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平成28年度 企画展

「ぼく、墨蹟（ぼくせき）」
2016年4月28日（木）～6月27日（月）
植田家に伝わる古今東西の墨蹟（書）の掛軸を中心に展示します。

※休館日は P15 をご覧ください

展示のご案内
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表紙写真

《謎の箱》

　数ある旧植田家住宅の収蔵品の中で、何に用い

られたのかがわかっていない、横88cm×縦14cm

×高さ12cm の正体不明の箱。

企画展「なぞ、なぞ、昔の道具」でその正体に迫る。

（本誌4・5頁を参照）
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平
成
27
年
度 

冬
季
企
画
展

「
な
ぞ
、な
ぞ 

昔
の
道
具
」

　

２
０
１
６
年
、
最
初
の
企
画
展
は「
な
ぞ
、
な
ぞ
、

昔
の
道
具
」と
題
し
て
、大
人
に
は
懐
か
し
く
て
も「
子

ど
も
に
と
っ
て
は
謎
」の
昔
の
道
具
や
、大
人
で
も
首

を
か
し
げ
る「
全
く
謎
」
の
民
具
を
展
示
し
ま
し
た
。

ま
た
、
昔
の
く
ら
し
に
ち
な
ん
だ「
な
ぞ
な
ぞ
」
も
多

く
集
め
て
、来
場
者
に
は
頭
を
柔
ら
か
く
し
て
も
ら
い

な
が
ら
、展
示
を
楽
し
ん
で
も
ら
い
ま
し
た
。

　

こ
の
企
画
展
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
展
示
物
に「
謎

レ
ベ
ル
」を
設
け
、例
え
ば《
火
の
し
》・《
こ
た
つ
》は

★
１
つ（
初
級
）、《
盃は
い
せ
ん洗
》・《
衣い
こ
う桁
》は
★
２
つ（
中
級
）、

《
蘭ら

ん
び
き引
》・《
ハ
イ
ト
リ
ッ
ク
》は
★
３
つ（
上
級
）と
い
う

よ
う
に
、謎
を
解
く
よ
う
に
し
て
展
示
を
見
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
今
回
は
特
別
に
★
５
つ（
特
級
）

の
展
示
品
も
あ
り
、
こ
れ
に
関
し
て
は
調
査
を
し
て

も
何
な
の
か
が
分
か
ら
な
い
、
本
当
に「
謎
の
道
具
」

な
の
で
す
。
今
回
の
展
示
は
、
こ
の
謎
の
道
具
の
謎

を
誰
か
に
解
い
て
も
ら
お
う
と
い
う
目
論
み
も
あ
り

ま
し
た
。

　
ち
ょ
っ
と
謎
の
道
具 

★
～
★
★
★

　

少
し
だ
け
今
回
の
展
示
内
容
に
触
れ
て
お
く
と
、

ま
ず
は
大
人
な
ら
ば
誰
で
も
知
っ
て
い
る
は
ず
の

《
火
の
し
》、《
こ
た
つ
》、《
柄
鏡
》が
初
級
で
す
。そ
れ

謎昔の道具なぞ
　なぞ

知ればなっとく ! 知らなきゃ謎 !?

平成 27 年度 冬季企画展

【謎レベル★★★】

蘭引

【謎レベル★★★】

音消しの壺
提灯よりも釣鐘の方が軽い !?

【謎レベル★★★★★】

謎の箱

【謎レベル★★】

陶器製湯たんぽ

大津絵《提灯と釣鐘》（部分）

2016年1月6日（水）～3月6日（日）
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ぞ
れ
昔
の
ア
イ
ロ
ン
、や
ぐ
ら
に
布
団
、和
鏡
と
い
え

ば
察
し
が
つ
き
ま
す
。

　

続
く
中
級
は《
盃
洗
》、《
陶
器
製
湯
た
ん
ぽ
》、《
衣

桁
》で
す
が
、意
外
に
見
た
事
は
あ
る
け
ど
名
前
を
知

ら
な
か
っ
た
り
、湯
た
ん
ぽ
も
陶
器
製
の
も
の
で
あ
る

な
ど（
ち
な
み
に
漢
字
で
は「
湯
湯
婆
」）、知
ら
な
い

物
が
ま
だ
ま
だ
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
上
級
は《
蘭
引
》、《
ハ
イ
ト
リ
ッ
ク
》、《
音
消

し
の
壺
》と
、当
時
と
し
て
も
あ
ま
り
一
般
向
き
で
は

な
か
っ
た
よ
う
な
珍
品
ぞ
ろ
い
。
こ
う
し
た
道
具
が

実
際
に
植
田
家
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

か
な
り
特
殊
な
家
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。

も
っ
と
謎
の
道
具 

★
★
★
★
★

　

さ
て
、
今
回
の『
植
田
家
だ
よ
り
』
の
表
紙
に
も

な
っ
て
い
る《
謎
の
箱
》と《
謎
の
器
》は
特
級
と
し
て

展
示
し
、未
だ
正
体
が
つ
か
め
て
い
ま
せ
ん
。ど
ち
ら

も
展
示
期
間
中
に
情
報
を
集
め
、器
の
方
は
中
国
に
も

あ
る《
筆
洗
》の
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し

た
。箱
の
方
も「
発
電
機
で
は
な
い
か
」「
糸
を
巻
く
道

具
」「
鯉
の
ぼ
り
を
あ
げ
る
機
械
」「
服
の
し
わ
の
ば
し

機
」等
、様
々
な
意
見
や
憶
測
が
飛
び
交
っ
て
い
ま
す
。

何
で
あ
れ
、人
が
謎
に
直
面
し
た
時
に
発
揮
さ
れ
る
想

像
力
や
発
想
力
と
い
う
の
は
す
ご
い
も
の
で
す
。

（
旧
植
田
家
住
宅 

学
芸
員　

安
藤 

亮
）

【謎レベル★★★★★】

謎の器  よくみてみると特徴が微妙に異なる

【謎レベル★★】

衣桁  見たことはあるけど意外に名前を知らない !?

フライパンでは
ありません

布団をかけて使います

【謎レベル★】
火のし

【謎レベル★】
こたつ

「ちゃぶ台」の上のなぞなぞ

「大津絵」と 瓢 箪 の 展 示

昔のくらし古典なぞなぞ

「
な
ぞ
な
ぞ
」の
定
番
！

も
う
ひ
と
つ
の
謎
！
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大
阪
で「
大
和
川
付
け
替
え
」
と
い
え
ば「
中
甚
兵

衛
」と
い
う
ほ
ど
に
著
名
な
中
甚
兵
衛
で
す
が
、こ
の

大
阪
に
お
け
る
世
紀
の
大
事
業
と
い
わ
れ
た
大
和
川

付
け
替
え
の
工
事

4

4

も
中
甚
兵
衛
が
行
な
っ
た
と
い
う

誤
解
も
あ
り
、こ
れ
に
対
し
て「
実
際
に
付
け
替
え
を

決
定
し
、
工
事
を
行
な
っ
た
の
は
幕
府
で
あ
る
」
と

い
う
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
る
講
座
が
、旧
植
田
家
住
宅

で
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

　

大
和
川
付
け
替
え
関
連
の
講
座
と
し
て
、
今
回
は

柏
原
市
立
歴
史
資
料
館
館
長
の
安
村
俊
史
氏
を
講
師

に
迎
え
、そ
の
地
理
・
歴
史
的
背
景
や
同
資
料
館
所
蔵

の
中
甚
兵
衛
関
連
資
料
（
中
家
文
書
）
に
基
づ
い
た

意
外
な
話
を
聴
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。ち
な
み
に
、

安
村
氏
に
は
こ
れ
ま
で「
お
ひ
な
さ
ん
」と「
わ
ら
縄
」

の
講
座
で
も
講
師
を
務
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

さ
て
、
講
座
で
は
大
和
川
付
替
え
前
の
お
話
か
ら

は
じ
ま
り
、中
甚
兵
衛
に
よ
る
付
け
替
え
運
動
ま
で
の

一
連
の
流
れ
を
資
料
に
基

づ
き
、ま
ず
は
そ
の
整
合
性

に
つ
い
て
言
及
さ
れ
ま
し

た
。現
在
で
は
、中
甚
兵
衛

は
明
暦
三
年（
一
六
五
七
）に

十
九
歳（
数
え
年
）で
江
戸

へ
下く

だ

り
、
す
で
に
付
け
替

え
の
訴
え
を
起
こ
し
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、実
際
に
は
こ
の
時
期
の
資
料
は

現
存
せ
ず
、想
像
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、
中
甚
兵
衛
の
付
け
替
え
運
動
は
、
ほ
ぼ
独
断

（
単
独
）で
進
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
測

を
、安
村
氏
は
残
さ
れ
た
文
書
を
手
が
か
り
に
立
て
ら

れ
ま
し
た
。
中
甚
兵
衛
は
嘆
願
書
の
作
成
で
も
か
な

り
大
胆
な
こ
と
を
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

大
和
川
付
け
替
え
推
進
派
の
古
文
書
は
、実
は
ほ
と

ん
ど
な
く（
反
対
の
嘆
願
書
は
多
数
の
村
に
残
る
）、中

甚
兵
衛
の
人
物
像
に
つ
い
て
も
よ
く
分
か
っ
て
い
な

い
そ
う
で
す
。た
だ
言
え
る
こ
と
は
、中
甚
兵
衛
の
長

年
に
わ
た
る
付
け
替
え
運
動
は
、た
く
さ
ん
の
人
た
ち

を
動
か
し
、大
和
川
の
流
れ
を
変
え
た
だ
け
で
な
く
、

大
阪
の
歴
史
を
も
大
き
く
変
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

今
回
の
講
座
を
通
し
て
、正
し
い
歴
史
認
識
を
伝
え

る
こ
と
の
難
し
さ
を
実
感
し
ま
し
た
、今
後
さ
ら
な
る

資
料
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

（
学
芸
員　

安
藤
亮
）

大和川付け替え関連

中甚兵衛と

大和川付け替え

なか じんべえ

やまとがわ つ か

講座

2016年3月13日（日）

講師：安村俊史氏（柏原市立歴史資料館）

熱心に耳を傾ける参加者

資料に基づいて説明する安村氏
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こ
ど
も
の
た
め
の
お
茶
会

　

新
年
を
迎
え
た
２
０
１
６
年
１
月
17
日（
日
）、今
年

も「
こ
ど
も
の
た
め
の
お
茶
会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

毎
年
楽
し
み
に
し
て
い
る
こ
ど
も
や
、今
回
は
体
験

農
園（
畑
企
画
）か
ら
畑
メ
ン
バ
ー
も
親
子
で
参
加
を

し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

今
回
も
地
元
女
性
会
の
先
生
方
に
お
茶
の
ご
指
導

を
い
た
だ
き
、
待
ち
合
い
で
は
い
つ
も
の「
豆
運
び
」

（
お
箸
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
）
を
楽

し
み
ま
し
た
。ま
た
こ
れ
ま
で

簡
略
し
て
い
た
茶
室
の
入
室

の
作
法
か
ら
今
回
は
始
め
、細

か
な
動
作
を
確
認
し
な
が
ら

子
ど
も
た
ち
は
慎
重
に
茶
室

へ
と
入
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

大
人
で
も
な
か
な
か
緊
張
す
る
お
茶
会
で
す
が
、

さ
す
が
こ
ど
も
た
ち
は
そ
の
緊
張
感
を
感
じ
な
が
ら

も
、
お
茶
と
お
菓
子
の
味
、
お

点
前
の
所
作
、茶
室
の
雰
囲
気

を
し
っ
か
り
と
味
わ
っ
て
い

る
様
子
で
し
た
。小
さ
な
手
に

持
つ
大
き
な
お
茶
碗
が
、少
し

大
人
に
な
っ
た
気
分
に
さ
せ

て
く
れ
ま
す
。

旧
家
で
楽
し
む
落
語
会

　

２
月
７
日（
日
）、こ
ち
ら
も
毎
年

恒
例
の「
旧
家
で
楽
し
む
落
語
会
」で

す
が
、今
年
は
か
な
り
参
加
者
が
少

な
く
、そ
の
分
い
つ
も
よ
り
多
く
の

笑
い
を
出
演
者
の
方
々
に
と
っ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
年
は「
火か

え
ん焔

太
鼓
」「
ふ
ぐ
鍋
」

「
お
ご
ろ
餅
盗
人
」「
二
番
煎
じ
」の

各
演
目
を
、
お
な
じ
み
天
満
天
神

の
会
の
方
々
が
演
じ
、建
物
の
雰
囲

気
と
季
節
に
ぴ
っ
た
り
な
内
容
で

し
た
。ま
た
、時
事
ネ
タ
か
ら
地
元

八
尾
市
の
話
ま
で
、個
性
豊
か
で
親

し
み
の
あ
る
そ
ぞ
れ
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
も
見
所
で
し
た
。

　
「
旧
家
で
楽
し
む
」
と
い
う
こ
と

で
す
が
、参
加
者
は
も
ち
ろ
ん
、
出

演
者
・
関
係
者
に
も
楽
し
ん
で
も

ら
え
る
企
画
と
し
て
、今
後
も
充
分

に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
次
回
は
満
員
御
礼
を
目
指

し
て
。

（
旧
植
田
家
住
宅 

ス
タ
ッ
フ
）

新春企画２本

旧家で楽しむ落語会

こどものためのお茶会
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連
続
講
座
２
０
１
５
年
度
・
後
期

 「
火 

━ 

ひ 

━

」

　

昔
の
く
ら
し
や
知
恵
な
ど
を
学
ぶ
連
続
講
座
で
は
、

前
・
後
期
で
、ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
を
決
め
、そ
れ
ぞ
れ

全
３
回
の
体
験
講
座
を
実
施
し
て
い
ま
す
。２
０
１
５

年
度
の
後
期
は「
火
」。と
い
う
こ
と
で
今
回
は
、近
年

ほ
と
ん
ど
み
な
く
な
っ
た
冬
の
暖
房
道
具「
火
鉢
」と
、

実
際
に
は
ど
れ
ほ
ど
明
る
か
っ
た
の
か
が
気
に
な
る

昔
の
灯
り
の
道
具
の
体
験
を
し
て
み
ま
し
た
。

第
１
回「
昔
の
道
具
で
暖
ま
ろ
う
！
」

　

２
０
１
６
年
１
月
31
日（
日
）
の
冬
の
午
後
、
ま
だ

ま
だ
寒
い
旧
植
田
家
住
宅
で
、第
１
回
目
の
講
座「
昔

の
道
具
で
暖
ま
ろ
う
」が
行
わ
れ
ま
し
た
。エ
ア
コ
ン

に
ス
ト
ー
ブ
、電
気
こ
た
つ
な
ど
が
あ
る
現
代
か
ら
は

想
像
で
き
な
い
昔
の
家
の
寒
さ
と
暖
房
の
有
り
難
味
。

こ
の
こ
と
を
体
験
し
て
も
ら
う
べ
く
、今
回
は
火
鉢
を

使
っ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

講
座
に
は「
昔
の
く
ら
し
」を
勉
強
中
の
小
学
生
か

ら
関
心
の
あ
る
大
人
の
方
ま
で
８
名
が
参
加
を
し
、

ま
ず
は
暖
房
の
効
い
た
暖
か
い
部
屋
で
昔
の
道
具
や

火
に
関
す
る
話
を
聞
い
て
も
ら
い
ま
し
た
。こ
こ
で
は

旧
植
田
家
に
の
こ
る
暖
房
道
具
の
幾
多
も
紹
介
し
、

火
連続講座
2015 年度・後期

れ ん ぞ く こ う ざ

(全3回）

─ ひ ─

「火」をテーマにした体験講座

らんぷ

とうみょう ひばちろうそく

昔のくらしって
　暖かいの？

　　明るいの？

昔
の
く
ら
し
の
中
で
は
直
火
を
使
う
機
会
が
多
い
と

い
う
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

　

さ
て
続
く
体
験
で
は
、屋
内
で
も
特
に
冷
え
こ
む
土
間

の
ヒ
ロ
シ
キ（
板
敷
き
の
間
）に
大
小
２
種
類
の
火
鉢
を

用
意
。
炭
火
を
熾お

こ

す
の
も
コ
ン
ロ
で
は
な
く
、か
ま
ど

を
使
い
ま
し
た
。
火
の
扱
い
に
不
慣
れ
な
学
芸
員
が

火
熾
し
に
苦
戦
す
る
中
、参
加
者
は
寒
さ
に
耐
え
て
、

今
か
今
か
と
火
の
到
着
を
待
ち
わ
び
て
い
ま
し
た
。

　

最
後
は
無
事
火
鉢
の
暖
か
さ
と
炭
火
の
パ
ワ
ー
に

ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
、さ
ら
に
火
鉢
で
お
も
ち
を
焼
い

て
み
た
り
と
、昔
は
当
た
り
前
で
あ
っ
て
も
今
は
し
な

い
貴
重
な
体
験
を
楽
し
ん
で
も
ら
え
ま
し
た
。

昔の暖房と火の話 @ 講座室炭火の暖かさにびっくり！

火熾しを応援するこどもたち小さな火鉢も体験
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第
２
回「
火
の
あ
る
く
ら
し
と
ア
イ
デ
ア
」

　

２
月
28
日（
日
）
の
第
２
回
は
、
前
回
の
内
容
に

加
え
て
、
タ
イ
ト
ル
通
り
、
火
を
取
り
入
れ
た
昔
の

く
ら
し
の
知
恵
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。人
数
も
、新

た
な
参
加
者
が
あ
り
、10
名
が
講
座
に
参
加
し
ま
し
た
。

　

ま
た
今
回
は
、昔
の
灯

と
う
み
ょ
う明
に
ち
な
ん
だ「
綿め
ん
じ
つ
ゆ

実
油
」を

搾し
ぼ

る
体
験
を
行
い
ま
し
た
。こ
の
綿
実
油
は
、菜
種
や

胡
麻
な
ど
と
比
べ
て
、搾さ

く
ゆ油

に
か
な
り
の
技
術
と
手
間
、

そ
し
て
種
の
量
が
必
要
な
た
め
、手
軽
に
体
験
と
は
い
き

ま
せ
ん
。し
か
し
今
回
は
昔
の
く
ら
し
と
知
恵
に
近
づ

こ
う
と
、体
験
な
ら
ぬ
実
験
を
敢
行
し
ま
し
た
。

　

あ
の
手
こ
の
手
で
綿
の
種
か
ら
中
身（
核
）
を
取
り

出
し
、電
子
レ
ン
ジ
を
使
っ
て
蒸
し
上
げ
、圧
力
を
か
け

て
…
と
、昔
の
工
程
を
現
代
の
道
具
を
使
っ
て
ア
レ
ン
ジ

し
て
や
っ
て
み
ま
し
た
が
、結
果
は
敢
え
無
く
惨
敗
。

油
の
よ
う
な
も
の（
油
分
）は
多
少
出
ま
し
た
が
、本
当

に
「
昔
の
人
っ
て
す
ご
い
な
～
」と
思
い
知
ら
さ
れ
ま

し
た
。ま
た
い
つ
か
リ
ベ
ン
ジ
を
果
た
し
た
い
。

第
３
回「
昔
の
灯
り
を
知
ろ
う
」

　

３
月
27
日（
日
）、電
気
が
な
か
っ
た
時
代
の
よ
う
に

真
っ
暗
な
土
蔵
の
中
で
の
第
三
回
目
の
講
座
で
は
、

現
在
日
本
で
唯
一
ハ
リ
ケ
ー
ン
ラ
ン
プ
を
製
造
す
る

㈱
Ｗウ

ィ

ン

グ

ド

Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｅ
Ｄ 

Ｗウ

ィ

ー

ル

Ｈ
Ｅ
Ｅ
Ｌ
代
表
取
締
役
の
別
所

由
加
さ
ん
を
講
師
に
迎
え
、灯あ

か

り
の
歴
史
と
ラ
ン
プ
に

つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

人
類
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い「
火
」は
、今
の

く
ら
し
の
中
で
は
ほ
と
ん
ど
身
近
に
感
じ
ら
れ
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。そ
の
火
の
尊
さ
を
再
び
感
じ
さ
せ
、

「
直
火
の
温
も
り
」を
ラ
ン
プ
を
通
し
て
伝
え
よ
う
と

す
る
の
が
別
所
さ
ん
で
す
。講
座
で
は
、ま
る
で
ご
自
身

が
ラ
ン
プ
の
よ
う
に
明
る
く
、そ
れ
で
い
て
熱
い
想
い

を
持
た
れ
て
い
る
姿
が
印
象
的
で
し
た
。

　

さ
て
、今
回
の
体
験「
昔
の
灯
り
の
明
る
さ
比
べ
」で

は
、お
皿
に
油
の
入
っ
た
灯と

う
み
ょ
う明

、
昔
な
が
ら
の
和わ
ろ
う
そ
く

蝋
燭

と
現
在
の
蝋
燭
、そ
し
て
別
所
さ
ん
自
慢
の
卓
上
ラ
ン

プ
と
嵐
に
も
負
け
な
い

ハ
リ
ケ
ー
ン
ラ
ン
プ
に
、

そ
れ
ぞ
れ
灯
り
が
灯と

も

さ
れ

て
い
き
ま
し
た
。意
外
に

も
蝋
燭
が
明
る
か
っ
た
で

す
が
、ラ
ン
プ
の
灯
り
が

一
番
美
し
く
炎
を
保
ち

続
け
て
い
ま
し
た
。

レンジを囲んで蒸し上がりを待つ

（油が）ちょっと出た？

　

Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｅ
Ｄ 

Ｗ
Ｈ
Ｅ
Ｅ
Ｌ
製
の
ラ
ン
プ
で
す
が
、

実
は
旧
植
田
家
に
も
残
さ
れ
て
い
ま
す（
次
頁
を
参
照
）。

今
回
の
お
話
を
聴
い
て
、改
め
て
灯
り
が
時
代
を
表
わ

し
、人
々
の
く
ら
し
を
映
し
出
す
存
在
で
あ
る
こ
と
を

直
に
体
感
で
き
ま
し
た
。

（
講
座
担
当
・
谷
口
弘
美 　

文
・
安
藤 

亮
）

◯講座に参加して
　当社は大正13年よりランプの製造販売をしておりますが、
ランプの灯りを語るには灯りのルーツをお話しなければなりま
せん。私自身、今回初めて講座でお話させて頂くにあたり、「火」
について学んだ事がたくさんありました。
　講演をさせて頂く事自体が初めての経験で、至らぬ所も多々あっ
たと思いますが、来て頂いた皆様に最後まであたたかく聞いて頂き、
また感想も頂く事が出来、本当にありがとうございました。
　今回の講座で直火の灯りを知って頂き、” 灯りのロマン ” に
興味を持って頂けた方がいらっしゃれば幸いです。

◯今後の目標
　今後の目標は、まずもっと多くの方に直火の灯りを知って
頂く事、正しいランプの使い方をお伝えする事です。
　ランプが生活の灯りとして使用される事はほぼなくなりました
が、直火の温もりを感じて頂けるようなランプをこれから先も
作り続けていきたいと思っています。

暗闇を照らすランプの灯り

講座の終了後もランプの話題で
盛り上がる

ランプについて語る別所さん

別所由加さんから
  コメントをいただきました！
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旧
植
田
家
住
宅
に
は
行あ
ん
ど
ん灯

や
燭
し
ょ
く
だ
い台、和

蝋ろ
う
そ
く燭

、ラ
ン
プ
、

電
球
と
い
っ
た
昔
の
灯
り
の
道
具
が
数
多
く
残
さ
れ

て
い
る
。今
回
は
そ
の
中
か
ら
、電
灯
に
替
わ
る
ま
で

人
び
と
の
間
で
長
く
使
わ
れ
て
き
た「
ハ
リ
ケ
ー
ン

ラ
ン
プ
」を
紹
介
す
る
。

　

灯
り
の
歴
史
は
古
い
が
、日
本
に
ラ
ン
プ
が
伝
え
ら

れ
た
の
は
江
戸
末
期
頃
と
い
わ
れ
、明
治
期
に
は
国
内

で
も
製
造
さ
れ
た
。そ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
灯
明
や

蠟
燭
よ
り
も
炎
が
明
る
く
、明
る
さ
の
調
整
も
で
き
る

ラ
ン
プ
は
、当
時
、画
期
的
な
道
具
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

一
般
家
庭
で
は
、テ
ー
ブ
ル
や
台
の
上
な
ど
に
置
い

て
使
用
す
る
置
き
ラ
ン
プ
よ
り
も
、
吊つ

り
ラ
ン
プ
が

よ
く
用
い
ら
れ
た
そ
う
だ
。ち
な
み
に
、旧
植
田
家
で
は

吊
り
ラ
ン
プ
以
外
に
も
、贅
沢
品
と
さ
れ
た
置
き
ラ
ン

プ
も
い
く
つ
か
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

今
回
の「
ハ
リ
ケ
ー
ン
ラ
ン
プ
」
は
、
吊
り
ラ
ン
プ

の
一
種
で
あ
る
が
、机
な
ど
に
置
く
こ
と
も
で
き
、火
屋

を
固
定
す
る
た
め
の
金
具
や
火
屋
の
両
端
に
あ
る
柱

が
特
徴
で
あ
る
。名
前
の
由
来
は
、ハ
リ
ケ
ー
ン（
嵐
）

の
中
で
も
火
が
消
え
ず
に
使
え
る
こ
と
か
ら
名
付
け

ら
れ
た
。

　

旧
植
田
家
の
ハ
リ
ケ
ー
ン
ラ
ン
プ
を
見
て
み
る

と
、ガ
ラ
ス（
火
屋
）の
側
面
に「
翼
と
車
輪
」の
ロ
ゴ

マ
ー
ク
が
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
在
、
日
本
で

唯
一
残
る
ラ
ン
プ
メ
ー
カ
ー
「
㈱
Ｗウ

ィ

ン

グ

ド

Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｅ
Ｄ 

旧植田家住宅  学芸員
谷口 弘美

研 究
のーと

Investigation
Note

ファイル 11

「ハリケーンランプ」

Ｗウ

ィ

ー

ル

Ｈ
Ｅ
Ｅ
Ｌ
」
製
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

同
社
は
、
大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
）
、
大
阪
市
内
に

創
業
し
、
戦
前
に
生
産
の
最
盛
期
を
迎
え
、
需
要
が

減
っ
た
戦
後
に
は
ア
フ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
発
展
途
上

国
へ
と
販
路
を
切
り
替
え
る
な
ど
、
ラ
ン
プ
製
造
の

技
術
を
代
々
守
り
続
け
て
き
た
。そ
し
て
、
平
成
一
六

年（
二
〇
〇
四
）
に
大
阪
市
内
か
ら
八
尾
市
北
亀
井
町
に

拠
点
を
移
し
、現
在
に
至
る
。

　

こ
の
ハ
リ
ケ
ー
ン
ラ
ン
プ
を
現
在
の
代
表
取
締
役 

で
あ
る
別
所
由
加
氏
に
鑑
定
し
て
も
ら
っ
た
結
果
、

昭
和
の
始
め
頃
の
製
造
で
、
現
存
す
る
数
が
少
な
い

貴
重
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
、
今

で
は
ガ
ラ
ス
の
火
屋
を
作
る
職
人
も
い
な
い
た
め
、

火
屋
だ
け
を
か
え
る
と
い
う
こ
と
も
難
し
い
と
い
う
。

　

当
時
、大
阪
に
は
３
社
の
ラ
ン
プ
メ
ー
カ
ー
が
あ
っ

た
と
い
わ
れ
、植
田
家
の
人
び
と
が
そ
の
中
か
ら「
Ｗ

Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｅ
Ｄ 

Ｗ
Ｈ
Ｅ
Ｅ
Ｌ
」製
の
ラ
ン
プ
を
使
用
し

て
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
入
手
し
た
時
代
や
背
景
に

つ
い
て
は
分
か
っ
て
い
な
い
。

　

今
回
、
こ
の
ラ
ン
プ
が
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
、

当
代
の
別
所
由
加
氏
と
も
交
流
が
図
れ
、古
く
か
ら

の
植
田
家
と
の
縁
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

ち
な
み
に
筆
者
は
平
成
27
年
度
末
を
も
っ
て
当
施
設

を
退
職
す
る
た
め
、「
研
究
の
ー
と
」
は
こ
れ
に
て

一
時
終
了
と
す
る
。

大正時代の燭台式
  置き（座敷）ランプ

火屋に刻まれた「翼と車輪」のマーク

現
在
、展
示
中（
土
蔵
１
）の

　
　

   

ハ
リ
ケ
ー
ン
ラ
ン
プ
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三
会
所
だ
よ
り

　
「
住
之
江
の
ま
ち
案
内
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
」は
区
の

後
押
し
を
受
け
て
、平
成
十
五
年
に
発
足
し
ま
し
た
。

以
後
、大
阪
市
指
定
文
化
財
と
し
て
の
会
所
跡
の
素
晴

ら
し
さ
や
住
之
江
区
の
よ
さ
を
伝
え
広
げ
る
活
動
を

続
け
て
き
ま
し
た
。
今
で
は
、
会
の
存
在
が
区
民
に

認
知
さ
れ
つ
つ
あ
り
、活
動
の
輪
も
広
が
っ
て
き
て
い

ま
す
。こ
の
一
年
を「
つ
た
え
る
・
つ
な
が
る
・
ま
な
び

あ
う
」の
視
点
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

〈
つ
た
え
る
〉

　

加
賀
屋
新
田
会
所
跡
へ
の
来
場
者
数
は
年
間
七
千
名

を
超
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。私
た
ち
は
、毎
日
曜

日
に
会
所
の
案
内
活
動
を
し
、予
約
が
あ
れ
ば
平
日
で

も
実
施
し
て
い
ま
す
。今
年
も
「
毎
日
前
を
通
り
な
が

ら
何
か
な
と
思
っ
て
い
ま

し
た
が
、
今
日
来
て
、
こ
ん

な
立
派
で
歴
史
的
建
造
物

だ
と
分
か
り
、感
激
し
ま
し

た
」
等
の
感
想
が
多
く
聞

か
れ
ま
し
た
。

〈
つ
な
が
る
〉

　

新
田
開
発
の
苦
難
と
先
人
の
功
績
そ
し
て
加
賀
屋

新
田
会
所
跡
の
よ
さ
を
広
く
知
っ
て
も
ら
う
に
は

地
域
の
方
々
と
結
び
つ
い
た
活
動
が
大
切
で
す
。「
加

賀
屋
新
田
寄
席
」は
会
所
跡
を
身
近
に
知
っ
て
い
た
だ

き
町
内
会
と
も
親
密
に
な
る
き
っ
か
け
に
な
っ
て

い
ま
す
。今
年
は
、住
之
江
区
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
の

誕
生
会
に
招
か
れ
、
紙
芝
居「
加
賀
屋
甚
兵
衛
物
語
」

な
ど
を
お
見
せ
し
、三
月
に
は
会
所
跡
と
周
辺
の
古
い

街
並
、新
田
開
発
と
関
わ
る
神
社
等
も
案
内
し
ま
し
た
。

区
民
祭
り
や
公
園
フ
ェ
ス
タ
な
ど
区
の
イ
ベ
ン
ト
に
は

毎
年
参
加
し
、今
で
は
多
く
の
催
し
で
一
画
を
占
め
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

〈
ま
な
び
あ
う
〉

　

会
員
自
身
の
学
習
へ
の
要
求
は
強
い
も
の
が
あ
り

ま
す
。
今
年
度
は
、
加
賀
屋
甚
兵
衛
の
生
ま
れ
故
郷
、

（8）

～
加
賀
屋
新
田
会
所
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
～庭園でのガイド活動

「加賀屋新田会所寄席」

近隣小学生との郷土学習

座りよいスツール（腰掛）づくり

アオサギと
　鳳鳴亭

老人福祉センターでの紙芝居

富
田
林
の
寺
内
町
を
巡
り
、郷
社
で
あ
っ
た
美み

ぐ

く

る

具
久
留

御み
た
ま魂
神
社
を
参
拝
し
ま
し
た
。ま
た
講
師
を
招
き
春か
す
が
で

日
出

新
田
に
つ
い
て
学
習
し
、
大
阪
湊
口
新
田
に
つ
い
て

の
造
詣
を
深
め
ま
し
た
。今
年
度
に
制
作
し
た
紙
芝
居

「
釜
口
政
吉
と
平
林
の
埋
め
立
て
」
は
学
習
成
果
の

現
れ
と
い
え
ま
す
。

　
　
　
（
住
之
江
の
ま
ち
案
内
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会　

渡
邊
）

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
問合せ ： 06-6683-8151(管理事務所)

●加賀屋緑地（加賀屋新田会所）
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No.28

【
畑
だ
よ
！
全
員
集
合
～ 

〈
リ
ベ
ン
ジ
編
〉】

　

恐
怖
の「
カ
ナ
ブ
ン
事
件（
※
）」か
ら
早
や
３
年
、

老
眼
が
進
む
と
と
も
に
め
っ
き
り
物
忘
れ
も
激

し
く
な
っ
た
せ
い
か
、
再
度
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を

育
て
る
こ
と
に
し
た
。「
あ
の
光
景
を
忘
れ
た
ん

か
ぃ
！
」
と
ス
タ
ッ
フ
に
ツ
っ
こ
ま
れ
そ
う
で
す

が
、い
え
い
え
、大
丈
夫
な
ん
で
す
、た
ぶ
ん
。

　

本
来
、ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
種
ま
き
は
５
月
。だ
が

今
回
は
ま
だ
寒
い
２
月
中
旬
に
種
を
植
え
た
。

か
な
り
の
早
ま
き
だ
が
、コ
レ
が
ミ
ソ
。

　

種
ま
き
後
、黒
マ
ル
チ
で
地
温
を
上
げ
、寒か

ん
れ
い
し
ゃ

冷
紗

と
ビ
ニ
ー
ル
で
の
二
重
保
温
、小
さ
な
空
気
穴
だ
け

開
け
、冷
気
を
極
力
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
し
た「
も
ろ

こ
し
ハ
ウ
ス
」の
中
で
温
々
育
て
た
。す
る
と
10
日

ほ
ど
で
一
斉
に
芽
が
出
、
そ
の
後
、
暖
か
い
日
が

続
い
た
こ
と
も
幸
い
し
、４
月
の
初
め
に
は
20
セ

ン
チ
ほ
ど
に
成
長
し
、畑
に
植
え
か
え
た
。

　

こ
う
し
て
早
い
時
期
に
大
き
く
育
て
、虫
が
出
だ

す
頃
に
は「
ハ
イ
！
収
穫
～
」と
カ
ナ
ブ
ン
の
先
を

越
す
予
定
だ
。

　

今
期
も
申
し
込
み
多
数
で
抽
選
と
な
っ
た
体
験

農
園
だ
が
、新
し
い
子
ど
も
も
加
わ
り
、ま
す
ま
す

賑
や
か
な
畑
メ
ン
バ
ー
総
勢
15
名
。ひ
と
り
１
本
、

自
分
の
名
前
を
書
き
、責
任
を
も
っ
て
収
穫
ま
で

育
て
る
。さ
て
、思
わ
く
通
り
リ
ベ
ン
ジ
な
る
か
…

そ
れ
と
も
ま
た
、あ
の
恐
怖
を
味
わ
う
の
か
。怖
い

も
の
見
た
さ
で
、あ
る
意
味
楽
し
み
で
も
あ
る
。

※
収
穫
目
前
の
丸
々
太
っ
た
甘
～
い
ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン
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
か
わ
り
に
別
の
ス
タ
ッ
フ
が
追
い
払
お
う
と

少
し
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
、
世
に
も
恐
ろ
し
い
光
景
だ
っ
た
。（
こ
れ
で
二
度
と

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
作
ら
な
い
！
と
心
に
誓
っ
た
）

結
局
、一
本
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
中
に
10
匹
以
上
が
入
り

込
ん
で
い
た
。30
本
以
上
あ
っ
た「
甘
～
い
や
つ
」は
、ネ
ッ

ト
を
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、ほ
ぼ
食
い
ち
ら
か
さ
れ
、

無
事
だ
っ
た
の
は
６
本
の
み
だ
っ
た
。（
栽
培
日
記
18
号
よ
り
）

●

ウスイエンドウ
●

いちご
●

田辺大根
●

レディ KAMA
（畑担当）

●

天王寺蕪
（カブラ）

●● ●●●

は 

な

正
し
い
組
み
合
わ
せ
を

線
で
結
ん
で
み
よ
う
。

もろこしハウス 新 畑メンバー トウモロコシの苗
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第
十
七
回

◇
植
松
史
完
成
記
念
ま
ち
あ
る
き

　
『
ち
ょ
っ
と
昔
の
植
松
』（『
旧
植
田
家
だ
よ
り
』25
号

を
参
照
）の
発
行
か
ら
、約
一
年
を
迎
え
よ
う
と
す
る

２
０
１
６
年
１
月
24
日（
日
）、
そ
の「
完
成
記
念

ま
ち
あ
る
き
」が
行
わ
れ
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
ま
ち
あ
る
き
の
中
で
も
、
こ
の

日
は
特
に
寒
く
、集
合
場
所
の
Ｊ
Ｒ
八
尾
駅
南
口

駅
前
広
場
の
ベ
ン
チ
に
は
小
さ
な〝
氷
の
座
布
団
〟

が
敷
か
れ
て
い
た
。こ
の
真
冬
の
気
候
の
中
、地
元

永
畑
小
学
校
区
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
協
力
の

も
と
、子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
総
勢
22
名（
ス
タ
ッ
フ

５
名
）が
参
加
を
し
、植
松
の
ま
ち
の
歴
史
を
肌
で

感
じ
な
が
ら
歩
い
た
。（
以
下
、メ
モ
）

◎
新
し
い
も
の
・
・
・
Ｊ
Ｒ
八
尾
駅
駅
舎
と
駅
前
　

　
広
場
、
新
築
の
家
が
建
ち
並
ぶ
風
景
、
新
龍
華

　
図
書
館
と
龍
華
出
張
所（
コ
ミ
セ
ン
）、
参
加
者

　
の
顔
ぶ
れ
、

◎
古
く
か
ら
の
も
の
・
・
・
旧
奈
良
街
道
、諸
寺
院
、

　
渋
川
神
社
、旧
龍
華
出
張
所
跡
と
歩
道
橋
、旧
大
和

　
川
の
堤
跡
、
制
札
場
跡
と
古
い
立
て
札
、

◎
古
い
が
新
し
い
も
の
・
・
・
町
な
か
の
ペ
イ
ン
ト

　
画
、
図
書
館
傍
の
店
の
看
板
み
た
い
な
石
碑
、

　

い
つ
も
通
っ
て
い
る
は
ず
の
道
や
住
ん
で
い
る

場
所
で
も
、風
景
が
変
わ
る
と
以
前
の
景
色
を
思

い
出
せ
な
い
こ
と
が
あ
る
。頭
の
中
の
記
憶
の
メ

モ
は
案
外
頼
り
に
な
ら
な
い
。
が
、そ
れ
は
掛
け

替
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
。も
う
一
つ
、今
回
の
よ

う
な
メ
モ
は
い
く
ら
で
も
あ
っ
て
、何
か
と
書
き

甲
斐
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

　「掛け替えのない記憶と
　　　　   　　 書き甲斐のないメモ」

こんな所にも氷が…！

歩道橋を渡って移動

お店の看板に紛れて建つ
「鏑矢塚」の石碑

旧出張所（左）と
新しい図書館兼出張所

ペ
イ
ン
ト
画
を

発
見
！
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百も

ず
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
を
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
し

よ
う
と
い
う
活
動
に
接
す
る
た
び
に
、
今
東
光
が

八
尾
市
か
ら
千
葉
県
佐
倉
市
に
転
居
す
る
時
に
残
し

て
い
っ
た
言
葉
を
思
い
出
し
て
し
ま
い
ま
す
。
東
光

の
訃
報
記
事
を
掲
載
し
た
昭
和
五
十
二（
一
九
七
七
）年

九
月
二
十
日
付
の
大
阪
新
聞
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の

を
引
用
す
る
と
こ
う
で
す
。

　
　

日
本
人
の
原
点
は
河
内
や
。

　
　

学
説
で
は
大
和
王
朝
と
並
ぶ
く
ら
い
の
実
力
王
国
が

　

こ
の
辺
に
あ
っ
た
ん
や
。こ
れ
か
ら
河
内
音
頭
ば
っ
か

　

り
踊
っ
と
ら
ん
と
、河
内
王
朝
の
実
在
を
天
下
に
知
ら

　

せ
て
、ど
ん
と
え
ら
い
と
こ
を
、見
せ
た
り
な
は
れ　

　

こ
の
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
い
る
温
か
い
励
ま
し
は
、

昭
和
四
十
二
年
に
刊
行
し
た『
大
和
朝
廷
』で
河
内
王
朝

説
を
提
起
し
、生
涯
か
け
て
日
本
の
古
代
を
東
ア
ジ
ア

と
の
関
係
の
中
で
鮮
や
か
に
説
明
し
て
く
れ
た
古
代
史

落
穂
拾
い

　

 -
今
東
光
の
薫
風- 

（二
十
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
・
伊
東  

健

学
者
の
上
田
正
昭
氏
に
向
け
た
も
の
で
は
な
か
っ
た

か
と
、勝
手
に
僕
は
考
え
て
い
ま
し
た
。

　

残
念
な
が
ら
、
東
光
と
の
関
係
は
不
明
で
す
が
、

二
人
が
同
一
の
書
籍
に
登
場
し
て
い
る
の
が『
人
物

探
訪  

日
本
の
歴
史
』
第
一
巻〝
古
代
の
豪
族
〟（
暁

教
育
図
書
、
昭
和
五
十
年
二
月
二
十
日
発
行
）
で
す
。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
全
二
十
巻
と
い
う
も
の
で
す
が
、全
巻

を
通
じ
て
の
編
集
指
導
が
海
音
寺
潮
五
郎
、
奈
良
本

辰
也
、
尾
崎
秀
樹
を
中
心
に
、
当
代
随
一
の
作
家
、

学
者
、評
論
家
が
、競
っ
て
独
自
の
歴
史
解
釈
を
執
筆

し
て
、歴
史
へ
の
興
味
と
関
心
を
駆
り
立
て
る
と
い
う

構
成
で
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、物
部
氏
と
蘇
我
氏
の
争
い
は
排
仏
と
崇

仏
に
起
因
す
る
と
い
う
定
説
を
深
掘
り
し
、蘇
我
氏
が

も
た
ら
し
た
建
築
文
化
に
つ
い
て
、二
人
が
同
一
の
見

解
を
述
べ
て
い
る
の
が
印
象
的
で
す
。

（
上
田
氏
は
鼎
談
の
席
上
で
以
下
の
よ
う
に
。）

　
　

蘇
我
氏
と
い
う
の
は
、
当
時
の
開
明
派
で
す
ね
。

　

で
す
か
ら
、先
進
的
な
朝
鮮
渡
来
の
文
化
は
積
極
的
に

　

吸
収
し
て
い
る
。蘇
我
氏
の
建
て
た
法
興
寺
つ
ま
り

　

飛
鳥
寺
と
い
う
の
は
、伽
藍
配
置
が
高
句
麗
式
で
、

　

瓦
は
百
済
様
式
で
す
ね
。そ
し
て
、そ
こ
に
最
初
に

　

住
ん
だ
お
坊
さ
ん
は
、高
句
麗
の
慧え

じ慈
と
百
済
の
慧え

そ
う聡

　

で
す
。で
す
か
ら
朝
鮮
渡
来
人
と
そ
の
文
化
を
い
か
に

コ
ラ
ム

　

し
て
わ
が
も
の
に
し
よ
う
か
と
い
う
の
で
、開
明
派
の

　

人
々
は
大
い
に
努
力
し
て
い
る
。

（
東
光
は
自
ら
の
執
筆
に
よ
り
以
下
の
よ
う
に
。）

　
　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
稲
目
と
馬
子
父
子
の

　

仏
教
入
信
に
よ
っ
て
日
本
に
は
じ
め
て
寺
院
や
塔
な
ど

　

の
建
築
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
。そ
れ
ま
で
宮
廷

　

建
築
さ
え
今
に
残
る
出
雲
大
社
の
本
宮
の
ご
と
き
物

　

だ
っ
た
の
が
、蘇
我
氏
父
子
に
よ
っ
て
帰
化
人
ら
の
技
術

　

を
導
入
し
て
は
じ
め
て
寺
院
建
築
と
い
う
本
格
的
な

　

建
造
物
が
飛
鳥
の
都
に
建
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、蓋け

だ

し

　

大
き
な
驚
異
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。巧
緻
な
建
築
技
術
に

　

よ
っ
て
先
進
国
同
様
の
寺
院
建
築
を
顕
示
す
る
こ
と
は
、

　

同
時
に
一
大
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で
も
あ
っ
た
だ

　

ろ
う
。当
時
の
日
本
人
は
歴
史
あ
っ
て
初
め
て
壮
大
な

　

建
築
物
を
見
て
、ま
す
ま
す
崇
仏
に
傾
倒
し
て
い
く
の

　

は
当
然
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。そ
れ
だ
け
に
、そ
う
い
う

　

技
術
を
持
ち
合
せ
て
い
な
い
物
部
氏
や
中
臣
氏
が
ど
ん
な

　

に
地
団
駄
踏
ん
で
口
惜
し
が
っ
た
か
は
測
り
知
れ
な
い
。

　

古
代
の
人
々
の
価
値
変
動
が
実
感
と
し
て
伝
わ
っ

て
く
る
よ
う
で
す
。
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
の
世
界

文
化
遺
産
登
録
に
も
尽
力
し
た
上
田
氏
で
す
が
、平
成

二
十
八
年
三
月
十
三
日
に
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。謹
ん
で

ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
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