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展 示 の ご 案 内

◇11/3（日）～11/17（日）は入館無料期間

開館5周年記念展示（後期）

「植田家を語るものたち～書画類～」
2013年11月2日（土）～12月25日（水）

 次 回  企画展「むかしのくらし」（2014.1.5～3.2）

江戸・明治から昭和時代にかけて植田家が生活の中で用いた「ちょっと昔の道具」

を展示し、往時の生活を振り返ります。

※休館日は P15 をご覧ください
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表紙写真

「貼り交ぜ屏風」

　植田家が独自の審美眼で蒐集したものや、あるい

は植田家と関わりのある人物たちによる書画類およ

そ 140 点が、六曲一双の屏風に取り交ぜてあります。

植田家の交流の広さや美意識をうかがい知ることが

できます。（※右の写真は右隻）
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開
館
五
周
年
記
念
講
演
会

「
植
田
家
を
語
る
も
の
た
ち
」

　

安
中
新
田
会
所
跡 

旧
植
田
家
住
宅
の
開
館
五
周
年

を
記
念
し
て
開
催
さ
れ
た
企
画
展
「
植
田
さ
ん
家
の

名
品
・
お
宝
～
植
田
家
を
語
る
も
の
た
ち
～
工
芸
品

編
」（『
植
田
家
だ
よ
り
17
号
』
に
記
事
掲
載
）
は
、

陶
磁
器
・
金
属
器
・
漆
器
・
茶
道
具
な
ど
の
工
芸
品

を
中
心
に
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
や
企
画
展
な
ど
の
中

か
ら
選
り
す
ぐ
り
の
優
品
を
集
め
ま
し
た
。
中
で
も
、

江
戸
時
代
中
期
に
活
躍
し
た
尾
形
乾け

ん
ざ
ん山

の
作
と
伝
え

ら
れ
る
《
色
絵
花
文
香
炉
》
や
有
名
な
楽
家
十
代 

旦た
ん
に
ゅ
う入

作
の
《
黒
楽
茶
碗
》、そ
し
て
千せ

ん
け
じ
っ
そ
く

家
十
職
（
表
・
裏
・

武
者
小
路
の
三
千
家
に
関
わ
る
十
の
職
家
）
の
一
人
で
漆

師
の
中
村
宗
哲
作
の
《
棗

な
つ
め

》
は
、本
展
の
目
玉
で
し
た
。

　

こ
の
五
周
年
記
念
展
示
に
関
連
し
、八
月
四
日
（
日
）

に
、
関
西
大
学
文
学
部
教
授
・
大
阪
都
市
遺
産
研
究

セ
ン
タ
ー
研
究
員
の
髙
橋
隆
博
氏
と
八
尾
市
文
化
財

課
職
員
の
吉
田
珠
己
氏
の
両
氏
を
お
招
き
し
、
記
念

講
演
会
を
行
な
い
ま
し
た
。

　

は
じ
め
に
、
旧
植
田
家
住
宅
が
一
般
公
開
さ
れ
る

ま
で
の
経
緯
や
改
修
・
複
元
工
事
の
様
子
な
ど
に
つ

い
て
吉
田
珠
己
氏
に
ス
ラ
イ
ド
を
使
い
な
が
ら
説
明

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
植
田
家
は
土
地
・
建
物
と

と
も
に
生
活
道
具
や
美
術
品
・
古
文
書
・
書
籍
な
ど

多
く
の
資
料
を
平
成
十
七
年
に
八
尾
市
に
寄
贈
さ
れ

開館五周年記念講演会

植田家を語るものたち

ま
し
た
。
八
尾
市
は
こ
れ
を
受
け
、「
み
る
・
あ
そ
ぶ
・

ま
な
ぶ
・
き
く
」
こ
と
の
で
き
る
地
域
に
根
ざ
し
た

エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
め
ざ
し
て
、
植
田
家
の
整
備

を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

植
田
家
の
建
物
は
耐
震
工
事
の
た
め
解
体
さ
れ
、

強
化
対
策
と
し
て
一
部
、
新
し
い
木
材
が
使
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
な
る
べ
く
元
の
状
態
に
な
る
よ
う
に
柱

な
ど
は
当
時
の
も
の
を
使
用
し
な
が
ら
行
い
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
植
田
家
の
建
物
は
ほ
と
ん
ど
当
時
の
姿

を
留
め
て
お
り
、
す
ば
ら
し
い
昔
の
木
造
建
築
を
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
入
口
に
あ
る
レ
ト
ロ
モ
ダ
ン

な
電
灯
や
札
隠
し
、
そ
し
て
建
物
内
に
あ
る
神
棚
も

そ
の
ま
ま
の
状
態
で
の
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

吉
田
氏
は
、「
植
田
家
の
よ
う
な
建
物
が
現
存
す
る

の
は
め
ず
ら
し
い
の
で
、
今
後
、
た
く
さ
ん
の
人
に

来
て
、
昔
の
建
物
や
道
具
な
ど
を
な
つ
か
し
ん
で
も

ら
い
、
ま
た
若
い
人
た
ち
に
は
新
し
い
気
持
ち
で
見

て
い
た
だ
き
た
い
」
と
最
後
に
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

2013年8月4日（日）

植田家の知られざる
　　　　 魅力が満載！

旧植田家について語る吉田氏

講演会の会場の様子
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続
い
て
は
、
開
館
五
周
年
記
念
展
で
も
協
力
を
頂

い
た
大
阪
都
市
遺
産
研
究
セ
ン
タ
ー
の
髙
橋
隆
博
氏

に
「
植
田
家
の『
お
た
か
ら
』‐
旦
入
・
乾
山
・
宗
哲
‐
」

と
題
し
て
、
ご
講
演
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
初
め
に
、
講
演
会
の
会
場
に
も
な
っ
て
い
る

「
座
敷
」
に
つ
い
て
の
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。
座
敷
に

あ
る
床と

こ

の
間ま

・
違
い
棚
の
形
が
で
き
た
の
は
足
利
義

政
が
活
躍
し
た
室
町
文
明
年
間
で
あ
り
、
ま
た
、
障

子
は
障
子
紙
を
介
し
て
内
と
外
を
分
け
る
と
い
う
日

本
独
特
の
美
意
識
、
美
の
表
現
が
み
て
と
れ
る
と
い

い
ま
す
。
植
田
家
は
そ

の
伝
統
を
き
ち
ん
と
踏

ま
え
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

植
田
家
は
江
戸
時
代

後
期
か
ら
新
田
会
所
の

支
配
人
を
務
め
て
お

り
、
お
役
人
や
お
寺
関

係
、
そ
の
他
の
文
化
人

な
ど
様
々
な
人
た
ち
が
来
訪
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
際
、
交
流
を
親
密
に
し
、
お
も
て
な
し

を
す
る
た
め
に
絶
好
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
の
が
、

お
茶
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
茶
道
具
は
そ

の
人
の
人
間
性
を
表
す
大
切
な
道
具
と
な
り
、
質
の

高
い
も
の
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

植
田
家
に
は
、
楽
家
代
々
の
茶
碗
を
は
じ
め
、
中

村
宗
哲
の
棗
な
ど
の
茶

道
具
の
ほ
か
、
茶
道
に

必
要
な
道
具
類
な
ど
も

の
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
も
の
か
ら
植

田
家
の
茶
道
具
の
質
の

高
さ
が
伺
え
る
と
い
い

ま
す
。

　

こ
の
後
は
、
楽
焼
、

尾
形
乾
山
、
中
村
宗
哲
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
歴
史

や
作
品
の
特
徴
に
つ
い
て
、
ス
ラ
イ
ド
の
写
真
を
見

な
が
ら
詳
し
く
説
明
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
植
田

家
の
収
蔵
品
に
つ
い
て
も
解
説
が
あ
り
、
と
て
も
分

か
り
や
す
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
魅
力
が
よ
り
伝

わ
る
よ
う
で
し
た
。

　

最
後
に
「
こ
れ
ら
の
美
術
品
を
含
め
て
一
括
し
て

寄
贈
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
全
国
的
に
珍
し
く
、
植
田
家

代
々
の
当
主
が
こ
れ
ら
を
大
切
に
伝
え
て
き
た
気
概
・

気
迫
・
気
骨
な
ど
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
。
植
田
家
の
人
び
と
に
敬
意
を
表
し
た
い
。」

と
述
べ
ら
れ
、
講
演
会
を
締
め
く
く
り
ま
し
た
。

（
旧
植
田
家
住
宅 

学
芸
員　

谷
口
弘
美
）

植田家の「おたから」について語る髙橋隆博氏

ホワイトボードを使っての解説

楽家10代・旦入作《黒楽茶碗》
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九
月
一
日
（
日
）、
旧
植
田
家
住
宅
で
は
「
中

世
八
尾
の
遺
跡
」
と
題
し
た
講
座
が
開
か
れ
ま
し

た
。
講
師
は
八
尾
市
立
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン

タ
ー
学
芸
員
の
原
田
昌
則
さ
ん
で
す
。
八
尾
市
内

に
は
旧
植
田
家
住
宅
を
含
む
文
化
財
関
連
施
設
が

四
カ
所
あ
り
、
互
い
に
連
携
を
と
っ
て
イ
ベ
ン
ト

や
講
座
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
講
座
も
、

そ
の
連
携
の
一
つ
で
、
ふ
だ
ん
は
「
近
世
」
を
中

心
に
講
座
や
イ
ベ
ン
ト
を
行
な
っ
て
い
る
旧
植
田

家
住
宅
に
お
い
て
「
中
世
」
の
お
話
を
聞
く
こ
と

が
で
き
、
と
て
も
新
鮮
で
し
た
。

　

ま
ず
最
初
の
お
話
は
、
平
安
時
代
後
期
の
荘
園

の
経
営
に
つ
い
て
で
し
た
。
何
だ
か
中
学
の
歴
史

や
社
会
の
授
業
を
思
い
出
し
ま
す
が
、
八
尾
市
内

に
は
ど
の
よ
う
な
荘
園
が
成
立
し
た
の
か
に
つ
い

て
詳
細
な
デ
ー
タ
を
基
に
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
平
安
時
代
後
期
以
降
の
村
々
の
成
立
や
集
落
の

形
に
つ
い
て
、
４
つ
の
分
類
に
基
づ
き
説
明
が
あ

り
ま
し
た
。
各
形
式
か
ら
は
、
当
時
そ
こ
で
暮
ら

し
て
い
た
人
々
の
生
活
や
文
化
が
一
目
で
き
、
歴

史
の
教
科
書
の
中
だ
け
の
世
界
だ
と
思
っ
て
い
た

中
世
の
く
ら
し
も
、
地
元
八
尾
市
の
こ
と
と
あ
り
、

身
近
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

続
い
て
「
く
ら
し
の
遺
物
」
と
し
て
、
こ
れ
ま

で
の
発
掘
調
査
の
結
果
か
ら
推
定
さ
れ
る
八
尾

市
全
体
の
様
子
を
振
り
返
り
、

個
々
の
生
活
様
式
に
つ
い
て

も
話
さ
れ
ま
し
た
。
発
掘
と
言

え
ば
「
土
器
」
を
想
像
し
ま
す

が
、
平
安
時
代
か
ら
室
町
時
代

に
か
け
て
発
掘
さ
れ
た
土
器

類
は
実
に
様
々
で
、
こ
う
し

た
発
見
が
発
掘
の
醍
醐
味
だ

と
感
じ
ま
し
た
。
ま
た
中
世
の
遺
跡
に
は
、
集
落

（
村
々
）
の
ほ
か
、
寺
院
も
あ
り
、
現
在
に
つ
な

が
る
重
要
な
遺
跡
も
多
く
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

特
に
旧
植
田
家
住
宅
周
辺
に
関
連
の
深
い
「
龍
華

寺
」
に
つ
い
て
は
、
文
献
の
情
報
と
照
ら
し
な
が

ら
、
今
の
位
置
と
当
時
の
位
置
に
つ
い
て
の
見
解

が
述
べ
ら
れ
、
と
て
も
興
味
深
か
っ
た
で
す
。
終

わ
り
に
、
生
活
の
中
に
あ
る
信
仰
に
つ
い
て
も
お

話
し
さ
れ
、
出
土
し
た
木
簡
や
道
具
類
か
ら
、
今

な
お
地
方
で
見
ら
れ
る
風
習
が
こ
の
時
代
か
ら
続

い
て
い
る
こ
と
を
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
講
座
は
、
中
世
が
テ
ー
マ
で
し
た
が
、

時
代
の
違
う
人
々
の
生
活
に
つ
い
て
改
め
て
考
え

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
八
尾
の
知
ら
れ
ざ
る
一
面
も

知
る
こ
と
が
で
き
、
今
後
も
っ
と
時
代
を
遡
っ
て

み
た
い
と
い
う
興
味
が
わ
い
て
き
ま
し
た
。　
　

　
　
　
　
　
　

  　
（
旧
植
田
家
住
宅 

学
芸
員 

安
藤
亮
）

講 座

中世八尾の遺跡
ちゅうせい　  　や　お　　　　　　     いせき

講師：原田昌則氏（八尾市立埋蔵文化財調査センター）
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第
一
回
「
ガ
イ
ダ
ン
ス
＆
植
田
家
と
新
田
開
発
」

　

今
年
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
養
成
講
座
（
第
二
期
）

が
五
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
開
講
さ
れ
ま
し
た
。
講
座

の
第
一
回
目
は
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
受
講
生
五
名
の
自
己

紹
介
の
あ
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
一
期
生
の
方
に

お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
後
、

植
田
家
と
新
田
開
発
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
知
識
も
学

び
、
次
回
以
降
の
講
座
に
備
え
ま
し
た
。

　

ち
な
み
に
今
年
の
養
成
講
座
は
、
受
講
生
の
う
ち
三

名
が
元
小
学
校
教
諭
と
い
う
こ
と
で
、
学
校
か
ら
の
見

学
が
多
い
当
施
設
に
と
っ
て
は
大
変
心
強
い
で
す
。
ま

た
今
年
は
受
講
生
の
数
も
増
え
て
充
実
し
て
い
ま
す
。

2013 年

ボランティアガイド養成講座
（第 2 期）

第
二
回
「
旧
植
田
家
住
宅
の
建
造
物
」

　

第
二
回
で
は
、
去
年
と
同
様
、
伝
統
民
家
研
究
家
の

平
谷
宗
隆
さ
ん
に
講
師
を
お
願
い
し
、
主
屋
・
土
蔵
を

は
じ
め
、
旧
植
田
家
住
宅
の
建
造
物
に
つ
い
て
詳
し
く

お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
見
学
も
か
ね

て
（
あ
い
に
く
の
雨
で
外
の
見
学
は
中
止
に
）、
植
田

家
の
主
屋
の
中
を
歩
き
、
建
築
に
つ
い
て
の
専
門
的
な

お
話
や
、
建
物
の
特
徴
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

受
講
生
の
皆
さ
ん
は
熱
心
に
メ
モ
を
取
ら
れ
た
り
、

建
物
の
細
部
に
つ
い
て
質
問
を
さ
れ
る
な
ど
、
充
分
な

知
識
や
経
験
を
も
っ
て
帰
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

第
三
回
「
ち
ょ
っ
と
昔
の
道
具
」

　

第
三
回
は
、
学
校
園
か
ら
の
社
会
見
学
を
想
定
し
て
、

小
学
三
年
生
向
け
の
「
昔
の
く
ら
し
」
を
テ
ー
マ
に
し

た
講
座
で
す
。
実
際
に
ガ
イ
ド
を
す
る
時
の
順
序
や
注

意
点
を
確
認
し
、
昔
の
道
具（
土
蔵
一
常
設
展
示
）
の
話

を
た
っ
ぷ
り
と
し
ま
し
た
。
ま
た
土
蔵
を
隅
々
ま
で
見

学
を
し
た
後
、
開
催
中
の
企
画
展
「
植
田
さ
ん
家
の
名

品
・
お
宝
」
を
見
て
も
ら
い
、
植
田
家
の
収
蔵
品
の
幅

の
広
さ
を
知
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

次
回
は
い
よ
い
よ
最
終
回
の
「
修
了
検
定
」
と
い
う

こ
と
で
、
検
定
に
つ
い
て
少
し
だ
け
説
明
を
行
な
い
、

緊
張
感
の
う
ち
に
第
三
回
の
講
座
を
終
え
ま
し
た
。

第
四
回
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
修
了
検
定
」

　

長
か
っ
た
講
座
も
最
終
回
を
む
か
え
、
最
後
の
仕
上

げ
と
し
て
「
修
了
検
定
」
を
行
な
い
ま
し
た
。
こ
の
検

定
は
植
田
家
住
宅
ス
タ
ッ
フ
の
職
員
研
修
内
で
も
実
施

し
て
い
る
も
の
で
、
ガ
イ
ド
に
必
要
な
事
項
が
存
分
に

盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
少
し
難
し
い
問
題
も
あ
り
ま

し
た
が
、
緊
迫
し
た
空
気
の
中
、
受
講
生
の
皆
さ
ん
は

見
事
合
格
さ
れ
ま
し
た
！

　

そ
の
後
の
ガ
イ
ド
実
践
も
終
え
、
晴
れ
て
三
名
の
方

が
新
た
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
と
し
て
登
録
さ
れ
ま

し
た
（
諸
事
情
に
よ
り
二
名
は
辞
退
、
講
座
は
修
了
）。

今
後
の
ご
活
躍
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
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連
続
講
座「
ち
ょ
っ
と
歴
史
の
ま
ち
あ
る
き
」
～
第
１
回
【
住
吉
大
社
～
加
賀
屋
新
田
を
あ
る
く
】

　

今
年
度
・
前
期
の
連
続
講
座
は
「
ち
ょ
っ
と
歴
史
の

ま
ち
あ
る
き
」
を
テ
ー
マ
に
、
全
三
回
の
内
容
で
「
ま

ち
あ
る
き
」
を
楽
し
く
学
び
ま
し
た
。

第
１
回　

第
一
回
は
「
住
吉
大
社
～
加
賀
屋
新
田

会
所
を
あ
る
く
」
と
い
う
こ
と
で
、〝
住
之
江
の

ま
ち
案
内
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
〟
の
方
々
に
ガ
イ

ド
を
し
て
い
た
だ
き
、
住
吉
大
社
（
住
吉
区
）
か

ら
加
賀
屋
新
田
会
所
（
住
之
江
区
）
ま
で
の
道
の

り
を
、
名
所
を
辿
り
な
が
ら
歩
き
ま
し
た
。

　

最
初
の
住
吉
大
社
で
は
、
広
い
境
内
を
ゆ
っ
た

り
と
ま
わ
り
、
建
築
の
特
徴
や
歴
史
に
つ
い
て
の

お
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
続
く
住
吉
公

園
は
、
何
と
い
っ
て
も
灯
籠
と
調
和
し
た
公
園
の

風
景
が
と
て
も
印
象
的
で
し
た
。
ま
た
、
公
園
か

ら
少
し
先
の
場
所
に
あ
る
巨
大
な
高
燈
籠
で
は
、

外
か
ら
見
る
だ
け
で
な
く
、
特
別
に
中
も
見
学
さ

せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
住
吉
の
水
害
の

歴
史
に
つ
い
て
も
学
び
ま
し
た
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
ま
ち
あ
る
き
の
本
番
。
植
田
家

と
同
じ
会
所
で
あ
る
加
賀
屋
新
田
会
所
を
目
指
し

て
歩
き
ま
し
た
。
途
中
、
寄
り
道
を
し
な
が
ら
約

四
十
分
ほ
ど
で
到
着
。
こ
の
場
所
で
も
た
く
さ
ん

ガ
イ
ド
を
し
て
も
ら
い
、
ま
ち
の
魅
力
と
歴
史
が

感
じ
ら
れ
る
「
ま
ち
あ
る
き
」
と
な
り
ま
し
た
。

（
安
藤 

亮
）

第
２
回　

連
続
講
座
の

第
二
回
は
、「
ま
ち
あ
る

き
の
楽
し
み
方
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
で
、
お
馴
染
み

の
マ
ッ
プ
師
・
北
村
茂
章
さ
ん
に
講
師
を
し
て
頂

き
ま
し
た
。
今
回
は
八
月
に
開
講
の
た
め
、
炎
天

下
で
歩
く
の
は
危
険
と
い
う
こ
と
で
、
旧
植
田
家

住
宅
の
講
座
室
で
の
講
座
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
講
座
で
は
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
場
所
を
歩

か
れ
た
北
村
さ
ん
の
お
話
と
ス
ラ
イ
ド
を
通
し

て
、
ま
ち
あ
る
き
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
教
え
て

頂
き
ま
し
た
。
ま
た
、本
講
座
の
最
終
目
標
は
、「
誰

で
も
ま
ち
あ
る
き
の
マ
ッ
プ
が
作
れ
る
よ
う
に
な

れ
る
」
こ
と
。
と
い
う
こ
と
で
、
今
回
は
特
別
に

マ
ッ
プ
作
り
の
秘
密
も
公
開
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
ち
あ
る
き
を
よ
り
楽
し
む
た
め
に
は
、「
よ

く
見
る
」（
観
察
す
る
）
こ
と
、
絵
で
も
文
字
で

も「
書
き
留
め
る
」（
記
録
す
る
）こ
と
、そ
し
て「
知

る
」（
調
査
す
る
）
こ
と
が
重
要
で
、
そ
れ
ら
を

基
に
マ
ッ
プ
が
作
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
魅
力
あ
る

マ
ッ
プ
は
こ
う
し
た
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
完
成
さ

れ
て
い
く
の
だ
な
ぁ
と
、
と
て
も
感
心
さ
せ
ら
れ

る
お
話
で
し
た
。
さ
て
皆
さ
ん
も
「
ま
ち
あ
る
き
」

に
出
か
け
て
み
ま
せ
ん
か
。

（
安
藤 

亮
）

第
３
回　

九
月
二
十
八
日
（
土
）
は
、「
八
尾
寺

内
町
を
あ
る
く
」
を
行
な
い
ま
し
た
。
今
回
は
、

講
師
に
八
尾
市
文
化
財
課
の
渞

み
な
も
とさ

ん
を
お
招
き

し
、
八
尾
寺
内
町
周
辺
を
案
内
を
し
て
も
ら
い
ま

し
た
。
八
尾
寺
内
町
は
、
江
戸
時
代
、
八
尾
の
大

信
寺（
八
尾
御
坊
）を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
環
濠
集

落
で
、
現
在
の
本
町
地
区
の
辺
り
に
な
り
ま
す
。

　

当
日
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
た
く
さ
ん
の
人
に

参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
八
尾
市
役
所
を
ス

タ
ー
ト
し
、
八
尾
寺
内
町
周
辺
に
あ
る
栗く

る
す栖

神
社

（
八
尾
神
社
）、
常
光
寺
、
八
尾
天
満
宮
、
大
信
寺
、

慈
願
寺
、
長な

が
ら柄

神
社
な
ど
の
寺
院
や
、
徳
山
藩
出

身
の
国
学
者
の
飯
田
忠
彦
旧
棲
地
跡
、
幕
末
の
国

学
者
・
歌
人
で
、
の
ち
に
勤
皇
志
士
に
な
っ
た
伴

林
光
平
の
碑
な
ど
を
め
ぐ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
江

戸
時
代
中
期
の
私
塾
で
あ
る
環
山
楼
で
は
、
内
部

の
見
学
を
さ
せ
て
も
ら
い
、
そ
こ
で
渞
さ
ん
に
よ

る
ミ
ニ
講
座
も
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

そ
の
他
に
も
、
か
つ
て
寺
内
町
の
周
囲
に
巡
ら

さ
れ
て
い
た
環
濠
の
名
残
と
思
わ
れ
る
水
路
や
、

レ
ト
ロ
な
レ
ン
ガ
倉
庫
、
常
夜
灯
な
ど
、
み
ど
こ

ろ
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

（
谷
口 

弘
美
）
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～
第
２
回
【
ま
ち
あ
る
き
の
楽
し
み
方
】　
　

～ 

第
３
回
【
八
尾
寺
内
町
を
あ
る
く
】

加賀屋新田会所跡に到着

盛り上がる質疑応答の様子

そびえる高燈籠

案内ボランティアの方々

住吉公園を散策

熱心に話を聞く参加者

見所が満載の住吉大社

マップ作りの秘密を大公開!?

み
ど
こ
ろ
が
い
っ
ぱ
い
の

　
　
　
　
　

八
尾
寺
内
町
！大信寺 慈願寺

環山楼

伴林光平の碑

常光寺

長柄神社

八尾神社
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最
近
、
ま
ち
な
か
で
昔
な
が
ら
の
銭
湯
を
見
か
け

な
く
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。
旧
植
田
家
住
宅
の
近
所

の
銭
湯
も
数
年
前
に
廃
業
し
た
。
戦
後
、
人
口
の
増

加
と
と
も
に
都
市
部
に
多
く
つ
く
ら
れ
た
銭
湯
は
、

高
度
経
済
成
長
期
以
降
、
風
呂
付
住
宅
や
ス
ー
パ
ー

銭
湯
※
の
登
場
に
よ
り
、
年
々
、
減
少
し
て
い
る
と

い
う
。「
八
尾
市
お
風
呂
屋
さ
ん
マ
ッ
プ
」（
二
〇
一
二

年
八
月
、
八
尾
浴
場
組
合
発
行
）に
よ
る
と
、
現
在
、

八
尾
市
内
に
は
十
六
軒
の
銭
湯
が
あ
る
そ
う
だ
。
今

後
さ
ら
に
そ
の
数
は
減
っ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
今
回
は
植
田
家
の
「
お
風
呂
」
に
つ
い
て

み
て
み
た
い
。
植
田
家
の
座
敷
西
側
に
は
昭
和
初
期

の
増
築
の
際
に
設
け
ら
れ
た〝
来
客
用
〟
の
浴
室
が

あ
る
。
浴
室
に
は
ガ
ス
釜
付
き
の
木
製
の
浴
槽
が
あ

る
。
ガ
ス
風
呂
が
一
般
に
普
及
し
た
の
は
戦
後
の
こ

と
で
、
植
田
家
で
は
早
く
か
ら
ガ
ス
風
呂
を
取
り
入

れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
ま
た
、
浴
室
と
脱
衣
所

を
仕
切
る
ガ
ラ
ス
戸
に
は
細
か
い
文
様
や
上
部
の
木

枠
に
菊
・
竹
な
ど
の
細
工
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

浴
室
は
、
当
時
と
し
て
は
か
な
り
モ
ダ
ン
な
造
り
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

で
は
、
植
田
家
の
人
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
お
風
呂

を
使
用
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。〝
普
段
使
い
用
〟の

浴
室
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
植
田
家
に
の
こ
さ
れ

て
い
る
明
治
三
十
三
年
の
建
物
実
測
図
に
よ
る
と
、

旧植田家住宅  学芸員
谷口 弘美

研 究
のーと

Investigation
Note

ファイル 6

「お風呂」
　  ふ  ろ

明
治
期
に
は
浴
室
が
三
カ
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
植
田
家
に
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
江
戸
を
中

心
に
広
ま
っ
た
家
庭
用
の
据
え
風
呂
、
通
称
「
鉄
砲

風
呂
」
が
現
存
す
る（
土
蔵
一
展
示
中
）。
鉄
砲
風
呂

は
楕
円
形
の
大
形
の
桶
に
鋳
物
や
銅
で
つ
く
っ
た
筒

形
の
風
呂
釜
を
入
れ
た
も
の
で
、
燃
料
の
炭
や
薪
を

焚
い
て
用
い
る
。
植
田
家
に
の
こ
る
鉄
砲
風
呂
は
、

昭
和
初
期
、
東
京
の
田
園
調
布
に
あ
る
谷
島
風
呂
店

で
製
作
さ
れ
た
も
の
と
分
か
り
、
植
田
家
の
人
び
と

が
わ
ざ
わ
ざ
取
り
寄
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
植
田
家
で
は
早
く
か
ら
風
呂

が
設
置
さ
れ
、
新
し
い
も
の
を
い
ち
早
く
取
り
入
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
お
風
呂
以
外
で
も
、
こ
う

し
た
植
田
家
の
趣
向
が
見
ら
れ
る
も
の
が
ま
だ
ま
だ

た
く
さ
ん
あ
る
。
今
後
も
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

  

※
ス
ー
パ
ー
銭
湯

　
　

大
浴
場
・
露
天
風
呂
・
サ
ウ
ナ
な
ど
各
浴
室
と
休
憩
場
・
娯
楽

　
　

施
設
・
外
食
施
設
な
ど
を
併
設
し
た
大
規
模
な
銭
湯
。

参考文献：和田菜穂子「戦前のガス風呂開発の動向」 
                   (第4回国際シンポジウム「日本の技術革新」理科系における技術史研究―講演集・研究論文発表会論文集p.101-106、2008年）

昭和初期の増築の際につくられた来客用の浴室

植田家の鉄砲風呂
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一
．土
蔵
を
ガ
イ
ド
し
よ
う

　

旧
植
田
家
住
宅
で
は
、
学
芸
員
、
ス
タ
ッ
フ
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
ガ
イ
ド
の
ほ
か
、
植
田

家
に
来
る
子
ど
も
た
ち
に
建
物
を
案
内
し
て
も

ら
う
「
こ
ど
も
ガ
イ
ド
」
の
体
験
講
座
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
そ
の
講
座
が
夏
休
み
開
始
直
後

の
七
月
二
十
二
日
（
月
）
に
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

参
加
し
て
く
れ
た
二
人
の
五
年
生
に
は
今
回
、

土
蔵
一
の
ガ
イ
ド
に
挑
戦
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

昔
の
道
具
の
種
類
や
使
い
方
な
ど
、
熱
心
に

耳
を
傾
け
、
質
問
に
も
積
極
的
に
答
え
て
く
れ

る
二
人
の
参
加
者
。
道
具
に
描
か
れ
て
い
る
植

田
家
の
家
紋
の
話
に
も
興
味
を
持
っ
た
様
子
で

し
た
。
ま
た
、
普
段
入
れ
な
い
土
蔵
の
奥
に
入
っ

て
み
た
り
、
こ
れ
で
植
田
家
の
土
蔵
の
案
内
は

完
璧
!?
こ
ど
も
ガ
イ
ド
と
し
て
、
少
し
照
れ
な

が
ら
も
、
こ
の
日
お
手
伝
い
に
参
加
し
て
く
だ

さ
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
を
案
内
し
ま
し
た
。

　

二
．昔
の
遊
び
を
体
験
し
よ
う

　

続
い
て
は
お
楽
し
み
の
〝
昔
の
く
ら
し
体
験
〟。

は
た
き
を
作
っ
て
掃
除
を
し
た
り
、
障
子
を
張

り
替
え
る
な
ど
、
現
代
の
子
ど
も
た
ち
が
生
活

の
中
で
ほ
と
ん
ど
経
験
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ

た
こ
と
を
体
験
し
な
が
ら
学
び
ま
す
。

　

今
回
の
テ
ー
マ
は〝
遊
び
〟。
そ
れ
も
現
代
の

大
人
で
も
ほ
と
ん
ど
し
た
こ
と
が
な
い
江
戸
時

代
の
遊
び「
投と

う
せ
ん
き
ょ
う

扇
興
」を
し
ま
し
た
。
遊
び
方
は
、

扇
を
ひ
ょ
い
と
投
げ
て
、
台
の
上
の
的
（
蝶
）

に
当
て
る
だ
け
。
こ
の
遊
び
の
面
白
い
点
は
、

当
た
っ
た
時
の
状
態
に
よ
っ
て
点
数
が
変
わ
る

と
こ
ろ
。
ス
タ
ッ
フ
も
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に

な
っ
て
大
盛
り
上
が
り
。
終
了
後
の
二
人
の
感

想
も
「
投
扇
興
が
面
白
か
っ
た
！
」
と
、
前
半

の
ガ
イ
ド
体
験
も
忘
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
で
し
た
。

次
回
は
十
二
月
の
予
定
で
す（
内
容
は
未
定
）。

こどもガイド

体験講座

こどもガイド

体験講座
たいけんこうざたいけんこうざ

2013年7月22日（月）

対戦で大盛り上がり！
よ～く狙って…。

熱
心
に
話
を
聞
き
、

　
質
問
に
も
答
え
る
二
人
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【
異
常
気
象
に
つ
き
・
・
・
】

　

と
に
か
く
暑
す
ぎ
た
今
年
の
夏
。
体
調
を
崩
さ
れ

た
方
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
作
物

も
同
じ
な
の
か
、
毎
年
育
て
て
い
る
夏
野
菜
は
、
管

理
さ
え
き
っ
ち
り
し
て
い
れ
ば
、
ぐ
ん
ぐ
ん
ツ
ル
が

伸
び
、
た
く
さ
ん
の
実
を
つ
け
る
が
、
今
回
は
か
な

り
苦
戦
し
た
。
強
い
は
ず
の
勝
間

南
瓜
も
、
実
こ
そ
で
き
た
も
の
の
、

ほ
と
ん
ど
が
小
ぶ
り
で
、
通
常
の

大
き
さ
の
も
の
は
、
数
え
る
ほ
ど

し
か
な
か
っ
た
。
同
じ
く
黒
門
越

瓜
も
妙
な
ひ
ょ
う
た
ん
型
の
小
さ

No.18

い
も
の
ば
か
り
。
河
内
木
綿
に
関
し
て
は
、
植
え
始

め
て
以
来
の
最
悪
な
状
態
だ
。
十
月
に
入
っ
た
現
在

も
、
一
時
の
異
常
さ
こ
そ
な
い
が
，
厳
し
い
残
暑
が

続
い
て
い
る
。
九
月
の
中
頃
に
種
を
ま
き
、
ま
だ
小

さ
な
苗
（
田
辺
大
根
・
天
王
寺
蕪
・
金
時
人
参
）
は
、

日
差
し
が
き
つ
す
ぎ
る
せ
い
か
、
全
く
元
気
が
な
い
。

不
織
布
を
か
け
て
直
射
日
光
は
避
け
て
い
る
も
の
の
、

明
ら
か
に
普
段
と
違
う
。
何
と
か
「
納
豆
水
パ
ワ
ー
」

（
栽
培
日
記
15
号
を
参
照
）
に
あ
や
か
り
、
今
度
こ
そ
、

田
辺
大
根
フ
ェ
ス
タ
の
最
高
賞
、
念
願
の
「
こ
れ
ぞ

田
辺
大
根
DE
賞
」
を
頂
け
る
よ
う
、
毎
日
の
ネ
バ
ネ

バ
作
戦
に
勤い

そ

し
も
う
と
思
う
。

【
ぎ
ょ
ぇ
～
～
!!
】

　

初
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
反
対
に
、
こ
の
暑
さ
が
良

か
っ
た
の
か
、
順
調
に
育
っ
た
。
た
だ
雄
花
（
茎
の

先
端
の
穂
）
が
出
始
め
た
頃
に
発
生
す
る
天
敵
（
ア

ワ
ノ
メ
イ
ガ
）
の
被
害
に
多
少
遭
っ
た
。
基
本
、
農

薬
は
使
わ
な
い
の
で
、
人
工
授
粉
後
す
ぐ
に
雄
花
を

切
り
落
と
し
た
。
実
も
毎
日
大
き
く
な
り
、
も
う
す

ぐ
嬉
し
い
甘
～
い
ス
ィ
ー
ト
コ
ー
ン
の
収
穫
…
っ
と

な
る
は
ず
だ
っ
た
が
、
思
い
も
よ
ら
な
い
事
態
に
。

　

あ
る
日
の
夕
方
、
畑
の
様
子
を
見
に
い
く
と
丸
々

と
太
っ
た
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
に
一
匹
の
カ
ナ
ブ
ン
が
頭

を
つ
っ
こ
ん
で
い
た
。
虫
が
大
の
苦
手
な
私
の
代
わ

夏野菜の収穫！

り
に
、
他
の
ス
タ
ッ
フ
が
追
い
払
お
う
と
少
し
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
の
皮
を
め
く
る
と
、出
て
く
る
、出
て
く
る
、

大
量
の
カ
ナ
ブ
ン
!!
次
か
ら
次
へ
と
ウ
ニ
ョ
ウ
ニ
ョ

出
て
く
る
そ
の
姿
は
、
か
な
り
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
も

の
だ
っ
た
。
結
局
十
匹
以
上
が
一
本
の
コ
ー
ン
の
中

に
入
り
込
ん
で
い
た
。

　

こ
う
し
て
知
ら
な
い
う
ち
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

カ
ナ
ブ
ン
た
ち
の
エ
サ
に
な
っ
て
い
て
、
無
事
だ
っ

た
の
は
、
わ
ず
か
七
、八
本
。
ま
た
来
年
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
を
植
え
る
か
？
と
聞
か
れ
た
ら
、
あ
の
鳥
肌
も
の

の
映
像
を
見
て
し
ま
っ
た
ス
タ
ッ
フ
た
ち
の
答
え
は
、

き
っ
と
「
Ｎ
Ｏ
！
」
で
あ
ろ
う
。

　

  （
補
足
）
子
ど
も
た
ち
が
無
事
な
コ
ー
ン
を
収
穫
し
、

　
　
　
　
　

皮
を
剥
い
て
い
る
と
、
ま
た
中
か
ら
何
匹
か

　
　
　
　
　

飛
び
出
し
て
き
た
。
偶
然
そ
れ
に
当
っ
た

　
　
　
　
　

虫
の
苦
手
な
女
の
子
、
絶
叫
！

　
　
　
　
　

…
や
は
り
、
も
う
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
栽
培
は

　
　
　
　
　

絶
対
に
や
め
よ
う
と
心
に
誓
っ
た
。

　
　
　
　
　

こ
の
夏
の
私
の
恐
怖
体
験
で
し
た
（
笑
）

※画像（虫）はイメージです。



― 13 ―13

◇
続
・『
植
松
史
』聞
き
取
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
「
植
松
の
ま
ち
・
ひ
と
」
の
第
七
回
（『
植
田
家

だ
よ
り
13
号
』）
で
お
伝
え
し
た
『
植
松
史
』
聞

き
取
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
現
在
も
進
行
中
で
、

よ
う
や
く
聞
き
取
り
が
終
わ
り
、
編
集
作
業
に

入
っ
た
。
聞
き
取
り
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
方
々

か
ら
は
、
貴
重
な
お
話
と
写
真
な
ど
の
資
料
も
提

供
し
て
頂
き
、
内
容
と
し
て
は
非
常
に
バ
ラ
エ

テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
。

　

と
り
わ
け
、
同
コ
ー
ナ
ー
第
二
回
（『
同
６
号
』）

で
も
紹
介
し
た
〝
渋
川
神
社
〟
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
多
く
、
当
時
の
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
場

に
な
っ
て
い
た
こ
と
や
、
草
木
が
生
い
茂
っ
て
お

り
、
し
か
も
夜
は
真
っ
暗
だ
っ
た
た
め
、
当
時
は

近
寄
り
難
い
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
分
か
っ

た
。
ま
た
昔
も
今
も
お
祭
り
に
活
気
が
あ
り
、
こ

の
こ
と
は
植
松
の
自
慢
と
言
っ
て
も
良
い
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。
そ
の
他
に
も
民
間
信
仰
や
お
参

り
の
話
な
ど
、
ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
興
味
深
い
も

の
ば
か
り
で
、
な
か
な
か
話
は
尽
き
な
い
。

　

一
人
ひ
と
り
が
歩
ん
で
き
た
人
生
は
違
っ
て
い

て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
柄
を
ひ
と
つ
に
重
ね
合
わ

せ
る
と
、
共
通
す
る
多
く
の
こ
と
が
あ
り
、
一
本

の
歴
史
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
一
部
の
地
域

で
あ
る
が
、そ
の
歴
史
を
保
存
し
た『
植
松
史
』を
、

広
く
ど
の
世
代
の
人
た
ち
に
も
伝
え
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
と
想
う
。

　

完
成
は
来
年
の
四
月
頃
を
予
定
。
引
き
続
き
、

そ
の
完
成
を
心
待
ち
に
し
た
い
。

   「植松の歴史を発掘し保存する
　　　　　  『植松史』プロジェクト」

第
十
二
回

昭和当時の渋川神社

国鉄八尾駅と汽車

昔
は
遊
び
場
だ
っ
た
！現在の渋川神社

よみがえる
　　植松の記憶！

お
祭
り
の
風
景
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今
東
光
が
、
支
倉
六
右
衛
門
常
長
を
描
い
た
小

説
『
は
ぜ
く
ら
』（
一
九
六
一（
昭
和
三
十
六
）
年

四
月
二
十
五
日
中
央
公
論
発
行
）
の
続
き
で
す
。

　

密
か
に
建
造
さ
れ
た
船
が
、
船
出
し
て
い
く
場

面
に
は
、
華
や
か
な
見
送
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
常
長
の
使
節
一
行
に
与
え
ら
れ
た
使
命
が
、

公
に
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

　

小
説
で
は
、
一
六
一
三
（
慶
長
十
八
）
年
九
月

十
五
日
、
月
ノ
浦
の
浜
辺
か
ら
出
帆
す
る
船
内
に

乗
り
込
ん
で
い
た
の
は
、
常
長
の
指
揮
下
に
入
る

一
行
、
ス
ペ
イ
ン
人
の
ビ
ス
カ
イ
ノ
一
派
、
そ
し

て
キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
で
あ
る
ソ
テ
ロ
の
思
惑

の
異
な
る
三
者
三
様
に
利
害
を
持
っ
た
人
々
で
し

た
。

　

藩
主
・
伊
達
政
宗
が
こ
の
世
紀
の
大
航
海
に
託

し
た
大
命
と
は
何
か
を
、
東
光
は
常
長
の
解
釈
を

通
じ
て
以
下
の
よ
う
に
語
り
ま
す
。

落
穂
拾
い

　

 -

今
東
光
の
薫
風- 

（十
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
・
伊
東  

健

　
　

御
屋
形
は
楚ソ

テ

ロ
天
呂
に
対
し
て
は

　
「
仙
台
に
は
小
さ
な
教
会
堂
が
二
つ
し
か
な
い
。

　

も
っ
と
大
き
な
会
堂
を
建
て
、
宣
教
師
も
数
多

　

ロ
ー
マ
か
ら
招
き
た
い
。（
中
略
）

　
　

ビ
ス
カ
イ
ノ
に
対
し
て
は
御
屋
形
は

　
「
エ
ス
パ
ニ
ヤ
と
の
貿
易
を
是
非
と
も
開
き
た
い

　

と
存
ず
る
」（
中
略
）

　
　

御
屋
形
は
日
本
人
に
対
し
て
は
海
外
を
視
察

　

せ
し
め
、
そ
の
強
弱
を
考
え
、
以
て
征
服
す
る

　

の
だ
と
揚
言
し
た
。
藩
士
等
は
表
に
は
貿
易
を

　

装
い
、
内
に
は
図と

な
ん南

の
大
志
を
蔵
す
る
も
の
と

　

し
て
勇
躍
し
た
。（
中
略
）

　
　

一
体
、
御
屋
形
の
本
心
は
何
所
に
あ
っ
た
の

　

だ
ろ
う
か
。
六
右
衛
門
は

　
（
歴
史
が
決
定
す
る
こ
と
じ
ゃ
―
）

　

と
意
に
介
し
な
か
っ
た
。（
後
略
）

　

乗
船
者
が
一
丸
と
な
れ
な
い
大
航
海
は
、困
難
を

極
め
ま
す
が
、太
平
洋
か
ら
メ
キ
シ
コ
へ
、さ
ら
に

大
西
洋
を
横
断
し
て
ス
ペ
イ
ン
の
マ
ド
リ
ー
ド
に

到
着
し
ま
す
。ス
ペ
イ
ン
国
王
の
フ
ェ
リ
ペ
二
世
と

の
間
で
の
通
商
問
題
が
難
航
し
た
末
に
、イ
タ
リ
ア

の
ロ
ー
マ
へ
と
向
う
中
で
、小
説
の
視
点
は
、常
長

に
随
行
し
て
い
る
今
泉
令
史
と
佐
藤
大
四
郎
の
異
国

コ
ラ
ム

の
地
で
の
恋
や
冒
険
を
横
軸
に
据
え
な
が
ら
、国
家

間
の
政
治
と
宗
教
問
題
に
翻
弄
さ
れ
、再
度
ス
ペ

イ
ン
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
一
行
の
姿

で
終
幕
を
迎
え
ま
す
。日
本
で
の
キ
リ
シ
タ
ン
迫
害

の
報
が
舞
い
込
み
、常
長
の
落
胆
と
暗あ

ん
た
ん澹

た
る
将
来

を
予
見
さ
せ
つ
つ
も
、
人
種
や
時
代
を
越
え
て
、

た
く
ま
し
く
見
果
て
ぬ
夢
を
追
う
佐
藤
大
四
郎
の

姿
に
希
望
を
託
す
ラ
ス
ト
で
す
。

　

引
用
文
中
で
、
東
光
は
常
長
一
行
が
宿
し
て
い

た
精
神
を
、
図と

な
ん南

の
大
志
と
表
現
し
て
い
ま
す
。

図
南
と
は
、「
荘
子
」
か
ら
の
言
葉
で
す
が
、
想

像
上
の
鳥
で
あ
る
鵬ほ

う

が
翼
を
広
げ
る
よ
う
に
、
大

事
業
を
企
て
る
と
い
う
意
味
で
す
。
歴
史
の
記
憶

に
刻
ま
れ
た
慶
長
遣
欧
使
節
を
率
い
た
支
倉
常
長

の
墓
に
詣
で
た
の
は
、
大
正
末
年
だ
っ
た
と
同
書

の
跋ば

つ
ぶ
ん文

に
記
す
東
光
は
、
二
十
代
の
時
に
書
き
た

い
と
念
願
し
た
人
物
の
物
語
を
、
六
十
代
で
完
成

さ
せ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
さ
に
、
生
涯
小
説

家
で
あ
っ
た
今
東
光
の
一
大
事
業
で
し
た
。

イラスト/安富士
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