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企画展「昭和のくらし」
　　　　　＜開催期間：2011/7/14（木）～ 8/29（月）＞

　エアコン、全自動洗濯機、パソコンなど…現在私たち
の生活の中には便利なものがあふれています。このよう
なライフスタイルが定着し始めたのが昭和 30 年代ごろ
といわれています。昭和といえばそれほど古くはありま
せんが、その生活の様子は現在とは少し違っていました。
また同じ時代でも生活は大きく変化しました。
　旧植田家住宅には懐かしい昭和時代の道具がたくさん
のこされています。どの家庭にもあったこれらの道具を
通して、かつての昭和のくらしを思い起こしたり、また
想像してみてください。

表紙写真：ちゃぶ台のある風景
（旧植田家住宅・ダイドコにて）
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あ
ら
か
じ
め
こ
と
わ
っ
て
お
く
が
、
私
は
昭
和

生
ま
れ
と
言
っ
て
も
、
太
平
洋
戦
争
ど
こ
ろ
か
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
大
阪
万
博
の
熱
気
を
生
で
感

じ
た
こ
と
す
ら
な
い
世
代
で
あ
る
。
戦
中
・
戦
後

世
代
の
方
か
ら
見
れ
ば
、
昭
和
を
語
る
な
ど
お
こ

が
ま
し
い
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。確
か
に
、

生
き
て
き
た
長
さ
で
言
え
ば
、
平
成
に
生
き
て
い

る
方
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の
事

実
に
愕
然
と
し
た
り
、
教
科
書
に
「
昭
和
時
代
」

と
い
う
言
葉
を
見
つ
け
て
、
な
に
や
ら
さ
み
し
い

気
持
ち
に
な
っ
た
り
す
る
あ
た
り
、
や
は
り
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
昭
和
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

◎「
昭
和
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
」

　

さ
て
、
そ
の
あ
た
り
の
話
は
棚
上
げ
す
る
こ
と

に
し
て
、「
昭
和
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
」
と
い
う
言
葉

が
使
わ
れ
は
じ
め
た
の
は
い
つ
の
こ
ろ
だ
っ
た
だ

ろ
う
か
。
バ
ブ
ル
崩
壊
の
後
か
、
あ
る
い
は
昭
和

の
終
わ
り
に
は
「
昭
和
レ
ト
ロ
」
と
し
て
す
で
に

あ
っ
た
言
葉
の
よ
う
な
気
も
す
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
こ
の
言
葉
が
対
象
に
し
て
い
る
の
は
高
度
経

済
成
長
期
ご
ろ
の
社
会
や
文
化
だ
。
あ
る
時
代
を

ど
う
評
価
す
る
か
は
、
そ
の
人
の
立
場
や
見
る
角

度
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
る
が
、少
な
く
と
も「
昭

和
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
」
は
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を

～ノスタルジーの中のリアル～



― 5 ―

持
っ
た
言
葉
で
は
な
い
。
で
は
な
ぜ
そ
の
時
代
が
多

く
の
人
た
ち
の
郷
愁
を
誘
い
、
ブ
ー
ム
を
生
む
ほ
ど

に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
今
ほ

ど
価
値
観
が
多
様
で
な
く
、
多
く
の
人
が
同
じ
方
向

を
向
き
、
成
長
し
て
い
く
国
の
中
で
思
い
出
を
共
有

で
き
た
時
代
だ
っ
た
か
ら
だ
。

　

当
時
の
日
本
は
急
速
に
成
長
し
て
い
く
経
済
力
と

工
業
力
に
よ
っ
て
、
社
会
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く

最
中
に
あ
っ
た
。
大
量
生
産
・
大
量
消
費
す
る
社
会

は
公
害
や
ご
み
処
理
問
題
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
な
ど

と
い
っ
た
現
代
に
も
通
じ
る
問
題
を
生
み
出
し
た

が
、
そ
れ
以
上
に
、
人
び
と
が
夢
見
た
生
活
を
一
定

程
度
満
た
し
て
い
っ
た
の
だ
。
家
電
の
普
及
は
主
婦

の
家
事
を
軽
減
し
、
ク
ー
ラ
ー
は
夏
に
も
快
適
な
生

活
環
境
を
つ
く
り
出
し
た
。
ま
た
、
自
動
車
は
移
動

の
自
由
を
拡
大
す
る
と
同
時
に
、
所
有
欲
も
満
た
し

た
。「
こ
れ
か
ら
は
も
っ
と
よ
く
な
っ
て
い
く
は
ず

た
だ
き
た
い
し
、
若
い
人
た
ち
に
は
古
い
価
値
観
で

は
な
い
昭
和
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
き
っ
と
新
た
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
と
も

な
っ
て
、
見
る
人
の
前
に
立
ち
現
れ
て
く
る
に
違
い

な
い
。

　
　
　
　
　
　

安
中
新
田
会
所
跡 

旧
植
田
家
住
宅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

学
芸
員　

宮
元 

正
博

だ
。」
そ
う
感
じ
さ
せ
る
に
十
分
な
状
況
だ
っ
た
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
い

い
思
い
出
の
中
の
昭
和
、
つ
ま
り
幻
想
の
昭
和
に
こ

そ
、
そ
の
時
代
の
人
び
と
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

が
あ
る
の
だ
。
そ
れ
こ
そ
が「
昭
和
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
」

の
正
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

◎
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
中
の
リ
ア
ル

　
「
昔
は
よ
か
っ
た
。」、「
今
時
の
若
い
奴
ら
は
。」

い
つ
の
時
代
の
年
長
者
か
ら
も
聞
か
れ
る
言
葉
だ
。

こ
れ
に
対
し
て
は
い
つ
の
時
代
の
若
者
も
「
古
い
価

値
観
を
押
し
付
け
る
な
。」
と
反
発
す
る
き
ま
り
に

4

4

4

4

な
っ
て
い
る

4

4

4

4

4

。
し
か
し
、こ
れ
は
逆
も
言
え
る
。「
新

し
い
価
値
観
を
押
し
付
け
る
な
。」
と
い
う
こ
と
だ
。

私
は
、
時
代
と
い
う
の
は
常
に
力
の
平
衡
点
に
作
ら

れ
て
い
く
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
古
い
も
の
と

新
し
い
も
の
の
バ
ラ
ン
ス
の
中
で
成
り
立
っ
て
い
る

と
言
え
る
。
古
い
も
の
が
必
ず
し
も
悪
い
わ
け
で
は

な
く
、
新
し
い
も
の
が
必
ず
し
も
い
い
わ
け
で
も
な

い
。
ま
た
逆
に
、
古
い
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
い

い
わ
け
で
は
な
く
、
新
し
い
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し

も
悪
い
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
れ
ぞ
れ
の

良
さ
が
あ
り
、
悪
さ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

今
回
の
企
画
展
示
で
感
じ
て
ほ
し
い
の
は
「
ノ
ス

タ
ル
ジ
ー
の
中
に
あ
る
リ
ア
ル
」
で
あ
る
。
当
時
を

知
る
人
に
は
幻
想
で
は
な
い
昭
和
を
思
い
出
し
て
い

昭和の食卓風景

1970年 大阪万博
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正
反
対
に
あ
る
浮
世
絵
に
注
目
が
集
ま
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
職
人
（
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
）
た
ち

が
作
り
出
す
、
時
間
と
手
間
の
か
か
る
そ
の
も
の
に

人
は
惹
き
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

旧
植
田
家
住
宅
の
収
蔵
品
に
は
、
掛
け
軸
な
ど
の

書
画
類
が
お
よ
そ
三
〇
〇
点
以
上
あ
り
、
浮
世
絵
も

そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
今
後
、
開
催
さ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
「
浮
世
絵
展
」
に
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

　

よ
く
図
録
な
ど
に
は
タ
イ
ト
ル
や
作
者
名
と
と
も

に
制
作
年
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ

う
に
特
定
さ
れ
て
い
る
か
、
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？
。

　

実
は
、
浮
世
絵
の
場
合
、
多
く
は
画
面
の
印
か
ら

年
代
を
判
断
し
て
い
ま
す
。
そ
の
印
は
「
極
印
（
き

わ
め
い
ん
）」
あ
る
い
は
「
改
印
（
あ
ら
た
め
い
ん
）」

と
い
う
も
の
で
、
出
版
に
対
す
る
規
制
が
厳
し
く

な
っ
た
寛
政
二
年（
一
七
九
〇
）以
降
、
幕
府
が
許
可

し
た
出
版
物
に
対
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、「
極
印
」（「
極
」
の
文
字
の
印
）
だ
け
の
も

の
や
「
極
印
」に「
名
主
印
」（
名
主
の
名
前
が
入
っ
た

印
）
が
押
さ
れ
た
も
の
、「
名
主
印
」が
二
つ
あ
る
も

の
、「
改
印
」（「
改
」
の
文
字
の
印
）
＋「
年
月
印
」の

も
の
な
ど
様
々
で
、
年
代
ご
と
に
印
の
種
類
や
形
状
、

数
、
ま
た
は
ル
ー
ル
な
ど
が
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

そ
れ
を
浮
世
絵
の
制
作
年
の
特
定
に
利
用
し
て
い
る

と
い
う
わ
け
で
す
。

　

上
記
の
絵
を
例
に
す
る
と
、
確
認
で

き
る
の
は「
米
良
」（
左
）と「
村
田
」（
右
）

の
二
つ
の
名
主
印
。「
名
主
印
が
二
つ
」

だ
っ
た
時
代
は「
弘
化
四
年（
一
八
四
七
）

〜
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）」
と
い
う
よ

う
に
、
そ
の
制
作
年
が
分
か
り
ま
す
。
知
っ
て
お
く

と
ち
ょ
っ
と
楽
し
い
浮
世
絵
の
お
話
で
し
た
。

　

近
ご
ろ
何
か
と
話
題
に
な
っ
て
い
る
浮
世
絵
師
・

歌
川
国
芳
の
没
後
百
五
〇
年
の
展
覧
会
が
、
現
在
、

全
国
各
地
の
美
術
館
な
ど
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
を
受
け
、
旧
植
田
家
住
宅
の
展
示
室
で
も
六
月
、

国
芳
の
浮
世
絵
が
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

展
示
さ
れ
た
の
は
、
歌
川
国
芳
《
義
士
本
望
を
達

し
て
仙
国
寺
へ
引
取
固
の
図
》
と
《
右
大
将
源
頼
朝

公
裾
野
牧
狩
勢
揃
図
》の
二
点
。た
だ
し
二
点
と
い
っ

て
も
、
こ
の
国
芳
の
絵
、
三
枚
続
き
で
一
つ
の
画
面

に
な
っ
て
お
り
、
一
枚
で
も
十
分
に
楽
し
め
る
絵
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

浮
世
絵
は
、
い
わ
ず
と
知
れ
た
江
戸
の
大
衆
文
化

で
、メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
役
割
を
担
う
も
の
で
し
た
。

し
か
し
写
真
も
コ
ピ
ー
機
も
な
い
時
代
、
こ
う
し
た

出
版
物
を
発
行
す
る
に
は
多
く
の
人
手
が
必
要
で
し

た
。
絵
師
、
彫
師
、
摺
師
と
呼
ば
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の

専
門
家
た
ち
が
、
持
て
る
技
を
発
揮
し
、
一
つ
の
浮

世
絵
版
画
を
完
成
さ
せ
て
い
く
の
で
す
。

　

電
子
機
器
や
印
刷
技
術
が
向
上
し
た
昨
今
、
誰
で

も
簡
単
に
素
早
く
大
量
の
メ
デ
ィ
ア
を
発
信
で
き
る

時
代
と
な
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
え
て
そ
の

歌川国芳《義士本望を達して仙国寺へ引取固の図》（1847 年～ 1852 年）
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駅
前
リ
ポ
ー
ト

「
駅
前
花
壇
と
河
内
木
綿
」

　

七
月
十
二
日
（
火
）、
Ｊ
Ｒ
八
尾
駅
南
口
の
駅
前

花
壇
に
た
く
さ
ん
の
マ
リ
ー
ゴ
ー
ル
ド
と
ポ
ー
チ
ュ

ラ
カ
の
花
が
植
え
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
六
月
一
〇
日

（
金
）
に
は
、
河
内
木
綿
の
植
え
付
け
が
行
な
わ
れ

ま
し
た
。

　

毎
年
、
商
店
街
と
地
域
の
方
が
た
、

市
役
所
西
館
の
関
係
者
の
み
な
さ
ん
で

協
力
し
て
管
理
を
行
な
っ
て
き
た
駅
前

花
壇
で
す
が
、
駅
周
辺
整
備
事
業
の
た

め
、
残
念
な
が
ら
年
内
で
最
後
に
な
り

ま
し
た
。
そ
の
想
い
も
あ
り
、
今
年
の

花
壇
は
ひ
と
き
わ
賑
や
か
に
な
り
そ
う

で
す
。
生
い
茂
る
雑
草
の
除
去
作
業
に

も
一
段
と
力
が
入
り
ま
し
た
。

　

毎
年
恒
例
と
な
っ
て
い
る
河
内
木
綿
は
、
植
え
付

け
か
ら
早
一
ヵ
月
が
経
ち
、
す
で
に
花
を
付
け
て
い

る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
数
日
後
に
は
、
黄

色
い
花
で
覆
わ
れ
た
花
壇
が
通
行
人
や
駅
利
用
者
の

目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
河
内
木
綿
の

実
綿
は
、
秋
に
見
ご
ろ
を
迎
え
ま
す
。

駅  前  花  壇

と

河 内 木 綿

河内木綿の花

たくさんの花が植えられました

雑草の生い茂る花壇
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三
年
目
に
入
り
、
私
た
ち
ス
タ
ッ
フ
も
す
っ
か
り

〝
植
田
家
住
宅
の
人
〟
と
認
め
ら
れ
、
地
域
の
中
に

も
居
場
所
が
で
き
て
き
た
な
ぁ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

毎
朝
、
施
設
の
周
り
を
掃
除
し
て
い
る
と
、「
毎
日

あ
り
が
と
う
。」と
声
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
り
、「
野

菜
出
来
た
か
ら
持
っ
て
い
き
。」「
花
咲
い
た
か
ら
座

敷
に
飾
る
？
」
と
野
菜
や
花
を
頂
い
た
り
す
る
と
、

本
当
に
有
難
く
う
れ
し
く
な
り
ま
す
。

◇
地
域
と
一
体
と
な
っ
て

　

地
域
の
方
た
ち
や
商
店
街
の
方
た
ち
と
は
、
毎
年

渋
川
神
社
で
行
な
わ
れ
る
〝
ふ
れ
あ
い
昔
あ
そ
び
〟

に
参
加
す
る
ほ
か
、
駅
前
花
壇
で
の
花
や
河
内
木
綿

の
植
え
付
け
・
栽
培
を
一
緒
に
し
た
り
、
植
松
の
昔

の
様
子
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
な
ど
の
活
動
を
積
み

重
ね
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
Ｊ
Ｒ
八
尾
駅
舎
と
そ

の
周
辺
整
備
が
始
ま
り
、
ま
ち
の
様
子
や
生
活
も
変

わ
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
中
で
、
こ
の
地
域

の
人
づ
く
り
・
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
、
こ
れ
か
ら

も
一
緒
に
考
え
、
取
り
組
ん
で
い
く
つ
も
り
で
す
。

◇
旧
植
田
家
住
宅
の〝
窓
〟
か
ら

　

旧
植
田
家
住
宅
は
Ｊ
Ｒ
八
尾
駅
や
商
店
街
の
す
ぐ

近
く
に
あ
り
ま
す
。
し
か
も
生
活
道
路
沿
い
に
門
が

開
か
れ
て
い
る
た
め
か
、
通
り
す
が
り
の
人
た
ち
も

気
軽
に
立
ち
寄
ら
れ
ま
す
。
ト
イ
レ
を
借
り
に
来
る

人
、
道
を
尋
ね
に
来
る
人
、
時
々
フ
ラ
ッ
と
や
っ
て

来
て
は
受
付
の
ス
タ
ッ
フ
に
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を

し
ゃ
べ
る
だ
け
し
ゃ
べ
っ
て
帰
っ
て
い
く
お
年
寄
り

も
数
知
れ
ず
…
。
入
館
者
数
に
は
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
な

い
け
れ
ど
、
地
元
の
施
設
の
役
割
と
し
て
大
切
な
仕

事
な
ん
だ
と
思
い
定
め
て
、日
々
対
応
し
て
い
ま
す
。

◇
毎
日
が
イ
ベ
ン
ト
！

　

も
ち
ろ
ん
元
気
な
子
ど
も
た
ち
も
い
っ
ぱ
い
や
っ

て
来
ま
す
。
お
年
寄
り
だ
け
で
な
く
、
同
じ
よ
う
に

受
付
の
ス
タ
ッ
フ
に
学
校
や
友
達
の
こ
と
、
時
に
は

恋
の
悩
み
!?
ま
で
話
し
て
い
く
子
ど
も
も
い
た
り
し

ま
す
。
自
分
で
植
え
た
畑
の
野
菜
や
庭
に
水
や
り
を

し
た
り
、
草
抜
き
を
手
伝
っ
て
く
れ
る
子
、
友
達
と

宿
題
す
る
子
、
走
り
回
っ
て
畳
に
足
型
を
つ
け
て
ス

タ
ッ
フ
に
雑
巾
で
拭
く
よ
う
に
し
か
ら
れ
る
子
。
人

間
だ
け
で
な
く
、
時
々
や
っ
て
く
る
野
良
猫
た
ち
、

た
ま
に
現
れ
る
ア
オ
ダ
イ
シ
ョ
ウ
。
そ
し
て
、
赤
く

な
る
の
を
見
計
ら
っ
て
プ
チ
ト
マ
ト
を
根
こ
そ
ぎ
食

べ
た
カ
ラ
ス
た
ち
！
毎
日
、
い
ろ
い
ろ
に
ぎ
わ
う
旧

植
田
家
住
宅
で
す
。

◇
三
年
目
に
突
入
！

　
　
旧
植
田
家
住
宅
の
活
動

　

旧
植
田
家
住
宅
が
オ
ー
プ
ン
し
て
、
三
回
目
の
夏

を
迎
え
ま
す
。
こ
の
時
期
、
畑
に
は
夏
野
菜
が
毎
日

収
穫
を
待
ち
、
庭
は
少
し
気
を
許
す
と
雑
草
だ
ら
け

に
…
。
朝
夕
の
水
ま
き
に
も
時
間
を
と
ら
れ
、
あ
っ

と
い
う
間
に
一
日
が
過
ぎ
て
い
き
ま
す
。

八尾市指定文化財 

 安中新田会所跡 旧植田家住宅

        その日常の風景を
　　　　　　　　大公開！？
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今
年
四
月
末
か
ら
六
月
末
ま
で
の
間
、

来
館
者
の
皆
様
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し

た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
発
表
し
ま
す
。

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

旧
植
田
家
住
宅
ス
タ
ッ
フ
一
同

アンケート回答数：232 枚
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六
月
五
日
（
日
）、
早
い
梅
雨
入
り
で
心
配

だ
っ
た
天
気
は
曇
り
。
ま
ち
あ
る
き
の
参
加
者

二
十
二
名
は
、
地
図
づ
く
り
名
人
・
北
村
茂
章
さ

ん
作
の
マ
ッ
プ
を
手
に
、
九
時
半
、
J
R
八
尾

駅
南
口
を
出
発
し
た
。
マ
ッ
プ
は
昭
和
二
十
三
年

（
一
九
四
八
）
の
航
空
写
真
に
明
治
期
の
集
落
を

落
し
込
み
、
旧
奈
良
街
道
と
史
跡
、
見
所
な
ど
を

配
置
し
た
も
の
。
確
か
に
旧
街
道
は
古
い
集
落
跡

を
縫
っ
て
い
る
。（
な
る
ほ
ど
！
）

　

植
松
か
ら
太
子
堂
へ
向
か
う
途
中
、
物
部
守
屋

大
連
墳
に
寄
る
が
、
あ
い
に
く
祭
礼
の
準
備
中
と

の
こ
と
。車
両
の
往
来
も
多
く
歩
道
も
狭
い
た
め
、

こ
こ
で
の
物
部
氏
の
お
話
は
持
ち
越
し
。
す
ぐ
先

の
大
聖
勝
軍
寺
へ
。
勝
軍
寺
は
、
聖
徳
太
子
が
物

部
氏
と
の
戦
い
に
勝
利
し
た
後
、
四
天
王
寺
と
と

も
に
建
立
さ
れ
た
寺
。

　

勝
軍
寺
か
ら
跡
部
へ
は
、
ま
ち
の
道
幅
は
狭
い

が
、
所
々
に
地
蔵
尊
や
伝
統
民
家
、
寺
が
あ
り
、

旧
街
道
を
ほ
う
ふ
つ
さ
せ
る
景
観
が
あ
り
ま
す
。

　

道
中
、
参
加
者
の
方
か
ら
次
の
よ
う
な
質
問
が

は
、
J
R
久
宝
寺
駅
・
久
宝
寺
遺
跡
の
碑
の
前

で
記
念
写
真
を
撮
り
、
解
散
。

　

今
、
駅
前
は
高
層
建
築
が
建
ち
、
八
尾
の
新
し

い
景
観
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
旧
植
田
家
住
宅
へ

の
帰
り
道
は
、
生
駒
・
高
安
山
を
望
み
、
そ
の
ふ

も
と
か
ら
広
が
る
海
を
想
像
し
な
が
ら
、
な
つ
か

し
い
夢
の
気
分
に
浸
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｈ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　

理
事
長　

木
村 

正
二

あ
り
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
資
料
も
持
ち
合
わ
せ
ず
、

返
答
に
や
や
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
い
、
次
回
の

ま
ち
あ
る
き
の
課
題
・
参
考
に
な
り
ま
し
た
。

Q.

渋
川
神
社
の
祀
神
は
？

…
物
部
氏
の
祖
神
で
あ
る
天
忍
穂
耳
命
（
あ
め
の

　

お
し
ほ
み
み
の
み
こ
と
）・
饒
速
日
命
（
に
ぎ
は

　

や
の
み
こ
と
）

Q.

跡
部
と
い
う
地
名
は
？

…
物
部
一
族
で
あ
る
阿
刀
氏
が
拠
点
と
し
て
い
た

　

こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
る
。（
今 

春
聴
（
東
光
）
著
：

　
『
熊
野
拾
遺
』
に
神
武
天
皇
の
東
征
に
つ
い
て
大
阿

　

刀
氏
の
興
味
深
い
記
述
が
あ
り
ま
す
）

Q.

奈
良
街
道
の
は
じ
ま
り
地
点
は
？

…
（
飛
鳥
時
代
）
難
波
津
・
四
天
王
寺
と
斑
鳩
里
・

　

法
隆
寺
を
結
ぶ

　
（
四
天
王
寺
は
今
の
場
所
で
な
く
、
最
初
は
森
ノ
宮

　

あ
た
り
だ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
）

　
『
古
事
記
』
か
ら
登
場
す
る
河
内
に
は
、
た
く

さ
ん
の
史
跡
や
史
料
が
様
々
な
か
た
ち
で
残
っ
て

い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
知
ら
な
い
事
や
、
見
過
ご
し

て
い
る
所
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
機

会
に
楽
し
く
体
得
で
き
る
こ
と
は
、
八
尾
の
魅
力

で
、
面
白
さ
だ
と
言
え
ま
す
。

　

約
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
三
時
間
の
ま
ち
あ
る
き

JR 久宝寺駅・久宝寺遺跡の碑の前にて

〜
植
松
・
跡
部
・
亀
井
を
あ
る
く
〜

八

尾

歴

史

散

歩
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旧
植
田
家
住
宅
で
は
四
月
一
日
（
金
）
〜
五
月

三
十
日（
月
）の
期
間
中
、企
画
展「
金
属
の
う
つ
わ
」

が
催
さ
れ
、
そ
の
関
連
企
画
と
し
て
四
月
二
十
四
日

（
日
）
よ
り
、
旧
植
田
家
住
宅
学
芸
員
の
宮
元
正
博

に
よ
る
講
座
「
錫
器
〜
そ
の
歴
史
と
技
法
〜
」
が
行

な
わ
れ
ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
普
段
、
錫
器
を
使
う
機
会
は
少
な
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
今
ま
で
錫
器
に
つ

い
て
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

そ
う
で
す
。
今
回
の
講
座
で
は
、
そ
ん
な
知
ら
れ
ざ

る
錫
器
の
歴
史
、
製
造
の
方
法
な
ど
の
話
を
聞
く
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

錫
単
独
の
製
品
は
古
代
に
は
す
で
に
存
在
し
ま
す

が
、
器
物
と
し
て
の
錫
器
が
使
用
さ
れ
る
の
は
中
世

に
入
っ
て
か
ら
で
、
特
に
酒
器
が
多
か
っ
た
よ
う
で

す
。
一
般
に
錫
器
の
製
品
は
、

　

①
鋳
型
の
設
計
（
平
面
図
作
成
）

　

②
鋳
型
の
造
形

　

③
鋳
型
の
種
類
設
定

　

④
鋳
込
み
の
作
業

　

⑤
ロ
ク
ロ
挽
き

　

⑥
接
合
（
＋
ロ
ク
ロ
挽
き
）

　

⑦
仕
上
げ

の
工
程
を
経
て
完
成
し
、
ほ
と
ん
ど
手
作
業
で
行
わ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
ロ
ク
ロ
挽
き
の
際
に
使

用
す
る
カ
ン
ナ
は
数
百
種
類
に
の
ぼ
る
そ
う
で
、
精

緻
な
技
術
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
想
像
で
き
る
で

し
ょ
う
。

　

ま
た
、錫
器
の
産
地
と
し
て
は
京
都
、大
阪
、江
戸
、

薩
摩
等
が
あ
げ
ら
れ
、
産
地
ご
と
に
製
造
方
法
が
微

妙
に
異
な
り
ま
す
。
特
に
大
阪
と
薩
摩
で
は
、
接
合

方
法
や
ロ
ク
ロ
挽
き
、
鋳
型
の
材
質
な
ど
の
違
い
が

顕
著
に
あ
る
よ
う
で
す
。

　

講
座
の
最
後
に
は
「
残
さ
れ
た
錫
器
の
製
品
の
観

察
や
、
産
地
の
伝
承
技
術
を
調
査
す
る
こ
と
で
使
用

方
法
や
製
造
に
つ
い
て
の
歴
史
が
解
明
さ
れ
て
い
く

の
で
は
」
と
話
が
締
め
く
く
ら
れ
ま
し
た
。
今
後
の

錫
器
研
究
の
発
展
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

錫
器
は
私
た
ち
に
と
っ
て
、
あ
ま
り
馴
染
み
の
な

い
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、錫
器
の
愛
好
者
は「
錫

器
に
入
れ
た
お
酒
は
な
ぜ
か
お
い
し
く
感
じ
る
」
と

口
を
揃
え
て
い
い
ま
す
。
錫
器
の
性
質
に
よ
る
も
の

な
の
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
気
の
せ
い
な
の
か
…
。

そ
れ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
で
も
皆
さ
ん
も
一
度
試
し

て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
き
っ
と
新
し
い
発
見

が
あ
り
ま
す
よ
。

　
　
　
　
　
　

  　
　

関
西
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　

谷
口 

弘
美

講　座

「錫器～その歴史と技法～」

実物とスライドを交えながら講座が進む

すず  き

今、明かされる錫器の歴史と技法…
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【
直
火
パ
ワ
ー
と
新
鮮
さ
】

　

四
月
の
中
頃
、夏
野
菜
の
種
ま
き
を
行
な
っ
た
。

今
回
も
勝
間
南
瓜（
こ
つ
ま
な
ん
き
ん
）・
毛
馬
胡
瓜
・

玉
造
黒
門
越
瓜（
た
ま
つ
く
り 

く
ろ
も
ん
し
ろ
う
り
）、

そ
し
て
河
内
木
綿
の
四
種
。
予
定
通
り
、
事
前
に

申
し
込
み
を
し
て
く
れ
て
い
た
子
ど
も
十
四
名
と

当
日
飛
び
入
り
の
子
ど
も
八
名
の
総
勢
二
十
二
名

で
種
を
苗
ポ
ッ
ト
に
植
え
て
も
ら
い
、
各
自
、
自

分
た
ち
の
名
前
の
プ
レ
ー
ト
を
つ
け
た
。

　

天
候
不
良
の
せ
い
か
、
例
年
よ
り
も
成
長
は
遅

い
が
、
三
週
間
ほ
ど
で
何
と
か
発
芽
し
、
五
月
の

中
頃
、
本
葉
が
二
、三
枚
出
た
頃
に
畑
へ
植
え
替

え
た
。
こ
の
期
間
、
数
名
の
子
ど
も
は
畑
カ
ー
ド

の
「
お
せ
わ
・
水
や
り
ス
タ
ン
プ
」
の
数
を
ど
ん

ど
ん
増
や
し
て
い
く
。
文
字
通
り
、
水
や
り
等
を

す
る
と
そ
の
場
で
ス
タ
ン
プ
を
押
す
。
こ
う
し
て

収
穫
ま
で
に
ス
タ
ン
プ
が
一
杯
に
な
っ
た
子
ど
も

に
は
、
が
ん
ば
っ
た
ご
褒
美
に
ス
タ
ッ
フ
お
手
製

の
表
彰
状
と
か
わ
い
い
野
菜
の
マ
ス
コ
ッ
ト
を
進

呈
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
四
月
の
末
に
収
穫
を
終
え
た
プ
ラ
ン

タ
ー
の
碓
井
豌
豆
は
、
カ
マ
ド
を
使
っ
て
豆
ご
は

ん
を
炊
い
て
試
食
し
た
。
さ
す
が
に
採
り
た
て
新

鮮
だ
か
ら
か
、
市
販
の
物
よ
り
非
常
に
甘
く
、
皮

も
全
く
口
に
残
ら
な
い
。
こ
の
日
参
加
し
た
子
ど

も
の
中
に
は
、
実
は
数
名
、
豆
の
嫌
い
な
子
も
い

た
の
だ
が
、「
コ
レ
や
っ
た
ら
食
べ
れ
る
わ
！
」と
、

お
い
し
そ
う
に
ほ
お
ば
っ
て
い
た
。
カ
マ
ド
本
来

の
直
火
の
パ
ワ
ー
か
、
は
た
ま
た
採
れ
た
て
新
鮮

野
菜
の
味
か
。
後
日
、
そ
の
子
ど
も
が
「
豆
ご
は

ん
が
好
き
に
な
っ
た
よ
！
」
と
教
え
て
く
れ
た
。

No.9

【
う
ん
と
こ
ど
っ
こ
い
し
ょ
〜
】

　

夏
野
菜
の
植
え
付
け
前
、
畑
で
パ
ン
パ
ン
に
大

き
く
育
っ
た
赤
た
ま
ね
ぎ
を
、
見
学
に
来
た
近
隣

の
幼
稚
園
児
に
収
穫
し
て
も
ら
っ
た
。
小
さ
な
体

で
玉
ね
ぎ
の
葉
を
引
っ
張
り
、「
う
〜
ん
、
よ
い

し
ょ
！
抜
け
へ
〜
ん
」。
中
に
は
勢
い
余
っ
て
、

た
ま
ね
ぎ
ご
と
「
ど
す
ー
ん
っ
！
」
と
尻
も
ち
を

つ
く
園
児
も
。ひ
と
り
一
本
ず
つ
抜
い
て
も
ら
い
、

大
き
な
た
ら
い
を
使
っ
て
井
戸
水
で
き
れ
い
に
土

を
落
と
し
て
も
ら
っ
た
。

　

う
れ
し
そ
う
に
収
穫
し
て
く
れ
た
園
児
た
ち

に
、
次
も
旬
の
野
菜
を
味
見
し
て
も
ら
お
う
と
、

今
、
い
ろ
い
ろ
な
品
種
の
ト
マ
ト
を
プ
ラ
ン
タ
ー

で
植
え
て
い
る
。
梅
雨
明
け
に
は
、
畑
の
野
菜
と

同
様
、ト
マ
ト
も
た
く
さ
ん
収
穫
で
き
る
と
思
う
。

自
分
で
世
話
を
し
た
野
菜
を
食
べ
る
。
ま
ち
の
中

で
暮
ら
す
子
ど
も
に
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
だ

ろ
う
け
ど
、
こ
こ
旧
植
田
家
住
宅
で
少
し
で
も
経

験
し
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
う
。

う～ん、よいしょ！

きれいに土を落とします
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前
号
に
引
き
続
き
、
今
回
も
植
松
の
変
わ
り
ゆ
く

「
ま
ち
の
風
景
」
を
お
伝
え
し
た
い
。
今
回
は
、
旧

植
田
家
住
宅
前
の
踏
切
か
ら
望
む
ま
ち
の
様
子
を
、

昭
和
の
中
頃
か
ら
写
真
で
振
り
返
る
。
時
間
や
天
候

に
よ
っ
て
も
景
色
は
日
々
流
転
す
る
が
、
大
き
な
時

代
の
流
れ
の
中
で
そ
の
場
所
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し

た
の
か
。
ま
ち
の
魅
力
発
見
の
原
点
を
ゆ
く
。

第
五
回

変
わ
り
ゆ
く
風
景
〜
植
松
の
ま
ち
並
み
②
〜

昭和 38 年（1963）頃

・「象印」の看板が印象的

・看板がなくなり、白壁が出現

・遮断機が新しくなっている
※ちなみに画面中央（奥）に見えて
　いる建物が植田家住宅

・右側に新しい家が建った

・奥に見える（渋川神社の）樹木が
   大きくなっている

旧植田家住宅前

踏切（第二安中踏切）の風景

昭和 45 年（1970）頃

平成 23 年（2011）7 月 現 在

7 年後…

40年後…

ふりかえれば、些細な変化があっても、
全体の雰囲気が左の古い建物によって
保たれていることがよくわかる。
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第
百
四
十
四
回
芥
川
賞
受
賞
者
の
一
人
、
西
村
賢

太
氏
は
、
藤
沢
清
造
の
没
後
弟
子
を
称
し
、
石
川
県

七
尾
市
西
光
寺
に
あ
る
藤
沢
の
墓
の
横
に
自
ら
の
墓

ま
で
建
て
て
お
ら
れ
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い

て
、
今
東
光
と
藤
沢
清
造
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
思
い

ま
し
た
。

　

東
光
は
藤
沢
と
の
思
い
出
を
単
行
本
『
東
光
金

蘭
帖
』（
昭
和
三
十
四
年
十
一
月
十
日 

中
央
公
論
社
発
行
）

で
書
き
、『
毒
舌
文
壇
史
』（
昭
和
四
十
八
年
六
月
十
日 

徳
間
書
店
発
行
）
で
藤
沢
の
人
物
を
語
り
、
最
晩
年

の
『
週
刊
読
売
』
誌
上
で
の
連
載
「
友
鏡 

わ
が
交

友
録
③
」（
昭
和
五
十
二
年
一
月
十
五
日
発
行
号
）
で
も

書
き
残
し
、
忘
れ
ら
れ
て
い
く
私
小
説
作
家
・
藤
沢

清
造
の
魅
力
を
人
々
の
記
憶
に
留
め
よ
う
と
し
て
い

ま
し
た
。『
東
光
金
蘭
帖
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
筆

を
起
こ
し
て
い
ま
す
。

　
　

藤
沢
清
造
な
ど
と
い
っ
て
も
今
時
の
人
は
知
ら
な
い

　

だ
ろ
う
。
知
っ
て
い
る
人
も
僕
が
書
く
の
で
思
い
出
す

　  
コ
ラ
ム

　

に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
作
家
の

　

生
涯
に
お
い
て
、
そ
の
人
と
な
り
は
忘
れ
ら
れ
て
も
、

　

作
品
が
残
れ
ば
以
っ
て
瞑
ず
る
に
足
る
の
だ
。藤
沢
清
造

　

と
い
う
希
代
な
人
物
は
忘
れ
去
ら
れ
て
も
、
彼
の
畢
生

　

の
傑
作
で
あ
る
「
根
津
権
現
裏
」
と
い
う
作
品
は
忘
れ

　

て
は
な
ら
な
い
し
、ま
た
、
忘
れ
去
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　

藤
沢
か
ら
面
と
む
か
っ
て
、「
甘
っ
ち
ょ
ろ
い
小

説
を
恥
ず
か
し
気
も
な
く
書
き
ま
く
り
や
が
る
」
と

噛
み
つ
か
れ
た
と
い
う
新
感
覚
派
時
代
の
東
光
が
、

続
き
の
文
章
で
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。
若
き
日
に
不

良
で
鳴
ら
し
た
と
い
う
あ
の
東
光
が
、
文
学
に
命
を

削
る
私
小
説
作
家
・
藤
沢
清
造
に
は
「
一
本
や
ら
れ

た
」
と
書
く
の
で
す
。
人
生
を
生
き
延
び
た
東
光
の

回
想
の
筆
致
に
は
、哀
惜
の
情
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

最
後
は
芝
公
園
内
で
行
き
倒
れ
と
な
っ
て
亡
く
な
っ

た
と
い
う
九
歳
上
の
先
輩
作
家
の
無
頼
と
純
情
、
大

胆
と
小
心
の
振
幅
を
描
出
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
芥
川
賞
は
、
文
学
が
伝
統
と
歴
史
の
果
実

で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
教
え
て
く
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　

※
こ
の
文
章
は
、
今
年
三
月
現
在
に
書
か
れ
た
も
の
で
す

落
穂
拾
い

　
　

-
今
東
光
の
薫
風- 

（三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
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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