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大津絵（おおつえ）
　近江国追分（現・滋賀県大津市）を発祥の地とする民俗
絵画で、江戸時代の初めごろから東海道の土産物や旅人
の護符として知られていました。当初は信仰の一環とし
て描かれた仏画でしたが、やがて世俗化し、教訓的・風
刺的な歌が添えられることも多くなりました。
　藤娘、鬼や雷、天狗のほか、大黒や寿老人も人気のあ
る画題で、動物では猫や鼠、猿などがユーモラスな姿で
登場します。

《猫と鼠の酒盛り》
　自分の体ほどもある大きな盃で酒を飲むねずみに、さ
らに酒をすすめている猫の図です。「酒に呑まれて我を
忘れると身を滅ぼす」という意味が込められています。

　3.11 東日本大震災に思う

　今から 50 ～ 60 年前、昭和時代の初め頃は井戸水を汲み、ご飯は薪で炊く暮らしをしていました。
その後、日本は高度成長期を経て、社会や生活様式も大きく変わってきました。ますます「衣食住」
が便利で快適になる一方で、恩恵を受けながらも、当たり前のこととして日々を過ごしてきたことに、
今回の大震災で気付かされました。
　ニュースで、まちや村が目の前で津波に押し流され、何もかもが流失した風景を何度も見た時「こ
れまで営まれてきた人びとの生活や、まちの記憶はどこに残っているのだろうか？」と考えました。
その後、残された瓦礫の中から至る所で、思い出の写真が見みつけだされ、それらをボランティアや
写真館、企業が修復するという活動を行っていることを知りました。改めて私たちは、地域の歴史、
文化、産業を検証し伝えること、そして人びととの連携の大切さを学びました。
　旧植田家住宅の施設運営活動の一環に、大和川付け替えの歴史学習、少し昔の生活道具やかまどを
使ったご飯炊き、河内木綿の綿くり・糸紡ぎなどのメニューがあります。今では不便に感じるそれら
の体験も、先人達の暮らしや、歴史から継承した地域の特徴です。私たちはこれからも、皆様と共に
地域の歴史、文化を共有しながら、それらを次代へ伝えていく事に邁進してまいります。

　末筆ではありますが、このたびの東日本大震災において被災されました皆様に謹んでお見舞い申し
上げます。一日も早い復旧・復興を心より願っております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NPO法人HICALI 理事長　木村正二

表紙写真：大津絵《猫と鼠の酒盛り》
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【
金
属
の
歴
史
】

　

人
類
の
金
属
利
用
は
実
に
長
い
歴
史
を
持
っ
て

い
ま
す
。
不
純
物
の
多
い
金
属
か
ら
純
度
の
高
い

金
属
を
取
り
出
し
た
り
、
必
要
に
応
じ
て
金
属

材
料
や
合
金
を
作
り
出
す
精
錬
や
冶
金
（
や
き

ん
）
と
い
っ
た
技
術
が
な
か
っ
た
当
初
は
、
自
然

に
産
出
さ
れ
る
金
属
を
用
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
特
に
自
然
銅
に
関
し
て
は
、
イ
ラ
ン
西
部

の
イ
ラ
ク
国
境
に
近
い
ア
リ
・
コ
シ
ュ
遺
跡(

紀

元
前
六
八
〇
〇
年
～
紀
元
前
六
〇
〇
〇
年
頃)

で

新
石
器
時
代
初
頭
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

確
か
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
紀
元
前
五
〇
〇
〇
年
頃

の
エ
ジ
プ
ト
で
も
自
然
金
や
自
然
銅
の
使
用
が
始

ま
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
自
然
界

に
散
在
す
る
も
の
を
採
取
し
、
叩
い
た
り
削
っ
た

り
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
後
に
青
銅
器
時
代

を
経
て
鉄
器
時
代
が
訪
れ
ま
す
。
比
較
的
自
由
な

形
に
加
工
で
き
、強
度
の
高
い
こ
れ
ら
の
金
属
は
、

人
類
の
歴
史
を
大
き
く
変
え
て
い
っ
た
の
で
す
。

【
金
属
加
工
の
技
術
】

　

歴
史
的
に
み
れ
ば
、
河
内
地
域
が
金
属
加
工
で

重
要
な
地
域
で
あ
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
お

り
、
平
安
時
代
後
半
か
ら
室
町
時
代
前
半
に
か
け

て
、
河
内
鋳
物
師
（
か
わ
ち
い
も
じ
）
と
呼
ば
れ

る
金
属
鋳
造
の
技
術
者
集
団
が
、
先
進
的
な
技

「金属のうつわ」
の

魅　力

展示期間

２０１１年４月１日（金）

       ～５月30日（月）まで



― 5 ―

術
を
全
国
に
広
め
る
働
き

を
し
ま
し
た
。
戦
国
時
代
、

金
属
加
工
技
術
が
集
積
し

た
堺
で
鉄
砲
が
作
ら
れ
た

の
も
当
然
の
こ
と
だ
っ
た

の
で
す
。
余
談
で
す
が
、

現
在
で
は
金
属
加
工
の
技

術
が
自
転
車
生
産
に
活
か

さ
れ
、
堺
市
に
は
世
界
最

大
の
自
転
車
パ
ー
ツ
メ
ー
カ
ー
、
株
式
会
社
シ
マ
ノ

の
本
社
が
あ
り
ま
す
。

【
錫
器
の
変
遷
】

　

近
世
に
入
る
と
、大
阪
堺
筋
近
辺
を
中
心
に
し
て
、

錫
半
（
※
）
な
ど
金
属
器
を
扱
う
業
者
が
現
れ
始
め
、

『
難
波
雀
』
や
『
増
補 

浪
花
買
物
獨
案
内
』
な
ど
と

い
っ
た
当
時
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
的
な
本
に
も
紹
介
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
坂
の
名
産
品
と
し
て
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
回
の
展
示
で
大
き
く
取

り
上
げ
た
錫
器
は
、
煎
茶
の
器
と
し
て
は
最
上
の
も

の
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
武
家
だ
け
で
は
な
く
、
一
般

ク
に
譲
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

旧
植
田
家
住
宅
に
は
明
治
時
代
か
ら
大
正
時
代
頃

に
か
け
て
制
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
金
属
器
が
多
く

の
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
器
の
中
に
は
祝
い

事
な
ど
、
特
別
な
時
に
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も

の
だ
け
で
は
な
く
、
日
用
の
器
と
し
て
使
わ
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
往
事
の
生

活
が
想
像
さ
れ
ま
す
。
今
回
の
企
画
展
で
伝
え
た
い

の
は
工
芸
品
と
し
て
の
美
し
さ
だ
け
で
は
な
く
、
あ

た
た
か
く
や
わ
ら
か
な
光
を
放
つ
金
属
器
の
魅
力

と
、
受
け
継
が
れ
た
熟
練
の
技
。
ぜ
ひ
、
そ
の
一
端

に
ふ
れ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

 

安
中
新
田
会
所
跡 

旧
植
田
家
住
宅

 

学
芸
員　

宮
元
正
博

※
錫
半（
す
ず
は
ん
）

  

正
徳
四
年（
一
七
一
四
）、

  

大
坂
に
創
業
し
た
錫
製

  

品
の
老
舗
。
錫
屋
半
兵

  
衛
の
名
に
由
来
。

層
に
ま
で
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

明
治
初
期
に
は
イ
ブ
シ
と
呼
ば
れ
る
着
色
技
法
が

生
ま
れ
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
万
国
博
覧
会
（
大
正

五
年
）
に
銅
器
、
真
鍮
製
品
な
ど
と
と
も
に
五
点
が

出
品
さ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
に
な
る
と
太
平
洋
戦

争
の
影
響
で
一
時
期
は
生
産
量
が
激
減
し
ま
す
が
、

残
っ
た
職
人
た
ち
が
技
術
を
継
承
し
、
昭
和
五
八
年

に
は
国
の
伝
統
的
工
芸
品
「
大
阪
浪
華
錫
器
」
と
し

て
認
定
さ
れ
、
現
在
に
い
た
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

近
年
は
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
増

え
、
じ
わ
じ
わ
と
そ
の
人
気
を
伸
ば
し
て
い
る
よ
う

で
す
。

【「
金
属
の
う
つ
わ
」
の
魅
力
】

　

現
在
、
わ
た
し
た
ち
の
生
活
の
中
で
金
属
利
用
と

い
え
ば
、
工
業
製
品
が
大
半
を
占
め
て
お
り
、
器
と

し
て
使
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

か
つ
て
は
学
校
給
食
の
食
器
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た

ア
ル
マ
イ
ト
の
食
器
や
、
ア
ル
ミ
製
弁
当
箱
、
ブ
リ

キ
製
の
衣
装
箱
な
ど
も
姿
を
消
し
て
久
し
く
な
り
ま

し
た
。
わ
が
家
で
夏
に
冷
蔵
庫
で
麦
茶
を
冷
や
し
て

い
る
古
い
ア
ル
ミ
製
ポ
ッ
ト
も
、
新
調
し
た
く
と
も

今
は
も
う
ど
こ
を
探
し
て
も
売
っ
て
い
ま
せ
ん
。
や

か
ん
や
鍋
な
ど
と
い
っ
た
、
直
接
火
に
か
け
ら
れ
る

も
の
を
除
い
て
、
金
属
の
器
は
い
つ
の
間
に
か
、
全

国
的
に
そ
の
地
位
を
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
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末
期
、御
典
医
だ
っ
た
小
川
可
進
が
始
め
た
流
派
で
、

濃
い
茶
を
数
滴
だ
け
茶
わ
ん
に
注
ぎ
、
喫
す
る
の
が

特
徴
だ
。

　

こ
の
日
、
旧
植
田
家
住
宅
の
座
敷
は
、
茶
具
飾
り

（
煎
茶
を
入
れ
る
道
具
類
）
や
床
（
と
こ
）
に
は
墨

飾
り
な
ど
が
置
か
れ
、煎
茶
の
茶
席
へ
と
一
変
し
た
。

十
時
、
十
一
時
、
十
三
時
の
三
席
が
設
け
ら
れ
、
贅

沢
に
も
目
の
前
で
煎
茶
を
入
れ
て
い
た
だ
い
た
。
煎

茶
を
入
れ
る
手
さ
ば
き
は
鮮
や
か
で
、
た
だ
圧
倒
さ

れ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
煎
茶
は
急
須
に
お
湯
を
入

れ
、
茶
碗
に
注
ぐ
ま
で
の
間
、
蒸
ら
す
時
間
が
長
い
。

そ
の
間
の
待
ち
時
間
、
会
話
を
楽
し
む
こ
と
が
大
阪

の
文
人
た
ち
の
粋
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　

煎
茶
の
入
っ
た
茶
碗
が
参
加
者
の
目
の
前
に
並
べ

ら
れ
た
。「
一
煎
目
」
の
お
茶
は
、
口
に
含
む
と
、

甘
く
て
濃
い
お
茶
の
味
が
口
の
中
に
広
が
っ
た
。
参

加
者
も
最
初
は
緊
張
し
て
い
た
様
子
だ
っ
た
が
、
煎

茶
を
飲
む
と
次
第
に
笑
み
が
こ
ぼ
れ
、
会
話
も
進
み

茶
席
は
和
や
か
な
雰
囲
気
に
な
っ
た
。「
二
煎
目
」

の
お
茶
は
少
し
苦
味
が
あ
る
が
、
口
の
中
で
ス
ー
ッ

と
広
が
り
、
茶
葉
本
来
の
味
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き

た
。
そ
し
て
お
菓
子
を
い
た
だ
き
、
口
直
し
に
白
湯

（
さ
ゆ
）
を
飲
ん
で
お
茶
会
は
お
開
き
に
な
っ
た
。

　

最
初
は
「
煎
茶
っ
て
こ
ん
な
数
滴
だ
け
の
お
茶
な

の
？
」
と
感
じ
た
が
、
飲
ん
で
み
て
び
っ
く
り
。
お

茶
の
香
り
が
口
い
っ
ぱ
い
に
広
が
り
、
茶
葉
が
持
つ

茶碗に入った数滴のお茶に

感無量

甘
み
、
苦
味
に
酔
い
し
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
数
滴

の
お
茶
に
煎
茶
の
世
界
観
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の

だ
。
ま
た
煎
茶
は
茶
葉
の
量
、
お
湯
の
温
度
、
入
れ

る
タ
イ
ミ
ン
グ
に
よ
っ
て
も
微
妙
に
味
が
異
な
り
、

同
じ
味
を
出
す
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
よ
う
だ
。
だ

か
ら
こ
そ
奥
が
深
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

今
回
参
加
で
き
な
か
っ
た
人
も
煎
茶
を
知
ら
な
い

人
も
、
も
し
煎
茶
に
触
れ
る
機
会
が
あ
れ
ば
参
加
し

て
み
る
こ
と
を
お
勧
め
す
る
。
新
し
い
お
茶
の
世
界

が
広
が
る
こ
と
間
違
い
な
し
。
ま
た
、
実
は
旧
植
田

家
住
宅
に
は
煎
茶
道
具
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
お

そ
ら
く
植
田
家
の
人
び
と
も
煎
茶
を
楽
し
ん
で
い
た

の
だ
ろ
う
。
四
月
か
ら
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
土
蔵
一

（
民
具
資
料
展
示
室
）
に
は
、
そ
の
煎
茶
道
具
の
一

部
を
展
示
し
て
い
る
。
旧
植
田
家
住
宅
に
来
た
際
に

は
、
是
非
み
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　

  

関
西
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科　

谷
口 

弘
美

お茶会
～煎茶を楽しむ～

　

一
月
二
十
三
日
（
日
）、「
お
茶
会
～

煎
茶
を
楽
し
む
～
」
が
旧
植
田
家
住
宅

の
座
敷
で
開
か
れ
た
。
煎
茶
と
は
、
茶

の
新
芽
を
摘
ん
で
製
し
た
茶
葉
に
湯
を

注
い
で
煎
じ
た
も
の
。
煎
茶
道
に
は
様

ざ
ま
な
流
派
が
あ
る
が
、今
回
は
師
範
・

寺
尾
繁
氏
を
は
じ
め
と
す
る「
小
川
流
」

の
方
が
た
を
お
招
き
し
、
煎
茶
を
入
れ

て
い
た
だ
い
た
。
小
川
流
は
江
戸
時
代
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二
月
二
十
日
（
日
）、「
朗
読
の
会
」
が
あ
り
、
六

歳
～
八
十
歳
代
ま
で
の
参
加
者
四
十
七
名
で
賑
わ
い

ま
し
た
。
こ
の
朗
読
の
会
は
、（
財
）八
尾
市
文
化
振

興
事
業
団
の
主
催
で
、旧
植
田
家
住
宅
の
座
敷
で「
お

は
な
し
」
を
楽
し
む
と
い
う
企
画
で
す
。

 

文
学
座
の
俳
優
・
石
井
麗
子
さ
ん
が
三
作
品
を
朗

読
さ
れ
ま
し
た
。
容
姿
・
声
と
と
も
に
涼
や
か
で
上

品
、
表
現
も
決
し
て
オ
ー
バ
ー
で
は
な
く
、
聞
き
手

が
想
像
す
る
楽
し
み
を
残
し
た
読
み
方
で
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
日
は
旧
植
田
家
住
宅
恒
例
の
「
む
か

し
遊
び
の
日
」（
第
三
日
曜
日
）
と
重
な
り
、
朗
読

の
会
の
後
は
、
こ
ま
回
し
や
、
け
ん
玉
に
興
じ
る
声

が
響
い
て
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤　

邦
枝

読み手の石井麗子さん

作品の中に入り込む参加者
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「
こ
こ
に
写
っ
て
い

る
屋
根
は
今
も
そ

の
ま
ま
や
！
」「
跡

形
も
な
い
ね
・
・
・
」

と
、
参
加
者
の
み

な
さ
ん
の
会
話
も

弾
み
ま
し
た
。
撮

影
場
所
が
定
か
で

は
な
か
っ
た
写
真

も
、
地
元
の
参
加

者
の
方
か
ら
、「
こ

れ
は
こ
こ
や
で
！
」
と
教
え
て
い
た
だ
き
、
ス
タ
ッ

フ
も
ス
ッ
キ
リ
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

さ
て
さ
て
、
完
成
し
た
「
う
え
ま
っ
ぷ
２
」
と
は

果
た
し
て
ど
ん
な
「
ま
っ
ぷ
」
な
の
で
し
ょ
う
か
？

サ
イ
ズ
は
広
げ
る
と
Ａ
２
サ
イ
ズ
。
両
面
フ
ル
カ

ラ
ー
印
刷
で
、
持
ち
歩
き
や
す
い
よ
う
に
１
／
８
に

折
り
畳
ま
れ
て
い
ま
す
。
表
側
は
、
今
の
三
倍
以
上

の
数
も
あ
っ
た
、
賑
や
か
な
昔
の
植
松
の
お
店
を
当

時
の
航
空
写
真
の
上
に
書
き
込
ん
だ
地
図
を
メ
イ
ン

に
、そ
の
頃
の
風
景
写
真
と
解
説
が
載
っ
て
い
ま
す
。

裏
側
は
、
学
校
の
様
子
や
ま
ち
の
様
子
、
あ
そ
び
や

食
べ
物
、
当
時
の
生
活
や
暮
ら
し
方
な
ど
、
み
な
さ

ん
に
お
話
い
た
だ
い
た
内
容
を
、
こ
れ
も
当
時
の
写

真
や
イ
ラ
ス
ト
と
と
も
に
載
せ
て
い
ま
す
。
配
布
は

す
で
に
始
ま
っ
て
い
ま
し
て
、
旧
植
田
家
住
宅
や
龍

華
コ
ミ
セ
ン
な
ど
に
置
い
て
あ
り
ま
す
。

　

ご
覧
に
な
ら
れ
た
方
の
感
想
は
「
懐
か
し
く
て
一

晩
中
見
て
い
た
」「
ほ
っ
こ
り
と
し
た
い
い
ま
っ
ぷ

で
す
ね
」
と
大
評
判
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
二

月
に
は
東
京
で
も
配
布
。
五
十
部
が
あ
っ
と
い
う
間

に
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
少
し
は
八
尾
・
植

松
を
ア
ピ
ー
ル
で
き
た
か
な
？

　

JR
八
尾
駅
の
橋
上
化
工
事
も
始
ま
り
、
い
よ
い
よ

植
松
の
ま
ち
も
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の

ま
っ
ぷ
を
通
し
て
、
昔
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
未
来

の
植
松
を
み
ん
な
で
考
え
ら
れ
た
ら
い
い
な
、
と
考

え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に

変
わ
っ
て
い
っ
て
も
、

昔
の
植
松
を
地
域
の

子
ど
も
た
ち
に
伝
え

て
い
け
る
よ
う
に
、

こ
の
ま
っ
ぷ
を
使
っ

た
出
前
授
業
も
始

ま
っ
て
い
ま
す
。
み

ん
な
で
作
っ
た〝
ほ
っ

こ
り
植
松
〟。
み
な
さ

ん
も
ご
覧
あ
れ
！！
。

　

昨
年
よ
り
、「
植
松
の
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
る
会
」

を
は
じ
め
、
植
松
と
そ
の
周
辺
地
域
に
お
住
ま
い
の

方
か
ら
、
昔
の
暮
ら
し
や
ま
ち
の
様
子
な
ど
を
聞
き

取
り
、
そ
の
内
容
や
ち
ょ
っ
と
昔
の
写
真
を
も
と
に

製
作
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
「
植
松
す
こ
し
昔
の

く
ら
し
ま
っ
ぷ
」（
通
称
：
う
え
ま
っ
ぷ
２
）
が
遂

に
完
成
！

　

一
月
三
〇
日
（
日
）
に
は
、
完
成
記
念
イ
ベ
ン
ト

と
し
て
、「
新
う
え
ま
っ
ぷ
で
ま
ち
あ
る
き
」
を
開

催
し
ま
し
た
。
と
て
も
寒
い
日
で
し
た
が
、
お
と
な

も
子
ど
も
も
元
気
い
っ
ぱ
い（
？
）に
植
松
の
ま
ち
を

歩
き
ま
し
た
。

　
「
う
え
ま
っ
ぷ
２
」
に
は
、
昔
の
写
真
が
た
く
さ

ん
載
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
写
真
の
場
所
が
、
今
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
？
今
回
は
、
写
真
の
フ
レ
ー
ム

の
よ
う
な
厚
紙
を
一
人
ひ
と
り
に
配
布
。
写
真
を
撮

影
し
た
で
あ
ろ
う
場
所
か
ら
、
同
じ
ア
ン
グ
ル
で
厚

紙
フ
レ
ー
ム
か
ら
覗
い
て
み
ま
し
た
。
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く
うえまっぷ2」って、 

どんなの？

【おもて面】
まっぷを広げると、今の３倍以上の
店舗数があったころの、にぎやかな
商店街の姿がよみがえります。

「うえまっぷ」に関するお問い合わせは、
安中新田会所跡 旧植田家住宅 まで。

TEL：(072)992-5311

【うら面】
まっぷを裏返すと、当時のくらしの
様子がわかるようになっています。
学校やまちの風景、地域の行事、遊
び、食べ物など…大人には懐かしく、
こどもには新しい（？）情報が満載！

みんなも

「うえまっぷ」を持って

でかけよう！
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①
優
品
ぞ
く
ぞ
く

！？

　
　
　
「
大
和
川
付
け
替
え
関
連
展
示
」

　

昨
年
度
よ
り
、
通
常
展
示
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た

「
大
和
川
付
け
替
え
関
連
展
示
」。
大
阪
平
野
の
成
り

立
ち
や
大
和
川
付
け
替
え
後
の
長
瀬
川
・
玉
櫛
川
の

様
子
を
パ
ネ
ル
で
紹
介
す
る
こ
の
展
示
は
、
年
三
回

行
な
わ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
展
示
、

年
四
回
開
催
さ
れ
る
企
画
展
の
あ
い
だ
の
期
間
を
埋

め
る
展
示
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
実
は

パ
ネ
ル
の
展
示
と
と
も
に
植
田
家
に
伝
わ
る「
優
品
」

が
、
ケ
ー
ス
の
中
で
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

茶
道
具
を
は
じ
め
、
各
種
工
芸
品
や
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
価
値
の
あ
る
「
大
津
絵
」
や
「
浮
世
絵
」
な
ど
も

登
場
し
、
ひ
そ
か
に
来
館
者
を
楽
し
ま
せ
て
い
ま

す
。
前
回
は
「
大
津
絵
」
が
数
点
出
さ
れ
、
な
か
で

も
《
猫
と
鼠
の
酒
盛
り
》（
※
写
真
は
表
紙
を
参
照
）

が
、
ひ
と
き
わ
目
を
引
き
ま
し
た
。
次
回
は
ど
ん
な

も
の
が
飛
び
出
す
の
か
、
お
楽
し
み
に
。

③
作
品
た
だ
い
ま
募
集
中
！

　
　
　「
写
生
作
品
展
示
（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）」

　

来
館
者
の
間
で
徐
々
に
う
わ
さ
が
広
が
り
つ
つ
あ

る（
？
）「
施
設
周
辺
写
生
作
品
展
示
」
の
募
集
が
四

月
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
企
画
は
、
旧
植
田

家
住
宅
や
そ
の
周
辺
の
風
景
を
描
い
た
作
品
を
一
般

か
ら
募
集
し
、
展
示
す
る
と
い
う
も
の
で
、
毎
回
た

く
さ
ん
の
子
ど
も
た
ち
が
参
加
し
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を

華
や
か
に
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　

次
回
は
夏
休
み
が
展
示
期
間
と
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、
夏
の
思
い
出
づ
く
り
や
作
品
の
腕
試
し
な
ど
に

利
用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ま
た
作
品

の
募
集
は
、年
間
を
通
し
て
行
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
、
旧
植
田
家
住

宅
施
設
内
ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
応
募
用
紙
が

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
み
な
さ
ま
の
力
作
を
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

②
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
！

　
　
　
「
土
蔵
１（
民
具
資
料
展
示
）」

　

旧
植
田
家
住
宅
で
は
、
常

設
展
示
と
し
て
建
物
の
公
開

の
ほ
か
、
土
蔵
１
に
て
民
具

資
料
の
展
示
を
し
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
は
植
田
家
が
生

活
の
中
で
実
際
に
使
用
し
て

き
た
も
の
が
テ
ー
マ
ご
と
に

配
置
さ
れ
、
往
時
の
生
活
が

偲
ば
れ
る
ほ
か
、
小
学
校
の
「
昔
の
く
ら
し
」
の
学

習
に
も
役
立
っ
て
い
ま
す
。

　

年
間
を
通
し
て
基
本
的
に
展
示
内
容
は
変
わ
り
ま

せ
ん
が
、
年
度
の
始
ま
り
に
は
展
示
替
え
を
す
る
予

定
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
四
月
か
ら
、
土

蔵
１
に
は
新
た
な
展
示
品
が
登
場
し
ま
し
た
。

　

お
な
じ
み
の
「
衣
・
食
・
住
」
の
各
コ
ー
ナ
ー

で
は
、
着
物
が
替
え
ら
れ
、
食
器
の
配
置
な
ど
も

大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
ま
た
「
ち
ょ
っ
と
贅
沢

な
日
用
品
」
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、過
去
の
「
装
う
」

展
に
も
登
場
し
た
装
飾
品
や
、
煎
茶
茶
碗
な
ど
も

展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

以
前
の
展
示
を
見
た
人
も
、
楽
し
め
る
内
容
に

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た
土

蔵
１
を
ぜ
ひ
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

３
つ
の

　
　
展
示
の
話

展示期間：
7月23日（土）～8月29日（月）
※4/1（金）から7/10（日）までの
　応募作品を展示します

◇http://kyu-uedakejutaku.jp
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手
相
や
人
相
と
同
じ
よ
う
に
、
家
に
も
「
家
相
」

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
家
を
建
て
る
と
き
に
は

今
で
も
家
相
を
気
に
す
る
方
は
少
な
く
な
い
よ
う

で
、建
築
家
や
設
計
士
を
悩
ま
せ
て
い
る
そ
う
で
す
。

植
田
家
の
人
び
と
も
家
を
改
築
す
る
際
に
は
家
相
を

見
て
も
ら
っ
て
い
た
よ
う
で
、
家
相
図
・
屋
敷
図
が

多
く
の
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
安
中
新
田
分
間
絵
図
」
を
見
る
と
、
新
田
の

中
心
部
に
あ
る
「
会
所
屋
敷
」
の
土
地
は
お
よ
そ

一
二
〇
坪
で
す
。
現
在
の
敷
地
面
積
（
約
四
五
〇

坪
）
と
く
ら
べ
て
も
は
る
か
に
小
さ
く
描
か
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
会
所
と
し
て
始
ま
っ
た
当
初
、
住

居
と
し
て
の
役
割
が
小
さ
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ

ま
す
。
そ
の
後
、
植
田
家
の
人
び
と
の
生
活
の
場
と

し
て
の
役
割
が
大
き
く
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
、
屋
敷

は
大
き
く
さ
れ
、
明
治
時
代
後
期
に
ほ
ぼ
今
の
か
た

ち
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

住
む
人
や
屋
敷
の
機
能
、
時
代
に
合
わ
せ
て
、
植

田
家
住
宅
は
絶
え
間
な
く
姿
を
変
え
て
い
き
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
家
相
図
・
屋
敷
図
を
も
と
に
、
植
田

家
の
建
物
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を

追
い
か
け
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
今
回
の
展
示
の

テ
ー
マ
で
し
た
。

講
座
「
伝
統
民
家
の
あ
れ
こ
れ
」

　

こ
の
展
示
に
合
わ
せ
、
三
月
六
日
（
日
）
に
講
座

「
伝
統
民
家
の
あ
れ
こ
れ
」
が
開
か
れ
ま
し
た
。
講

師
は
一
級
建
築
士
で
伝
統
民
家
を
研
究
さ
れ
て
い
る

平
谷
宗
隆
氏
。「
楽
し
み
な
が
ら
勉
強
し
て
も
ら
い

た
い
」
と
い
う
平
谷
氏
の
言
葉
通
り
、
い
ろ
い
ろ
な

民
家
の
実
例
を
紹
介
し
な
が
ら
、
古
民
家
の
基
本
的

な
構
造
や
部
材
の
名
前
な
ど
を
解
説
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
写
真
や
図
面
を
ス
ク
リ
ー
ン

に
映
し
な
が
ら
話
が
進
め
ら
れ
た
の
で
、
建
築
に
つ

い
て
は
ま
っ
た
く
素
人
の
私
に
も
よ
く
わ
か
り
ま
し

た
。

　

虫
籠
窓
（
む
し
こ
ま
ど
）
や
格
子
の
デ
ザ
イ
ン
に

も
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
や
、
曲

が
っ
た
木
を
場
所
に

合
わ
せ
て
そ
の
ま
ま

の
形
で
使
う
こ
と
、

屋
根
組
の
方
法
な
ど
、

何
気
な
く
伝
統
民
家

を
見
て
い
る
と
見
過

ご
し
て
し
ま
う
部
分

に
も
、
い
ろ
い
ろ
な

工
夫
が
あ
る
こ
と
に

あ
ら
た
め
て
気
付
か

さ
れ
ま
し
た
。
こ
う

い
う
こ
と
を
知
っ
て

い
る
の
と
知
ら
な
い

の
と
で
は
、
伝
統
民

家
の
楽
し
み
方
は
大

き
く
違
う
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
す

が
、
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

　

実
は
こ
の
後
、
講
座
の
中
で
紹
介
さ
れ
た
與
兵
衛

桃
林
堂
（
※
）
を
見
て
き
ま
し
た
。
葺
き
か
え
ら
れ

た
ば
か
り
の
茅
葺
屋
根
は
き
れ
い
に
切
り
揃
え
ら
れ

て
お
り
、
歴
史
あ
る
た
た
ず
ま
い
の
中
に
、
若
々
し

さ
や
清
々
し
さ
と
い
っ
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
ま
し

た
。
伝
統
民
家
の
魅
力
を
発
見
し
た
気
が
し
て
、
ひ

と
り
ほ
く
そ
笑
む
春
の
一
日
な
の
で
し
た
。

　

※
與
兵
衛
桃
林
堂
（
よ
へ
い 

と
う
り
ん
ど
う
）

　
　

平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）
に
桃
林
堂
板
倉
家
住
宅
と

　
　

し
て
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
登
録
。
十
八
世
紀
前
半

　
　

頃
の
建
築
と
さ
れ
る
。
八
尾
市
東
本
町
二
‐
五
‐
一
二

伝統民家の解説をする平谷氏

講座の様子
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【
３
月
５
日　

ヨ
レ
ヨ
レ
～
】

　

冬
野
菜
の
収
穫
後
、
次
の
夏
野
菜
を
植
え
る
間
、

畑
に
は
初
の
葉
物
「
大
阪
し
ろ
な
」
と
ほ
う
れ
ん
草
、

そ
し
て
近
隣
の
方
か
ら
い
た
だ
い
た
赤
た
ま
ね
ぎ
を

植
え
て
い
た
。
寒
さ
が
続
い
た
中
、
何
と
か
そ
れ
な

り
に
育
っ
た
し
ろ
な
と
ほ
う
れ
ん
草
を
、
子
ど
も
た

ち
と
収
穫
し
た
。

　

集
ま
っ
て
く
れ
た
十
数
名
の
子
ど
も
た
ち
は
、
そ

れ
ぞ
れ
自
由
に
株
を
抜
き
、
大
き
な
タ
ラ
イ
で
ジ
ャ

ブ
ジ
ャ
ブ
洗
う
。
…
が
、
こ
こ
で
ハ
プ
ニ
ン
グ
！

土
の
つ
い
た
野
菜
を
今
ま
で
洗
っ
た
事
が
な
か
っ
た

子
ど
も
た
ち
が
、タ
ラ
イ
の
中
で
野
菜
を
モ
ミ
モ
ミ
、

ゴ
シ
ゴ
シ
…
…
。
ス
タ
ッ
フ
が
少
し
目
を
離
し
た
間

の
出
来
事
。
気
づ
い
た
時
に
は
ヨ
レ
ヨ
レ
に
な
っ
た

葉
っ
ぱ
が
プ
カ
プ
カ
浮
い
て
い
た
（
笑
）

　

気
を
取
り
直
し
、
改
め
て
野
菜
の
洗
い
方
を
ス

タ
ッ
フ
か
ら
教
わ
り
、
キ
レ
イ
に
土
も
落
と
し
た
。

こ
こ
で
よ
う
や
く
お
楽
し
み
の
試
食
会
。
ほ
う
れ
ん

草
は
シ
ン
プ
ル
に
ゴ
マ
和
え
に
。
し
ろ
な
は
子
ど
も

向
け
に
、
ミ
ル
ク
た
っ
ぷ
り
の
ク
リ
ー
ム
煮
に
し
て

み
た
。
思
惑
通
り
、
こ
れ
が
大
好
評
だ
っ
た
。

「
め
っ
ち
ゃ
お
い
し
い
！
お
か
わ
り
～
。
え
～
っ
、

も
う
な
い
の

！？
」
し
ろ
な
が
苦
手
だ
と
言
っ
て
い
た

子
も
、
た
く
ま
し
い
食
べ
っ
ぷ
り
だ
っ
た
。

　

今
後
、
四
月
中
頃
に
は
勝
間
南
瓜
・
毛
馬
胡
瓜
・

黒
門
越
瓜
な
ど
の
夏
野
菜
の
種
ま
き
、
後
半
に
は
、

現
在
プ
ラ
ン
タ
ー
で
小
さ
な
実
を
つ
け
て
い
る
碓
井

豌
豆
（
う
す
い
え
ん
ど
う
）
を
収
穫
し
、
カ
マ
ド
で

豆
ご
は
ん
を
炊
く
と
い
う
予
定
も
あ
り
、
す
で
に
何

人
か
の
子
ど
も
た
ち
の
申
し
込
み
を
受
け
て
い
る
。

　

毎
月
一
回
程
度
を
予
定
し
て
い
る
畑
の
「
イ
ベ
ン

ト
」
の
参
加
者
に
渡
す
、
ス
タ
ッ
フ
お
手
製
の
「
ス

タ
ン
プ
カ
ー
ド
」
も
出
来
上
が
り
、〝
子
ど
も
と
い
っ

し
ょ
に
作
る
畑
〟の
出
だ
し
は
順
調
。
四
月
に
入
り
、

よ
う
や
く
暖
か
く
な
っ
て
き
た
今
、
裏
庭
で
は
種
取

り
用
の
田
辺
大
根
と
天
王
寺
蕪
が
満
開
の
花
を
つ
け

て
い
る
。

【
堆
肥
、
い
た
だ
き
ま
し
た
】

　

先
日
、
知
り
合
い
の
千
早
赤
坂
村
の
農
家
の
方
か

ら
大
量
の
堆
肥
を
分
け
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
堆
肥

は
、
動
物
園
か
ら
直
接
買
わ
れ
て
い
る
も
の
だ
そ
う

で
、
よ
く
発
酵
し
て
い
る
。
こ
れ
を
土
に
混
ぜ
る
と

か
な
り
よ
い
状
態
に
な
る
ら
し
い
。

　

早
速
、
教
わ
っ
た
通
り
に
混
ぜ
込
ん
で
み
た
と
こ

ろ
、
以
前
と
は
全
く
ち
が
う
、
畑
の
土
ら
し
い
土
に

な
っ
た
。
野
菜
作
り
に
関
し
て
は
全
く
素
人
の
私
。

こ
の
農
家
の
お
じ
さ
ん
の
所
に
た
ま
に
足
を
運
び
、

い
ろ
い
ろ
教
え
て
も
ら
い
メ
モ
を
と
る
。

　

昨
年
す
こ
し
不
作
気
味
だ
っ
た
胡
瓜
も
、今
年
は
、

こ
の
お
じ
さ
ん
と
堆
肥
の
お
か
げ
で
、
豊
作
に
な
れ

ば
と
期
待
し
て
い
る
。

No.8
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こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
植
松
の
ま
ち
の
魅
力
を
探
る

べ
く
、
毎
回
様
ざ
ま
な
ひ
と
や
場
所
を
紹
介
し
て
い

る
。
今
回
は
、
現
在
着
々
と
計
画
が
進
む
JR
八
尾
駅

周
辺
整
備
事
業
に
よ
っ
て
変
わ
り
ゆ
く
「
ま
ち
の
風

景
」
を
お
伝
え
し
た
い
。

　
「
JR
八
尾
駅
」
の
駅
舎
は
、
こ
の
度
、
自
由
通
路

の
設
置
お
よ
び
橋
上
化
工
事
に
伴
い
、
周
辺
環
境
と

と
も
に
大
き
く
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
こ
こ
数
ヵ
月
で
植
松
の
ま
ち
並
み
も
随
分

と
変
わ
っ
た
。
新
し
い
シ
ン
ボ
ル
の
誕
生
に
よ
っ
て

街
が
活
性
化
し
、
交
通
の
便
も
よ
く
な
る
こ
と
は
喜

ば
し
い
が
、
慣
れ
親
し
ん
だ
風
景
が
失
わ
れ
て
い
く

寂
し
さ
も
同
時
に
あ
る
。
今
は
た
だ
そ
の
移
り
変
わ

り
を
写
真
で
楽
し
む
だ
け
で
あ
る
。

第
四
回

変
わ
り
ゆ
く
風
景
～
植
松
の
ま
ち
並
み
①
～

2010/12/21 JR八尾駅前南口花壇2010/6/19 旧大和川堤跡の段差

古い建物が撤去され、景色が変わった !フェンスで覆われ、壁が出現！？

⇒⇒

現 

在（
４
月
）
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今
年
の
二
月
二
八
日
に
日
本
航
空（
J
A
L
）
の

ロ
ゴ
マ
ー
ク
で
あ
る
「
鶴
丸
」
が
復
活
す
る
と
い
う

ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
て
思
い
出
し
た
の
が
、
司
馬
遼
太

郎
著
『
街
道
を
ゆ
く 

十
五　

北
海
道
の
諸
道
』
の

一
部
で
し
た
。
今
東
光
が
当
時
、
産
経
新
聞
紙
上
に

連
載
中
だ
っ
た
「
裸
の
恋
人
」
の
取
材
旅
行
で
函
館
に

向
か
っ
て
い
る
機
内
で
の
出
来
事
を
、
担
当
と
し
て
同

行
し
た
司
馬
さ
ん
が
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

　
　
当
時
、
日
航
機
の
機
内
の
壁
に
こ
の
会
社
の
社
章
で

　

あ
る
鶴
の
定
紋
風
の
絵
が
装
飾
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。

　

は
ね
を
ま
る
く
ひ
ろ
げ
た
形
で
、
日
本
の
定
紋
で
い
う

　
「
鶴
丸
」
に
似
て
お
り
、
壁
の
あ
ち
こ
ち
に
散
ら
す
よ
う

　

に
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
今
さ
ん
は
強
度
の
近
視
で
あ
る
。

　

好
奇
心
が
膨
ら
ん
で
く
る
と
目
ま
で
ふ
く
ら
ん
で
く
る

　

よ
う
で
、
そ
の
絵
に
顔
を
近
づ
け
て
じ
っ
と
見
て
い
た
が
、

　

や
が
て
通
り
か
か
っ
た
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
を
よ
び
と
め
、

　
　
「
な
ぜ
お
れ
の
家
の
紋
が
こ
こ
に
描
い
て
あ
る
ん
だ
ろ
う
」

　
　

と
質
問
し
た
。

　

  
コ
ラ
ム

　
　

ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
が
ど
う
応
答
し
た
か
わ
す
れ
た
が
、

　

彼
女
が
立
ち
去
っ
て
か
ら
、
今
家
の
家
紋
の
い
わ
れ
を

　

私
に
話
し
た
。
何
代
か
前
の
人
が
功
に
よ
っ
て
藩
主
か
ら

　

こ
の
定
紋
を
頂
戴
し
た
と
い
う
。
そ
う
い
え
ば
津
軽
の

　

殿
様
の
定
紋
は
鶴
丸
で
あ
る
。

　

一
九
五
〇
年
代
か
ら
使
用
し
始
め
、
五
九
年
に
は

正
式
に
商
標
登
録
さ
れ
た
J
A
L
の
鶴
丸
マ
ー
ク

で
し
た
が
、
経
営
統
合
等
で
二
〇
〇
八
年
に
一
旦
、

新
ロ
ゴ
を
制
定
。
今
回
、〝
創
業
当
時
の
精
神
に
立

ち
返
り
、
挑
戦
す
る
精
神
・
決
意
・
原
点
・
初
心
を

表
し
た
〟と
い
う
の
が
復
活
の
理
由
で
し
た
。

　

東
光
が
活
躍
し
た
昭
和
三
〇
年
代
に
天
台
院
内
で

撮
影
さ
れ
た
写
真
の
い
く
つ
か
で
、
鶴
丸
の
定
紋

入
り
の
の
れ
ん
等

を
部
屋
に
か
け
て

い
る
様
子
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
が
、
き
っ
と
、

東
光
も
そ
の
よ
う

な
気
持
ち
で
、〝
奇

跡
の
カ
ム
バ
ッ
ク
〟

を
果
し
た
の
だ
ろ

う
と
想
像
し
て
い

ま
す
。

落
穂
拾
い

　
　

-
今
東
光
の
薫
風- 

（二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
・
伊
東  

健
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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
●大阪府八尾市植松町 1-1-25
● 072-992-5311
● http://kyu-uedakejutaku.jp

※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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