
い
」
の
も
と
に
職
員
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

が
力
を
合
わ
せ
て
、
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
よ
り
わ
か

り
や
す
く
、
深
く
、
そ
し
て
楽
し
く
伝
え
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
の
で
、
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
支
援
を
い
た

だ
け
ま
す
よ
う
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
『
安

中
新
田
会
所
跡
旧
植
田
家
住
宅
だ
よ
り
』
の
印
刷
を
、

地
域
で
の
恊
働
と
い
う
観
点
か
ら
ご
支
援
い
た
だ
い

た
、（
株
）
シ
ー
ズ
ク
リ
エ
イ
ト
様
に
、
深
く
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
。　
　
　

開
館
一
周
年
に
よ
せ
て

安
中
新
田
会
所
跡
旧
植
田
家
住
宅

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｈ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｉ

理
事
長　

木
村
正
二
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ふれあい昔遊び

安中新田会所跡旧植田家住宅へは公共の交通機関をご利用ください

● JR 大和路線八尾駅下車　
　南出口を出て東へ徒歩 3 分
●近鉄大阪線八尾駅から
　近鉄バス藤井寺駅前行
　JR 八尾駅前バス停下車　
　南東へ徒歩 6 分
●八尾市植松町 1 丁目 1-25
● 072-992-5311

※当施設に駐車場はございません
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