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夏季企画展

「植田家のお茶道具」 2016年7月2日（土）～9月11日（日）
植田家に伝わるお茶道具の数々を展示しています。

納涼企画2016

「冷やし旧家 はじめました。」 

～9月11日（日）まで実施
井戸水で足水体験、昔ながらの蚊帳体験、期間限定ラムネ販売など

暑い夏を旧家で涼しくお過ごしください。

※休館日は P15 をご覧ください

展示のご案内
→６ページに関連記事
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表紙写真

《達
だ る ま

磨図》伝 白
は く い ん え か く

隠慧鶴 [1685-1768]

　禅の教えや精神が絵で表現された禅画のひとつ。

本図には「どふみても」という言葉が添えられて

います。茶掛けをはじめとする墨蹟（書）の 作 品 を

集めた企画展「ぼく、墨蹟（ぼくせき）」の記事は、

本誌 4・5頁に掲載。
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平
成
28
年
度 

企
画
展

「
ぼ
く
、墨
蹟（
ぼ
く
せ
き
）」

　
「
墨
蹟（
ぼ
く
せ
き
）」と
い
え
ば
普
段
あ
ま
り
耳
慣

れ
な
い
言
葉
で
す
が
、「
書し

ょ

」
と
聞
け
ば
何
と
な
く
イ

メ
ー
ジ
が
で
き
ま
す
。
墨
蹟
は
中
国
で
は
広
く
真
跡

（
自
筆
の
書
）
全
般
を
意
味
し
、
日
本
で
は
禅
宗
の

高
僧
に
よ
る
書（
印
可
状
な
ど
）
を
指
し
ま
す
。
本

企
画
展
で
は
墨
蹟
を「
筆
で
書
か
れ
た
文
字
や
そ
の

筆
跡
・
書
跡
」と
し
て
と
ら
え
、旧
植
田
家
住
宅
が
所

蔵
す
る
古
今
東
西
の
墨
蹟（
書
）を
展
示
し
ま
し
た
。

　

植
田
家
に
は
、
古
く
か
ら
地
域
文
化
や
教
育
ま
た

は
諸
寺
院
と
の
関
わ
り
の
中
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
と

考
え
ら
れ
る
、
宗
派
に
と
ら
わ
れ
な
い
様
々
な
僧
の

墨
蹟
が
の
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
、
お
茶
の

席
で
用
い
る
多
数
の
茶
掛
け
の
軸
は
、
禅
宗
の
教
え

に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
日
本
の
茶
の
湯
と
関
係
が

深
い
こ
と
も
分
か
り
ま
す
。

　

普
段
あ
ま
り
ふ
れ
る
機
会
の
少
な
い
書
の
掛
軸
を

前
に
、『
あ
な
た
が
墨
蹟
？
』『
ぼ
く
、墨
蹟
で
す
』
と
、

頭
の
中
で
作
品
と
会
話
を
楽
し
み
な
が
ら
観
覧
す
る

企
画
展
で
は
、
言
葉
や
文
字
の
形
、
筆
跡
の
面
白
さ

に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
難
解
で
判
読
で
き
な
か
っ

た
書
も
そ
の
ま
ま
展
示
し
て
あ
り
、
様
々
に
会
話
も

弾
み
ま
し
た
。
ま
た
茶
掛
け
の
軸
は
、
次
回
の
企
画

展「
植
田
家
の
お
茶
道
具
」へ
の
導
入
と
し
て
、書
に

2016.4/28～6/27

相国寺管長・荻野独園（退耕）《円相》（部分） 慈雲《 莫 妄 想》

伝白隠慧鶴《達磨図》（部分）

妙心寺管長・神月徹宗（清竹）《竹有上下節》（部分）

ど
う
み
て
も
…

妄
想
す
る
こ
と
な
か
れ
！

まんじゅう !?
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関
心
の
あ
る
方
だ
け
で
な
く
、お
茶
の
世
界
に
も
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
展
示
は
、
諸
寺
院
の
高
僧
に
よ
る
書
が
メ

イ
ン
で
す
が
、
注
目
す
べ
き
は
や
は
り「
禅ぜ

ん
ご語

」
と
も

呼
ば
れ
る「
言
葉
」で
す
。《
壺こ

ち
ゅ
う
じ
つ
げ
つ
な
が
し

中
日
月
長
》、《
竹
有
上

下
節
》（
竹
に
上
下
の
節
あ
り
）、《
莫ま

く
も
う
ぞ
う

妄
想
》（
妄
想
す

る
こ
と
な
か
れ
）
な
ど
、
め
ま
ぐ
る
し
い
こ
の
世
の

中
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
が
僅
か
数
文
字
で
言
い
表

さ
れ
て
い
ま
す（
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
は
ぜ
ひ
調
べ
て

み
て
く
だ
さ
い
）。
ま
た
、
こ
う
し
た
言
葉
を
形
に
し

た
「
禅ぜ

ん
が画

」と
い
わ
れ
る
も
の
の
中
に
も
、多
く
の
意

味
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
今
回
展
示
し
た
中
で
は
、

《
達だ

る
ま
ず

磨
図
》や
《
円え

ん
ぞ
う相

》が
そ
の
ひ
と
つ
で
、禅
の
思

想
や
私
た
ち
の
心
の
様
相
を
捉
え
て
い
ま
す
。

　

絵
や
言
葉
は
、
何
か「
あ
る
も
の
」
を
伝
え
て
い
ま

す
が
、そ
れ
を
受
け
取
る
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
そ
こ
に

意
味
は
存
在
し
ま
せ
ん
。そ
の
た
め
に
は
、そ
の
相
手

を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
必
要
で
す
が
、自
分
自

身
を
見
つ
め
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
が
、問
わ
れ
て
い
ま
す
。伝
白は

く
い
ん
え
か
く

隠
慧
鶴
の《
達
磨
図
》

に
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
達
磨
の
絵
に
「
ど
ふ
み
て
も
」

と
い
う
言
葉
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
み
て
も

何
で
あ
る
の
か
、そ
れ
は
見
る
人
次
第
だ
と
い
う
こ
と

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
旧
植
田
家
住
宅 

学
芸
員　

安
藤 

亮
）

明心和尚（不詳）の《春・夏・秋・冬》シリーズ。
写真上は前期、同下は後期で展示。

左から荻野独園《円相》、
間中定泉《和》《壺中日月長》、
明心和尚《秋》《冬》

能
書
家
と
し
て
も
有
名
な
慈
雲
の
墨
蹟

「どうみても…」と何か言いたげな達磨の図難解な字体の墨蹟（清水公照の書）。観覧者と一緒に
文字を解読。（左から「黙笑」、「露堂々」と判明）
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企
画
展「
植
田
家
の
お
茶
道
具
」開
催
中

　

現
在
開
催
中
の
夏
季
企
画
展
で
は
、
こ
れ
ま
で
要

望
の
多
か
っ
た「
お
茶
道
具
」を
展
示
し
て
い
ま
す
。

茶
道（
茶
の
湯
）の
道
具
と
い
え
ば
、釜
、茶
碗
、茶ち

ゃ
せ
ん筅

等
が
先
に
思
い
浮
か
び
ま
す
が
、実
際
に
は
、掛
物
を

は
じ
め
香こ

う
ろ炉

、花
入
、風ふ

ろ炉
、風
炉
先
、炉
、五
徳
、灰
、

炭
、
釜
釻か

ん（
鐶
）、
香こ

う
ご
う合

、
水み

ず
さ
し指

、
茶
壷
、
茶
入
、
茶ち

ゃ
し
ゃ
く杓

、

蓋ふ
た
お
き置

、建け
ん
す
い水

、菓
子
器
、柄ひ

し
ゃ
く杓

、帛ふ
く
さ紗

…
な
ど
、40
以
上

も
の
道
具
を
使
用
し
ま
す
。さ
ら
に
個
々
の
道
具
に
も

様
々
な
種
類
が
あ
り
、そ
の
数
は
無
限
大
と
も
い
え
ま

す
。そ
の
中
で
、季
節
や
場
面
に
応
じ
て
道
具
を
選
び
、

所
有
者
の
好
み
が
如
実
に
表
れ
る
の
も
茶
道
具
の
魅
力

の
一
つ
で
す
。

　

さ
て
、植
田
家
の
お
茶
道
具
は
と
い
う
と
、一
般
的

な
道
具
か
ら
格
式
あ
る
千せ

ん
け
じ
っ
そ
く

家
十
職
の
も
の
、さ
ら
に
は

遊
び
心
の
あ
る
も
の
ま
で
、幅
広
く
取
り
揃
え
て
あ
り

ま
す
。実
際
に
使
用
し
て
い
た
往
時
の
植
田
家
を
想
像

し
な
が
ら
展
示
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

冷
や
し

冷
や
し

冷
や
し

  

は
じ
め
ま
し
た
。

　

同
じ
く
期
間
中
は
、

昨
年
も
好
評
の
納
涼

企
画「
冷
や
し
旧
家
、

は
じ
め
ま
し
た
。」
を

実
施
し
て
い
ま
す
。井

戸
水
を
張
っ
た
タ
ラ

イ
に
足
を
つ
け
る
足

水
体
験
や
、蚊か

や帳
に
入
る
体
験
の
ほ
か
、期
間
限
定

で
ラ
ム
ネ
と
み
か
ん
水
も
販
売
中
で
す
。
も
ち
ろ

ん
足
水
を
し
な
が
ら
飲
む
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、

体
の
冷
や
し
す
ぎ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

さ
ら
に
、今
年
は
夏
の
装
い
と
し
て
、数
十
年
ぶ

り
に
一
部
の
建
具
を
夏
の
建
具（
簾
戸
）に
替
え
ま

し
た
。視
覚
的
に
も
涼
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
気
温
に
よ
っ
て
開
催

期
間
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
蚊

帳
体
験
は
実
施
し
て
い

な
い
日
時
も
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
旧
植
田
家
住

宅
ま
で
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

展示室に蟹 !?

足水を体験するこどもたち

～9月11日（日）まで開催中

お
茶
道
具
と

告 知
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八
尾
市
の
今
東
光
資
料
館
で
は
、9
月
11
日（
日
）

ま
で
、
企
画
展「
東
光
が
記
し
た〝
八
尾
の
ブ
ラ
シ
〟

～
小
説
河
内
風
土
記
か
ら
～
」が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

（
以
下
、今
東
光
資
料
館
広
報
記
事
を
引
用
）「
人
生
の

紆
余
曲
折
を
経
て
辿
り
着
い
た
八
尾
の
地
で
、
そ
の

歴
史
・
文
化
・
人
情
の
懐
の
深
さ
に
驚
き
、魅
了
さ
れ
、

見
聞
き
し
た
こ
と
を
文
学
作
品
の
な
か
に
留
め
よ
う

と
し
た
作
家
、今
東
光
。

　

そ
の
作
品
に
は
、当
時
の
八
尾
の
産
業
や
、そ
れ
に

関
わ
る
人
々
の
生
活
の
様
子
も
随
所
に
散
り
ば
め
ら

れ
て
い
ま
す
。そ
の
中
で
も
、八
尾
の
代
表
的
産
業
で

あ
る「
ブ
ラ
シ
」
に
ま
つ
わ
る
話
を
、
小
説
中
で
の
記

述
や
、当
時
の
写
真
・
資
料
・
ブ
ラ
シ
等
と
併
せ
て
ご

紹
介
し
ま
す
」（
以
上
引
用
）

　

今
回
の
講
座
で
は
、今
東
光
資
料
館
の
出
張
講
座
も

兼
ね
、
資
料
館
の
岡
本
俊
樹
氏
に「
八
尾
と
今
東
光
」

を
テ
ー
マ
に
、
平
成
26
年
の
講
座「
今
東
光
と
八
尾
」

（
資
料
館
開
館
記
念
と
し
て
実
施
）
を
受
け
る
形
で
、

２
年
越
し
で
お
話
を
し
て
い
た
だ
い
た
。講
座
の
前
半

は
、第
１
部
と
し
て
今
東
光
の
人
物
像
を
は
じ
め
、今

東
光
が
八
尾
に
た
ど
り
着
い
た
昭
和
30
年
代
前
後
を

中
心
に
話
が
進
め
ら
れ
た
。講
座
の
中
で
は
、時
代
の

背
景
を
押
さ
え
な
が
ら
、今
東
光
の
住
職
と
し
て
ま
た

は
作
家
と
し
て
の
顔
を
次
々
と
明
ら
か
に
し
、
そ
の

交
友
関
係
や
作
品
の
中
身
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
た
。

特
に
河
内
の
文
化
や
風
土
、人
々
な
ど
を
活
き
活
き
と

描
い
た「
河
内
も
の
」は
、良
く
も
悪
く
も
、い
ま
な
お

の
こ
る
今
東
光
の
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
で
あ
り
評
価

で
あ
る
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
評
価

に
対
す
る
評
価
と
し
て
の
直
木
賞
受
賞
や
そ
の
後
の

活
躍
も
紹
介
さ
れ
、後
半
の
第
２
部
へ
続
い
た
。

　

第
二
部
は
、冒
頭
で
ふ
れ
た
企
画
展
の
話
が
中
心
と

な
っ
た
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
ぜ
ひ
一
度（
と
い
わ
ず

何
度
も
）
今
東
光
資
料
館
へ
足
を
運
び
、実
際
に
展
示

を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
講
座
で
は
そ
の
展
示
の
内

容
に
つ
い
て
一
つ
一
つ
を
丁
寧
に
説
明
を
さ
れ
た
が
、

聞
く
と
見
る
と
で
は
違
う
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
て

も
ら
え
れ
ば
と
思
う
。

　

時
代
が
新
し
く
な
る
に
つ
れ
て
薄
れ
て
い
く
昔
の

記
憶
や
時
代
の
匂
い
の
よ
う
な
も
の
が
、今
東
光
の
作

品
の
中
に
は
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。し
か
し
そ
の
閉

じ
込
め
ら
れ
た
何
か
は
開
け
て
み
る
ま
で
分
か
ら
な

い
。講
座
や
展
示
の
使
命
は
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
。（

旧
植
田
家
住
宅 

学
芸
員　

安
藤 

亮
）

平
成
28
年
5
月
28
日（
土
）

於
・
旧
植
田
家
住
宅

今
東
光
資
料
館
　
企
画
展

東
光
が
記
し
た〝
八
尾
の
ブ
ラ
シ
〟

　
　

～
小
説
河
内
風
土
記
か
ら
～

　
　
　
　
　

９
月
11
日（
日
）ま
で
開
催

今東光資料館
（八尾図書館３階）
八尾市本町 2-2-8
AM10:00 ～ PM5:00
休館日 月曜日（祝日は開館）

TEL 072-943-3810

※
入
場
無
料
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③府営八尾二俣住宅
旧大和川の河川敷のため砂地であった。その
砂を高度経済成長期に掘って売却した低地
に府営住宅が建った。

⑥水路（暗渠）
二俣新田と天王寺屋新田の境界線にある
水路。これより北が天王寺屋新田。

⑨天王寺屋地蔵
市内で最古とされる永仁 5 年 (1297）造像の
地蔵が安置される。※画像は稲生神社側から

⑪植松共同墓地
行基河内七墓（植松・恩智・垣内・神立・岩田・
長瀬 ー奈良時代）の 1 つで古い墓地。
※当日は墓地を研究されている参加者の
常連の方に、珍しいお墓のお話をしていただ
きました。

④式内弓削神社（東弓削）
いつのときかの大和川の氾濫で、もとの弓削
村は押し流され、村民は東西に分かれ、若江
郡東弓削村と志紀郡弓削村になった。
※画像は古写真に写る弓削神社との比較

⑦西側堤跡段差（坂）
旧大和川の堤の跡（傾斜）がよく分かる場所。

⑩八尾市立リサイクルセンター
平成 21 年 5 月に開設。学習プラザ「めぐる」の
市民啓発をあわせて、ごみの減量・リサイク
ルを進めて循環型社会の構築を目指す施設。

⑫道標（竜華橋の柱石を転用）
「右 八尾駅→／文政十一戌子年 (1828) 九月

吉辰 綿屋清八／龍華橋世話人（16 名の名）」
かつては JR 八尾駅北西の「龍華橋」の親柱
であったものを、八尾駅ができた時に転用
し、この地に建てたものと考えられる。

⑤東弓削郷倉
江戸時代、郷村に設置された公的な穀倉。
本来は年貢米輸送のための一時的な収納倉
庫。中期以降、幕藩の備荒貯蓄策に従い、主
に非常救済・貸付用の貯穀倉として利用さ
れた。近年建て替えられ、入口下屋部分のみ
残されている。

⑧稲生神社
久宝寺川（長瀬川）の南西の堤の一部と考え
られる。

⑬レンガ造の工場
昭和三年頃の建造で、現在は食品工場として
利用されている。
※当日は敷地内に入れていただきました。

⑮渋川神社
※旧大和川の堤の高さを感じられた。
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ま ち あ る き イ ベ ン ト

旧大和川を歩く
～ぶらり長瀬川編 Part 2 ～

　宝永元年（1704）の大和川付け替えによって新田

開発された旧川筋には、歴史ある史跡や名勝、名所の

ほか、その痕跡がたくさん残っています。まちあるき

では、さまざまな魅力ある場所を発掘します。

長瀬川

玉串川

二俣

JR志紀駅

親水公園

JR八尾駅

渋川神社

式内弓削神社

万葉歌碑

府営八尾二俣住宅

東弓削郷倉

水路（暗渠）

西側堤跡段差

植松共同墓地

レンガ造の工場

旧植田家住宅

道標
（竜華橋転用石）

東側堤跡段差

稲生神社
天王寺屋地蔵

八尾市リサイクルセンター

西村市郎右衛門の碑

1

2

3
4

5
6

7
8

9

10

11

12

13

1415

～ぶらり長瀬川編 Part 1 ～

安
中
新
田

天
王
寺
屋

　
　新
田

二
俣
新
田

①万葉歌碑
八尾唯一の万葉集にうたわれた場所。
この付近は、旧大和川の河川敷にあたり弓削
の河原と呼ばれたが、常に膨大な土砂を堆
積したので、しばしば氾濫し、流路が絶えず
変化した。この歌は弓削の河原にある埋も
れ木が、やがて現れでるように、私たちの仲
は知らないはずもないという心情を詠んだ
ものである。

「真鉋持 弓削河原之 埋木之 不可顕 事爾不有君」
（巻７・1385 読人知らず）
「ま鉋持ち 弓削の河原の 埋れ木の 顕わるま

しじき ことにあらなくに」
→（ま鉋もちは意味なし）弓削の河原の埋も
れ木のように現れず（表面化しない）に済む
ことではないのだ（けれど、現れないでほしい）

②西村市郎右衛門の碑（大正 5 年建立）
付け替え後、了意川の水源を失い水不足に
なった志紀郡の村々を、新大和川に樋を切る
ことで救った弓削村の庄屋西村市郎右衛門
を称えた碑。※画像は踏切側から撮影

 「旧大和川を歩く～ぶらり長瀬川～」シリーズでは、
前回の Part4（志紀～柏原）で八尾市内の旧大和川沿い
を全て制覇。今回は、もう一度原点に戻り、約 5 年ぶり
に志紀～八尾駅間の最初のコースを歩きました。
　2016 年 4 月 9 日（土）朝 9 時、JR 志紀駅に集合した
11 名の参加者とともに八尾駅周辺を目指して約 3 時
間のまちあるきを行いました。5 年の間で様変わりし
たまちの様子に驚きつつ、常連の方々も新しい発見が
あったようです。もちろん初めての参加者もあり、旧
大和川の歴史や地形を直に体感することができました。
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６
月
11
日（
土
）・
12
日（
日
）の
２
日
間
、旧
植
田

家
住
宅
・
土
蔵
２
（
講
座
室
）で
、「
八
尾
再
発
見
！
映

像
に
み
る
八
尾
」
と
題
し
た
ミ
ニ
展
示
を
行
な
い
ま

し
た
。同
タ
イ
ト
ル
の
イ
ベ
ン
ト
は
過
去
に
も
何
度

か
あ
り
ま
し
た
が
、毎
回
中
身
は
別
物
で
す
。「
○ま

る
ま
る○

に

み
る
八
尾
」シ
リ
ー
ズ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、今
回
は
こ

れ
ま
で
実
施
し
て
き
た
旧
大
和
川
の
ま
ち
あ
る
き
の

総
集
編
と
、植
田
家
に
の
こ
さ
れ
た
フ
ィ
ル
ム
の
映
像

を
４
年
ぶ
り
に
公
開
し
ま
し
た
。

　

展
示
に
使
用
し
た
パ
ネ
ル
は
、平
成
22
年
に
作
成
し

八尾再発見！
        映像に見る八尾

2016年6月11日（土）・12日（日）

八尾市のまちなみに関する写真と映像のミニ展示

た
長
瀬
川
編
と
玉
串
川
編
の
２
種
類
で
、当
時
と
比
べ

ま
ち
の
様
子
は
随
分
と
変
わ
り
ま
し
た
。そ
の
違
い
を

発
見
す
る
楽
し
み
も
展
示
で
味
わ
え
ま
し
た
。

　

映
像
は
、９
・
５
ミ
リ
と
16
ミ
リ
の
フ
ィ
ル
ム

で
、昭
和
初
期
の
植
田
家
の
様
子
や
大
阪
の
町
な
ど
が

記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
当
時
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

作
品
等
も
含
ま
れ
、八
尾
の
旧
家
に
の
こ
る
映
像
を

通
し
て
、八
尾
に
は
ま
だ
ま
だ
面
白
い
も
の
が
埋
も
れ

て
い
る
こ
と
を
再
認
識
し
ま
し
た
。

  

（
旧
植
田
家
住
宅
ス
タ
ッ
フ
）

※好評により19日まで延長しました

映像資料（写真、フィルム等）を通して発見する「映像にみる八尾」
（映像の詳細は「植田家だより15号」に掲載）

「大和川付け替えと新田開発　新田の今とすこし昔のまちのようす
  ～長瀬川編・玉串川編～」平成22年（2010） NPO法人HICALIが作成

マルマル
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四
会
所
だ
よ
り

　

三
会
所（
大
阪
府
内
に
建
物
が
現
存
す
る
三
つ
の

会
所
間
で
の
呼
称
）の
ひ
と
つ
で
あ
る
安
中
新
田

会
所
跡
旧
植
田
家
住
宅
は
、旧
大
和
川
主
流
で
あ

る
長
瀬
川
左
岸
に
あ
り
、宝
永
元
年（
一
七
〇
四
）

の
大
和
川
付
け
替
え
後
に
開
発
さ
れ
た
安
中
新
田

の
会
所（
屋
敷
）
を
継
承
し
た
土
地
と
建
物
が
平

成
十
八
年（
二
〇
〇
六
）
六
月
に
八
尾
市
の
指
定

文
化
財
と
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
安
中
新

田
は
、柏
原
市
の
安
福
寺
が
中
心
と
な
っ
て
開
発

さ
れ
ま
し
た
が
、正
徳
元
年（
一
七
一
一
）作
成
の

『
安
中
新
田
分
間
絵
図
』（
市
指
定
文
化
財
）に
は
、

安
福
寺
を
は
じ
め
、老
原
新
田
、瓜
破
新
田
、慈
願
寺

新
田
と
い
っ
た
新
田
名
も
み
ら
れ
、「
安
中
新
田
」

は
複
数
の
主
体
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
新
田
の
総

称
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。（
一
説
に
よ
る

と
安
福
寺
の「
安
」と
中
心
の「
中
」で「
安や

す
な
か中

」に

な
っ
た
と
も
い
わ
れ
ま
す
）

　

安
中
新
田
に
関
す
る
古
文
書
で
は
、大
和
川
付

け
替
え
後
に
初
め
て
行
わ
れ
た
検
地
を
記
録
し
た

宝
永
五
年（
一
七
〇
七
）の
「
安
中
新
田
検
地
帳
写

并
覚
書
」が
最
も
古
く
、市
内
の
大
和
川
付
け
替
え

に
伴
う
新
田
開
発
の
資
料
の
中
で
も
最
古
の
も
の

で
す
。
ま
た
、
享
保
六
年（
一
七
二
一
）
に
作
成
さ

れ
た「
安
中
新
田
検
地
帳
写
」は
、そ
の
後
の
新
田

開
発
の
様
子
や
畑
地
の
評
価
の
見
直
し
等
が
行
わ

れ
た
こ
と
を
知
る
上
で
重
要
な
資
料
で
あ
り
、い

ず
れ
も
江
戸
幕
府
が
作
成
し
た
検
地
帳
を
正
確
に

写
し
、安
中
新
田
の
開
発
か
ら
そ
の
後
の
展
開
ま

た
は
大
和
川
付
け
替
え
に
伴
う
地
域
の
歴
史
を
伝

え
る
貴
重
な
文
化
財
と
し
て「
安
中
新
田
検
地
帳
」

の
名
称
で
平
成
二
十
七
年
三
月
に
八
尾
市
指
定

文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
、安
中
新
田
に
関
す
る
一
部
の
資
料
紹

介
を
し
ま
し
た
が
、現
在
進
行
中
の
三
会
所
交
流

で
は
、
平
野
屋
新
田
会
所（
大
東
市
）
も
合
流
し
、

四
会
所
と
し
て
動
き
始
め
て
い
ま
す
。
新
田
開
発

か
ら
三
〇
〇
年
以
上
が
経
ち
、い
ま
な
お
そ
の
歴

史
の
保
存
と
活
用
を
考
え
る
さ
さ
や
か
な
活
動
を

今
後
も
緩
や
か
に
見
守
っ
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い

ま
す
。な
お「
三
会
所
だ
よ
り
」の
名
称
は
今
回
よ

り「
四
会
所
だ
よ
り
」に
変
更
し
て
お
届
け
し
て
い

ま
す
。
各
会
所（
鴻
池
新
田
、加
賀
屋
新
田
、平
野

屋
新
田
）の
イ
ベ
ン
ト
等
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。　
　
　

（
安
中
新
田
会
所
跡 

旧
植
田
家
住
宅　

安
藤
）

（9）

享保6年安中新田検地帳写 正徳元年 安中新田分間絵図

「安中新田分間絵図」には、現在の旧植田家住宅の
位置に「会所屋敷」と記され、かつてこの場所が
安中新田の会所であったことを示す。

宝永5年安中新田検地帳写并覚書

「安中新田検地帳」

「安中新田分間絵図」
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No.29

【
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
VS
カ
ナ
ブ
ン
】

　

梅
雨
入
り
し
て
か
ら
、ま
す
ま
す
湿
気
で
髪
の

毛
が
ペ
タ
～
ン
と
顔
に
へ
ば
り
つ
き
、お
に
ぎ
り

の
海
苔
状
態
、不
快
指
数
急
上
昇
の
私
と
は
裏
腹

に
、何
の
ス
ト
レ
ス
も
な
さ
げ
に
グ
ン
グ
ン
背
を

伸
ば
す
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
。
早
い
も
の
は
５
月
の
中

頃
、
雌し

す
い穂

か
ら
絹け

ん
し糸（

ヒ
ゲ
）が
出
だ
し
、
末
に
は

ほ
ぼ
出
揃
い
、ヒ
ゲ
の
色
も
変
化
し
て
い
っ
た
。

　

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
栽
培
は
、害
虫
予
防
は
も
ち

ろ
ん
の
事
、密
植
え
し
、人
工
受
粉（
※
）
す
る
の
が

望
ま
し
い
。自
然
の
風
で
も
受
粉
す
る
が
、実じ

つ

は
、

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
ヒ
ゲ
一
本
が
実
一
粒
に
な
る

（
ヒ
ゲ
の
数
と
実
の
数
は
同
じ
）。な
の
で
確
実
に

受
粉
で
き
な
い
と
、皮
を
む
い
た
ら
、あ
ら
ガ
ッ
カ

リ
の「
抜
け
モ
ロ
コ
シ
」に
な
る
の
だ
。

　

受
粉
が
無
事
完
了
す
る
と
、ヒ
ゲ
の
色
が
茶
色
に

な
る
。収
獲
の
目
安
は
こ
の
ヒ
ゲ
が
茶
色
か
ら
黒

に
近
い
こ
げ
茶
色
に
な
り
、実
も
し
っ
か
り
張
っ

た
頃
。
適
期
は
短
く
３
日
～
５
日
ほ
ど
で
タ
イ

ミ
ン
グ
が
難
し
い
。
獲
り
遅
れ
る
と
シ
ワ
シ
ワ
に

な
っ
て
台
無
し
に
…
。

　

さ
て
、そ
ろ
そ
ろ
本
題
に
。前
号
の
リ
ベ
ン
ジ
、

さ
ぁ
、ど
う
な
っ
た
か
と
申
し
ま
す
と
…
、ぐ
ぁ
は

は
は
は
～
!!
『
Ｋ
Ａ
Ｍ
Ａ
ボ
ロ
勝
ち
～（
圧
勝
）』。

　

一
匹
の
カ
ナ
ブ
ン
に
も
頭
を
突
っ
込
ま
せ
る
こ

と
な
く（
と
い
う
よ
り
姿
を
見
る
こ
と
な
く
）
無
事

全
て
収
～
穫
！ 
品
種
的
に
先
ま
で
実
が
入
り
に
く

か
っ
た
事
と
後
半
、
多
少
ア
ブ
ラ
ム
シ
に
つ
か
れ

た
も
の
の
、６
月
初
め
に
半
分
を
収
穫
。そ
の
後
、

子
ど
も
た
ち
が
育
て
た「
一
人
一
本
」は
、個
々
の

成
長
の
違
い
か
ら
個
別
に
収
穫
し
た
。こ
ち
ら
も

カ
ナ
ブ
ン
の
被
害
は
ゼ
ロ
。

　

今
、こ
の
記
事
を
書
い
て
い
る
７
月
初
め
、畑
で

大
き
く
育
ち
、収
穫
が
始
ま
っ
た
黒く

ろ
も
ん
し
ろ
う
り

門
越
瓜
の
花

に
カ
ナ
ブ
ン
が
数
匹
、頭
を
突
っ
込
ん
で
い
る
。

※
ヒ
ゲ
が
出
た
ら
雄ゆ

う
す
い穂（

先
端
の
ス
ス
キ
の
穂
状
の
も
の
）を

　

切
り
取
り
、ヒ
ゲ
の
上
で
花
粉
が
ヒ
ゲ
に
ま
ん
べ
ん
な
く

　

落
ち
る
よ
う
に
振
る
。

トウモロコシ収穫 背比べ（162cm）モロコシチェック

VS

～番外編～

トウモロコシ対決！
2016 夏
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第
十
八
回

◇
植
松
灯
籠
の
日
２
０
１
６
・
５
月

　

ま
だ
少
し
明
る
さ
が
の
こ
る
５
月
の
夕
暮
れ
、正
確

に
は
２
０
１
６
年
５
月
７
日（
土
）
の
18
時
45
分
、
い

つ
も
の
金
毘
羅
灯
籠
に
灯
り
が
灯
っ
た
。
昨
年
11
月

の「
植
松
灯
籠
の
日（
夜
間
開
館
）」か
ら
早
く
も
半
年

が
過
ぎ
、
年
に
２
度
あ
る
こ
の
時
を
待
ち
わ
び
る
と

と
も
に
、月
日
の
流
れ
を
感
じ
る
日
で
も
あ
る
。

　

本
来
、常
夜
燈
と
し
て
道
行
く
人
々
の
目
に
ふ
れ
、

く
ら
し
の
一
部
と
な
っ
て
い
た
こ
の
植
松
の
灯
籠
は
、

時
代
と
と
も
に
そ
の
役
目
を
終
え
、
本
来
の
用
途
を

果
た
さ
な
く
な
っ
た
も
の
が
現
在
旧
植
田
家
住
宅
の

庭
に
移
設
さ
れ
て
い
る
。い
わ
ば
、か
つ
て
の
場
所
と

は
違
っ
た
場
所
で
、第
二
、第
三
の
使
命
を
全
う
し
て
い

る
と
い
え
る
。
ま
た
庭
園
に
は
他
に
、
春
日
灯
籠
や

雪
見
型
灯
籠
、家
型
灯
籠
な
ど
９
基
の
灯
籠
が
あ
り
、

来
館
者
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
い
る
。

　

植
松
灯
籠
の
日
で
は
、
特
に
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
は

な
い
が
、
穏
や
か
な
灯
籠
の
灯
り
そ
の
も
の
が
夜
の

旧
植
田
家
住
宅（
ナ
イ
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
!?
）を
盛
り

上
げ
て
い
る
。ま
た
、江
戸
時
代
の
浮
世
絵
を
用
い
た

影
絵
が
去
年
に
引
き
続
い
て
二
階
の
窓
に
投
影
さ
れ
、

中
と
外
の
両
側
か
ら
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

　

回
を
重
ね
る
ご
と
に
、何
か
新
し
い
試
み
を
と
い
う

要
求
が
高
ま
る
一
方
で
、何
も
な
く
ゆ
っ
た
り
と
し
た

時
間
が
過
ご
せ
る
心
の
ゆ
と
り
も
大
切
で
あ
る
こ
と

を
実
感
さ
せ
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
や
は
り
〝
何
か
〟

に
よ
っ
て
人
が
集
ま
り
、
そ
れ
を
人
と
共
有
で
き
る

喜
び
も
大
き
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　「何もないことの喜びと　　   　　　
　　　　　　　　あることの楽しみ」

昼

夜 中

外
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生
誕
百
三
十
年
、没
後
五
十
年
を
迎
え
る
二
〇
一
五

年
か
ら
二
〇
一
六
年
を
中
心
と
し
た
数
年
間
を
谷
崎

潤
一
郎
メ
モ
リ
ア
ル
イ
ヤ
ー
と
し
て
、中
央
公
論
新
社

が
、さ
ま
ざ
ま
な
展
覧
会
や
講
演
会
等
の
イ
ベ
ン
ト
を

通
じ
て
、谷
崎
文
学
の
魅
力
を
伝
え
て
い
る
こ
と
を
ご

存
じ
で
し
ょ
う
か
。中
で
も
、中
央
公
論
創
業
百
三
十

周
年
と
谷
崎
の
生
誕
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、

昨
年
か
ら
記
念
刊
行
さ
れ
て
い
る
決
定
版「
谷
崎
潤
一

郎
全
集
」
は
、
決
定
版
に
ふ
さ
わ
し
い
貫
禄
に
、
最
新

の
研
究
成
果
を
加
え
、衰
え
な
い
文
豪
の
魅
力
を
伝
え

て
く
れ
ま
す
。

　

日
本
の
近
代
文
学
が
成
立
し
て
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま

な
作
家
の
全
集
が
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
谷
崎
の

よ
う
に
生
前
か
ら
幾
種
類
か
の
全
集
を
出
す
こ
と
の

で
き
る
作
家
は
特
別
な
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、そ
の

こ
と
だ
け
で
も
、
同
時
代
で
の
人
気
が
絶
大
で
あ
る

こ
と
、
出
版
社
か
ら
の
信
頼
も
篤
い
こ
と
、
作
品
の

歴
史
性
を
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
が
証
明
さ
れ
て

落
穂
拾
い

　

 -
今
東
光
の
薫
風- 

（二
十
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
・
伊
東  

健

い
る
と
も
い
え
ま
す
。戦
前
に
出
版
さ
れ
た
改
造
社
版

等
か
ら
、昭
和
三
十
年
代
の
新
書
版
全
集
に
、逝
去
後

で
も
今
回
を
含
め
三
種
類
の
全
集
と
い
う
の
は
圧
倒

的
で
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
全
集
で
趣
向
は
凝
ら
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

谷
崎
の
存
命
中
で
あ
る
昭
和
三
十
二
年
十
二
月
十
日

か
ら
中
央
公
論
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
新
書
版
の
全
集

に
は
、
当
時
の
最
新
作「
鍵
」
が
収
録
さ
れ
話
題
を
呼

ん
で
い
て
、全
集
の
月
報
で
東
光
が
そ
の
こ
と
に
触
れ

て
い
ま
す
。特
に
、こ
の
第
二
十
八
巻
が
全
集
の
最
初

の
配
本
で
あ
り
、附
録
の
月
報
に
寄
せ
る
東
光
自
身
が

直
木
賞
受
賞
に
よ
り
文
壇
復
帰
を
果
し
た
年
で
も
あ

り
、喜
び
も
ひ
と
し
お
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。以

下
に「
最
近
の
谷
崎
潤
一
郎
先
生
」と
題
さ
れ
た
文
章

よ
り
抜
粋
し
ま
す
。

　
　
最
近
、恩
師
谷
崎
潤
一
郎
先
生
に
お
目
に
か
か
る

　
毎
に
、御
健
康
を
恢か

い
ふ
く復

せ
ら
れ
て
来
た
こ
と
が
僕
に

　
は
一
番
嬉
し
い
。

　
　
そ
の
証
拠
に
は「
鍵
」と
い
う
御
作
品
を
完
成
さ
れ

　
た
ご
と
く
、創
作
力
に
お
い
て
も
御
常
態
に
復
せ
ら

　
れ
た
か
ら
だ
。日
本
の
作
家
は
六
七
十
の
声
を
聞
く

　
と
、と
み
に
創
作
力
も
衰
え
、
ま
る
で
別
人
に
で
も

　
な
っ
た
か
の
如
く
老
い
込
ま
れ
る
の
が
多
い
中
に
、

コ
ラ
ム

　
あ
の
よ
う
に
色
艶
の
好
い
作
品
を
生
ま
れ
る
と
い
う

　
こ
と
は
、稀け

う有
の
存
在
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　（
中
略
）

　
　
先
生
は
僕
の
愛
す
る
河
内
に
も
興
味
を
持
た
れ
、

　
そ
の
風
物
と
人
情
を
も
愛
し
て
居
ら
れ
る
。い
ず
れ

　
河
内
を
も
描
か
れ
る
そ
う
だ
か
ら
僕
の
期
待
は
ふ
く

　
れ
あ
が
っ
て
い
る
の
だ
。

　
　
昭
和
三
十
二
年
十
一
月
十
日
、愚ぐ

と
く禿

の
弟
子
東
光

　
坊
春
聴
は
、恩
師
が
文
化
勲
章
を
佩は

い
よ
う用
し
た
傍
に
侍
し

　
て
、写
真
を
撮
影
す
る
光
栄
と
幸
福
を
持
っ
た
。若
し

　
読
者
が
こ
の
写
真
に
よ
っ
て
先
生
の
健
康
体
を
御
覧

　
に
な
ら
れ
た
な
ら
ば
、僕
と
共
に
先
生
百
年
の
寿
を

　
祝
福
し
て
下
さ
る
と
思
う
。

　

谷
崎
を
恩
師
と
慕
い
、若
い
時
か
ら
師
事
し
て
き
た

東
光
で
し
た
が
、谷
崎
こ
そ
東
光
文
学
の
良
き
理
解
者

だ
と
い
う
側
面
も
あ
り
ま
し
た
。谷
崎
の
メ
モ
リ
ア
ル

イ
ヤ
ー
に
併
せ
て
、し
ば
ら
く
谷
崎
と
東
光
の
お
話
を

続
け
ま
す
。

[ 今東光資料館 所蔵 ]

今 氏 と 谷 崎 氏 の 貴 重 な
ツーショット写真が掲載
された『文藝春秋』（昭和
33年1月号）
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