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コンサートイベント
「エド ･ バッハⅢ ～江戸とバッハの時代をこえて～」
　江戸時代中期。宝永元年（1704）に大和川が付
け替えられた時代、西洋では偉大な音楽家バッハ
らが活躍していた。チェロとチェンバロの音色が
旧家で響きあうコンサート「エド ･ バッハⅢ」。　
詳しい内容は、本誌 4･5 頁に掲載。

表紙写真：安藤氏所有のチェンバロ

企画展「植田家の漆器」
期間：2012年2月2日（木）～3月28日（水）
※休館日については、「休館日のご案内」（15ｐ）をご覧ください

展示のご案内

※チェンバロ（鍵盤楽器）
　主に18世紀のバロック時代に活躍した鍵盤楽器。
発音原理は、ピアノがハンマーで弦を叩いて音を出す
構造（打弦楽器）であるのに対し、チェンバロは爪で
弦を弾く構造（發弦楽器）になっている。
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お
よ
そ
二
五
〇
年
の
歴
史
を
も
つ
安
中
新
田
会
所

跡 

旧
植
田
家
住
宅
の
建
物
を
使
っ
た
コ
ン
サ
ー
ト

が
今
年
も
行
な
わ
れ
た
。
今
回
で
三
回
目
と
な
る
同

イ
ベ
ン
ト
は
、
地
域
に
縁
の
あ
る
音
楽
家
を
招
き
、

音
楽
を
通
し
て
歴
史
や
文
化
を
体
感
し
て
も
ら
お
う

と
企
画
さ
れ
て
い
る
。そ
し
て
今
年
も
、元
大
阪
フ
ィ

ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
交
響
楽
団
の
チ
ェ
リ
ス
ト
で
八
尾
市

在
住
の
音
楽
家
・
安
藤
信
行
さ
ん
と
奥
様
の
晴
子
さ

ん
を
お
迎
え
し
、〝
チ
ェ
ロ
と
チ
ェ
ン
バ
ロ
が
旧
家

に
木
魂（
こ
だ
ま
）す
る
〟コ
ン
サ
ー
ト「
エ
ド
・
バ
ッ

ハ
」
が
開
催
さ
れ
た
。

 

○
「
エ
ド
・
バ
ッ
ハ
」
っ
て
？

　

人
の
名
前
み
た
い
だ
が
、
西
洋
の
偉
大
な
音
楽
家

「
J .

S .

バ
ッ
ハ
（
一
六
八
五
〜
一
七
五
〇
）」
が
、
大

阪
の
歴
史
的
な
大
事
業
で
あ
る
大
和
川
付
け
替
え
の

行
な
わ
れ
た
「
江
戸
時
代
」

に
活
躍
し
て
い
た
こ
と
に

ち
な
ん
で
付
け
ら
れ
た
タ

イ
ト
ル
で
あ
る
。
そ
の
内

容
も
、
バ
ッ
ハ
の
曲
を
中

心
に
、
同
時
代
の
作
曲
家

の
音
楽
が
演
奏
さ
れ
る
、

ま
さ
に
「
江
戸
と
バ
ッ
ハ
」

の
コ
ン
サ
ー
ト
で
あ
る
。

エド･バッハⅢ
～江戸とバッハの時代をこえて～

コンサートイベント

 　in 安中新田会所跡 旧植田家住宅

2011.10.15

旧家で響きあう

　　チェロとチェンバロの

　　　　　　　　ささやかな饗宴
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ま
た
チ
ェ
ロ
と
チ
ェ
ン
バ
ロ
に
よ
る
ア
ン
サ
ン
ブ

ル
だ
け
で
な
く
、
楽
器
の
個
性
が
わ
か
る
独
奏
や
安

藤
信
行
さ
ん
の
楽
し
い
お
話
が
さ
ら
に
コ
ン
サ
ー
ト

を
盛
り
上
げ
る
。
そ
し
て
な
ん
と
い
っ
て
も
、
旧
家

に
響
き
渡
る
楽
器
の
音
色
が
「
エ
ド
・
バ
ッ
ハ
」
最

大
の
魅
力
で
あ
る
。
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
と
は
ひ
と

味
違
っ
た
雰
囲
気
を
体
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

○
「
江
戸
と
バ
ッ
ハ
の

　
　
　
　
　
　
時
代
を
こ
え
て
」

　

さ
て
、
コ
ン
サ
ー
ト
は
チ
ェ
ン
バ
ロ
の
構
造
や
歴

史
に
つ
い
て
の
お
話
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
分
か
り

や
す
い
解
説
に
ユ
ー
モ
ア
を
交
え

な
が
ら
の
ト
ー
ク
は
流
石
で
あ
る
。

そ
の
中
で
、
最
初
の
曲
《
調
子
の

良
い
鍛
冶
屋
》（
G.

F .

ヘ
ン
デ
ル
）

が
チ
ェ
ン
バ
ロ
の
独
奏
に
よ
っ
て

演
奏
さ
れ
た
。
軽
快
な
テ
ン
ポ
の

曲
に
会
場
か
ら
は
明
る
い
拍
手
が

起
こ
っ
た
。

　

続
く
ヘ
ン
デ
ル
の
《
チ
ェ
ロ･

ソ
ナ
タ
第
１
番 

ト
短
調
》
で
は
、

チ
ェ
ン
バ
ロ
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た

旋
律
か
ら
始
ま
り
、
次
第
に
チ
ェ

ロ
が
そ
こ
に
重
な
り
合
っ
て
い
く
。

の
予
定
で
あ
っ
た
が
、ラ
イ
ブ
な
ら
で
は
の
流
れ
で
、

次
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
《
Ｇ
線
上
の
ア
リ
ア
》
が
先
に
演

奏
さ
れ
た
。
有
名
な
曲
と
も
あ
り
、
会
場
は
し
ば
し

そ
の
美
し
い
旋
律
に
包
ま
れ
、
和
や
か
な
ム
ー
ド
が

漂
っ
た
。《
無
伴
奏
チ
ェ
ロ
組
曲
》
の
独
奏
で
は
、

今
年
も
熱
の
入
っ
た
演
奏
で
、
約
十
五
分
の
間
、
色

と
り
ど
り
に
変
化
す
る
チ
ェ
ロ
の
音
色
が
時
代
を
超

え
て
現
代
に
鳴
り
響
い
た
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
は
後
半
を
迎
え
、
こ
こ
で
今
回
の
タ

イ
ト
ル
に
も
あ
る
「
時
代
を
こ
え
た
」
プ
ロ
グ
ラ

ム
が
さ
ら
に
展
開
さ
れ
た
。
内
容
は
、
滝
廉
太
郎

（
一
八
七
九
〜
一
九
〇
三
）
な
ど
日
本
の
作
曲
家
に
よ

る
歌
曲
な
ど
が
中
心
と
な
り
、
最
後
に
は
現
代
の
日

本
の
音
楽
が
数
曲
演
奏
さ
れ
、
そ
の
意
外
な
展
開
に

会
場
は
大
い
に
沸
い
た
。
そ
し
て
約
一
時
間
半
の
コ

ン
サ
ー
ト
は
ア
ン
コ
ー
ル
の
《
鳥
の
歌
》
で
静
か
に

幕
を
閉
じ
た
。

　

次
回
「
エ
ド
・
バ
ッ
ハ
」

の
開
催
は
未
定
だ
が
、
今

後
こ
の
建
物
を
使
っ
た
音

楽
会
や
舞
台
な
ど
も
計
画

さ
れ
て
い
る
。
ぜ
ひ
、
生

の
芸
術
・
文
化
に
ふ
れ
て

ほ
し
い
。
乞
う
ご
期
待
。

静
か
な
第
一
楽
章
か
ら
勢
い
の
あ
る
第
二
楽
章
へ
、

落
ち
着
き
を
保
っ
た
第
三
楽
章
か
ら
再
び
勇
ま
し
い

第
四
楽
章
へ
と
、
あ
っ
と
い
う
間
に
曲
は
終
わ
り
を

迎
え
た
。

　

こ
こ
か
ら
は
「
エ
ド･

バ
ッ

ハ
」
の
メ
イ
ン
と
も
い
え
る
、

J .

S .

バ
ッ
ハ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
入
る
。
ま
ず
は
前
回
も
演
奏

さ
れ
た
《
ガ
ン
バ
と
チ
ェ
ン
バ

ロ
の
た
め
の
ソ
ナ
タ
》。
今
回

は
「
エ
ド
・
バ
ッ
ハ
Ⅲ
」
に

ち
な
ん
で
〝
第
三
番
〟
の
第
一

楽
章
が
、
チ
ェ
ロ
と
チ
ェ
ン
バ

ロ
に
よ
っ
て
豪
快
に
演
奏
さ
れ

た
。

　

続
い
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、

《
無
伴
奏
チ
ェ
ロ
組
曲
第
一
番
》
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そ
し
て
平
成
十
二
年
、
伊
東
氏
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

放
送
Ｆ
Ｍ
ち
ゃ
お
で
今
東
光
氏
に
つ
い
て
語
っ
て
い

た
だ
い
た
こ
と
か
ら
私
と
東
光
氏
と
の
再
会
の
道
筋

が
開
か
れ
た
。

　

放
送
で
語
ら
れ
た
昭
和
三
十
年
前
後
に
文
学
の
み

な
ら
ず
、
八
木
一
夫
や
鴨
居
羊
子
等
ジ
ャ
ン
ル
を
超

え
た
人
々
と
交
流
す
る
姿
は
、
時
の
東
光
氏
の
六
十

歳
前
後
と
い
う
年
齢
を
忘
れ
さ
せ
ら
れ
る
青
春
そ
の

も
の
で
あ
っ
た
。
私
の
知
ら
な
い
東
光
氏
と
の
出
会

い
だ
っ
た
。

　

今
回
の
講
演
「
今
東
光
の
昭
和
32
年
」
の
素
材
と

な
っ
た
「
鴨お
う
と
う
ざ
っ
き

東
雑
記
」
は
、
ま
さ
に
そ
の
時
代
を
東

光
氏
自
身
が
日
記
の
形
で
記
し
た
も
の
だ
。

　

こ
の
日
記
を
読
ん
だ
な
ら
人
は
東
光
氏
に
好
感
を

抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
昭
和
三
十
二
年

一
月
二
七
日
に
「
お
吟
さ
ま
」
に
よ
り
直
木
賞
受
賞

の
ウ
ナ
電（
至
急
電
報
）
が
入
り
、
取
材
や
祝
い
客
な

ど
で
て
ん
や
わ
ん
や
の
日
々
が
見
事
に
活
写
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
後
の
相
次
ぐ
執
筆
依
頼
で
忙
し
く
ふ
ら

ふ
ら
な
の
に
約
束
し
て
い
た
講
演
に
で
か
け
、
な
ぜ

か
天
台
院
の
常
連
た
ち
と
鳴
門
の
渦
潮
見
物
に
出
か

け
た
り
し
て
い
る
の
だ
。愛
す
べ
き
人
で
は
な
い
か
。

　

私
は
十
年
余
り
前
、「
今
東
光
を
語
る
会
」
に
参

加
を
し
た
も
の
の
当
初
は
、
八
尾
に
住
ん
で
い
た
直

木
賞
作
家
だ
が
、
口
の
悪
い
生
臭
坊
主
で
食
え
な
い

人
と
い
う
印
象
を
ま
だ
ひ
き
ず
っ
て
い
た
。
だ
が
、

　
八
尾
再
発
見
～
文
学
に
見
る
八
尾
～

　
　
　
　
　
　
　
　
に
参
加
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
井 
清
子
（
今
東
光
を
語
る
会 

会
員
）

　

伊
東
健
つ
よ
し

氏
に
よ
り
、
今
東
光
氏
に
再
会
で
き
た

こ
と
を
人
生
の
僥
倖
と
感
じ
て
い
る
。

　

講
演
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
昭
和
32
年
」、
私
は
お

か
っ
ぱ
頭
に
帽
子
を
被
り
、
紺
の
ス
モ
ッ
ク
に
斜
め

が
け
の
カ
バ
ン
を
か
け
た
幼
稚
園
児
で
あ
っ
た
。
翌

三
十
三
年
に
は
制
服
制
帽
ラ
ン
ド
セ
ル
姿
で
、
東
光

氏
が
講
師
を
勤
め
た
帝
塚
山
学
院
短
大
の
あ
る
帝
塚

山
三
丁
目
の
駅
か
ら
帝
塚
山
学
院
小
学
部
へ
通
う
小

学
一
年
生
と
な
っ
て
い
た
。
伊
東
氏
は
、冒
頭
で「
本

日
の
テ
ー
マ
で
あ
る
昭
和
三
十
二
年
に
僕
は
影
も
形

も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
年
齢
の
隔
た

り
は
あ
る
に
し
て
も
、
私
は
東
光
氏
と
同
時
代
に
同

じ
場
所
の
空
気
を
吸
っ
た
人
間
で
あ
る
。

　

し
か
し
、本
好
き
を
自
認
す
る
花
の
女
子
校
生
は
、

「
風
立
ち
ぬ
」
や
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に

は
心
惹
か
れ
た
が
、「
悪
名
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は

全
く
心
に
響
か
ず
、
い
か
に
売
れ
っ
子
作
家
で
あ
っ

た
と
し
て
も
今
東
光
氏
は
全
く
興
味
の
外
で
あ
っ

た
。

伊
東
氏
の
語
る
東
光
氏
は
、
音
楽
を
好
み
、
絵
画
で

身
を
立
て
る
志
を
持
ち
つ
つ
も
偉
大
な
才
能
の
前
に

そ
れ
を
断
念
、
文
学
に
没
頭
し
、
歴
史
を
学
び
、
僧

侶
と
し
て
の
修
行
を
積
ん
だ
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

そ
の
縁
で
暮
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
河
内
の
風
土
に
触

れ
て
、
今
こ
れ
を
残
す
の
が
自
分
の
役
目
と
作
家
と

し
て
ど
ん
ど
ん
作
品
を
発
表
し
、
河
内
を
世
に
知
ら

し
め
た
人
だ
っ
た
。

　

今
回
、
達
人
と
も
言
え
る
書
き
振
り
の
日
記
「
鴨

東
雑
記
」
に
よ
り
、
ま
た
魅
力
の
一
端
に
触
れ
る
こ

と
が
出
来
た
。

　

再
会
後
、
私
は
伊
東
氏
の
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
に
よ
り
今

東
光
と
い
う
大
海
を
泳
い
で
い
る
。
ま
だ
一
度
も
足

が
底
に
つ
い
た
と
感
じ
た
こ
と
も
、
対
岸
が
見
え
た

よ
う
な
気
が
し
た
こ
と
も
な
い
。
広
く
深
い
海
で
あ

る
。
し
か
し
、
焦
ら
ず
た
ゆ
た
う
に
は
素
晴
ら
し
き

海
で
あ
る
。
今
後
も
し
ば
し
こ
の
海
を
楽
し
ま
せ
て

い
た
だ
こ
う
と
考
え
て
い
る
。

講演中の伊東 健
つよし

氏
（2011.11.26 旧植田家住宅にて）
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全
三
回
で
完
結
す
る「
こ
ど
も
ガ
イ
ド
養
成
講
座
」

も
二
周
目
に
突
入
し
、
新
た
な
参
加
者
と
内
容
で
再

び
第
一
回
が
開
講
さ
れ
た
。
大
ま
か
な
流
れ
は
こ
れ

ま
で
と
同
じ
だ
が
、
よ
り
実
践
的
に
ガ
イ
ド
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ま
ず
は
安
中
新
田
と
旧
植
田
家
住
宅
の
役
割
に
つ

い
て
の
歴
史
的
な
話
を
聞
く
。
そ
の
ま
ま
主
屋
一
階

を
ガ
イ
ド
で
き
る
よ
う
に
、
各
部
屋
の
特
徴
と
場
所

に
つ
い
て
覚
え
て
も
ら
っ
た
。
何
度
も
足
を
運
ん
で

い
る
子
ど
も
た
ち
も
、
植
田
家
の
知
ら
な
い
こ
と
を

た
く
さ
ん
知
る
こ
と
が
で
き
、
一
生
懸
命
取
り
組
ん

で
く
れ
た
様
子
だ
っ
た
。

　

最
後
に
は
「
わ
ら
な
わ
作
り
」
を
体
験
し
て
も
ら

い
、
終
始
、
楽
し
そ
う
に
わ
ら
を
な
っ
て
い
た
。
体

験
を
通
し
て
、
む
か
し
の
生
活
の
良
さ
や
苦
労
な
ど

も
感
じ
て
も
ら
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
（
以
下
は
講
座
終
了
後
の
み
ん
な
の
感
想
）

○
植
田
家
の
事
を
知
れ
て
よ
か
っ
た
!!

（
五
年 

Ｍ
．Ｋ
．）

○
わ
ら
な
わ
作
り
が
楽
し
か
っ
た
！
説
明
で
き
そ
う

　
に
な
い
け
ど
…
。

　
　
　
　
　
　（
五
年 

Ｍ
．Ｕ
．）

○
む
か
し
の
人
の
く
ら
し
が
わ
か
っ
た
か
ら
楽
し

　
か
っ
た
。
ふ
だ
ん
自
分
が
入
っ
て
い
た
入
口
は
、

　
ほ
ん
と
う
の
入
口
じ
ゃ
な
か
っ
た
の
で
ビ
ッ
ク
リ

　
し
ま
し
た
。

　
わ
ら
な
わ
づ
く
り
が
む
ず
か
し
か
っ
た
。
け
ど
、

　
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
二
回
目
も
楽
し
み
に
し
て
い

　
ま
す
☆

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
五
年 

Ｈ
．Ｉ
．）

○
い
ろ
い
ろ
な
部
屋
に
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ
っ
て

　
す
ご
か
っ
た
。
わ
ら
な
わ
を
作
る
の
が
む
ず
か
し

　
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
五
年 

Ｍ
．Ｙ
．）

○
わ
た
し
は
、
こ
れ
で
四
回
目
で
、
一
番
多
い
回
数
、

　
こ
ど
も
ガ
イ
ド
養
成
講
座
に
行
っ
て
い
る
の
で
す

　
が
、
今
日
の
講
座
を
聞
く
と
、「
あ
っ
そ
れ
知
っ

　
て
る
」
と
い
う
の
が
い
っ
ぱ
い
で
て
き
ま
し
た
。

　
こ
れ
も
、
こ
ど
も
ガ
イ
ド
の
お
か
げ
だ
な
ぁ
と
思

　
い
ま
し
た
。
楽
し
か
っ
た
で
す
。（
五
年 
Ａ
．Ｂ
．）

12月10日（土）

主屋 1 階をガイド
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無
料
入
館
日
＆
イ
ベ
ン
ト
実
施
報
告

　

旧
植
田
家
住
宅
で
は
、
二
〇
一
一
年
十
一
月
三
日

（
祝
）
〜
十
八
日
（
金
）
の
期
間
、
施
設
の
観
覧
料

「
無
料
の
日
」
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、

昔
の
く
ら
し
体
験
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
が
行
な
わ
れ
、

十
一
月
は
多
く
の
人
た
ち
で
賑
わ
っ
た
。

　

ま
た
、
歴
史
民
俗
資
料
館
を
は
じ
め
、
市
内
の
各

文
化
財
関
連
施
設
の
連
携
を
強
化
す
べ
く
、
文
化
庁

の
補
助
金
を
受
け
て
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
も
開
催
さ
れ

た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
一
部
を
旧
植
田
家
住
宅
に
関

連
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
中
心
に
紹
介
す
る
。

◎
十
一
月
一
日
（
火
）、
ア
リ
オ
八
尾
の
レ
ッ

ド
コ
ー
ト
で
、
八
尾
の
文
化
財
を
Ｐ
Ｒ
す
る
イ

ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
、
旧
植
田
家
住
宅
も
微
力

な
が
ら
参
加
し
た
。

　

歴
史
民
俗
資
料
館
、
し
お
ん
じ
や
ま
古
墳
学

習
館
、
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
と
の
四
館

合
同
企
画
と
な
っ
た
こ
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
各

施
設
の
紹
介
や
八
尾
の
文
化
財
マ
ッ
プ
と
い
っ

た
パ
ネ
ル
展
示
が
メ
イ
ン
と
な
っ
た
。

　

他
に
は
綿
く
り
・
糸
紡
ぎ
や
、
埴
輪
パ
ズ
ル
、

塗
り
絵
な
ど
の
体
験
コ
ー
ナ
ー
も
設
け
ら
れ
、

訪
れ
た
人
を
楽
し
ま
せ
た
り
感
心
さ
せ
た
り
し

八尾市内文化財保存公開施設連携強化事業

知ろう！学ぼう！楽しもう！

八尾の文化財 ～旧植田家住宅編～

た
。
ま
た
、
第
一
回
八
尾
の
歴
キ
ャ
ラ
総
選
挙

が
開
催
さ
れ
、
旧
植
田
家
住
宅
か
ら
は
「
マ
ン

ジ
ー
く
ん
」
と
「
き
ゅ
う
ち
ゃ
ん
」
が
エ
ン
ト

リ
ー
し
た
が
、惜
し
く
も
上
位
入
賞
は
逃
し
た
。

　

ア
リ
オ
の
よ
う
な
大
き
な
商
業
ス
ペ
ー
ス
は

広
い
範
囲
か
ら
の
集
客
が
あ
る
。
普
段
は
な
か

な
か
施
設
に
足
を
運
ん
で
も
ら
え
な
い
層
へ
の

Ｐ
Ｒ
が
で
き
た
こ
と
は
大
き
な
収
穫
で
あ
る
。

ま
た
、
他
の
施
設
の
ス
タ
ッ
フ
と
交
流
が
持
て

た
こ
と
な
ど
、
副
次
的
な
効
果
も
大
き
か
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

アリオイベント
きゅうちゃん

マンジーくん

残
念
! !

文
化
財
を

　
　

 

Ｐ
Ｒ
。
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◎
十
一
月
六
日
（
日
）
に
は
，「
歴
史
ハ
イ
キ

ン
グ
」
と
し
て
、
旧
植
田
家
住
宅
主
催
の
ま
ち

歩
き
イ
ベ
ン
ト
「
旧
大
和
川
を
歩
く
〜
ぶ
ら
り

長
瀬
川
〜
」
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
日
は
、
前

日
か
ら
降
り
続
い
て
い
た
雨
も
上
が
り
、
暑
す

ぎ
ず
寒
す
ぎ
な
い
曇
り
空
で
、
絶
好
の
ま
ち
歩

き
日
和
と
な
っ
た
。

　

イ
ベ
ン
ト
に
は
総
勢
十
六
名
が
参
加
。
コ
ー

ス
は
Ｊ
Ｒ
志
紀
駅
か
ら
Ｊ
Ｒ
八
尾
駅
に
向
か
っ

て
、
旧
大
和
川（
長
瀬
川
）
の
川
筋
を
探
索
す

る
と
い
う
も
の
で
、
マ
ッ
プ
師
・
北
村
茂
章
氏

が
作
成
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
マ
ッ
プ
を
片
手
に
、

約
三
時
間
の
道
の
り
を
歩
い
た
。

　

途
中
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
史
跡
や

名
勝
、
旧
大
和
川
の
堤（
跡
）が
わ
か
る
場
所
、

ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
場
所
な
ど
、
合
計
十
八
ヵ

所
を
巡
り
、
旧
大
和
川
と
八
尾
の
歴
史
を
体
感

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
昔
か
ら
あ
る
風

景
が
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
い
る
様
子
も
見
る

こ
と
が
で
き
、
様
々
な
発
見
が
あ
っ
た
。

　

イ
ベ
ン
ト
は
朝
九
時
か
ら
出
発
し
、
定
刻
ど

お
り
十
二
時
の
解
散
と
な
っ
た
。
参
加
者
か
ら

は
、
次
回
ま
ち
歩
き
の
開
催
を
期
待
す
る
声
が

多
く
聞
か
れ
た
。

◎
十
一
月
十
三
日（
日
）は「
昔
の
く
ら
し
体
験
」

と
し
て
、「
か
ま
ど
で
ご
は
ん
炊
き
」と「
ち
ょ
っ

と
昔
の
大
掃
除
」
を
行
な
っ
た
。
ご
年
配
の
方

に
は
懐
か
し
く
、
若
い
方
に
は
、
な
か
な
か
に

新
鮮
な
イ
ベ
ン
ト
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　

か
ま
ど
の
火
加
減
は
ス
タ
ッ
フ
の
指
導
の
も

と
、
子
ど
も
た
ち
に
や
っ
て
も
ら
っ
た
。「
毎

日
こ
ん
な
こ
と
す
ん
の
大
変
や
な
ぁ
」
と
言
っ

て
い
た
の
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
苦
労
し
て

炊
き
あ
が
っ
た
ご
飯
は
格
別
に
お
い
し
か
っ
た

…
か
も
？

　

大
掃
除
で
は
、
ハ
タ
キ
を
作
る
と
こ
ろ
か
ら

始
め
て
も
ら
っ
た
。作
っ
た
ハ
タ
キ
を
片
手
に
、

高
い
と
こ
ろ
に
た
ま
っ
た
ホ
コ
リ
を
パ
タ
パ

タ
。
普
段
の
掃
除
で
手
が
届
か
な
い
と
こ
ろ
が

き
れ
い
に
な
っ
た
。
次
に
、
ほ
う
き
を
持
っ
て

落
と
し
た
ホ
コ
リ
を
掃
き
集
め
、
最
後
は
雑
巾

で
拭
い
て
仕
上
げ
。
汚
れ
た
雑
巾
を
見
て
、
満

足
そ
う
だ
っ
た
。

　

今
回
ち
ょ
っ
と
し
た
お
楽
し
み
で
や
っ
て
も

ら
っ
た
の
が
障
子
の
張
り
替
え
。
も
ち
ろ
ん
、

張
り
替
え
は
う
ま
く
い
っ
た
の
だ
が
、
子
ど
も

た
ち
は
張
り
替
え
る
前
の
障
子
紙
を
破
る
の
が

楽
し
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
あ
た
り
は
、
今
も

昔
も
変
わ
ら
な
い
。

< 歴史ハイキング >

旧大和川を歩く
～ぶらり長瀬川～

旧植田家住宅で
昔のくらし体験

かまどで
　　ごはん炊き

むかしの
　　大そうじ

八
尾
の
歴
史
を

　
　
　

再
発
見
！



― 10 ―

　
「
十
錦
手
の
や
き
も
の
」
で
あ
る
《
色
絵
山
水

草
花
文
皿
》・《
色
絵
山
水
草
花
文
茶
碗
》
が
、

現
在
、
旧
植
田
家
の
土
蔵
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。

「
十じ
っ
き
ん
で

錦
手
」
と
は
、
模
様
の
異
な
っ
た
10
種
類
の

色
絵（
と
く
に
狭
彩
※
の
色
絵
）
の
こ
と
で
、
赤
・

緑
・
黄
・
桃
色
な
ど
鮮
や
か
な
色
調
で
描
か
れ

て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
十
錦
手
の
や
き
も
の
は
、
中
国（
景

徳
鎮
窯
な
ど
）
で
つ
く
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、

日
本
で
特
色
を
な
し
た
の
は
、
愛
媛
県
伊
予
市

郡
中（
灘
町
、湊
町
、三
島
町
辺
り
）
の
郡
中
焼（
郡

中
十
錦
）
で
あ
る
。
薬
種
商
の
小
谷
屋
友
九
郎

（
号
坤こ
ん
さ
い斉
）
が
天
保
年
間（
一
八
三
〇
〜
四
四
）
末

ご
ろ
か
ら
明
治
初
期（
一
八
七
〇
ご
ろ
）
に
つ
く

ら
せ
た
趣
味
性
の
強
い
作
風
の
も
の
で
、
量
産

に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
天
保
か
ら
文
久
年
間

落
ち
着
く
。
平
戸
藩
の
御
用
窯
と
し
て
厚
い
保

護
を
受
け
て
い
た
三
川
内
焼
は
、
と
り
わ
け
染

付
、
精
巧
緻
密
な
透
し
彫
り
や
細
工
物
な
ど
の

や
き
も
の
が
特
徴
で
、
十
錦
手
の
や
き
も
の
は

珍
し
い
そ
う
だ
。
今
回
、
私
が
見
た
十
錦
手
の

や
き
も
の
は
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

郡
中
焼
、
三
川
内
焼
、
旧
植
田
家
所
蔵
の
十

錦
手
の
や
き
も
の
の
高
台
裏
に
は
、
い
ず
れ
も

呉ご

す須
※
で「
清
朝
幹
隆
年
号
風
」
の
銘
が
記
さ
れ

て
い
る
。
残
念
な
が
ら
現
段
階
で
は
旧
植
田
家

所
蔵
の《
色
絵
山
水
草
花
文
皿
》・《
色
絵
山
水

草
花
文
茶
碗
》
が
何
処
の
窯
の
も
の
か
を
特
定

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
よ
っ
て
今
後
の
調
査
・

研
究
で
わ
か
り
次
第
、
随
時
、
報
告
で
き
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。

　

今
回
は
「
十
錦
手
の
や
き
も
の
」
を
取
り
上

げ
た
が
、
今
後
も
旧
植
田
家
所
蔵
の
資
料
の
研

究
・
調
査
を
行
な
い
、
多
く
の
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
い
。 

　

※
狭　

彩
＝
余
白
を
残
さ
ず
に
他
の
部
分
を
ぬ
り
つ
ぶ
し

　
　
　
　
　
　

た
も
の
を
い
う
。

　

※
上
絵
具
＝
本
焼
き
焼
成
後
に
、
上
絵
付
け
に
用
い
る

　
　
　
　
　
　

絵
具
の
こ
と

　

※
呉　

須
＝
磁
器
の
染
め
付
け
に
用
い
る
鉱
物
質
の
顔
料
。

　
　
　
　
　
　

釉
を
か
け
焼
成
す
る
と
藍
青
色
に
な
る
。

（
一
八
六
一
〜
六
四
）
の
末
ご
ろ
ま
で
が
最
盛
期

と
さ
れ
て
い
る
。
砥
部
焼（
愛
媛
県
伊
予
郡
砥
部

町
）製
の
色
絵
素
地
に
青
緑
・
赤
・
桃
・
褐
・
薄
青
・

白
・
臙
脂
黒
・
金
彩
な
ど
の
上う
わ
え
の
ぐ

絵
具
※
を
厚
く

塗
り
、
さ
ら
に
線
彫
り
を
施
し
た
10
客
絵
替
わ

り
の
組
皿
や
組
碗
な
ど
が
あ
る
。

　

昨
夏
、
私
が
訪
れ
た
三
川
内
窯（
長
崎
県
佐
世

保
市
）に
お
い
て
、
非
常
に
よ
く
似
た
十
錦
手
の

や
き
も
の
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
三
川

内
焼
の
歴
史
は
古
く
、
文
禄
・
慶
長
の
役
に
参

戦
し
た
26
代
平
戸
藩
主
松
浦
鎮し
げ
の
ぶ信（

法
印
）
が
慶

長
三
年（
一
五
九
八
）
帰
還
の
折
、
熊こ
も
か
い川
の
陶
工

巨こ
せ
き関
を
連
れ
て
帰
り
、
平
戸
中
野
紙か
み
す
き漉
に
お
い

て
窯
を
焼
成
さ
せ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
の
後
、

巨
関
お
よ
び
そ
の
子
・
三
之
丞
親
子
は
陶
土
を

求
め
て
領
内
各
地
を
徘
徊
し
、
三
川
内
の
地
に

関西大学大学院文学研究科

谷口 弘美

《色絵山水草花文皿》

《色絵山水草花文茶碗》

研 究
のーと

Investigation

Note
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先
日
、
近
鉄
電
車
の
車
中

で
、
高
校
生
ら
し
い
女
の
子

た
ち
が
大
和
川
の
場
所
の
話

を
し
て
い
て
、
中
甚
兵
衛
の

像
が
あ
る
と
こ
ろ
…
そ
う
そ

う
甚
平
、
甚
平
…
と
楽
し
そ

う
に
話
し
て
い
ま
し
た
。
何

の
話
か
分
か
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
近
在
の
小
学
校
出
身

で
大
和
川
の
付
け
替
え
の
こ

と
や
、
付
け
替
え
の
功
労
者

で
あ
る
中
甚
兵
衛
を
知
っ
て

い
る
様
子
で
し
た
。

　

旧
植
田
家
住
宅
で
は
、
ス
タ
ッ
フ
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

Ｈ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｉ
の
メ
ン
バ
ー
が
小
学
校
の
郷
土
学
習

の
サ
ポ
ー
ト
と
し
て
出
前
授
業
を
行
な
っ
て
い
ま

す
。
昨
年
度
よ
り
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
市
内
の
小
学
校

に
配
布
し
、
本
格
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
の
効
果
よ
り
も
、
先
生
同
士
の
口
コ
ミ
に

よ
り
拡
が
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

今
ま
で
実
施
し
た
授
業
の
内
容
は
、
主
に
四
年
生

で
「
大
和
川
の
付
け
替
え
」
や
「
河
内
木
綿
」
と
「
校

区
の
む
か
し
と
大
和
川
」
を
、
三
年
生
で
「
む
か
し

の
く
ら
し
」「
校
区
の
む
か
し
の
よ
う
す
」に
つ
い
て
、

社
会
科
の
副
読
本
『
わ
た
し
た
ち
の
八
尾
市
』
の
内

容
に
沿
っ
た
も
の
に
し
て
い
ま
す
。

　

三
年
生
の
「
む
か
し
の
く
ら
し
」
で
は
、
一
日
の

時
間
の
流
れ
の
中
で
昔
の
く
ら
し
の
様
子
を
紹
介

し
、
旧
植
田
家
住
宅
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
民
具
な
ど

を
持
ち
込
み
、
見
た
り
触
っ
た
り
し
て
も
ら
い
民
具

の
使
い
方
な
ど
を
説
明
し
て
い
ま
す
。
そ
の
際
、
単

に
不
便
さ
だ
け
で
な
く
、
昔
の
く
ら
し
の
知
恵
や
工

夫
を
紹
介
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　
「
校
区
の
む
か
し
の
よ
う
す
」
で
は
、
最
初
に
校

区
の
今
の
様
子
を
写
真
で
紹
介
し
、
そ
の
後
、
航
空

写
真
で
、
今
の
ま
ち
の
様
子
と
二
〇
年
、
三
〇
年
、

五
〇
年
前
の
校
区
の
様
子
を
今
と
ど
う
違
う
か
比
較

し
、
昔
の
写
真
を
使
っ
て
当
時
の
く
ら
し
の
様
子
も

紹
介
し
て
い
ま
す
。
続
い
て
、
江
戸
時
代
の
校
区
を

地
図
で
示
し
、
旧
大
和
川
周
辺
の
校
区
で
は
、
付
け

替
え
以
前
の
三
〇
〇
年
前
の
様
子
を
紹
介
し
て
い
ま

す
。
四
年
生
で
習
う
「
大
和
川
の
付
け
替
え
」
を
身

近
に
感
じ
て
も
ら
え
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

学
校
に
よ
っ
て
子
ど
も
た
ち
の
反
応
は
様
々
で

す
。
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
る
身
近
な
校
区
の

風
景
を
紹
介
す
る
際
な
ど
は
、
画
像
が
変
わ
る
た
び

に
歓
声
が
上
が
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
静
か
に
見
つ

め
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
の
学
校
の

子
ど
も
た
ち
か
ら
も
、
授
業
後
に
感
想
と
質
問
が
た

く
さ
ん
届
き
、
全
体
的
に
、
よ
く
聞
き
よ
く
考
え
て

い
る
こ
と
に
感
心
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
分
こ
ち
ら

も
毎
回
、
小
学
校
か
ら
申
し
込
み
の
後
、
事
前
に
学

校
へ
打
ち
合
わ
せ
に
伺
う
よ
う
に
し
、
先
生
の
要
望

や
学
校
の
授
業
の
内
容
を
参
考
に
、
授
業
の
内
容
に

つ
い
て
工
夫
し
て
い
ま
す
。

　

出
前
授
業
は
、
学
校
へ
の
授
業
の
サ
ポ
ー
ト
と
し

て
の
成
果
を
あ
げ
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

後
年
に
、
電
車
の
中
で
見

か
け
た
高
校
生
の
よ
う
に
、

子
ど
も
た
ち
が
郷
土
の
歴

史
に
少
し
で
も
興
味
を
持

ち
、
そ
れ
が
郷
土
へ
の
愛

着
に
つ
な
が
っ
て
い
け
ば

よ
い
と
お
も
い
ま
す
。

これまでの実施状況
◎2009年度（モデル実施）＝2校

　「日本のすまいとくらし」（5年）       [曙川小]

　「校区のむかし＆河内木綿」（4年）  [西山本小]

◎2010年度＝10校

　「大和川の付け替え＆校区のむかし」（4年）
　　[亀井小・北山本小・志紀小・高安西小・西山本小]

　「河内木綿」（4年）  [龍華小]

　「むかしのくらし＆校区のむかし」（3年）  [大正小・永畑小]

　「むかしのくらし」（3年）　[久宝寺小・八尾小]

◎2011年度＝8校 ※2012年1月現在

　「大和川の付け替え＆校区のむかし」（4年）
　　[桂小、亀井小、高安西小、西山本小、東山本小、安中小、龍華小]

　「河内木綿」（4年）  [長池小]

　「むかしのくらし＆校区のむかし」（3年）（※実施予定）

　　[桂小、大正小、永畑小、美園小、南山本小]
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以
来
、
毎
回
な
に
か
し
ら
の
賞
を
頂
い
て
い
る
旧

植
田
家
住
宅
の
大
根
。
も
ち
ろ
ん
今
年
も
目
標
の

最
高
賞
「
こ
れ
ぞ
田
辺
大
根
de
賞
」
を
狙
っ
て
い

た
担
当
ス
タ
ッ
フ
。
か
な
り
落
ち
込
む
…
。

　

フ
ェ
ス
タ
へ
の
出
陳
の
た
め
に
土
を
耕
し
、
堆

肥
を
混
ぜ
、
毎
日
、
苦
手

な
ア
オ
ム
シ
を
指
で
つ
ま

ん
で
い
た
の
で
す
か
ら

（
笑
）。
さ
て
、
フ
ェ
ス
タ

の
日
ま
で
、
残
す
は
十
日
。

子
ど
も
た
ち
と
ス
タ
ッ

フ
の
思
い
は
通
じ
る
の
で

し
ょ
う
か
？　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

【
え
ー
？
何
で
～
!?
】

　

天
王
寺
か
ぶ
ら
に
関
し
て
も
、
悲
し
い
結
果

で
、
早
い
内
か
ら
実
割
れ
を
し
て
し
ま
い
、
慌
て

て
収
穫
す
る
も
、
半
分
に
割
っ
て
み
る
と
、
全
部

が
真
っ
黒
に
な
り
、
み
ご
と
な
空
洞
。
中
に
は
、

丸
々
太
っ
た
ナ
メ
ク
ジ
が
…
。
彼
ら
の
栄
養
源
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
結
局
、
ひ
と
く
ち

も
人
間
の
口
に
は
入
ら
ず
仕
舞
い
。
毎
年
、
同
じ

時
期
に
、
同
じ
よ
う
に
育
て
て
い
る
の
に
、
な
ぜ

な
の
で
し
ょ
う
か
？
野
菜
栽
培
の
難
し
さ
に
悩
む

ス
タ
ッ
フ
に
、
ご
意
見
、
ご
感
想
が
ご
ざ
い
ま
し

た
ら
、
お
伝
え
頂
け
る
と
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

No.1 １

【
田
辺
大
根
フ
ェ
ス
タ 

二
〇
一
一
】

　

開
き
直
っ
た
担
当
ス
タ
ッ
フ
。
今
年
は
入
賞
を

諦
め
、
お
笑
い
狙
い
で
親
指
ほ
ど
の
大
き
さ
し
か

な
い
も
の
を
出
陳
し
て
み
た
。
す
る
と
、
何
と
そ

れ
が
二
度
目
の
「
葉
ぶ
り
が
い
い
de
賞
」
に
！

　

狙
い
は
当
た
り
ま
し
た
（
笑
）。
そ
し
て
昨
年

旧
植
田
家
住
宅
で
と
れ
た
種
を
植
え
て
、
一
緒
に

頭
を
抱
え
な
が
ら
育
て
、
今
回
初
め
て
出
陳
さ
れ

た
近
隣
の
永
畑
幼
稚
園
と
八
尾
市
役
所
出
張
所
龍

華
コ
ミ
セ
ン
の
大
根
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
で
っ
か
い

de
賞
」、「
が
ん
ば
っ
た
de
賞
」を
受
賞
し
ま
し
た
。

　

二
百
本
近
い
出
陳
数
の
中
で
、
最
高
賞
に
は
ほ

ど
遠
い
も
の
の
、
三
つ
の
賞
を
頂
け
た
の
は
本
当

に
う
れ
し
い
も
の
で
す
。
収
穫
を
終
え
、
ぽ
っ
こ

り
空
い
た
畑
に
は
、
大
阪
し
ろ
な
と
金
時
人
参
、

そ
し
て
永
畑
幼
稚
園
か
ら
頂
い
た
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー

が
新
た
に
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
次
回
の
収
穫
は

金
時
人
参
の
予
定
で
す
。

　

当
初
、
子
ど
も
た
ち
が
植
え
た
冬
野
菜
の
苗
は

順
調
に
育
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
十
一
月
後
半
に

な
る
と
、
何
や
ら
例
年
と
は
違
い
が
出
て
き
ま
し

た
。
田
辺
大
根
・
天
王
寺
か
ぶ
ら
は
、
や
た
ら
と

葉
や
茎
だ
け
が
大
き
く
な
り
、
肝
心
の
実
そ
の
も

の
は
、
笑
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
小
さ
い
。

　

大
根
は
、
一
番
大
き
そ
う
な
物
で
も
、
女
の
人

の
手
首
ほ
ど
の
太
さ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
本
来
な

ら
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
あ
る
程
度
の
大
き
さ

に
成
長
し
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
ど
う
も
様
子
が

お
か
し
い
。
こ
の
「
栽
培
日
記
」
で
も
何
度
か
登

場
す
る
、
毎
年
十
二
月
の
中
頃
に
大
阪
市
内
で
催

さ
れ
る
「
田
辺
大
根
フ
ェ
ス
タ
」
で
初
出
陳
し
て

田辺大根フェスタへの道

2度目の「葉ぶりがいいde賞」！
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十
二
月
二
五
日
（
日
）、
旧
植
田
家
住
宅
の
行
事

の
中
で
最
も
賑
わ
う
「
も
ち
つ
き
大
会
」
が
行
な
わ

れ
ま
し
た
。
十
時
の
開
始
か
ら
、
た
く
さ
ん
の
人
で

土
間
が
い
っ
ぱ
い
に
な
り
、
九
七
名
の
参
加
が
あ
り

ま
し
た
。
薪
の
炎
、
煙
、
も
ち
米
の
蒸
し
あ
が
っ
た

薫
り
、
こ
ど
も
た
ち
の
歓
声
、
大
人
の
威
勢
の
良
い

声
、
そ
し
て
つ
き
あ
が
っ
た
餅
の
ピ
カ
ピ
カ
な
事
。

こ
れ
ぞ
「
ザ
・
も
ち
つ
き
」
で
す
。

　

フ
ー
フ
ー
言
い
な
が
ら
丸
餅
に
し
て
早
速
試
食
。

美
味
し
い
！
と
、
み
ん
な
次
々
に
お
か
わ
り
。
こ
ど

も
は
黄
な
粉
、
大
人
は
大
根
お
ろ
し
、
そ
し
て
温
ま

る
ぜ
ん
ざ
い
も
好
評
で
し
た
。

　

手
返
し
な
ど
、
お
手
伝
い
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
地

域
の
方
た
ち
や
小
学
校
の
先
生
、
ま
た
八
尾
高
校
の

生
徒
さ
ん
た
ち
の
応
援
も
あ
り
、大
助
か
り
で
し
た
。

用
意
し
た
十
二
臼
も
予
定
ど
お
り
、
正
午
過
ぎ
に
は

終
了
。
寒
い
日
で
し
た
が
、
心
も
お
腹
も
大
満
足
で

温
か
く
な
り
ま
し
た
。

　

余
談
で
す
が
、一
才
の
孫
も
参
加
し
、餅
デ
ビ
ュ
ー

で
た
く
さ
ん
食
べ
ま
し
た
が
、
お
正
月
は
、
家
で
は

一
口
も
食
べ
ま
せ
ん
で
し
た
。

加
藤 

邦
枝（
旧
植
田
家
住
宅
ス
タ
ッ
フ
）



― 14 ―

　

前
回
に
引
き
続
い
て
の
中
尊
寺
の
話
題
で
す
。
中
尊

寺
の
国
宝
を
公
開
す
る
意
図
を
東
光
は
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
ま
す
。

　  
コ
ラ
ム

　

中
尊
寺
復
興
の
物
語
に
、八
尾
市
に
住
ん
で
い
た
一
人

の
僧
侶
兼
作
家
が
果
し
た
役
割
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

と
思
う
の
で
す
。

落
穂
拾
い

　
　

-

今
東
光
の
薫
風- 

（五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
・
伊
東  

健

　
　

金
色
堂
解
体
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
新
し
い
問
題
が
提
起

　

さ
れ
ま
し
た
が
、
三
千
有
余
点
に
あ
ま
る
国
宝
を
蔵
す
る

　

中
尊
寺
は
実
に
一
種
の
宝
庫
で
あ
り
ま
し
て
、
篤
信
の
人

　

あ
る
い
は
仏
教
美
術
の
研
究
者
も
し
く
は
美
術
愛
好
家
の

　

今
後
の
研
究
開
発
に
期
待
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

 　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
四
三
年
五
月
一
日　

中
尊
寺
発
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
金
色
堂
大
修
理
落
慶
記
念
』
よ
り
）

　

そ
の
よ
う
な
東
光
に
中
尊
寺
の
拝
観
料
は
高
い
と
い

う
声
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
対

し
て
東
光
は
、
次
の
よ
う
に
応
え
て
い
ま
す
。

　
　

な
ぜ
高
い
か
っ
て
い
う
と
、こ
の
大
切
な
文
化
財
を
、

　

オ
レ
は
日
本
民
族
か
ら
お
預
か
り
し
て
る
ん
だ
。（
略
）

　

そ
し
て
お
め
え
た
ち
の
、
第
二
、第
三
の
子
供
、孫
、曾
孫

　

と
子
孫
に
そ
れ
を
残
し
て
い
か
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
。
と
な

　

る
と
、
こ
れ
は
普
通
の
設
備
か
ら
消
防
防
火
の
設
備
ま
で

　

完
全
に
や
る
必
要
が
あ
る
。（
昭
和
五
一
年
十
一
月
二
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

   

集
英
社
発
行
『
極
道
辻
説
法
』
よ
り
）

　
　

金
色
堂
の
調
査
を
し
た
時
に
、
秀
衡
さ
ん
の
棺
を
開
け

　

て
み
る
と
、
秀
衡
さ
ん
の
衣
の
袖
で
包
む
よ
う
に
し
て
ミ

　

イ
ラ
の
傍
ら
に
倅
の
首
桶
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
哀
れ

　

な
姿
で
ね
、
お
父
さ
ん
と
し
て
は
、
て
め
え
は
不
肖
の
せ

　

が
れ
だ
っ
た
、
一
族
を
滅
ぼ
し
て
藤
原
氏
を
歴
史
に
埋
没

　

さ
せ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
ま
あ
し
か
し
お
れ
の
手
に

　

帰
っ
て
き
た
か
ら
抱
き
締
め
て
や
る
、
と
い
う
感
じ
が
し

　

ま
し
て
ね
、
全
く
涙
な
く
し
て
は
見
ら
れ
な
い
姿
で
ご
ざ

　

い
ま
し
た
ね
。 （
昭
和
五
二
年
十
月
三
十
日   

角
川
書
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

発
行
『
新
日
本
史
探
訪
』
よ
り
）

　

東
光
の
真
摯
な
熱
い
想
い
が
引
き
継
が
れ
た
末
に
、

今
回
の
世
界
文
化
遺
産
登
録
が
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、

感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
後
世
に
引
き
継
ぐ
と
い
う
東

光
の
思
想
の
根
本
に
は
藤
原
四
代
の
ミ
イ
ラ
を
見
た
時

に
、
東
光
が
感
じ
た
次
の
よ
う
な
思
い
が
重
な
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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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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