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森  周 仙（ も り  し ゅ う せ ん ）　 生 没 年 未 詳
　江戸時代の絵師。田宮仲宣によって書かれた随筆

『東牖子』（とうゆうし、享和 3 年 (1803）刊）の挿絵に
その名がみられることから、周峰、徹山らと同時代の森派
の絵師と思われますが、詳しいことはわかっていません。

※ 節 句 幟（ の ぼ り ）に つ い て
　昔は 5 月の節句に鯉のぼりではなく、こうした絵幟があげ
られていました。絵幟には、男子の成長を祝って、日本や中国
の説話や勇ましい武将などの絵が描かれました。本図は中国
の『史記』に基づいた「黄石公が『三略』を張良に授ける」
場面が描かれています。

表紙：森 周仙《黄石公三略》 ※企画展「植田家と大坂画壇Ⅱ」より
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【
企
画
展「
植
田
家
と
大
坂
画
壇
Ⅱ
」】

　

現
在
、
旧
植
田
家
住
宅
の
展
示
室
で
は
企
画

展
「
植
田
家
と
大
坂
画
壇
Ⅱ
」
が
開
催
さ
れ
て

い
ま
す
。
昨
年
に
引
き
続
き
、
大
坂
画
壇
を
取

り
上
げ
ま
し
た
が
、
今
回
は
文
人
に
と
っ
て
の

理
想
郷
を
描
い
た
と
さ
れ
る
山
水
画
を
中
心
に

展
示
し
て
い
ま
す
。

　

大
坂
画
壇
は
現
在
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
お

ら
ず
、
展
覧
会
も
数
多
く
開
か
れ
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
の
中

ご
ろ
に
は
じ
ま
っ
た
と
さ
れ
る
大
坂
画
壇
は
、

昭
和
の
初
め
ご
ろ
ま
で
東
京
画
壇
や
京
都
画
壇

と
並
ん
で
、
文
人
画
を
中
心
に
質
の
高
い
作
品

を
数
多
く
生
み
出
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
画
壇

を
支
え
た
の
は
大
阪
（
大
坂
）
や
そ
の
周
辺
に

住
む
商
人
や
有
力
者
な
ど
の
富
裕
層
で
、
植
田

家
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

現
在
、
旧
植
田
家
住
宅
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

大
坂
画
壇
の
絵
画
は
、
そ
の
多
く
が
掛
軸
の
形

で
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
美
術

品
で
あ
り
な
が
ら
、
植
田
家
の
床
の
間
を
飾
る

調
度
品
の
ひ
と
つ
と
し
て
実
用
さ
れ
て
い
た
も

の
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富

ん
だ
大
坂
画
壇
の
絵
画
は
季
節
ご
と
に
か
け
か

え
ら
れ
、
訪
れ
る
人
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
い
た

に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

「植田家に眠る大坂画壇」

愛石《虎図》（部分）

講
  座
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【
講
座「
植
田
家
に
眠
る
大
坂
画
壇
」】

　

先
日
、
こ
の
大
坂
画
壇
に
つ
い
て
の
講
座
が
開
か

れ
ま
し
た
。
講
師
は
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館

主
任
学
芸
員
の
明
尾
圭
造
さ
ん
で
、
大
坂
画
壇
を
と

り
ま
く
現
状
や
、
大
坂
画
壇
を
今
後　

ど
う
や
っ
て

展
開
し
て
い
け
ば
い
い
か
と
い
う
こ
と
な
ど
に
つ
い

て
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

大
坂
画
壇
を
支
え
た
人
び
と
は
、
い
い
絵
さ
え
か

け
れ
ば
無
名
で
も
若
く
て
も
そ
の
絵
師
（
画
家
）
に

惜
し
み
な
い
援
助
を
し
た
の
が
特
徴
で
、「
学
問
や

芸
術
は
あ
く
ま
で
個
人
が
自
分
の
力
量
で
や
る
も

の
」
と
い
う
、
自
主
独
立
の
気
風
が
あ
っ
た
そ
う
で

す
。
で
は
、
今
で
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
長
び
く
不

ほ
う
が
本
来
的
で
贅
沢
な
鑑
賞
方
法
で
し
ょ
う
し
、

集
ま
っ
た
人
同
士
の
話
も
は
ず
む
に
ち
が
い
あ
り
ま

せ
ん
。
で
き
る
こ
と
な
ら
、
こ
う
い
う
会
も
や
っ
て

み
た
い
も
の
で
す
。

　

講
座
の
後
は
展
示
室
に
場
所
を
移
し
て
、
展
示
さ

れ
て
い
る
作
品
を
見
な
が
ら
の
ス
ペ
シ
ャ
ル
ギ
ャ
ラ

リ
ー
ト
ー
ク
が
あ
り
ま
し
た
。
作
品
や
作
者
に
つ
い

て
の
お
話
だ
け
で
な
く
、表
具
の
説
明
な
ど
も
あ
り
、

楽
し
い
時
間
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
企
画
展
で
展
示
さ
れ
て
い
る
大
坂
画
壇
作

品
の
中
で
目
玉
作
品
は
、
本
稿
の
扉
絵
に
も
な
っ
て

い
る
黄
檗
の
僧
、
愛
石
の
虎
の
絵
で
す
。
緻
密
で
迫

力
が
あ
り
つ
つ
も
ど
こ
か
し
ら
愛
嬌
を
感
じ
る
こ
の

作
品
。「
こ
の
一
本
だ
け
を
見
て
も
損
は
な
い
」
と

明
尾
さ
ん
も
太
鼓
判
を
押
す
虎
に
、
み
な
さ
ん
も
ぜ

ひ
会
い
に
き
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

安
中
新
田
会
所
跡 

旧
植
田
家
住
宅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

学
芸
員　

宮
元 

正
博

況
の
中
、
大
阪
の
経
済
が
落
ち
込
ん
で
い
る
せ
い

か
、
大
坂
画
壇
の
絵
を
買
う
余
裕
は
官
民
と
も
に
な

く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
ま
た
、
銘
に
こ
だ
わ
ら
ず

に
安
く
て
い
い
絵
を
買
う
海
外
へ
の
流
出
が
続
い
て

い
る
と
い
い
ま
す
か
ら
、
な
ん
と
も
い
え
な
い
気
持

ち
に
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　

さ
て
、
今
回
の
講
座
で
は
「
絵
を
ど
う
や
っ
て
鑑

賞
す
る
べ
き
か
」
と
い
う
お
話
も
あ
り
ま
し
た
。
こ

う
書
い
て
し
ま
う
と
堅
苦
し
い
話
に
聞
こ
え
ま
す

が
、
ぜ
ん
ぜ
ん
そ
ん
な
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
簡
単

に
い
え
ば
「
本
来
あ
る
べ
き
場
所
で
、
あ
る
べ
き
形

で
見
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。「（
旧

家
や
料
亭
の
床
の
間
で
）
表
具
の
説
明
を
含
め
て
一

時
間
く
ら
い
か
け
て
説
明
し
な
が
ら
お
い
し
い
も
の

を
食
べ
て
、
お
酒
も
飲
ん
で
っ
て
い
う
の
が
お
も
し

ろ
い
」
と
い
う
明
尾
さ
ん
の
言
葉
が
と
て
も
印
象

に
残
り
ま
し
た
。
確
か
に
、
展
示
ケ
ー
ス
の
中
に
入

れ
ら
れ
た
作
品
を
ガ
ラ
ス
越
し
に
立
っ
て
見
る
よ
り

は
、
床
の
間
に
掛
け
ら
れ
た
も
の
を
正
座
し
て
見
る

講演中の明尾圭造氏

矢野鐡山《秋景山水図》
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七
月
二
十
四
日（
日
）。

　
　
　
　
　
　
　
　

い
よ
い
よ
夏
休
み
が
ス
タ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　

し
、
夏
の
暑
さ
も
本
格
的
に
な
っ

　
　
　
　
　
　
　

た
こ
ろ
、
旧
植
田
家
住
宅
で
は
、

　
　
　
　
「
夏
休
み
自
然
学
校
」
と
い
う
企
画
で
、

　
　
　
　

渋
川
神
社
の
樹
木
調
べ
を
行
い
ま
し
た
。

　
　
　

　
　

ふ
だ
ん
何
気
な
く
見
て
い
る
け
ど
名
前
を
知
ら

な
い
樹
木
。
旧
植
田
家
住
宅
の
斜
め
向
か
い
に
あ
る

渋
川
神
社
に
は
、
こ
う
し
た
樹
木
が
た
く
さ
ん
生
育

し
て
い
ま
す
。
そ
の
一
本
一
本
を
み
ん
な
で
調
査
し

て
み
よ
う
と
い
う
の
が
今
回
の
目
的
で
す
。

　

参
加
者
は
こ
ど
も
が
対
象
で
、
六
名
と
保
護
者
の

お
母
さ
ん
が
参
加
し
て
く
れ
ま
し
た
。
旧
植
田
家
住

宅
の
講
座
室
で
簡
単
な
説
明
を
し
た
後
、
さ
っ
そ
く

樹
木
調
べ
に
向
か
い
ま
し
た
。

　

渋
川
神
社
に
到
着
す
る
と
、
こ
の
日
は
夏
祭
り
の

準
備
中
で
し
た
。
そ
の
作
業
の
間
を
お
邪
魔
し
て
、

樹
木
の
調
査
を
開
始
。
一
人
ず
つ
手
渡
さ
れ
た
渋
川

神
社
の
マ
ッ
プ
に
は
高
木
と
中
木
の
あ
る
場
所
が
記

し
て
あ
り
ま
す
。

　
「
そ
れ
で
は
、
こ
の
木
は
何
で
し
ょ
う
か
？
」
と

一
本
目
の
木
を
指
さ
す
と
、
ス
タ
ッ
フ
も
一
緒
に
、

み
ん
な
で
木
の
特
徴
を
じ
っ
く
り
と
観
察
。
樹
木
観

察
で
は
、
ま
ず
木
の
高
さ
、
葉
っ
ぱ
の
形
、
実
の
色
、

そ
し
て
木
肌
な
ど
を
見
ま
す
。
特
徴
が
分
か
っ
た
と

こ
ろ
で
、
樹
木
ガ
イ
ド
を
見
な
が
ら
該
当
す
る
木
を

チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
た
。
初
め
は
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
頼

り
に
し
て
い
た
参
加
者
た
ち
も
、
後
半
に
な
る
と
、

木
の
特
徴
を
見
た
だ
け
で
そ
の
木
が
何
の
木
で
あ
る

か
が
よ
く
分
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

マ
ッ
プ
に
書
か
れ
た
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
も
全
て

回
り
、
樹
木
調
べ
は
終
了
。
暑
い
中
、
蚊
と
格
闘
し

な
が
ら
参
加
し
て
く
れ
た
こ
ど
も
た
ち
に
、
ご
褒
美

と
し
て
、
井
戸
水
で
冷
や
し
た
ス
イ
カ
が
用
意
さ
れ

ま
し
た
。
し
ば
ら
く
涼
を
と
り
、
最
後
は
再
び
講
座

室
で
お
話
を
聞
き
、
こ
ど
も
た
ち
は
た
く
さ
ん
の
こ

と
を
学
ん
で
帰
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

7月 24日（日）晴れ

コ
レ
っ
て

　
　

何
の
木
？

樹木についてのお勉強

ご褒美のスイカ

樹木調べの風景

さて、この木は何でしょう？
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長
か
っ
た
夏
休
み
も
残
り
わ
ず
か
と
な
っ
た
八
月

二
十
二
日
（
月
）、
こ
ど
も
ガ
イ
ド
養
成
講
座
3
が

開
講
さ
れ
た
。
今
回
の
テ
ー
マ
は
、「
昭
和
の
く
ら

し
を
知
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
で
、
参
加
者
の
小
学
生

四
名
に
は
、
ま
ず
展
示
室
の
「
昭
和
の
く
ら
し
展
」

を
見
て
も
ら
い
、次
に
土
蔵
1
で
「
む
か
し
の
道
具
」

の
使
い
方
な
ど
を
学
ん
で
も
ら
っ
た
。
平
成
生
ま
れ

の
こ
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
昭
和
と
い
う
時
代
は
古

臭
く
も
あ
り
新
鮮
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　

昭
和
の
く
ら
し
の
講
義
の
あ
と
は
、
講
座
室
で
障

子
の
張
替
え
に
挑
戦
し
て
も
ら
っ
た
。
こ
の
新
し
い

体
験
に
こ
ど
も
た
ち
は
戸
惑
い
つ
つ
も
、
よ
く
説
明

を
聞
き
、
協
力
し
あ
い
な
が
ら
、
無
事
張
り
替
え
る

事
が
で
き
た
。
こ
う
し
た
障
子
の
張
替
え
や
か
ま
ど

を
使
っ
た
ご
飯
炊
き
な
ど
、
日
常
の
中
で
経
験
で
き

る
小
さ
な
喜
び
や
達
成
感
な
ど
を
、
今
後
も
も
っ
と

こ
ど
も
た
ち
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。

～
み
ん
な
の
感
想
～

●
ア
イ
ロ
ン
が
重
く
て
び
っ
く
り
し
た
。
昭
和
で
、
き
も
の

を
着
て
い
る
時
が
あ
っ
た
の
は
、
お
ど
ろ
い
た
。
万
ぱ
く
は

あ
ら
た
め
て
大
き
い
こ
と
だ
と
分
か
っ
た
。
昔
（
昭
和
）
の

道
具
は
、
ア
イ
デ
ア
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
な
ぁ
と
思
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
学
5
年　

B
・
A
）

●
ア
イ
ロ
ン
が
と
て
も
重
か
っ
た
で
す
。
障
子
の
は
り
替
え

が
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
!!
ふ
だ
ん
こ
こ
に
き
て
、
色
ん

な
物
を
み
て
て
、説
明
が
あ
っ
て
分
か
り
や
す
か
っ
た
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
学
5
年　

M
・
N
）

●
障
子
の
は
り
か
え
が
た
い
へ
ん
だ
っ
た
し
、
手
が
べ
と
べ

と
に
な
っ
た
け
ど
楽
し
か
っ
た
。　
（
小
学
4
年　

S
・
R
）

●
障
子
の
は
り
か
え
が
む
ず
か
し
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
学
4
年　

U
・
M
）



― 8 ―

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
半
年
以
上
が
た
ち
ま
し
た
。

被
災
地
の
状
況
を
知
ら
せ
る
ニ
ュ
ー
ス
は
毎
日
の
よ

う
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
復
興
へ
は
ま
だ
ま
だ

遠
い
道
の
り
に
思
え
ま
す
。
そ
し
て
、
東
北
の
傷
も

癒
え
な
い
ま
ま
、
こ
の
秋
に
日
本
を
襲
っ
た
台
風
が

和
歌
山
県
や
奈
良
県
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た

こ
と
は
、よ
り
記
憶
に
新
し
い
災
害
と
な
り
ま
し
た
。

「
災
害
は
い
つ
自
分
の
身
に
降
り
か
か
る
か
わ
か
ら

な
い
」
日
本
中
の
多
く
の
方
が
、
そ
の
こ
と
を
感
じ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

先
日
、
鴻
池
新
田
会
所
学
芸
員
の
松
田
順
一
郎
氏
を

講
師
に
招
い
て
開
催
さ
れ
た
講
演
会
で
は
、
ま
さ
に

そ
の
「
災
害
」
が
テ
ー
マ
に
な
り
ま
し
た
。

　

鴻
池
新
田
会
所
は
安
中
新
田
会
所
と
同
じ
く
、
宝

永
元
年
（
一
七
〇
四
）
の
大
和
川
付
け
替
え
の
後
に

開
発
さ
れ
た
新
田
を
管
理
す
る
た
め
の
会
所
で
、
宝

永
四
年
（
一
七
〇
七
）
に
完
成
し
て
い
ま
す
。
敷
地

は
史
跡
に
、
建
物
群
は
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

お
り
、
資
料
館
と
し
て
一
般
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
鴻
池
新
田
会
所
で
す
が
、
完
成
直
後
の
宝
永
地

震(

※
１)
や
江
戸
時
代
終
わ
り
ご
ろ
の
安
政
南
海
地

震(

※
２)

で
大
き
な
被
害
を
受
け
た
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
堤
防
の
破
損
や
淀
川
の
決
壊
に
よ
る
洪

水
の
被
害
も
続
い
て
い
た
よ
う
で
、
享
保
二
〇
年

（
一
七
三
五
）
に
は
河
内
で
大
被
害
が
起
こ
っ
て
い

ま
す
。
近
世
に
入
っ
て
か
ら
も
、
明
治
十
八
年
に
淀

川
が
決
壊
し
た
と
き
に
は
、
最
高
水
位
は
二
メ
ー
ト

ル
に
も
達
し
、
水
が
引
く
ま
で
に
一
週
間
ほ
ど
か
か

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
に
は　

避
難
の

と
き
に
使
う
船
が
用
意
し
て
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
か

ら
、い
か
に
洪
水
が
多
か
っ
た
か
が
う
か
が
え
ま
す
。

　　　　　　　　講演会

『鴻池新田災害略史
     ～風水害、地震、人災』

つ
ま
り
、
大
和
川
の
付
け
替
え
に
よ
っ
て
河
内
の
洪

水
被
害
が
ま
っ
た
く
無
く
な
っ
た
の
か
と
い
う
と
そ

う
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

の
地
域
で
は
、
現
代
に
入
っ
て
も
大
雨
が
降
る
と
水

に
つ
か
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
し
た
。
当
た
り

前
の
こ
と
で
す
が
、
川
を
付
け
替
え
て
も
、
も
と
も

と
の
地
面
の
高
さ
が
変
わ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
水
が
た
ま
り
や
す
い
地
形
で
あ
る
こ
と
に
変
わ

り
は
な
い
の
で
す
。

　

過
去
の
災
害
の
記
録
を
見
直
し
て
未
来
の
災
害
に

備
え
よ
う
と
い
う
動
き
が
全
国
的
に
ひ
ろ
が
っ
て
い

ま
す
。
自
分
た
ち
の
住
ん
で
い
る
地
域
に
か
つ
て
ど

う
い
っ
た
災
害
が
起
こ
り
、
ど
う
い
っ
た
被
害
が
出

た
の
か
。
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
防
災
の
第
一
歩
な
の

か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
た
講
演
会
で
し
た
。

　
※
１　

宝
永
四
年
一
〇
月
四
日（
一
七
〇
七
年
一
〇
月
二
十
八
日
）

　
　
　

に
起
こ
っ
た
地
震
で
、最
大
震
度
は
七
。東
海
・
東
南

　
　
　

 

海
・
南
海
連
動
型
地
震
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
２　

嘉
永
七
年
十
一
月
五
日（
一
八
五
四
年
十
二
月
二
十
四
日
）

　
　
　

に
起
こ
っ
た
地
震
で
、最
大
震
度
は
六
。こ
の
地
震
の

　
　
　

約
三
十
二
時
間
前
に
起
き
た
安
政
東
海
地
震（
東
南
海

                

地
震
含
む
）と
共
に
一
連
の
東
海
・
東
南
海
・
南
海
連
動

　
　
　

型
地
震
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
地
震
の
後

　
　
　

に
安
政
と
改
元
さ
れ
ま
し
た
。

講師：松田順一郎氏（鴻池新田会所）

2011年9月24日（土）

安中新田会所跡 旧植田家住宅
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講師の松田順一郎氏
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夏
真
っ
盛
り
の
七
月
三
十
日
（
土
）、
柏
原

市
立
歴
史
資
料
館
の
安
村
俊
史
さ
ん
を
お
招
き

し
、
講
座
「
わ
ら
を
使
っ
て
〝
な
わ
〟
を
作
っ

て
み
よ
う
！
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
さ
っ
そ

く
縄
づ
く
り
体
験
を
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、

そ
こ
は
ま
ず
昔
の
道
具
の
お
勉
強
か
ら
。
わ
ら

の
干
し
方
や
、
干
し
た
わ
ら
を
や
わ
ら
か
く
す

る
た
め
に
何
度
も
た
た
く
こ
と
な
ど
、
わ
ら
で

道
具
を
作
る
前
の
作
業
か
ら
、
わ
ら
で
作
ら
れ

た
い
ろ
い
ろ
な
道
具
に
つ
い
て
教
え
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

続
い
て
場
所
を
土
間
に
移
し
て
、
わ
ら
縄
づ

く
り
体
験
で
す
。
ま
ず
は
安
村
さ
ん
が
お
手
本

て
い
る
子
も
い
れ
ば
、
悪
戦
苦
闘
し
て
い
る
子

も
い
る
様
子
。
そ
れ
で
も
親
切
丁
寧
に
や
り
方

を
教
え
て
い
た
だ
き
、
最
後
に
は
、
み
ん
な
縄

と
び
が
で
き
る
く
ら
い
の
縄
を
作
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　

縄
づ
く
り
は
い
ろ
い
ろ
な
道
具
を
作
る
基
本

中
の
基
本
。
今
度
は
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
て
、
わ

ら
じ
作
り
に
も
挑
戦
し
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。

を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
慣
れ
た
手
つ
き
で

ス
イ
ス
イ
縄
が
で
き
て
い
く
の
で
、「
こ
れ
っ

て
、
も
の
す
ご
く
簡
単
な
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」

と
思
っ
た
の
で
す
が
、
い
ざ
や
っ
て
み
る
と
…

「
ん
？
わ
ら
に〝
よ
り
〟が
か
か
ら
な
い
…
」や
っ

ぱ
り
ち
ょ
っ
と
見
た
だ
け
で
す
ぐ
に
は
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
し
ば
ら
く
や
っ
て
み
て
わ
か
っ

た
の
で
す
が
、
ど
う
や
ら
手
を
揉
む
よ
う
に
し

て
わ
ら
に
よ
り
を
か
け
て
い
く
の
が
縄
を
な
う

コ
ツ
み
た
い
で
す
。（
あ
く
ま
で
個
人
的
な
感
覚

で
す
）

　

参
加
し
て
く
れ
た
こ
ど
も
た
ち
の
様
子
を
見

て
み
る
と
、
あ
っ
さ
り
と
で
き
る
よ
う
に
な
っ

わらの状態です

わらじ…

しめなわ…

なわを作ってみましょう
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◎
河
内
木
綿
を
知
ろ
う
！

　

ま
だ
暑
さ
の
残
る
九
月
十
一
日
（
日
）、
八
尾
市

内
の
い
く
つ
か
の
施
設
や
団
体
で
も
河
内
木
綿
の
収

穫
や
イ
ベ
ン
ト
が
行
な
わ
れ
る
中
、
旧
植
田
家
住
宅

で
は
「
こ
ど
も
河
内
木
綿
体
験
と
講
座
」
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
例
年
は
、
河
内
木
綿
入
門
や
、
少
し
大
人

向
け
の
講
座
と
体
験
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今

年
は
こ
ど
も
を
対
象
に
企
画
さ
れ
ま
し
た
。

　
〝
河
内
木
綿
を
知
ろ
う
〟
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も

と
、
総
勢
八
名
の
こ
ど
も
と
大
人
が
参
加
し
て
く
れ

ま
し
た
。
講
座
で
は
、
当
館
学
芸
員
が
河
内
木
綿
の

歴
史
や
特
徴
に
つ
い
て
ス
ラ
イ
ド
や
実
物
を
使
っ
て

説
明
を
し
、
体
験
で
は
実
際
に
着
物
を
着
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
お
な
じ
み
の
綿
く
り
や
糸
つ

む
ぎ
の
体
験
は
、
一
人
ず
つ
ゆ
っ
く
り
と
段
階
的
に

体
験
す
る
こ
と
が
で
き
、終
始
笑
顔
の
「
体
験
講
座
」

と
な
り
ま
し
た
。

　

終
了
後
、
お
ま
け
企
画
と
し
て
J
R
八
尾
駅
前

花
壇
の
河
内
木
綿
の
収
穫
に
希
望
者
と
共
に
出
か
け

ま
し
た
が
、
全
員
が
参
加
。
こ
ち
ら
も
大
い
に
盛
り

上
が
り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
今
年
の
収
穫
量
は
現
在

の
と
こ
ろ
一
・
四
㎏
。
終
わ
り
の
頃
に
は
二
㎏
ほ
ど

に
な
る
と
い
い
の
で
す
が
…
。

　

 

河
内
木
綿
ま
つ
り

　

こ
ち
ら
は
、
八
尾
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
さ
ん
主

催
の
イ
ベ
ン
ト
「
河
内
木
綿
ま
つ
り
」
で
す
。
毎
年

九
月
二
十
三
日
に
開
催
さ
れ
、今
年
か
ら
は
三
日
間
、

開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
年
で
三
回
目
と
な
る
こ
の
イ
ベ
ン
ト
で
す
が
、

「
木
綿
ま
つ
り
」
を
目
当
て
に
や
っ
て
来
ら
れ
る
お

客
さ
ん
が
徐
々
に
増
え
て
い
る
よ
う
で
す
。中
に
は
、

開
館
前
の
朝
九
時
か
ら
門
の
前
で
待
っ
て
い
る
方
も

お
ら
れ
、
八
尾
の
人
た
ち
の
河
内
木
綿
へ
の
関
心
も

高
ま
っ
て
き
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

　

旧
植
田
家
住
宅
で
は
今
年
も
河
内
木
綿
体
験
と
展

示
を
行
な
い
ま
し
た
。
主
屋
で
す
る
綿
く
り
と
糸
つ

む
ぎ
は
好
評
で
、
常
に
人
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
体
験
の
横
で
は
、
河
内
木
綿
の
着
物
や
油
単
な
ど

が
、
自
由
に
触
れ
る
よ
う
に
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

展
示
室
で
は
、
大
和
川
付
け
替
え
パ
ネ
ル
展
示
と

並
列
し
て
、
河
内
木
綿
製
品
が
数
点
展
示
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
手
紡
ぎ
と
紡
績
の
生
地
の
違
い
を
比
べ
て

見
る
こ
と
の
で
き
る
コ
ー
ナ
ー
も
設
置
さ
れ
、
そ
の

違
い
を
見
極
め
よ
う
と
、
来
館
者
は
展
示
ケ
ー
ス
を

覗
き
こ
ん
で
い
る
様
子
で
し
た
。

　

河
内
木
綿
ま
つ
り
期
間
中
、
旧
植
田
家
住
宅
に
は

延
べ
七
十
七
名
の
来
場
者
が
訪
れ
ま
し
た
。
河
内
木

綿
の
秋
は
ま
す
ま
す
深
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

こども河内木綿体験と講座
"河内木綿を知ろう"

こども河内木綿体験と講座
"河内木綿を知ろう"

&&

河内木綿まつり河内木綿まつり
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【
ま
さ
か
の
試
食
会
】

　

昨
年
、
不
作
だ
っ
た
毛
馬
胡
瓜
も
、
今
年
は
独

特
の
苦
み
が
強
い
な
が
ら
も
、
黒
門
越
瓜
、
勝
間

南
瓜
と
共
に
た
く
さ
ん
の
実
を
収
穫
で
き
た
。
夏

の
間
、
水
や
り
な
ど
を
頑
張
っ
た
子
ど
も
た
ち
を

メ
イ
ン
に
収
穫
祭
の
後
、
恒
例
の
試
食
会
。

　

昨
年
は
、
勝
間
南
瓜
を
薄
味
で
炊
き
、
ア
ン
コ

と
共
に
食
べ
、
か
な
り
好
評
だ
っ
た
が
、
今
年
は

目
先
を
変
え
、
ス
イ
ー
ト
ポ
テ
ト
風
に
し
よ
う
と

試
み
た
。
と
こ
ろ
が
、
奇
し
く
も
日
本
か
ぼ
ち
ゃ

本
来
の
水
っ
ぽ
さ
が
災
い
し
、全
く
形
に
な
ら
ず
、

途
中
で
断
念
。
し
か
も
、
バ
タ
ー
や
砂
糖
を
混
ぜ

て
し
ま
っ
て
い
た
た
め
、
薄
い
食
パ
ン
に
塗
っ
て

食
べ
る
「
ジ
ャ
ム
風
カ
ボ
チ
ャ
ペ
ー
ス
ト
（
？
）」

ら
し
き
不
思
議
な
食
べ
物
に
変
身
し
て
し
ま
っ

た
。
子
ど
も
た
ち
に
「
お
味
の
ほ
う
は
？
」
と
尋

ね
る
と
、
言
い
に
く
そ
う
に
「
う
～
ん
…
。」
と

首
を
か
し
げ
た
。
…
や
は
り
、
大
失
敗
だ
っ
た
よ

う
だ
。

　

越
瓜
は
、
薄
味
で
炊
い
た
も
の
と
シ
ン
プ
ル
に

塩
も
み
し
た
も
の
を
試
食
。
そ
し
て
問
題
だ
っ
た

の
は
毛
馬
胡
瓜
。
先
に
も
書
い
た
が
、
例
年
に
な

か
っ
た
ほ
ど
の
苦
み
。
も
ち
ろ
ん
子
ど
も
た
ち
に

は
苦
す
ぎ
て
、
誰
も
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
こ
の
強
す
ぎ
る
苦
み
に
関
し
て
は
、
原
因
は

不
明
。
種
の
良
し
悪
し
か
、
は
た
ま
た
土
と
の
相

No.10

性
か
？
結
局
、一
番
人
気
が
あ
っ
た
の
は
、
簡
単

に
塩
も
み
し
た
だ
け
の
越
瓜
の
漬
物
だ
っ
た
。

　

前
日
か
ら
、
張
り
切
っ
て
「
そ
の
他
の
も
の
」

を
作
り
悪
戦
苦
闘
し
た
ス
タ
ッ
フ
た
ち
に
も
、
文

字
通
り〝
苦
〟笑
い
な
試
食
会
と
な
っ
た
。
そ
し

て
、
十
月
初
め
の
今
は
、
ま
た
子
ど
も
た
ち
が
植

え
た
冬
野
菜
が
芽
を
出
し
始
め
て
い
る
。　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

・
勝
間
南
瓜　

八
十
九
個

　
　

＊
総
収
穫
量　

・
黒
門
越
瓜　

八
十
五
個

　
　
　
　
　
　
　
　

・
毛
馬
胡
瓜　

八
十
八
本

【
ト
マ
ト
や
ぁ
～
～
】

　

近
隣
の
幼
稚
園
の
園
児
に
食
べ
て
も
ら
お
う
と

育
て
て
い
た
プ
チ
ト
マ
ト
も
、
思
っ
て
い
た
以
上

に
た
く
さ
ん
の
実
を
つ
け
て
く
れ
た
。
ト
マ
ト
が

好
き
な
園
児
は
、「
す
ご
く
甘
―
い
！
も
う
一
個

ち
ょ
ー
だ
い
！
」。
し
か
し
、
中
に
は
ど
う
し
て

も
苦
手
な
園
児
も
数
名
い
た
。
そ
れ
で
も
み
ん
な

頑
張
っ
て
食
べ
て
く
れ
た
。
ト
マ
ト
の
収
穫
量
は

二
〇
〇
粒
ほ
ど
あ
っ
た
。

　

時
期
が
終
っ
た
ト
マ
ト
に

代
わ
り
、
も
う
す
ぐ
イ
チ
ゴ

の
苗
を
植
え
、
来
年
の
春
に

は
真
赤
な
実
を
、
ま
た
園
児

た
ち
に
食
べ
て
も
ら
お
う
と

予
定
し
て
い
る
。

試食会の様子 みんなで記念撮影収穫された野菜

立派に育ったキュウリを収穫
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〝
植
田
家
に
伝
わ
る
食
器
〟
と
〝
植
田
家
で
栽
培

さ
れ
た
野
菜
〟
を
使
っ
た
料
理
を
〝
植
田
家
の
座
敷
〟

で
愉
し
む
企
画
「
旧
家
で
愉
し
む
食
事
会
」。

　

八
月
四
日
（
木
）、
三
回
目
の
開
催
と
な
っ
た
今

年
も
、地
元
商
店
街
の
料
理
店
「
創
菜
庵
ひ
ろ
な
お
」

（
植
松
町
）さ
ん
に
ご
協
力
を
頂
き
ま
し
た
。
今
回
は
、

〝
黒
門
越
瓜
の
炒
め
物
〟に〝
勝
間
南
瓜
の
あ
ん
か
け
〟

〝
毛
馬
胡
瓜
の
う
ざ
く
〟
な

ど
、
旧
植
田
家
住
宅
の
畑
で

と
れ
た
野
菜
と
、
八
尾
特
産

の
枝
豆
や
旬
の
食
材
を
使
っ

た
料
理
が
、
彩
り
も
鮮
や
か

に
用
意
さ
れ
ま
し
た
。

　

お
愉
し
み
の
時
間
の
前
は

恒
例
と
な
っ
た
夜
間
見
学
。
食

事
の
準
備
が
整
う
ま
で
、
学
芸

員
の
案
内
で
夜
の
旧
植
田
家

住
宅
を
見
て
回
り
ま
す
。
食
前

の
軽
い
運
動
に
も
な
り
、
心
も

お
腹
も
準
備
万
端
で
食
事
会

を
迎
え
ま
し
た
。

　

閉
館
後
の
イ
ベ
ン
ト
と
も
あ
っ
て
、
ラ
イ
ト
ア
ッ

プ
さ
れ
た
建
物
や
庭
が
さ
ら
に
食
事
会
を
盛
り
上
げ

ま
す
。参
加
者
の
方
々
か
ら
は
、「
こ
れ
美
味
し
い
！
」

「
こ
の
器
は
い
つ
頃
の
も
の

か
な
？
」「
旅
館
に
泊
ま
っ

て
る
気
分
！
」
と
、
い
つ
も

な
が
ら
に
満
足
頂
い
て
い
る

様
子
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し

た
。
往
時
の
植
田
家
の
賑
わ

い
の
様
子
を
偲
べ
る
夜
の
ひ

と
時
で
し
た
。

※今号の連載「植松のまち・ひと」はお休みします。
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今
年
六
月
、
岩
手
県
平
泉
中
尊
寺
を
中
心
と
す
る

一
帯
が
ユ
ネ
ス
コ
の
「
世
界
文
化
遺
産
」
に
正
式
登

録
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
中
尊
寺
及
び
金
色
堂
は
、
昭
和
四
〇
年

（
一
九
六
五
）
十
二
月
二
七
日
か
ら
、
昭
和
五
二
年

（
一
九
七
七
）
九
月
十
九
日
、
今
東
光
が
そ
の
生
命

が
尽
き
る
ま
で
住
職
を
務
め
た
寺
院
で
す
。

　

東
光
が
住
職
を
引
き
受
け
た
時
期
と
い
う
の
は
、

昭
和
二
五
年
（
一
九
五
〇
）
三
月
に
学
術
調
査
団
が

金
色
堂
へ
科
学
調
査
に
入
り
、
初
代
清
衡
、
二
代
基

衡
、
三
代
秀
衡
の
ミ
イ
ラ
及
び
四
代
泰
衡
の
首
級
を

発
見
し
、
昭
和
三
七
年
（
一
九
六
二
）
よ
り
六
ヵ
年

の
歳
月
と
一
億
六
千
万
円
余
の
費
用
を
か
け
て
修
理

復
元
し
て
い
た
大
変
な
時
期
で
し
た
。

　

東
光
は
記
し
て
い
ま
す
。

　
　

こ
れ
は
思
い
が
け
な
い
重
荷
で
は
あ
っ
た
が
、
ひ
と

　

た
び
法
衣
を
身
に
纏
う
て
河
内
国
天
台
院
、
泉
州
貝
塚

　  
コ
ラ
ム

　

市
の
水
間
寺
、
尾
張
国
春
日
井
市
の
密
蔵
院
、
同
じ
く

　

愛
知
県
海
部
郡
大
治
村
の
明
眼
院
を
兼
務
し
、
こ
れ
が

　

復
興
に
辛
苦
し
つ
つ
あ
る
僕
の
運
命
と
甘
受
し
た
。

　
（
中
略
）

　
　

新
貫
主
と
し
て
僕
の
出
来
る
こ
と
は
、
わ
ず
か
に
口

　

舌
を
弄
し
、
聊
か
文
章
を
草
す
る
し
か
な
い
。
し
か
し

　

な
が
ら
一
管
の
筆
は
堕
夫
を
立
た
し
め
、
三
寸
の
舌
も

　

人
の
魂
を
刺
す
こ
と
は
可
能
だ
。
僕
は
自
ら
、
つ
と
め

　

よ
や
、つ
と
め
よ
や
、と
言
い
聴
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
昭
和
四
二
年
三
月
三
日 

淡
交
新
社
発
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
平
泉
中
尊
寺
』
よ
り
）

　

七
〇
歳
の
坂
を
目
前
に
、
大
仕
事
に
挑
む
一
人
の

男
の
覚
悟
が
こ
の
文
章
に
は
溢
れ
だ
し
て
い
ま
す
。

ま
だ
、
東
北
新
幹
線
も
高
速
道
路
も
通
ら
な
い
時
代

に
、
東
光
は
こ
の
中
尊
寺
に
日
本
国
民
の
関
心
を
引

く
た
め
に
、
自
ら
を
〝
東
夷
の
沙
門
〟
と
称
し
、
東

北
を
舞
台
に
し
た
小
説
連
載（『
蒼
き
蝦
夷
の
血
』『
武

蔵
坊
弁
慶
』
等
）
を
開
始
す
る
と
と
も
に
、
中
尊
寺

展
等
も
仕
掛
け
、
中
尊
寺
の
国
宝
等
も
公
開
し
て
い

き
ま
す
。

　

今
回
は
、
こ
こ
で
紙
数
が
尽
き
ま
し
た
。
次
回
も

引
き
続
き
中
尊
寺
の
話
題
を
書
き
ま
す
。

落
穂
拾
い

　
　

-
今
東
光
の
薫
風- 

（四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

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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