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菅  楯彦（すが たてひこ） 

明治11年（1878）～昭和38年（1963）

　鳥取の倉吉で生まれました。父・菅大治郎は倉吉藩士で
したが、四条派の絵師・塩川文麟の弟子で、明治維新後、
家族とともに大阪に移り住みました。しかし、父・大治郎は、
楯彦が12歳の頃に脳卒中で倒れ、そのまま帰らぬ人となっ
たため、楯彦が父から絵を学ぶことはほとんどなかったと
考えられています。
　明治 27 年（1894）に「舜帝盲父孝養図」で日本美術
家協会展協会賞を受賞した楯彦はその後、独学で絵を学び
続け、大和絵・浮世絵・文人画など幅広い様式を取り込ん
だ独特の画風を確立していきます。
名妓と呼ばれた妻・八千代と大阪を深く愛した楯彦は自ら
を「浪速御民」と称し、後に大阪市名誉市民となりました。表紙写真・菅  楯彦《稲荷詣》全景
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現
在
、
旧
植
田
家
住
宅
で
は
秋
季
企
画
展
「
植
田

家
と
大
坂
画
壇
」（
～
十
一
月
二
九
日
（
月
）
ま
で
）

が
催
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
十
月
十
七
日
（
日
）
に
は

関
連
企
画
と
し
て
関
西
大
学
文
学
部
教
授
の
長
谷
洋

一
氏
を
招
き
、
講
演
会
「
近
世
大
坂
画
人
と
河
内
」

が
開
催
さ
れ
、
江
戸
画
壇
や
京
都
画
壇
と
は
少
し
性

格
の
異
な
る
大
坂
の
画
人
や
大
坂
画
壇
に
つ
い
て
の

知
識
を
深
め
る
機
会
に
な
り
ま
し
た
。

　

講
演
の
中
で
、
大
坂
画
壇
の
特
徴
と
し
て
第
一
に

あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
絵
師
（
画
人
）
同
士
の
つ
な
が

り
が「
師
弟
よ
り
も
知
己
」と
い
う
関
係
で
成
り
立
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
幕
府
の
直
轄
地
（
天

領
）だ
っ
た
大
坂
に
は
大
坂
城
の
ほ
か
に
城
が
な
く
、

本
山
格
の
寺
院
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
狩
野

派
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
御
用
絵
師
」

が
必
要
と
さ
れ
ず
、
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
（
註
1
）
を
作

ら
な
か
っ
た
の
が
そ
の
要
因
だ
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
な
お
、
大
坂
画
人
と
い
う
の
は
、
大
坂
で
生
ま

れ
た
画
家
だ
け
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
の
大
坂
で
活

躍
し
た
画
家
す
べ
て
を
指
す
言
葉
で
す
。で
す
か
ら
、

京
都
出
身
の
与
謝
蕪
村
や
播
磨
出
身
と
も
い
わ
れ
る

森
一
鳳
（
も
り
い
っ
ぽ
う
）
な
ど
も
大
坂
画
人
に
含

ま
れ
て
き
ま
す
。

　

次
に
、
大
坂
画
壇
の
絵
画
は
武
士
が
好
ん
だ
水
墨

画
や
、
公
家
が
好
ん
だ
大
和
絵
で
は
な
く
、
画
家
の

内
面
性
や
精
神
性
を
表
現
す
る
南
画
（
文
人
画
）
が

好
ま
れ
た
こ
と
も
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

大
坂
画
壇
の
絵
師
は
、
多
く
が
別
に
本
業
を
営
ん
で

お
り
、絵
を
描
く
こ
と
は
教
養
の
一
環
で
あ
っ
た
り
、

〝
つ
き
あ
い
〟の
中
か
ら
は
じ
め
た
も
の
で
あ
っ
た

り
と
い
う
も
の
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
せ
め
て
絵
の

中
で
は
世
俗
を
離
れ
た
理
想
の
場
所
（
仙
郷
）
に
身

を
置
き
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な

の
で
し
ょ
う
。

　

そ
う
い
う
背
景
を
も
っ
て
発
展
し
た
大
坂
画
壇
は

ひ
と
つ
の
様
式
に
と
ら
わ
れ
ず
、
絵
師
同
士
の
つ
な

が
り
の
中
、
様
ざ
ま
な
流
派
の
絵
を
取
り
入
れ
て

い
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
中
心
に
い
た
の
が
木
村
蒹

葭
堂
（
写
真
右
下
）
で
し
た
。
北
堀
江
に
あ
っ
た
商

家
の
長
子
と
し
て
生
ま
れ
た
蒹
葭
堂
は
、
非
常
に
多

才
な
人
物
で
、
様
ざ
ま
な
分
野
で
活
躍
し
ま
し
た
。

書
画
・
骨
董
、
書
籍
、
標
本
な
ど
の
蒐
集
家
と
し
て

も
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、
そ
の
知
識
や
蒐

集
品
を
求
め
、
一
説
に
よ
る
と
、
累
計
九
万
も
の
人

が
蒹
葭
堂
を
訪
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
し

た
。

　

当
初
、
大
坂
三
郷
（
註
2
）
の
中
で
消
費
さ
れ
て

い
た
大
坂
画
壇
の
絵
画
が
河
内
に
広
が
る
過
程
に
つ

谷文晁・画「木村蒹葭堂」
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い
て
も
、
推
察
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
長
谷
先
生
に
よ

る
と
、
木
綿
を
売
買
す
る
中
で
取
引
を
含
め
た
人
間

関
係
が
で
き
、
人
と
モ
ノ
と
の
往
来
が
う
ま
れ
、
文

化
・
文
芸
も
同
時
に
移
動
し
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ

と
で
す
。大
坂
の
文
芸
が
河
内
に
広
が
っ
た
こ
と
に
、

大
和
川
の
付
替
え
が
関
係
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に

は
と
て
も
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
植
田
家
に
の
こ
さ
れ
た
掛
軸
の
お
話
に

な
り
ま
し
た
。
植
田
家
で
は
掛
軸
を「
春
」「
夏
」「
秋
」

「
冬
」「
祝
」「
仏
事
」
に
分
類
し
て
収
納
し
て
い
ま

し
た
が
、
そ
れ
は
掛
軸
を
美
術
品
と
い
う
よ
り
む
し

ろ
、
調
度
品
と
し
て
見
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
す
。
調
度
品
は
「
場
」
に
合
わ
せ
て
幅

広
い
も
の
が
要
求
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
特
定
の
画

風
の
も
の
だ
け
を
集
め
て
い
て
は
実
用
性
に
欠
け
る

部
分
が
あ
る
の
で
す
。
そ

う
考
え
る
と
、
大
坂
画
壇

の
よ
う
に
多
く
の
流
派
・

手
法
が
混
在
し
た
掛
軸

は
、
様
ざ
ま
な
「
場
」
に

ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
っ
た

に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
現
在
展
示
さ
れ
て

い
る
画
帖
や
団
扇
図
（
写

真
左
下
）
な
ど
、
複
数
の

作
者
に
よ
る
「
寄
り
合
い

書
き
」
つ
い
て
も
、
製
作

年
代
な
ど
が
特
定
で
き
る
面
白
い
資
料
だ
と
い
う
お

話
で
し
た
。

　

大
坂
画
壇
の
絵
師
は
一
部
の
有
名
人
を
除
い
て
、

現
在
で
も
無
名
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、

し
ま
い
こ
ま
れ
た
ま
ま
忘
れ
ら
れ
て
い
る
作
品
が
た

く
さ
ん
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
心
当
た
り
の
あ
る
方

は
ど
う
ぞ
掛
軸
を
開
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
は

意
外
な
「
お
宝
」
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。

（
註
1
）
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
階
層
的
組
織
構
造

（
註
2
）
江
戸
時
代
の
大
坂
市
街
地
に
は
本
町
通
り
を
境
に

　
　
　
　

北
組
と
南
組
が
つ
く
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
大
川
右

　
　
　
　

岸
（
天
満
宮
付
近
）
が
北
組
か
ら
分
か
れ
、
天
満

　
　
　
　

組
と
な
っ
た
。
こ
の
地
域
を
総
称
し
て
大
坂
三
郷

　
　
　
　

と
呼
ぶ
。

田能村直入「山水図」（部分）酒井抱一、谷文晁、大田南畝ほか「団扇図」

長谷洋一氏（関西大学文学部教授）
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て
使
用
さ
れ
た
と
さ

れ
る
「
防
空
カ
バ
ー
」

や
「
防
空
カ
ー
テ
ン
」

に
は
、
簡
素
な
素
材

で
電
灯
の
光
が
外
に

漏
れ
な
い
よ
う
に
工

夫
し
た
当
時
の
人
び

と
の
苦
労
と
生
活
の

知
恵
が
感
じ
ら
れ
ま

し
た
。「
双
六
」
や
「
カ
ル
タ
」
と
い
っ
た
お
な
じ

み
の
遊
び
道
具
に
も
当
時
の
思
想
や
教
育
が
反
映
さ

れ
た
り
、
当
時
出
版
さ
れ
た
雑
誌
や
写
真
帖
・
画
集

に
は〝
生
〟の
生
活
の
様
子
や
戦
場
の
状
況
を
知
る

た
め
の
役
割
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ

の
ほ
か
に
は
兵
士
を
送
り
出
す
際
の「
出
征
の
ぼ
り
」

や
「
寄
せ
書
き
」
な
ど
も
展
示
さ
れ
、
人
び
と
の
く

ら
し
に
お
け
る
様
ざ
ま
な
想
い
を
垣
間
見
る
こ
と
の

で
き
た
展
示
で
し
た
。

植
田
家
に
残
る
戦
争
資
料
展

　

旧
植
田
家
住
宅
の
展
示
室
で
は
、
七
月
十
五
日

（
木
）
～
八
月
二
九
日
（
日
）
の
期
間
中
、「
植
田
家

に
残
る
戦
争
資
料
展
～
戦
時
下
の
く
ら
し
～
」
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
展
示
で
は
、
植
田
家
に
残
る

資
料
の
中
か
ら
戦
争
に
関
す
る
も
の
が
集
め
ら
れ
、

「
時
代
に
よ
っ
て
移
り
変
わ
る
人
び
と
の
く
ら
し
。

戦
時
下
で
人
び
と
は
ど
の
よ
う
な
生
活
を
営
み
、
ど

の
よ
う
に
戦
場
の
様
子
を
知
っ
た
の
か
」
を
テ
ー
マ

に
、
時
代
ご
と
に
分
け
ら
れ
た
お
よ
そ
二
〇
点
も
の

展
示
品
が
解
説
と
と
も
に
並
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

今
回
展
示
さ
れ
た
資
料
は
、
日
清
戦
争
の
開
始

さ
れ
た
明
治
期
か
ら
終
戦
直
後
の
昭
和
二
〇
年

（
一
九
四
五
）
頃
ま
で
の
約
五
〇
年
間
、
実
際
に
生

活
で
使
わ
れ
て
き
た
も
の
ば
か
り
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が

時
代
を
色
濃
く
象
徴
し
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
《
陶

器
製
の
湯
た
ん
ぽ
》
は
、
戦
時
中
の
金
属
供
出
に
と

も
な
っ
て
代
用
品
と
し
て
使
わ
れ
た
も
の
で
、
あ
ら

ゆ
る
生
活
用
品
が
満
足
に
使
え
な
か
っ
た
時
代
を
思

わ
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
夜
間
空
襲
の
被
害
に
備
え

施
設
周
辺
写
生
作
品
展
示

　

同
期
間
の
七
月
二
四
日
（
土
）
か
ら
は
、
展
示
室

に
隣
接
す
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
「
二
〇
一
〇
施
設
周
辺

写
生
作
品
展
示
」
が
同
時
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
旧
植

田
家
住
宅
で
年
間
を
通
し
て
行
な
っ
て
い
る
「
施
設

お
よ
び
周
辺
地
域
の
写
生
作
品
募
集
」
に
対
し
て
、

今
年
の
五
月
か
ら
七
月
ま
で
に
応
募
の
あ
っ
た
作
品

が
一
堂
に
展
示
さ
れ
ま
し
た
。
一
般
の
方
か
ら
の
作

品
は
か
な
り
の
力
作
ぞ
ろ
い
で
、
普
段
は
寂
し
い

ギ
ャ
ラ
リ
ー
も
、
こ
の
期
間
中
は
と
て
も
華
や
か
に

な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
が
描
い
て
く
れ

た
旧
植
田
家
住
宅
の
絵
は
、
ど
れ
も
実
際
の
建
物
や

場
所
が
よ
り
魅
力
的
に
見
え
る
よ
う
に
描
か
れ
た
作

品
ば
か
り
で
し
た
。

　

こ
の
写
生
作
品
の
募
集
は
現
在
も
行
な
わ
れ
、
次

回
は
九
月
～
十
二
月
ま
で
の
応
募
作
品
が
、
来
年
の

一
月
に
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
展
示
さ
れ
ま
す
。
み
な
さ
ん

の
ご
応
募
を
お
待
ち
し
て
ま
す
。

防空カバー、カーテン、湯たんぽ

＊応募に関するお問い合わせは、
　旧植田家住宅のホームページ
　または施設窓口まで。
　http://kyu-uedakejutaku.jp/

夏休み企画展のチラシ
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八
月
五
日
（
木
）、
今
回
の
食
事
会
に
私
達
は
三

人
で
参
加
し
ま
し
た
。
前
回
が
盛
況
で
、
惜
し
く
も

参
加
出
来
ず
残
念
に
思
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
と
て

も
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。

　

食
事
会
の
前
に
、
学
芸
員
の
説
明
で
邸
内
と
展
示

を
見
学
し
ま
し
た
。
友
人
は
「
主
人
は
古
い
家
を
見

る
の
が
好
き
や
か
ら
ま
た
改
め
て
一
緒
に
来
た
い

わ
。」
と
説
明
を
聞
い
て
い
ま
し
た
。

　

暑
か
っ
た
一
日
の
終
わ
り
に
楽
し
み
に
し
て
い
た

会
食
の
始
ま
り
で
す
。
食
器
も
植
田
家
住
宅
所
蔵
の

物
で
盛
付
け
さ
れ
、こ
れ
も
ま
た
嬉
し
い
事
で
し
た
。

　
「
こ
れ
は
な
に
？
」

　
「
ど
う
し
て
作
っ
て
あ
る
ん
や
ろ
！
」

　
「
お
い
し
い
ね
ぇ
。」

食
材
の
中
に
は
、
旧
植
田
家
住
宅
の
畑
で
収
穫
さ
れ

た
勝
間
南
瓜
や
越
瓜
、
ま
た
枝
豆
な
ど
も
あ
り
ま
し

た
。
な
か
で
も
私
は
南
瓜
の
茶
碗
蒸
し
が
と
て
も
美

味
し
く
、初
め
て
食
べ
た
味
と
食
感
に
感
激
で
し
た
。

　

揚
げ
物
に
は
松
茸
も
あ
り
、
こ
れ
ま
た
今
年
の
初

物
で
三
人
と
も
大
喜
び
で
し
た
。「
あ
と
、
お
酒
が

あ
れ
ば
申
し
分
な
し
だ
わ
！
」
と
は
友
人
の
弁
。
確

か
に
美
味
し
い
食
事
に
は
旨
い
酒
で
し
ょ
う
ね
。
文

化
財
の
中
で
の
食
事
会
な
の
で
、
そ
こ
は
我
慢
と
い

う
こ
と
で
！

　

あ
れ
こ
れ
と
盛
り
上
が
り
、
愉
し
い
時
間
は
あ
っ

と
い
う
間
に
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
食
事
の
間
に

日
も
落
ち
、
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
庭
に
心
も
ク
ー

ル
ダ
ウ
ン
。
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
と
な
り
、
帰
路
に

つ
き
ま
し
た
。

　

調
理
を
し
て
く
だ

さ
っ
た
「
ひ
ろ
な
お
」

さ
ん
に
は
、
こ
の
暑
い

時
期
の
こ
と
、
非
常
に

お
気
遣
い
頂
い
た
こ
と

と
思
い
ま
す
が
、
私
達

は
大
満
足
！
大
感
激
で

し
た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

 

中
尾 

悦
子
（
参
加
者
）

美味しかった！大満足！

～旧家で愉しむ食事会～
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今
年
は
残
暑
が
厳
し
い
年
で
し
た
が
、
最
近
は
季

節
が
よ
く
な
り
ま
し
た
。
そ
う
な
る
と
、
や
は
り
学

問
の
秋
や
行
楽
の
秋
と
い
う
こ
と
で
、
外
に
出
歩
く

人
が
増
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
旧
植
田
家
住
宅
で
も

秋
は
イ
ベ
ン
ト
ラ
ッ
シ
ュ
。
九
月
に
は
河
内
木
綿
に

関
す
る
行
事
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
の
で
、
ひ
と

つ
ず
つ
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

●
河
内
木
綿
ま
つ
り

　

九
月
二
三
日
に
は
河
内
木
綿
ま
つ
り
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
天
気
は
あ
い
に
く
の
雨
。
足
元
が
悪
い
中
、

お
客
さ
ん
が
来
て
く
れ
る
か
と
て
も
心
配
だ
っ
た
の

で
す
が
、
な
ん
と
開
館
し
て
す
ぐ
に
お
客
さ
ん
が
！ 

今
年
は
巡
回
バ
ス
も
運
行
し
て
い
て
、
そ
れ
を
き
っ

か
け
に
来
ら
れ
た
方
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

さ
て
、
今
年
で
二
回
目
と
な
る
河
内
木
綿
ま
つ
り

で
す
が
、
主
催
の
八
尾
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
を
は

じ
め
、
八
尾
市
内
に
あ
る
各
団
体
の
協
力
の
も
と
、

七
箇
所
の
施
設
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
年
は
「
わ

た
や
ん
」
と
い
う
河
内
木
綿
ま
つ
り
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
が
登
場
し
、ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
も
開
催
さ
れ
て
、

ス
タ
ン
プ
を
三
つ
集
め
る
と
「
わ
た
や
ん
マ
グ
ネ
ッ

ト
ク
リ
ッ
プ
」
が
も
ら
え
、
さ
ら
に
七
つ
す
べ
て
集

め
る
と
「
わ
た
や
ん
テ
ー
ブ
ル
セ
ン
タ
ー
」
が
抽
選

で
当
た
る
と
い
う
企
画
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

旧
植
田
家
住
宅
で
は
今
年
も
、
綿
く
り
や
糸
紡
ぎ

な
ど
の
体
験
コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
、
こ
れ
が
な
か
な
か

好
評
で
、
来
て
く
だ
さ
っ
た
お
客
さ
ん
一
人
一
人
に

体
験
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
み
な
さ
ん

最
初
は
う
ま
く
紡
げ
ず
、糸
が
ぷ
ち
ぷ
ち
切
れ
た
り
、

う
ど
ん
の
よ
う
な
太
い
糸
に
な
る
の
で
す
が
、
じ
っ

く
り
時
間
を
か
け
て
練
習
し
て
い
る
と
き
れ
い
に
紡

ぐ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
、
終
わ
っ

た
と
き
に
「
紡
い
だ
糸
を
も
っ
て
か
え
り
た
い
！
」

と
い
う
方
が
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
に
は
、
去
年
は
紡
い
だ
太
い
糸
を
台

紙
に
ま
き
つ
け
て
「
わ
た
ひ
つ
じ
の
ピ
ン
バ
ッ
ジ
」

を
作
っ
て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、
今
年
は
綿
打
ち
し

た
綿
を
使
っ
て
「
わ
た
ぱ
ん
だ
」
を
作
る
と
い
う
工

作
体
験
を
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
日
ご
ろ
か
ら
子
ど

も
の
来
館
が
多
い
旧
植
田
家
住
宅
で
す
が
、
こ
の
日

は
い
つ
に
も
増
し
て
に
ぎ
や
か
で
し
た
。

　

お
客
さ
ん
の
数
は
去
年
の
半
分
く
ら
い
で
し
た

が
、
な
ん
と
四
〇
人
以
上
の
方
が
足
を
運
ん
で
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
何
よ
り
、
今
年
の
河
内
木
綿

ま
つ
り
は
雨
で
し
た
が
、
旧
植
田
家
住
宅
の
ヒ
ロ
シ

キ
（
板
の
間
）
か
ら
外
に
見
え
る
綿
の
花
を
眺
め
な

が
ら
の
糸
紡
ぎ
は
な
か
な
か
絵
に
な
る
し
、
雨
に
し

と
し
と
濡
れ
て
い
る
庭
も
、
草
木
や
苔
の
緑
が
映
え

て
、
と
て
も
綺
麗
な
ん
で
す
よ
。
雨
の
日
に
も
ぜ
ひ

旧
植
田
家
住
宅
を
訪
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
ね
。

わたやんのスタンプラリー

糸紡ぎの様子
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●
河
内
木
綿
の
栽
培

　

旧
植
田
家
住
宅
で
は
、
五
月
ご
ろ
か
ら
展
示
室
の

前
に
プ
ラ
ン
タ
ー
を
並
べ
て
、
河
内
木
綿
や
茶
綿
を

植
え
ま
し
た
。
河
内
木
綿
は
米
綿
と
違
い
、
黄
色
い

花
が
咲
き
ま
す
。
ま
た
、
繊
維
も
短
く
て
紡
ぐ
の
は

難
し
い
け
れ
ど
も
、
し
っ
か
り
し
た
糸
が
で
き
る
の

で
、
織
れ
ば
厚
地
の
丈
夫
な
布
に
な
り
ま
す
。

　

河
内
木
綿
の
栽
培
は
思
っ
た
以
上
に
大
変
で
、
夏

の
暑
い
日
は
毎
日
朝
夕
、
大
量
の
ヤ
ブ
蚊
と
格
闘
し

な
が
ら
水
を
や
り
、
ア
ブ
ラ
ム
シ
や
ナ
メ
ク
ジ
が
涌

い
て
出
て
く
る
の
で
、
ち
ぎ
っ
て
は
投
げ
ち
ぎ
っ
て

は
投
げ
と
奮
闘
し
…
。
で
も
、
手
を
掛
け
て
育
て
た

分
、花
が
咲
い
た
と
き
は
思
わ
ず「
そ
だ
て
て
よ
か
っ

た
ぁ
～
！
」
と
叫
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

　

一
方
、
Ｊ
Ｒ
八
尾
駅
の
南
口
に
あ
る
花
壇
で
は
、

河
内
木
綿
の
伝
承
と
駅
周
辺
の
景
観
づ
く
り
に
も
取

り
組
ん
で
お
ら
れ
る
「
Ｊ
Ｒ
八
尾
駅
前
商
業
協
同
組

合
」
や
「
植
松
の
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
る
会
」
の
方

が
た
と
河
内
木
綿
を
植
え
ま
し
た
。
秋
に
な
り
、
綿

の
実
が
は
じ
け
る
時
期
に
は
、
白
い
ふ
わ
ふ
わ
と
し

た
綿
を
と
て
も
た
く
さ
ん
収
穫
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
ま
た
、
花
壇
の
空
い
た
ス
ペ
ー
ス
に
は
地
元

の
龍
華
中
学
校
の
生
徒
さ
ん
が
花
を
植
え
た
り
し

て
、
木
綿
の
花
が
咲
き
始
め
た
頃
に
は
よ
り
い
っ
そ

う
駅
前
が
華
や
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

結
果
と
し
て
木
綿
の
収
穫
量
は
、
旧
植
田
家
住
宅

で
は
河
内
木
綿
が
一
五
〇
ｇ
で
、
茶
綿
が
一
二
〇
ｇ

ぐ
ら
い
で
し
た
。
そ
し
て
駅
前
の
花
壇
は
、
現
在
約

二
㎏
。
ま
だ
ま
だ
花
は
咲
い
て
い
る
の
で
シ
ー
ズ
ン

の
終
わ
り
に
は
三
㎏
ほ
ど
に
な
る
予
想
で
す
。

●
河
内
木
綿
講
座

　

九
月
十
八
日
に
は
、
旧
植
田
家
住
宅
の
学
芸
員
に

よ
る
講
座
「
河
内
木
綿
の
歴
史
～
初
級
編
～
」
が
あ

り
ま
し
た
。
小
学
生
以
上
を
対
象
に
し
た
講
座
の
予

定
だ
っ
た
の
で
す
が
、
当
日
は
大
人
だ
け
の
参
加

だ
っ
た
の
で
内
容
が
す
こ
し
大
人
向
け
に
な
り
ま
し

た
。
講
座
で
は
日
本
へ
の
木
綿
の
伝
来
や
、
大
和
川

の
付
け
替
え
に
よ
っ
て
河
内
木
綿
が
発
展
し
た
こ

と
、
近
代
に
入
っ
て
そ
れ
が
大
阪
の
繊
維
産
業
に
大

き
く
影
響
し
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
り
や
す
く
説
明
さ

れ
ま
し
た
。
去
年
は
糸
紡
ぎ
な
ど
の
体
験
と
講
座
が

セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
今
年
は
そ
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

今
回
の
講
座
は
「
初
級
編
」
と
い
う
こ
と
で
し
た

が
、
次
は
「
中
級
編
」。
次
回
た
く
さ
ん
の
参
加
を

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
！（
個
人
的
に
は
）体
験
コ
ー

ナ
ー
が
復
活
す
る
こ
と
も
期
待
し
て
い
ま
す
。

●
さ
い
ご
に

　

九
月
の
終
わ
り
ご
ろ
か
ら
、
徐
々
に
団
体
で
来
館

さ
れ
る
方
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
団
体
さ
ん
が
来
る

日
は
事
前
の
打
ち
合
わ
せ
や
当
日
の
解
説
な
ど
、
目

が
回
る
程
の
忙
し
さ
な
の
で
す
が
、
や
は
り
そ
の
中

に
あ
る
出
会
い
は
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
す
。
ユ
ー

モ
ラ
ス
な
方
で
あ
っ
た
り
、
色
々
と
教
え
て
く
だ

さ
っ
た
り
と
、
い
い
刺
激
に
な
り
、
と
て
も
良
い
経

験
と
な
り
ま
す
。
旧
植
田
家
住
宅
に
来
館
さ
れ
た
方

や
、
こ
の
冊
子
を
見
て
い
る
方
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ

以
外
の
多
く
の
方
と
も
ご
縁
が
で
き
れ
ば
い
い
な
と

思
い
ま
し
た
。

　
　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ス
タ
ッ
フ

　
　
　
　
　
　
　
　

萬
田　

明
花
里

ＪＲ八尾駅前花壇＝ 9月 1日、撮影
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夏
休
み
も
最
後
に
近
い
八
月
二
八
日
（
土
）、
第

一
回
こ
ど
も
ガ
イ
ド
養
成
講
座
が
開
講
さ
れ
た
。
今

回
の
参
加
者
は
三
名
。
日
ご
ろ
か
ら
足
し
げ
く
通
っ

て
き
て
い
る
子
ど
も
た
ち
だ
。

　

今
回
の
養
成
講
座
で
は
、
大
和
川
の
付
替
え
に
つ

い
て
一
通
り
勉
強
し
た
後
、
普
段
は
入
る
こ
と
が
で

き
な
い
土
蔵
の
二
階
に
あ
る
収
蔵
庫
も
見
学
し
た
。

日
ご
ろ
か
ら
入
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
か
、

こ
れ
が
意
外
に
も
好
評
で
、
子
ど
も
た
ち
は
な
か
な

か
こ
こ
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
体
験
学
習

で
は
襖
の
は
ず
し
方
、
入
れ
方
、
箒
と
雑
巾
を
使
っ

た
畳
の
部
屋
の
掃
除
の
し
か
た
の
ほ
か
、
た
ら
い
と

洗
濯
板
を
使
っ
た
洗
濯
の
し
か
た
な
ど
を
学
ん
だ
。

気
温
が
三
五
度
を
超
え
る
暑
い
日
に
、
冷
た
い
井
戸

水
で
の
洗
濯
は
心
地
よ
か
っ
た
よ
う
で
、
な
れ
な
い

洗
濯
板
を
使
っ
て
、
楽
し
そ
う
に
雑
巾
を
洗
っ
て
い

た
の
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

　

最
後
に
は
、
今
回
の
講
座
を
修
了
し
た
こ
と
を
証

明
す
る
写
真
入
り
の
「
こ
ど
も
ガ
イ
ド
修
了
証
」
が

発
行
さ
れ
、
子
ど
も
た
ち
は
う
れ
し
そ
う
に
受
け

取
っ
て
い
た
。
な
お
、
講
座
は
夏
休
み
や
冬
休
み
に

全
三
回
で
開
講
さ
れ
る
予
定
で
、
ど
の
回
か
ら
で
も

参
加
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

講
座
に
参
加
し
た
子
ど
も
た
ち
に
は
そ
の
後
、「
こ

ど
も
ガ
イ
ド
」
と
し
て
の
自
覚
が
芽
生
え
た
の
か
、

物
を
大
切
に
し
よ
う
と
か
、
き
れ
い
に
掃
除
し
よ
う

と
か
い
っ
た
行
動
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近

ご
ろ
は
子
ど
も
も
消
費
者
意
識
が
強
く
、
公
共
の
場

で
は
「
お
客
様
」
と
し
て
サ
ー
ビ
ス
さ
れ
て
当
た
り

前
、
物
な
ん
て
お
金
を
出
せ
ば
い
く
ら
で
も
買
え
る

と
勘
違
い
し
て
い
る
傾
向
が
あ
り
、
眉
を
ひ
そ
め
た

く
な
る
場
面
が
少
な
く
な
い
。
そ
う
い
っ
た
中
、
些

細
な
こ
と
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
意
識
の
変
化
が

あ
っ
た
こ
と
は
、
地
域
教
育
の
観
点
か
ら
も
大
変
喜

ば
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
が
、
い
か
が

だ
ろ
う
か
。

「洗濯板」を使って洗濯に挑戦！

昔の道具の説明を熱心に聞く子どもたち
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旧
植
田
家
住
宅
で
は
、
八

尾
市
内
の
小
学
校
を
対
象

に
「
出
前
授
業
」
を
行
っ
て

い
ま
す
。「
出
前
授
業
」
と

は
、
旧
植
田
家
住
宅
の
学
芸

員
や
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
、
郷

土
学
習
に
関
し
て
説
明
す

る
出
張
講
義
で
す
。「
出
前

授
業
」
で
は
、
地
域
の
歴
史

や
す
こ
し
昔
の
暮
ら
し
な

ど
に
つ
い
て
、
子
ど
も
た
ち

が
興
味
を
持
ち
、
身
近
な
地

域
に
関
心
を
強
め
、
地
域
社

会
に
対
し
て
主
体
的
に
活

動
し
て
い
く
人
材
の
育
成
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

昨
年
度
、
モ
デ
ル
的
に
「
出
前
授
業
」
を
二
つ
の

小
学
校
で
、
実
施
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
内
容
を

も
と
に
、
授
業
の
メ
ニ
ュ
ー
な
ど
を
ま
と
め
た
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
市
内
の
小
学

校
に
配
布
し
、今
年
度
か
ら
本
格
的
に
「
出
前
授
業
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
、
五
つ
の
小
学

校
か
ら
の
申
し
込
み
が
あ
り
、
先
生
方
と
の
打
合
せ

を
経
て
順
次
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
実
施
し
た
授
業
内
容
と
し
て
は
、
小
学

校
四
年
生
の
社
会
科
に
習
う
「
大
和
川
の
付
け
替

え
」
に
関
す
る
も
の
で
す
。
八
尾
市
内
の
小
学
校

は
、
校
区
が
旧
大
和
川
本
流
で
あ
る
久
宝
寺
川(

現

長
瀬
川
）
と
玉
串
川
の
流
域
か
、
ま
た
は
隣
接
し
て

い
る
学
校
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
普
段
暮
ら
し
て

い
る
ま
ち
に
は
か
つ
て
、
約
三
〇
〇
年
前
、
大
き
な

川
が
流
れ
て
い
て
、
今
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
風
景
が

広
が
っ
て
い
た
こ
と
、
堤
の
跡
な
ど
今
も
そ
の
痕
跡

が
多
く
残
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。
大
和

川
付
け
替
え
が
自
分
た
ち
の
身
近
な
暮
ら
し
に
影
響

を
与
え
て
い
る
こ
と
を
感
じ
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
校
区
の
む
か
し
と
大
和
川
」
と
題
し
た
お

話
は
、最
初
に
校
区
の
今
の
様
子
の
写
真
を
紹
介
し
、

そ
の
あ
と
、
航
空
写
真
で
、
今
の
ま
ち
の
様
子
と

二
〇
年
前
、
三
〇
年
前
、
五
〇
年
前
と
昔
の
校
区
の

様
子
が
、
今
と
ど
う
違
う
の
か
を
紹
介
し
、
そ
の
当

時
の
八
尾
周
辺
の
く
ら
し
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
続

い
て
、江
戸
時
代
の
校
区
の
様
子
を
地
図
で
紹
介
し
、

付
け
替
え
前
の
大
和
川
が
ど
こ
を
流
れ
て
い
た
か
を

紹
介
し
、
旧
大
和
川
と
自
分
た
ち
の
住
ん
で
い
る
ま

ち
と
の
関
係
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
旧
大
和
川
が
で
き
る
に
至
っ
た
大
阪
平

野
の
成
り
立
ち
や
、
大
和
川
の
付
け
替
え
の
功
労
者

で
あ
る
中
甚
兵
衛
の
生
涯
を
、
生
ま
れ
て
か
ら
亡
く

な
る
ま
で
の
い
ろ
い
ろ
な
出
来
事
を
年
齢
と
共
に
紹

介
し
、
甚
兵
衛
さ
ん
か
ら
見
た
大
和
川
付
け
替
え
を

紹
介
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
江
戸
時
代
に
栄
え
た
舟

運
の
柏
原
船
や
、
付
け
替
え
後
に
干
ば
つ
が
お
こ
り

堤
を
切
り
水
を
引
い
て
、
幕
府
に
背
い
た
罪
で
捕
え

ら
れ
た
西
村
市
郎
右
衛
門
も
あ
わ
せ
て
紹
介
す
る
な

ど
、
教
科
書
に
な
い
け
れ
ど
も
、
地
域
に
関
連
深
い

内
容
な
ど
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

授
業
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
近
年
、
私
た
ち
の
く

ら
し
の
変
化
や
テ
レ
ビ
の
時
代
劇
の
減
少
な
ど
で
、

子
ど
も
た
ち
が
昔
の
く
ら
し
や
文
化
に
触
れ
る
機
会

が
減
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
こ
の
授
業
の
意

義
を
深
く
感
じ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
「
出
前
授
業
」
は
続
き
ま
す
が
、
授

業
が
終
わ
っ
た
後
、
子
ど
も
た
ち
が
、「
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
元
気
に
声
を
か
け
て
く
れ
た

り
、
た
く
さ
ん
の
質
問
も
あ
り
、
熱
心
に
聞
い
て
も

ら
え
て
い
る
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
分
、
授

業
を
す
る
側
と
し
て
、
わ
か
り
や
す
い
内
容
を
心
が

け
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

出前授業の風景
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【
野
菜
の
収
穫
祭
】

　

ま
だ
残
暑
き
び
し
い
八
月
二
八
日
、
春
に
植
え
た

野
菜
の
収
穫
祭
を
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
行
な
っ

た
。
当
日
は
、
残
念
な
が
ら
胡
瓜
（
き
ゅ
う
り
）
と

越
瓜
（
し
ろ
う
り
）
は
収
穫
が
終
わ
っ
て
い
て
、
種

取
り
用
と
し
て
残
し
て
お
い
た
も
の
だ
け
と
な
っ
て

い
た
が
、
南
京
と
枝
豆
は
ま
だ
た
く
さ
ん
実
っ
て
お

り
、参
加
し
て
く
れ
た
七
名
の
小
学
生
（
今

回
は
女
の
子
ば
か
り
）
と
楽
し
く
最
後
の

収
穫
を
終
え
た
。

　

こ
う
し
て
汗
を
か
い
た
後
の
お
楽
し
み

が
「
食
べ
る
」
だ
。
し
か
し
こ
の
「
食
べ
る
」

に
あ
た
っ
て
子
ど
も
た
ち
に
は
、
も
う
い

く
つ
か
の
経
験
を
し
て
も
ら
う
事
に
し
た
。

種
取
り
用
の
胡
瓜
と
越
瓜
の
「
種
」
を
取
っ

て
も
ら
う
作
業
だ
。
ま
ず
半
分
に
切
っ
た

種
取
り
用
の
野
菜
を
、
井
戸
水
を
た
め
た

大
き
な
盥
（
た
ら
い
）
の
中
に
あ
る
ザ
ル

に
入
れ
、
丁
寧
に
洗
う
。
種
が
小
さ
い
の

で
や
さ
し
く
扱
わ
な
い
と
ザ
ル
か
ら
種
が

こ
ぼ
れ
て
流
れ
て
し
ま
う
。
案
の
定
、「
き
ゃ
ー
！

流
れ
て
し
も
た
」
の
声
。「
水
つ
め
た
い
！
」、「
次

や
ら
し
て
～
」、「
私
も
！
」、
井
戸
舎
を
囲
ん
で
賑

や
か
だ
。

　

何
と
か
種
取
り
を
終
え
る
と
、
今
度
は
枝
豆
の
サ

ヤ
を
枝
か
ら
外
し
、
き
れ
い
に
洗
う
。
こ
の
間
に
ス

タ
ッ
フ
は
カ
マ
ド
に
火
を
い
れ
、
お
湯
を
沸
か
し
、

取
れ
た
て
の
枝
豆
を
茹
で
る
。
こ
れ
で
子
ど
も
た
ち

の
仕
事
は
終
わ
り
。
後
は
「
お
楽
し
み
」
だ
。

　

あ
ら
か
じ
め
炊
い
て
い
た
南
京
に
ア
ン
コ
を
つ
け

て
食
べ
て
み
た
。
こ
の
食
べ
方
は
ス
タ
ッ
フ
も
初
め

て
だ
っ
た
が
、
和
菓
子
の
よ
う
で
な
か
な
か
美
味
し

か
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
も
気
に
入
っ
て
く
れ
た
よ
う

で
何
度
も
お
か
わ
り
す
る
子
も
い
た
。
と
れ
た
て
の

枝
豆
も
「
甘
く
て
お
い
し
い
っ
！
」
と
大

好
評
で
、
あ
っ
と
い
う
間
に
完
食
。

　

こ
の
日
と
れ
た
南
京
は
二
二
個
。
七
人

の
子
ど
も
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
、
三
つ

と
お
土
産
に
持
ち
帰
っ
た
。「
お
い
し
か
っ

た
か
ら
お
母
さ
ん
に
作
っ
て
あ
げ
る
ね

ん
！
」。
真
夏
の
畑
作
業
、
水
や
り
を
交
替

で
が
ん
ば
っ
た
ス
タ
ッ
フ
た
ち
に
は
何
よ

り
も
う
れ
し
い
一
言
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
十
月
半
ば
現
在
、
新
た
に
植
え

た
冬
野
菜
の
芽
が
す
く
す
く
育
っ
て
い
る
。

　

【
収
穫
を
終
え
て
】

　

当
初
、
天
候
不
良
で
不
安
は
あ
っ
た
も
の
の
、
今

回
の
収
穫
祭
の
分
も
あ
わ
せ
た
結
果
、
勝
間
南
京
＝

三
七
個
、
毛
馬
胡
瓜
＝
七
三
本
、
黒
門
越
瓜
＝
五
一

個
、
そ
し
て
今
回
初
め
て
試
み
た
八
尾
特
産
の
枝
豆

も
一
・
五
㎏
と
な
か
な
か
の
収
穫
量
と
な
っ
た
。
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夏
の
異
常
な
暑
さ
か
ら
よ
う
や
く
開
放
さ
れ
た

十
月
中
頃
、
ふ
と
お
神
楽
の
賑
や
か
な
音
色
が
旧

植
田
家
住
宅
の
建
物
に
届
い
た
。
ど
う
や
ら
秋
祭

り
の
よ
う
だ
。
こ
の
音
色
の
正
体
を
突
き
止
め
る

べ
く
、
さ
っ
そ
く
植
松
の
渋
川
神
社
に
向
か
っ
た
。

　

渋
川
神
社
に
は
樹
齢
千
年
と
い
わ
れ
る
大
き
な

ク
ス
ノ
キ
が
あ
り
、
大
阪
府
の
天
然
記
念
物
に
も

指
定
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
植
松
の
ま
ち
を
古

く
か
ら
知
る
証
人
と
い
う
わ
け
だ
。
た
だ
こ
の
老

木
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
す
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、

秋
祭
り
の
準
備
で
忙
し
く
さ
れ
て
い
た
地
元
地
域

の
方
た
ち
に
す
こ
し
だ
け
お
話
を
伺
っ
た
。

　

ち
ょ
う
ど
こ
の
日
は
秋
祭
り
の
真
っ
最
中
。
た

だ
、
お
神
楽
な
ど
が
実
際
に
見
ら
れ
る
の
は
夕
方

か
ら
だ
そ
う
で
、
今
回
聞
こ
え
て
き
た
音
は
、

な
ん
と
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
流
さ
れ
た
録
音
だ
っ

た
。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
神
主
さ
ん
が
不
在
だ
っ

た
た
め
、
代
わ
り
に
地
域
の
方
た
ち
が
親
切
に

説
明
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
ど
う
や
ら
渋
川
神
社

の
祭
り
は
、
秋
よ
り
も
夏
が
盛
大
で
、
多
く
の

人
た
ち
が
集
う
と
い
う
。
こ
こ
渋
川
神
社
は
、

地
元
の
人
た
ち
に
ず
っ
と
大
切
に
さ
れ
、
今

日
も
人
び
と
の
祈
り
と

憩
い
の
場
と
な
っ
て
い

る
。

　

こ
の
植
松
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
・
ス
ペ
ー
ス
は
、

地
域
の
貴
重
な
財
産
だ

と
ク
ス
ノ
キ
に
教
え
て

も
ら
い
、
そ
の
場
を
あ

と
に
し
た
。

　　　「樹齢千年のクスノキが見守る、
　　　　　　　　　　人びとの祈りと憩いの場」

第
二
回

お
神
楽
の
音
に
誘
わ
れ
て
～
渋
川
神
社
～

※お話を聞かせていただいた地域の皆様、有難うございました。
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植
松
の
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
る
会
が
発
行
す
る
「
の

ん
び
り
植
松
ぶ
ら
っ
と
ま
っ
ぷ（
通
称
・
う
え
ま
っ
ぷ
）」

の
第
二
弾「
植
松
！
す
こ
し
昔
の
く
ら
し
ま
っ
ぷ（
仮
）」

が
、
現
在
、
同
会
と
N
P
O
法
人
H
I
C
A
L
I
の

協
力
で
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
植
松
の
歴
史
と
景
観
が

楽
し
め
る
と
評
判
の
う
え
ま
っ
ぷ
の
新
バ
ー
ジ
ョ
ン
と

い
う
こ
と
も
あ
り
、周
囲
の
期
待
も
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
新
マ
ッ
プ
の
テ
ー
マ
は
、
ズ
バ
リ
「
植
松
の

ち
ょ
っ
と
昔
の
く
ら
し
」。
昭
和
三
十
年
代
～
四
十
年

代
の
植
松
の
ま
ち
の
様
子
が
、
商
店
街
を
中
心
に
再
現

さ
れ
る
予
定
で
す
。
ま
た
マ
ッ
プ
で
は
、
次
世
代
に
遺

し
た
い
歴
史
や
文
化
、
ま
ち
の
風
景
と
そ
の
暮
ら
し
ぶ

り
を
、
当
時
の
写
真
を
使
っ
て
紹
介
し
ま
す
。

　

地
図
は
来
年
一
月
頃
の
完
成
予
定
で
、
続
い
て
お
披

露
目
を
兼
ね
た
「
ま
ち
あ
る
き
イ
ベ
ン
ト
」
も
計
画
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
新
マ
ッ
プ
完
成
の
日
が
待
ち
遠

し
い
で
す
ね
。

①
新
う
え
ま
っ
ぷ
作
成
中
！

       
ト
ピ
ッ
ク
ス

　
「
新
う
え
ま
っ
ぷ
作
成
」
に
関
連
し
て
、
旧
植
田
家

住
宅
で
は
、
む
か
し
の
植
松
地
域
の
写
真
を
募
集
し
て

い
ま
す
。
以
下
、
募
集
チ
ラ
シ
の
内
容
の
一
部
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

　「
植
松
の
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
る
会
と
N
P
O
法
人

H
I
C
A
L
I
で
は
、
昔
の
J
R
八
尾
駅
周
辺
か
ら

お
店
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
こ
ろ
の
植
松
を
中
心
と
し
た

「
ま
っ
ぷ
」
の
作
成
（
記
事
①
参
照
）
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
そ
こ
で
当
時
の
様
子
が
分
か
る
写
真
を
探
し

て
い
ま
す
。
風
景
や
お
祭
り
、
地
域
の
行
事
な
ど
の
写

真
を
お
持
ち
の
方
は
ど
う
か
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
人
物

が
写
っ
て
い
る
ス
ナ
ッ
プ
写
真
で
も
、
周
辺
に
懐
か
し

い
も
の
や
風
景
が
写
っ
て
い
る
写
真
な
ら
大
歓
迎
！
」

　

写
真
は
主
に
昭
和
三
十
年
代
～
四
十
年
代
の
も
の
を

探
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
で
も
大
歓
迎
。
た
ん
す

や
押
入
れ
の
奥
に
し
ま
っ
て
あ
る
写
真
を
、
ぜ
ひ
一
度

探
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
皆
様
か
ら
の
情
報
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　

連
絡
先
：
旧
植
田
家
住
宅

　
　
　
　
　
　
　
　（
〇
七
二
）
九
九
二
―
五
三
一
一

②
昔
の
写
真
、
探
し
て
ま
す
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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　
　南出口より東へ徒歩 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 1-1-25
● 072-992-5311

※当施設に駐車場はございません

開館時間：午前 9 時～午後 5 時
　　　　    （入館は午後 4 時 30 分迄）
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