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展 示 の ご 案 内

企画展

「八尾の鉄道～鉄道のある風景とくらし～」
2014年3月6日（木）～5月18日（日）

 次 回  通常展「大和川付替え関連展示」（2014. 5/21～6/30）

旧大和川の歴史と旧植田家住宅の変遷をパネルと資料でたどります。

※休館日は P15 をご覧ください
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「旧植田家だより 1 号～ 19 号」

　旧植田家住宅の情報を発信するニューズレター
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平
成
21
年
（
2
0
0
9
）
８
月
、
安
中
新
田
会

所
跡
旧
植
田
家
住
宅
の
開
館
か
ら
３
ヵ
月
が
経

ち
、
記
念
す
べ
き
『
植
田
家
だ
よ
り
』（
正
式
名
・

安
中
新
田
会
所
跡
旧
植
田
家
住
宅
だ
よ
り
）
の
第

１
号
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
ま
で
19
号
が
発

行
さ
れ
て
い
る
こ
の
季
刊
誌
は
、
旧
植
田
家
住
宅

に
関
す
る
様
々
な
情
報
を
、
年
に
４
回
の
ペ
ー
ス

で
発
信
し
て
い
ま
す
。

【
こ
こ
が
違
う
よ
第
１
号
・
２
号
・
３
号
！
】

　

第
１
号
で
は
、
八
尾
に
新
た
に
誕
生
し
た
歴
史

名
所
と
し
て
安
中
新
田
会
所
を
紹
介
す
る
記
事
を

ト
ッ
プ
に
掲
載
し
ま
し
た
。
現
在
の
『
植
田
家
だ

よ
り
』
と
大
き
く
違
っ
て
い
る
の
は
、
何
と
い
っ

て
も「
手
作
り
」だ
っ
た
と
い
う
点
で
す
。
編
集

に
は
パ
ソ
コ
ン
を
使
い
ま
す
が
、
印
刷
は
片
面
ず

つ
モ
ノ
ク
ロ
の
印
刷
機
（
輪
転
機
）
で
印
刷
し
、

刷
り
上
っ
た
A
３
サ
イ
ズ
の
用
紙
を
ス
タ
ッ
フ
全

員
で
２
つ
折
に
す
る
作
業
を
し
て
い
ま
し
た
。
時

に
は
印
刷
の
向
き
を
間
違
え
て
裏
表
で
上
下
が
逆

さ
ま
に
…
と
い
う
こ
と
も
。
記
事
内
容
も
手
書
き

の
部
分
も
あ
り
、
そ
ん
な
変
遷
を
た
ど
っ
て
現
在

の
『
植
田
家
だ
よ
り
』
が
あ
り
ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
違
い
は
、
見
て
の
通
り
、
新
聞

の
形
態
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
新
聞
風
の
デ

ザ
イ
ン
は
、
今
の
冊
子
体
の
『
植
田
家
だ
よ
り
』

に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
ま
た

新
聞
っ
ぽ
く
広
告
も
掲
載
し
て
い
ま
し
た
。

　

違
い
を
見
比
べ
る
と
き
り
が
な
い
で
す
が
、
情

報
の
内
容
や
質
は
そ
の
ま
ま
今
も
変
わ
ら
ず
お
届

け
で
き
る
よ
う
努
力
し
て
い
ま
す
。
変
わ
ら
な
い

と
い
え
ば
、
現
在
も
鋭
意
連
載
中
の
記
事
「
な
に

わ
の
伝
統
野
菜
栽
培
日
記
」
と
４
コ
マ
漫
画
「
マ

ン
ジ
ー
く
ん
」
は
、
第
１
回
か
ら
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
久
し
ぶ
り
に
読
み
返
し
て
み
る
と
、
マ
ン

ジ
ー
く
ん
の
変
貌
ぶ
り
に
び
っ
く
り
！
中
身
は

全
く
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
が
…
。

第1回掲載の「マンジーくん」

記念すべき『植田家だより』第１号『植田家だより』第１号～第３号
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東
光
の
薫
風
‐
」
の
連
載
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
タ
イ
ト
ル
ロ
ゴ
は
「
Ｋ
Ｙ
Ｕ
‐
Ｕ
Ｅ

Ｄ
Ａ
Ｋ
Ｅ
Ｊ
Ｕ
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ｕ　

Ｉ
Ｎ
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｍ
Ａ
Ｔ

Ｉ
Ｏ
Ｎ
」
と
ロ
ー
マ
字
表
記
に
な
っ
て
い
る
た
め
、

外
国
人
の
方
も
多
く
冊
子
を
持
っ
て
行
か
れ
た
と

思
い
ま
す
（
中
に
は
一
切
、英
語
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

　【
さ
ら
に
進
化
す
る
第
12
号
～
】

　

平
成
24
年
（
2
0
1
2
）
４
月
発
行
の
第
12
号

か
ら
は
、「
旧
植
田
家
だ
よ
り
」
の
タ
イ
ト
ル
文

字
の
変
更
と
と
も
に
、
中
身
の
デ
ザ
イ
ン
も
一
新

さ
れ
ま
し
た
。
と
い
っ
て
も
そ
の
違
い
は
微
妙
で

す
の
で
、
ぜ
ひ
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
手
に
入
れ
て

「
間
違
い
探
し
」
気
分
で
、
そ
の
違
い
を
み
つ
け

て
く
だ
さ
い
。
第
12
号
は
、
旧
植
田
家
住
宅
の
開

館
３
周
年
を
記
念
し
た
記
事
「
桃
栗
三
年 

柿
八
年

～
も
も
く
り
さ
ん
ね
ん 

か
き
は
ち
ね
ん
～
」
が
掲

載
さ
れ
、
ま
さ
に
節
目
の
号
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
も
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
日
々
、
試
行

錯
誤
を
繰
り
返
す
『
植
田
家
だ
よ
り
』
で
す
が
、

今
後
も
よ
り
充
実
し
た
内
容
を
ゆ
っ
た
り
と
お
届

け
し
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、

ぜ
ひ
皆
様
、
旧
植
田
家
住
宅
ま
で
足
を
お
運
び
く

だ
さ
い
。
素
敵
な
便
り
が
待
っ
て
い
ま
す
。

（
編
集
者
）

　
「
栽
培
日
記
」
も
、そ
の
名
の
通
り
日
記
で
す
が
、

日
記
っ
て
こ
ん
な
に
長
く
続
け
ら
れ
る
ん
だ
な
ぁ

と
関
心
し
て
し
ま
い
ま
す
。
一
冊
に
ま
と
め
る
と

農
作
物
の
栽
培
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
で
き
そ
う
で
す
。

【
新
し
く
進
化
し
た
第
４
号
～
】

　

現
在
の
冊
子
体
と
な
っ
た
の
が
、
平
成
22
年

（
2
0
1
0
）
４
月
に
発
行
さ
れ
た
第
４
号
か
ら

で
し
た
。
当
初
は
、
い
つ
も
印
刷
を
お
願
い
し
て

い
る
株
式
会
社
シ
ー
ズ
ク
リ
エ
イ
ト
（
弓
削
町
）

の
「
エ
コ
綴
じ
印
刷
」（
ホ
ッ
チ
キ
ス
の
針
を
使

わ
な
い
製
本
）
の
Ｐ
Ｒ
用
冊
子
に
も
な
っ
て
い
て
、

印
刷
費
も
負
担
し
て
頂
い
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
『
植
田
家
だ
よ
り
』
は
、
Ｂ
５
版
フ
ル
カ

ラ
ー
へ
と
生
ま
れ
変
わ
り
、
ペ
ー
ジ
数
も
16
ペ
ー

ジ
に
増
え
ま
し
た
。

　

さ
て
中
身
は
と
い
う
と
、
こ
れ
ま
で
の
様
式
を

継
承
し
つ
つ
、
表
紙
も
決
ま
っ
て
、
よ
り
多
く
の

情
報
を
発
信
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
見
開

き
ペ
ー
ジ
を
使
っ
て
地
図
を
掲
載
し
た
り
、
今
回

の
よ
う
な
特
集
記
事
が
堂
々
と
掲
載
で
き
る
よ
う

に
も
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
第
５
号
か
ら
は
、
ひ
っ
そ
り
と
「
植
松
の

ま
ち
・
ひ
と
」
が
始
ま
り
（
不
定
期
連
載
中
）、

第
７
号
か
ら
は
人
気
の
コ
ラ
ム
「
落
穂
拾
い
‐
今

フルカラーのマップも掲載（第4号）第12号からタイトル文字が変わった（上は第4号）
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こ
の
企
画
が
す
っ
か
り
お
気
に
入
り
の
６
歳
の

娘
。
何
と
今
年
で
３
回
目
の
参
加
。
保
育
園
で
も

お
茶
会
を
し
て
い
た
よ
う
で
、
今
回
も
す
ご
く

楽
し
み
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
初
め

て
の
付
き
添
い
の
私
は
…
「
お
茶
会
」
っ
て
だ
け

で
、
ち
ょ
っ
と
ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら
旧
植
田
家
住

宅
へ
。

　

11
時
か
ら
の
２
回
目
に
申
込
ん
で
い
た
の
で

す
が
、
建
物
に
入
る
と
、
１
回
目
を
終
え
た
子
や

２
回
目
の
子
が
い
て
、
結
構
に
ぎ
や
か
。
机
で

は
、
大
豆
を
塗
り
箸
で
つ
ま
ん
で
、
小
皿
か
ら
小

皿
へ
移
す
ゲ
ー
ム
を
し
て
い
て
、
私
も
参
加
。
す

で
に
遊
ん
で
い
た
小
学
生
の
お
姉
さ
ん
た
ち
が
、

ホ
イ
ホ
イ
移
し
て
い
る
の
で
、「
あ
～
こ
ん
な
も

の
か
～
」
と
思
っ
て
ト
ラ
イ
し
て
み
た
ら
…
こ
れ

が
難
し
い
！
滑
る
滑
る
。
思
っ
た
以
上
に
塗
り
箸

強
敵
！
「
こ
れ
は
難
し
い
な
～
、
う
ち
の
娘
に
は

ち
ょ
っ
と
…
」
っ
て
横
を
見
た
ら
、
真
剣
な
顔
を

し
な
が
ら
、
結
構
上
手
に
移
し
て
い
る
!?
「
そ
う

か
～
去
年
も
し
た
か
ら
、
慣
れ
て
い
る
の
か
」
と

気
づ
い
て
、
こ
ち
ら
も
真
剣
に
練
習
。
ま
、
そ
れなかなか難しい大豆運び

こどものための

お 茶 会

で
も
難
し
か
っ
た
で
す
が
…

　

そ
し
て
、
本
番
の
お
茶
会
。
座
布
団
の
上
に
、

子
ど
も
た
ち
と
親
が
座
っ
て
、
先
生
登
場
。
さ
っ

き
ま
で
の
表
情
と
は
ま
た
違
っ
て
、
一
気
に
緊
張

し
た
面
持
ち
に
。
私
も
慣
れ
な
い
正
座
と
雰
囲
気

に
緊
張
気
味
。
作
法
を
簡
単
に
教
え
て
も
ら
っ
て
、

さ
ぁ
ど
う
ぞ
。「
え
～
そ
れ
で
す
る
ん
か
～
」
と

思
い
な
が
ら
も
、
子
ど
も
た
ち
は
、
先
生
に
確
認

し
な
が
ら
順
番
に
隣
の
人
へ
。
そ
し
て
娘
。
何
と

な
く
覚
え
て
い
る
よ
う
で
、
覚
え
て
い
な
い
作
法

を
、
先
生
も
や
さ
し
く
教
え
て
く
れ
て
何
と
か
隣

へ
。
私
も
そ
れ
を
ホ
ッ
と
し
て
見
て
い
た
ら
、
今

度
は
自
分
の
番
！
大
人
と
し
て
平
静
を
装
い
な
が

ら
も
、
心
の
中
で
は
ド
ギ
マ
ギ
し
な
が
ら
、
私
も

何
と
か
隣
の
子
へ
。

　

子
ど
も
の
た
め
の
お
茶
会
な
の
で
、
そ
こ
ま
で

緊
張
す
る
こ
と
も
な
い
し
、
先
生
や
ス
タ
ッ
フ
の

方
も
優
し
い
の
で
、
楽
し
く
参
加
で
き
た
の
で
す

が
、
親
と
し
て
は
細
か
い
作
法
も
し
っ
か
り
！
と

思
っ
た
り
。
で
も
、
い
つ
も
と
違
う
場
所
に
、「
お

茶
会
」
と
い
う
非
日
常
。
こ
う
い
う
場
の
空
気
自

体
を
感
じ
る
こ
と
も
、
貴
重
な
経
験
に
な
っ
た
と

思
い
ま
し
た
。
来
年
は
親
子
と
も
、
も
う
少
し
余

裕
を
も
っ
て
参
加
で
き
る
か
な
？

201４年１月１９日（日）

福田和浩（参加者）
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一
月
二
十
六
日
、
旧
植
田
家
住
宅
の
座
敷

で
は
、
落
語
を
楽
し
ん
で
昔
の
く
ら
し
を
学

ぼ
う
と
い
う
趣
旨
で
、「
素
人
寄
席
・
天
満

天
神
の
会
」
に
出
演
し
て
い
た
だ
き
「
落
語

会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
会
場
に
は
、
こ
ど

も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
が
参
加
し
、
今
回
は

当
施
設
学
芸
員
に
よ
る
「
落
語
一
口
メ
モ
」

の
コ
ー
ナ
ー
が
最
初
に
あ
り
、
噺
に
登
場
す

る
昔
の
道
具
の
解
説
を
植
田
家
に
あ
る
実
物

出演者の方 （々出演は右上・下、左上・下の順）

旧家で楽しむ

落
語
会

素人寄席・
天満天神の会
繁盛亭・落語家入門講座修了生の会

お 笑 い だ け じ ゃ な い ・ ・ ・ ・

を
交
え
て
聞
き
ま
し
た
。

　

さ
て
、
解
説
が
終
わ
り
、
ま
ず
最
初
の
演
目
は
、

天て
ん
じ
ん
て
い

神
亭
み
ち
草
さ
ん
の
「
初
天
神
」。
予
定
し
て

い
た
出
演
者
が
急
き
ょ
出
ら
れ
な
く
な
り
、
み
ち

草
さ
ん
が
そ
の
代
わ
り
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
初

天
神
の
賑
わ
い
と
そ
れ
を
楽
し
む
風
変
わ
り
な
親

子
を
演
じ
ま
し
た
。

　

続
い
て
天
神
亭
酔す

い
せ
ん千

さ
ん
に
よ
る
「
壺つ

ぼ
さ
ん算

」
は
、

水
壺
を
買
い
に
行
く
二
人
の
男
と
店
主
の
可
笑
し

な
や
り
取
り
が
見
所
で
、
お
客
さ
ん
の
笑
い
の
壺

も
よ
く
と
ら
え
て
い
ま
し
た
。
噺
に
登
場
す
る
、

お
お
こ
（
担
い
棒
）
や
水
壺
に
つ
い
て
は
、
先
の

一
口
メ
モ
で
バ
ッ
チ
リ
覚
え
、
よ
り
身
近
に
楽
し

む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

天
神
亭
岩が

ん
え
ん塩

さ
ん
の
「
い
か
け
屋
（
壊
れ
た
鍋

や
お
釜
な
ど
を
修
理
す
る
仕
事
）」
は
、
現
代
で

は
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
職
業
で
す
が
、
い
か
け

屋
と
悪
ガ
キ
の
動
き
が
特
徴
的
で
、
そ
の
情
景
が

目
に
浮
か
ん
で
く
る
よ
う
で
し
た
。

　

ト
リ
を
務
め
る
の
は
、
会
長
の
天
神
亭
ひ
れ
克か

つ

さ
ん
。
ド
タ
バ
タ
の
「
へ
っ
つ
い
盗
人
」
に
会
場

は
笑
い
の
渦
に
包
ま
れ
ま
し
た
。
と
く
に
前
列
で

見
て
い
た
小
学
生
の
男
の
子
の
笑
い
っ
ぷ
り
に
、

こ
ち
ら
も
嬉
し
く
な
り
ま
し
た
。

　

終
演
後
は
、
皆
さ
ん
上
機
嫌
で
植う

え
だ
け

田
家
を
見
て
、

帰
ら
れ
ま
し
た
。

（
旧
植
田
家
住
宅 

ス
タ
ッ
フ
）
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新
連
載
「
三
会
所
だ
よ
り
」
は
、
現
在
施
設
と
し

て
公
開
さ
れ
て
い
る
大
和
川
関
係
の
新
田
会
所
の
う

ち
、
安
中
新
田
会
所
跡
旧
植
田
家
住
宅
（
八
尾
市
）、

鴻
池
新
田
会
所（
東
大
阪
市
）、加
賀
屋
新
田
会
所（
大

阪
市
住
之
江
区
）
の
三
つ
の
会
所
が
、
毎
号
そ
れ
ぞ

れ
の
活
動
や
日
常
の
様
子
を
お
伝
え
す
る
コ
ー
ナ
ー

で
す
。
新
田
会
所
に
関
す
る
情
報
や
大
和
川
付
け
替

え
の
記
事
な
ど
も
掲
載
し
て
い
く
予
定
で
す
。

　

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

旧
大
和
川
筋
に
は
多
く
の
新
田
が
開
発
さ
れ
、
会
所

が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
か
つ
て
は
、
会
所
の
建
物
も

数
多
く
残
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
時
代

と
と
も
に
取
り
壊
さ
れ
、
現
在
、
大
阪
府
下
に
は
先

の
三
ヵ
所
を
残
す
の
み
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
貴
重

な
歴
史
遺
産
に
つ
い
て
広
く
知
っ
て
も
ら
い
、
次
代

に
継
承
し
よ
う
と
、
各
施
設
で
は
様
々
な
取
り
組
み

を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
三
会
所
の
間
で

は
、
互
い
に
連
携
を
と
り
な
が
ら
、
日
々
そ
の
方
策

を
練
っ
て
い
ま
す
。

　　

加
賀
屋
新
田
会
所
跡
は
、
現
在
、
大
阪
市
住
之
江

区
南
加
賀
屋
の
加
賀
屋
緑
地
（
公
園
）
と
し
て
公
開

さ
れ
て
い
ま
す
。
加
賀
屋
新
田
会
所
は
、
宝
暦
四
年

（
一
七
五
四
）
大
阪
淡
路
町
の
両
替
商
で
あ
る
加
賀

屋
甚
兵
衛
が
造
営
し
、
こ
の
周
辺
の
地
域
は
延
享
二

年
（
一
七
四
五
）
に
干
拓
さ
れ
ま
し
た
。

　

敷
地
内
に
は
、書
院
・
茶
室
（「
鳳
鳴
亭
」）・
旧
居
宅
・

土
蔵
な
ど
の
建
造
物
の
ほ
か
、
小
掘
遠
州
風
の
回
遊

式
庭
園
（「
愉
園
」）
が
現
存
し
、
大
阪
市
内
で
唯
一

の
江
戸
時
代
の
新
田
会
所
遺
構
・
文
化
遺
産
と
な
っ

て
お
り
、
平
成
十
三
年
に
は
大
阪
市
指
定
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
施
設
の
管
理
は
大
阪
市
が
行

な
っ
て
い
ま
す
が
、
住
之
江
区
の
見
所
や
歴
史
・
自

然
な
ど
を
案
内
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
「
住

之
江
の
ま
ち
案
内
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
」
が
、
そ
の

案
内
活
動
や
勉
強
会
を
通
じ
て
、
施
設
の
普
及
に
努

め
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

鴻
池
新
田
会
所
は
、大
和
川
の
付
け
替
え
後
、豪
商

鴻
池
家
が
開
発
し
た
新
田
の
管
理
を
行
な
っ
た
場
所

で
す
。
会
所
敷
地
は
国
の
史
跡
で
、
本
屋
、
屋
敷
蔵

と
い
っ
た
古
建
築
群
は
重
要
文
化
財
に
な
っ
て
い
ま

す
。
今
回
は
、
六
月
ま
で
の
イ
ベ
ン
ト
を
ご
紹
介
し

ま
す
。
ぜ
ひ
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

三
会
所
だ
よ
り

次号より
連載開始！

予
告
編

◎
鴻
池
新
田
会
所

◎
4
月
19
日（
土
）、5
月
31
日(

土)

、6
月
29
日(

日)

　
鴻
池
新
田
会
所
コ
ス
プ
レ
フ
ェ
ス
タ（
共
催 

コ
ス
ジ
ョ
イ
）

◎
5
月
3
日（
祝
・
土
）野
点（
の
だ
て
）

◎
5
月
17
日（
土
）～
6
月
8
日（
日
）

　
コ
ー
ナ
ー
展
示「
新
田
会
所
の
薬
箱(

仮
題)

」

◎
5
月
18
日（
日
）蓄
音
機
コ
ン
サ
ー
ト

◎
5
月
24
日（
土
）歴
史
講
座「
淀
川
の
水
と
く
ら
し(

仮)

」

◎
5
月
25
日（
日
）史
跡
ハ
イ
キ
ン
グ

　「
旧
大
和
川
を
た
ど
る
～
菱
江
川
・
玉
串
川
～
」 

　

◎
6
月
7
日（
土
）歴
史
講
座「
河
内
平
野
の
治
水
史
」

◎
6
月
8
日（
日
）史
跡
ハ
イ
キ
ン
グ「
古
地
図
見
て
歩
き
」
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次
号
よ
り
連
載
を
開
始
す
る
「
三
会
所
だ
よ
り
」

で
す
が
、
手
探
り
の
状
態
で
進
め
て
参
り
ま
す
の
で

み
な
さ
ま
、
ど
う
ぞ
温
か
く
お
見
守
り
く
だ
さ
い
。

な
お
、今
回
は
予
告
編
と
い
う
こ
と
で
各
施
設
の
概
要

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

安
中
新
田
会
所
跡 

旧
植
田
家
住
宅
の
場
所
に
つ

い
て
は
15
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
左
記

の
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
を
解
く
と
、
当
施
設
に
つ
い
て
分

か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
挑
戦
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

場　所 ： 住之江区南加賀屋4-8

交　通 ： 地下鉄「住之江公園」駅下車
　　　　徒歩15分・市バス「南加賀屋
　　　　四丁目」下車徒歩5分

休園日 ： 月曜日、年末年始

開　園 ： 10時～16時30分

入場料 ： 無料

場　所 ： 東大阪市鴻池元町2-30

交　通 ： JR学研都市線「鴻池新田」駅
　　　   下車、南東に徒歩5分

開　館 ： 10時～16時

休館日 ： 月曜日、祝日の翌日（土・日を除く）

観覧料 ： 大人300円、小・中学生200円

お問い合わせ ： 06-6745-6409（電話）
　　　　　　　06-6744-7498（FAX）

タテのワード
  1.河内の特産物。安中新田のおよそ8割はこの畑でした。

  2.内部の心配事・もめごと。内患。

  3.安中新田の管理はヨコ17が○○○○に行なわず、植田家が任されました。

  4.かいていると蜂に刺される!?

  5.植松にある私塾。5代目・植田一郎が深く関与していました。

  7.隣の客がよく食べているもの。植田家の庭にもあります。

10.植松周辺のまちあるきマップの愛称。（『植田家だより』5号にも掲載）

12.⇔左岸

14.床の間などの壁に掛けて愉しむロール式の書画。

15.安中新田は代々植田家によって○○○されていました。

17.止まれ。

18.使わなくなった物や大事な物を保管しておく昔の倉庫。

19.普段は「つし」などに置いておく、かまどで大活躍の燃料。

ヨコのワード
  2.宝永元年（1704）の大和川付け替えの中心人物。

  6.仲直りすること。まだまだヤング!?

  8.大阪人はコレが嫌い

  9.宇宙人から見ると私たちは？

11.庭にあって世話のかかるも。

12.えっ、「つし」じゃないの!?もー。

13.ブタは「ブー」、ヤギは「○○」。

14.三会所のうち住之江区にあるのは○○○新田会所。

15.⇔負ける

16.尺貫法に基づく長さの単位。六尺（約18.2ｍ）

17.かつて安中新田はここのお寺の領地でした。

20.現在、旧植田家住宅は指定管理者のNPO法人○○○が管理運営しています。

21.低温で焼成した陶器。素焼きに絵や文字が入ったものもある。



― 10 ― 10

　

今
か
ら
五
十
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、
結
婚
式
や
葬
式
、

法
事
な
ど
の
諸
行
事
は
各
家
庭
の
自
宅
で
行
な
う
こ

と
が
多
く
、
食
事
の
用
意
は
各
家
で
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
た
く
さ
ん
の
食
器
が
必

要
と
な
り
、
数
物
の
食
器
を
購
入
す
る
か
、
ま
た
は

隣
近
所
で
貸
し
借
り
を
行
な
う
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

江
戸
時
代
後
期
か
ら
安
中
新
田
会
所
の
支
配
人
を

代
々
務
め
た
植
田
家
に
は
様
々
な
人
が
訪
れ
た
と
考

え
ら
れ
、
旧
植
田
家
住
宅
に
は
普
段
使
い
用
の
食
器

の
ほ
か
、
来
客
用
、
冠
婚
葬
祭
な
ど
で
使
用
し
た
と

思
わ
れ
る
一
〇
～
三
〇
客
組
の
数
物
の
食
器
が
た
く

さ
ん
の
こ
さ
れ
て
い
る
（
写
真
１
）。
山
水
な
ど
の

風
景
が
色
鮮
や
か
に
絵
付
け
さ
れ
た
皿
、
青
色
の
釉

薬
で
文
様
が
施
さ
れ
た
（
染
付
の
）
茶
碗
、
草
花
の

文
様
が
蒔
絵
で
立
体
的
に
表
現
さ
れ
た
吸
い
物
椀
な

旧植田家住宅  学芸員
谷口 弘美

研 究
のーと

Investigation
Note

ファイル 8

「数物の食器」
か ず も の 　   し ょ っ き

ど
、
食
器
の
種
類
は
様
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
食
器

（
主
に
陶
磁
器
製
）
の
ほ
と
ん
ど
が
型
を
用
い
て
造
ら

れ
て
い
る
の
で
、
大
き
さ
は
、
ほ
ぼ
均
一
だ
が
、
ひ

と
つ
ひ
と
つ
手
描
き
で
絵
付
け
が
さ
れ
て
い
る
た
め
、

同
じ
模
様
で
も
そ
れ
ぞ
れ
に
微
妙
な
違
い
が
あ
る
。

　

ま
た
、こ
れ
ら
数
物
の
食
器
の
中
に
は
金
継
ぎ（
※
）

が
施
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
（
写
真
２
）。
一
定
の

数
が
揃
っ
て
は
じ
め
て
用
を
な
す
数
物
の
食
器
が
、

大
事
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

　

こ
れ
ら
数
物
の
食
器
は
、
使
用
後
、
反ほ

ご
が
み

故
紙
（
書

き
損
じ
な
ど
で
不
用
に
な
っ
た
紙
）
や
新
聞
紙
な
ど

で
一
枚
ず
つ
丁
寧
に
包
ま
れ
、
木
箱
の
中
に
納
め
ら

れ
た
（
写
真
３
）。
木
箱
の
側
面
に
は
、
中
に
入
っ
て

い
る
食
器
の
名
称
（
種
類
）・
数
量
、
所
有
者
の
銘
な

ど
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
の
で
、
土
蔵
な
ど
で
保
管
さ

れ
て
い
て
も
、
ひ
と
目
で
中
身
が
わ
か
る
。

　

今
回
紹
介
し
た
数
物
の
食
器
は
、
単
体
で
は
高
価

な
美
術
品
で
は
な
い
が
、
人
を
も
て
な
す
際
に
使
わ

れ
た
大
切
な
道
具
で
あ
り
、
往
時
の
植
田
家
の
く
ら

し
を
語
る
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

※
金
継
ぎ

　

割
れ
た
り
、
欠
け
た
り
し
て
い
る
部
分
を
漆
な
ど
で
接
着
し
、

　

継
ぎ
目
に
金
・
銀
・
白
金
な
ど
の
粉
を
蒔
い
て
飾
る
修
理
法

　

の
こ
と
。 

写真3：反故紙や新聞紙で包まれた食器 写真１：土蔵１にて展示中の「数物の食器」

写真2：金継ぎが施された皿

金継ぎ部分
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「
ミ
ル
シ
ル
キ
ク
ス
ル
～
昔
の
く
ら
し
編
～
」
は
、

昔
の
く
ら
し
を
「
見
て
、
知
っ
て
、
聞
い
て
、
体
験

す
る
」
全
３
回
の
連
続
講
座
で
す
。

　

第
１
回
は
「
防
災
頭
巾
を
作
ろ
う
！
」
と
い
う
こ

と
で
、
当
施
設
職
員
が
講
師
と
な
っ
て
、
バ
ス
タ
オ

ル
を
利
用
し
た
防
災
頭
巾
作
り
に
挑
戦
し
ま
し
た
。

講
座
で
は
、
子
ど
も
で
も
わ
か
る
「
防
災
」
を
テ
ー

マ
に
し
た
今
と
昔
の
お
話
し
と
、
現
在
お
店
で
買
う

こ
と
の
で
き
る
防
災
グ
ッ
ズ
を
通
販
番
組
の
よ
う
に

紹
介
し
、使
い
方
な
ど
を
説
明
し
ま
し
た
。「
へ
ぇ
～
、

こ
ん
な
グ
ッ
ズ
あ
る
ん
や
～
」
と
、
参
加
者
の
お
母

さ
ん
の
反
応
も
上
々
で
し
た
。

　

さ
て
防
災
頭
巾
作
り
で
す
が
、
皆
さ
ん
持
参
の
バ

ス
タ
オ
ル
を
使
っ
て
、
器
用
に
作
り
上
げ
て
い
き
ま

す
。
完
成
！
と
い
う
こ
と
で
、
最
後
は
記
念
撮
影
を

し
て
、
第
１
回
の
講
座
は
無
事
終
了
し
ま
し
た
。

　

第
２
回
の
講
座
は
「
昔
の
道
具
を
使
っ
て
み
よ

う
！
」。
当
日
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
影
響
で
、
親

子
一
組
だ
け
の
参
加
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
お
二
人

と
一
緒
に
、
ま
ず
は
展
示
室
で
開
催
中
の
「
昔
の
く

ら
し
と
道
具
～
箱
・
ハ
コ
・
は
こ
～
」
展
を
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
を
使
っ
て
見
学
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

主
屋
と
土
蔵
で
は
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
常
設
さ
れ

て
い
る
展
示
品
の
中
か
ら
「
箱
の
道
具
探
し
」
に
挑

戦
し
て
も
ら
い
、
制
限
時
間
内
に
す
べ
て
の
道
具
を

み
つ
け
出
し
ま
し
た
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
植

田
家
住
宅
の
リ
ピ
ー
タ
ー
で
、
道
具
の
場
所
は
熟
知

し
て
い
る
と
の
事
で
し
た
。
こ
の
際
に
も
昔
の
道
具

を
体
験
し
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
今
回
の
メ
イ
ン
は

石
臼
（
ひ
き
臼
）
を
使
っ
た
黄
な
粉
作
り
で
し
た
。

　

初
挑
戦
の
石
臼
に
苦
戦
す
る
も
、
楽
し
く
取
り
組

ん
で
も
ら
い
、趣
向
を
凝
ら
し
た
電
動
粉
ひ
き
機
（
ミ

ル
サ
ー
）
と
の
勝
負
も
石
臼
の
圧
勝
で
、
昔
の
道
具

と
く
ら
し
の
知
恵
に
感
動
の
講
座
で
し
た
。

　

さ
あ
第
３
回
の
講
座
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
参
加

者
が
０
名
に
つ
き
、
不
開
講
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た

機
会
が
あ
れ
ば
開
講
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
旧
植
田
家
住
宅　

ス
タ
ッ
フ
）

第１回（12/8）「防災頭巾を作ろう！」

第２回（1/12）「昔の道具を使ってみよう！」

第 3 回（2/9）「昔のくらしはエコだらけ！？」

防災頭巾を制作中

長持の中を拝見

こんな感じです！

石臼 VS 電動粉ひき機
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【
忘
れ
て
た
！
】

　

年
末
の
田
辺
大
根
フ
ェ
ス
タ
で
嬉
し
い
結
果
を

い
た
だ
き
、
ホ
ッ
と
し
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
の
か
、

大
事
な
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
こ
と
に
気
が
付
い

た
。
そ
う
、
本
来
な
ら
10
月
に
植
え
な
け
れ
ば
い

け
な
い
ウ
ス
イ
エ
ン
ド
ウ
（
豆
ご
は
ん
用
）
の
種

を
す
っ
か
り
ま
き
忘
れ
て
い
の
だ
。
え
ら
い
こ
っ

ち
ゃ
～
、
今
は
２
月
! !
。
も
う
遅
す
ぎ
～
！

　

畑
企
画
で
は
、
毎
年
ウ
ス
イ
エ
ン
ド
ウ
を
育
て
、

収
穫
後
に
植
田
家
の
か
ま
ど
で
豆
ご
は
ん
を
炊
い

て
試
食
す
る
の
が
、
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
の
ひ
と
つ
。

深
い
自
己
嫌
悪
…
だ
が
、
そ
う
そ
う
落
ち
込
ん
で

も
い
ら
れ
な
い
。
手
当
た
り
次
第
、
ホ
ー
ム
セ
ン

No.20

タ
ー
や
苗
屋
さ
ん
に
問
い
合
わ
せ
て
み
る
が
、
別

の
豆
は
あ
っ
て
も
、
こ
の
時
期
ウ
ス
イ
エ
ン
ド
ウ

を
取
り
扱
っ
て
い
る
お
店
は
、
な
か
な
か
見
つ
か

ら
な
い
。
だ
が
、
や
っ
と
一
件
、
大
阪
市
内
の
店

で
売
ら
れ
て
い
る
事
が
わ
か
っ
た
。
ホ
ッ
♪

　

次
の
日
、
私
は
、
朝
イ
チ
で
そ
の
お
店
に
い
た
。

こ
う
し
て
、
何
と
か
手
に
入
れ
た
大
事
な
苗
。
遅

れ
を
取
り
戻
す
た
め

に
、週
に
一
度
の
ド
ー

ピ
ン
グ
（
液
肥
）
は

欠
か
し
て
い
な
い
。

さ
て
さ
て
、
今
年
の

植
田
家
自
慢
の
豆
ご

は
ん
の
お
味
は
い
か

が
な
も
の
か
。

【
コ
レ
、
な
ん
ぼ
～
？
】

　

２
月
の
終
わ
り
頃
、
す
っ
か
り
立
派
に
な
っ
た

金
時
人
参
の
収
穫
を
し
た
。
身
を
切
る
よ
う
な
寒

さ
の
中
、
数
名
の
子
ど
も
が
参
加
し
、
土
の
中
に

深
く
伸
び
た
真
っ
赤
な
人
参
を
掘
り
出
す
の
に
、

一
汗
か
い
た
。

　

そ
し
て
、
井
戸
水
で
き
れ
い
に
泥
を
落
と
し
た

人
参
を
見
た
来
館
者
の
女
性
が
、

「
え
ら
い
立
派
や
な
～
。
コ
レ
、
な
ん
ぼ
？
」

金
時
人
参
、
収
穫
！

…
い
え
い
え
、
売
り
も
ん
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か

ら
（
笑
）

　

確
か
に
、
今
年
の
人
参
の
出
来
は
最
高
。
途
中

で
股
割
れ
も
せ
ず
、
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
て
太
い
。

完
璧
な
形
だ
（
か
な
り
の
親
バ
カ
で
す
）。
ま
し

て
や
掘
り
た
て
と
な
れ
ば
…
。
も
し
、
コ
レ
が
こ

こ
で
売
っ
て
い
る
な
ら
私
も
絶
対
に
買
い
ま
す
。

＊
旧
植
田
家
住
宅
で
は
、
野
菜
の
販
売
は
一
切
い
た

　

し
て
お
り
ま
せ
ん
。

忘れられたウスイエンドウ

収穫の様子

穫れたての金時人参

売り物ではございません
m( _ _ )m
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旧
植
田
家
住
宅
で
は
、
八
尾
に
縁
の
あ
る
作
家
・

今
東
光
を
取
り
上
げ
た
講
座
を
毎
年
シ
リ
ー
ズ
で

行
な
っ
て
い
る
。
今
回
は
、
今
東
光
の
作
品
の
中
で

も
と
く
に
人
気
が
高
く
、
八
尾
の
イ
メ
ー
ジ
を
全
国

的
に
広
め
た
『
悪
名
』
を
テ
ー
マ
に
、
講
座
「
今
東

光
～
『
悪
名
』
の
ア
サ
く
な
い
話
～
」
を
、
三
月

二
十
三
日
（
日
）
に
座
敷
で
開
催
し
た
。
講
座
は
、

本
シ
リ
ー
ズ
で
も
お
な
じ
み
の
伊
東
健
氏
（
今
東
光

を
語
る
会
）
に
語
っ
て
頂
き
、「
悪
名
」
の
小
説
・

映
画
に
つ
い
て
分
か
る
作
品
の
読
み
直
し
・
見
直
し

や
徹
底
し
た
ガ
イ
ド
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
「
悪
名
」

づ
く
し
の
九
〇
分
と
な
っ
た
。

　

毎
回
講
座
に
は
、
老
若
男
女
問
わ
ず
、
多
く
の
参

加
者
が
集
ま
る
が
、
今
回
は
参
加
者
の
約
八
割
が
男

性
と
い
う
珍
し
い
回
と
な
っ
た
。
八
尾
に
お
け
る「
悪

名
」
人
気
は
男
性
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ

た
。
ま
た
、
講
座
の
冒
頭
で
伊
東
氏
は
、「
悪
名
」

を
知
っ
て
い
る
人
の
多
く
は
映
画
の
ほ
う
か
ら
で
、

小
説
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指

摘
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
人
の
た
め
、
本
講

座
で
は
、
作
品
の
背
景
か
ら
小
説
の
概
要
に
つ
い
て

解
説
さ
れ
、
そ
の
中
で
、
今
東
光
の
人
物
像
や
広
い

人
間
関
係
に
も
迫
り
、
作
品
だ
け
で
な
く
作
家
の
内

側
に
も
ふ
れ
た
。

　

今
東
光
の
作
品
の
登
場
人
物
は
、
多
く
に
そ
の
モ

デ
ル
が
実
在
す
る
と
い
う
話
は
、「
悪
名
」
に
お
い

て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
講
座
で
は
、
お
馴
染
み

の
主
人
公
・
八
尾
の
朝
吉
を
は
じ
め
、
そ
の
他
の
登

講
座「
今 

東
光
～『
悪
名
』の
ア
サ
く
な
い
話
～
」＆
映
像
に
見
る
八
尾「
悪
名
」

場
人
物
の
モ
デ
ル
問
題
に
ふ
れ
た
。
ま
た
、
諸
作

品
に
お
け
る
朝
吉
の
名
前
の
表
記
「
朝
」
と
「
浅
」

の
使
い
分
け
に
関
す
る
分
析
も
興
味
深
く
、
小
説

を
読
ん
で
み
た
く
な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　

最
後
は
、
参
加
者
お
待
ち
か
ね
の
映
画
「
悪
名
」

の
徹
底
ガ
イ
ド
と
い
う
こ
と
で
、
シ
リ
ー
ズ
十
五

作
品
の
概
要
と
見
所
を
紹
介
さ
れ
た
。
一
部
動
画

や
静
止
画
も
用
い
ら
れ
、よ
り
詳
し
く
、魅
力
た
っ

ぷ
り
に
「
悪
名
」
と
さ
ら
に
「
八
尾
」
の
良
さ
が

伝
え
ら
れ
た
。
悪
名
を
解
き
明
か
す
本
講
座
を
通

し
て
、
そ
の
人
気
の
秘
密
に
つ
い
て
知
る
こ
と
も

で
き
、
深
く
て
面
白
い
世
界
を
堪
能
し
た
。

　

同
日
、
閉
館
後
の
旧
植
田
家
で
は
、
講
座
と
連

動
し
た
企
画
「
八
尾
再
発
見
！
映
像
に
見
る
八
尾
」

を
開
催
。
伊
東
氏
に
再
び
講
師
を
お
願
い
し
、
参

加
者
十
一
名
と
と
も
に
、
こ
こ
で
は
映
画
「
悪
名
」

を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
鑑
賞
し
た
。
講
座
の
参
加

者
は
、
ま
た
違
っ
た
「
悪
名
」
の
世
界
に
触
れ
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（

安
藤 

亮
）

超満員の講座の様子

映像に見る八尾
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今
年
の
六
月
十
二
日
か
ら
約
一
ヵ
月
に
わ
た
っ

て
ブ
ラ
ジ
ル
で
開
催
さ
れ
る
サ
ッ
カ
ー
の
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ａ

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
は
、
同
地
で
は
六
十
四
年
ぶ
り

の
大
会
だ
そ
う
で
す
が
、
五
十
三
年
前
の
昭
和

三
十
六
年（
一
九
六
一
）の
十
一
月
に
、
今
東
光
は

ブ
ラ
ジ
ル
に
旅
立
ち
、
書
い
た
小
説
が
あ
り
ま
す
。

　

連
載
が
完
結
し
、
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）

二
月
十
五
日
に
文
藝
春
秋
新
社
よ
り
上
梓
さ
れ
た

単
行
本
の
〝
あ
と
が
き
〟
に
、
そ
の
時
の
状
況
を

書
き
記
し
て
い
ま
す
。

　　
　

長
篇
の
約
束
を
も
っ
て
一
九
六
一
年
冬
十
一
月
、

　

南
米
旅
行
に
立
っ
た
僕
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
旧
都
リ
オ
・

　

デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
の
近
郊
コ
バ
カ
バ
ア
ナ
海
水
浴

　

場
の
ホ
テ
ル
で
第
一
回
分
を
執
筆
し
た
。
ホ
テ
ル

　

の
二
十
三
階
の
窓
か
ら
脚
下
を
見
る
と
飽
く
ま
で

　

紺
碧
の
海
と
白
い
砂
が
見
え
、
世
界
各
国
の
男
女

　

が
裸
で
朝
か
ら
波
と
戯
れ
て
い
る
の
が
眺
め
ら
れ

落
穂
拾
い

　

 -

今
東
光
の
薫
風- 

（十
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
・
伊
東  

健

　

た
。
僕
は
徹
夜
を
し
て
五
十
枚
を
一
気
に
書
き
上

　

げ
、
同
行
の
川
島
君
と
石
川
君
と
三
人
で
爽
快
な

　

海
辺
の
散
歩
を
試
み
た
の
だ
。（
後
略
）

　

東
光
が
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
送
っ
た
小
説
の
第
一
回

目
は
、
以
下
の
よ
う
な
文
章
で
始
ま
り
ま
す
。

　
　

八
尾
市
西
郷
の
あ
た
り
に
は
戦
禍
を
ま
ぬ
か
れ

　

た
古
風
な
家
並
み
が
残
っ
て
い
る
。
屋
根
は
本
瓦

　

葺
で
、
剥
げ
て
は
い
る
が
紅べ

ん
が
ら
こ
う
し

殻
格
子
造
り
で
、
昔

　

な
が
ら
の
面
影
を
し
の
ぶ
こ
と
が
出
来
る
の
だ
。

　

そ
ん
な
町
並
み
を
通
り
抜
け
る
と
、
ぽ
っ
か
り
青

　

空
が
見
え
、
そ
の
下
に
共
同
墓
地
の
一
劃か

く

が
展
開

　

す
る
。

　
　

物
好
き
な
人
が
そ
の
あ
た
り
に
杖
を
曳
い
た
ら
、

　

雑
草
の
中
に
埋
れ
た
一
基
の
風
変
り
な
墓
を
見
出

　

す
だ
ろ
う
。
八
尾
の
郷
土
史
家
西
岡
三
四
郎
君
に

　

案
内
さ
れ
た
時
の
話
で
は
、
子
供
の
頃
墓
地
に
遊

　

び
に
行
っ
た
も
の
だ
が
石
塔
の
間
に
は
さ
ま
れ
て

　

一
寸
見
出
し
難
く
、従
っ
て
何
人
も
気
付
か
な
か
っ

　

た
と
い
う
こ
と
だ
。（
後
略
）

　

旅
先
と
は
思
え
な
い
八
尾
づ
く
し
の
冒
頭
に
驚

き
ま
す
が
、
こ
の
墓
碑
に
は
、
Ｎ
を
逆
字
に
し
た

コ
ラ
ム

Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
と
文
字
が
彫
ら
れ
て
お
り
、
東
光

は
河
内
の
キ
リ
シ
タ
ン
墓
碑
に
着
目
し
た
小
説
を

書
き
始
め
た
の
で
す
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
「
生

き
ろ
マ
ン
シ
ョ
」。
昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）

年
『
文
藝
春
秋
』
一
月
号
よ
り
連
載
が
開
始
さ
れ

ま
し
た
。

　

先
の
〝
あ
と
が
き
〟
の
続
き
に
、
東
光
は
こ
ん

な
こ
と
も
記
し
て
い
ま
す
。

　
　

僕
は
リ
オ
で
こ
の
小
説
を
書
き
な
が
ら
吾
が
書

　

斎
を
河
内
国
か
ら
リ
オ
に
移
し
た
に
過
ぎ
な
い
感

　

じ
が
し
た
の
だ
。

　

信
長
・
秀
吉
が
活
躍
す
る
戦
国
史
を
河
内
の
地

方
史
か
ら
描
こ
う
と
す
る
野
心
作
に
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

の
大
河
ド
ラ
マ
で
話
題
の
軍
師
・
官
兵
衛
も
登
場

し
ま
す
。

　

と
、
こ
こ
で
紙
数
が
尽
き
ま
し
た
。
続
き
は

次
回
で
。
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今後の展示・企画

休館日カレンダー
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