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平成29年度 春季企画展

「植田家の祈りと願い～仏画と文書にみる信仰とくらし～」 
　2017年4月28日（金）～7月10日（月）
多様な信仰と礼節を重んじた植田家の側面を仏画や古文書などから見ます。
※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

《節
せ っ く の ぼ り

句幟（スサノオとヤマタノオロチ）》（ 部 分 ）

高さ 945cm ×幅 96cm。節句幟は、現代の「鯉
のぼり」のルーツとされる。植田家が所蔵する
３本の節句幟の内の１本で、スサノオがヤマ
タノオロチを退治する場面が描かれている。
関連記事と全体写真は、本誌 5 頁に掲載。

Volume32

Contents
平成 28 年度 冬季企画展

「昔のくらしの道具 365 日」

連続講座・2016 後期

「会所～かいしょ～」（全3回）

4

6

施設周辺写生作品展示（ギャラリー）
2016 年度

新年の装いと「こどものお茶会」

7

8

10

なにわの伝統野菜栽培日記

四会所だより（12）-鴻池新田会所-11

12

13 桃栗三年柿八年、植田家住宅九年目

旧家で楽しむ落語会

コラム「落穂拾い - 今東光の薫風 -（二十六）」14

旧植田家住宅のご案内15

3

※『旧植田家住宅だより』の
バックナンバーはホームページ
からダウンロードができます。
http://kyu-uedakejutaku.jp

KYU-UEDAKE  INFORMATION

NEWS LETTER

32



― 4 ― 4

冬
季
企
画
展「
昔
の
く
ら
し
の
道
具
３
６
５
日
」

　

毎
年
三
学
期
が
始
ま
る
１
月
か
ら
、小
学
校
三
年

の「
昔
の
く
ら
し
」の
単
元
に
あ
わ
せ
て
開
催
し
て

い
る
本
企
画
展
で
は
、「
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で

が
楽
し
い
」を
モ
ッ
ト
ー
に
、毎
回
異
な
る
テ
ー
マ

で
様
々
な
民
具
の
展
示
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。今
年

は「
暦

こ
よ
み

」を
基
に
、一
年
間
の
各
節
目（
季
節
）で
使
わ

れ
た
道
具
を
取
り
上
げ
、旧
植
田
家
住
宅
な
ら
で
は

の
生
活
の
様
子
に
も
ふ
れ
ま
し
た
。

　

私
た
ち
が
毎
日
見
て
い
る
カ
レ
ン
ダ
ー
は「
暦
」

と
も
い
い
ま
す
。そ
の
暦
に
は
、日
付
だ
け
で
は
な

く
、季
節
の
移
り
変
わ
り
や
様
々
な
行
事
が
書
か

れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。も
と
も
と
は「
日か

よ読
み
」

が「
こ
よ
み
」に
な
っ
た
と
い
わ
れ
、日
数
を
調
べ

た
り
、そ
の
日
が
ど
の
よ
う
な
日
で
あ
る
の
か
を

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

現
在
は「
新
暦
」（
太
陽
暦
）
と
呼
ば
れ
る
新
し
い

暦
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、「
旧
暦
」（
太
陰
暦
）
の
頃

か
ら
、一
年
を
24
等
分
し
た「
二に

じ
ゅ
う
し
せ
っ
き

十
四
節
気
」（
５
頁
図
）

が
季
節
の
目
安
と
し
て
あ
り
ま
す
。季
節
を
分
け

る
節
分（
立
春
）・
立
夏
・
立
秋
・
立
冬
や
、季
節
の

真
ん
中
を
示
す
春
分
・
夏
至
・
秋
分
・
冬
至
な
ど
は
、

今
で
も
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
毎
年
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、昔
の
く
ら
し
の
道
具
に
目

平成28年度 冬季企画展
2017年1月5日～3月5日

「こどもの日」の五月人形

巨
大
な
節
句
幟
の
展
示

「ひなまつり」の雛道具

季節に応じた豪華な提げ重
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を
向
け
て
み
る
と
、そ
の
一
年
の
中
に
は
今
と
は

変
わ
ら
な
い「
定
番
」の
道
具
が
あ
る
こ
と
や
、各

時
代
・
地
域
・
家
庭
な
ど
の
環
境
の
違
い
や
変
化
、

道
具
の
歴
史
が
見
え
て
き
ま
す
。

　

祝
い
事
の
多
い
春
、気
候
の
変
化
が
激
し
い
夏
、

行
楽
シ
ー
ズ
ン
の
秋
、そ
し
て
再
び
気
候
が
大
き
く

変
化
す
る
冬
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
相
応
し
い
道
具
が

あ
り
、道
具
か
ら
季
節
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。今
で
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
も
の
も
多
く

あ
り
ま
す
が
、形
を
変
え
な
が
ら
今
に
伝
え
ら
れ

た
も
の
に
は
、日
本
の
豊
か
な
四
季
と
人
び
と
の

く
ら
し
の
姿
が
目
に
浮
か
び
ま
す
。

（
旧
植
田
家
住
宅 

学
芸
員　

安
藤 

亮
）

全
長
約
９
・
５
メ
ー
ト
ル
の
節
句
幟
!

 　
　
　
（
マ
ン
ジ
ー
く
ん
約
６
人
分 

※
つ
け
耳
を
除
く
）

163cm

夏の「衣替え」に行李と簾戸

旅行などにも使えます。
柳行李（やなぎごうり）

参考：平野恵理子『にっぽんの歳時記ずかん』（幻冬舎）
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前
号（
１
月
発
行
）
の「
植
田
家
だ
よ
り
」
で
紹
介

で
き
な
か
っ
た
話
題
で
す
が
、
年
末
の「
お
も
ち
つ

き
大
会
」
を
無
事
に
終
え
、
こ
し
ら
え
た
鏡
餅
と

と
も
に
旧
植
田
家
住
宅
は
新
年
を
迎
え
ま
し
た
。

座
敷
で
は
、当
時
か
ら
毎
年
飾
っ
て
い
た
と
い
わ

れ
る
正
月
飾
り
と
、お
正
月
に
相
応
し
く
福
笑
い

と
双
六
の
遊
び
道
具
を
設
置
し
、新
年
の
装
い
に

な
り
ま
し
た
。近
年
で
は
、時
代
の
流
れ
も
あ
り
、

童
謡「
お
正
月
」の
よ
う
な〝
正
月
ら
し
い
正
月
〟

を
あ
ま
り
み
か
け
な
く
な
り
ま
し
た
が
、こ
こ
旧

植
田
家
住
宅
で
は
、一
年
の
季
節
が
感
じ
ら
れ
る

装
い
や
イ
ベ
ン
ト
を
各
季
節
ご
と
に
行
な
っ
て
い

ま
す
。ち
な
み
に
コ
マ
回
し
は
あ
り
ま
す
が
凧
あ

げ
と
羽
根
つ
き
は
行
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

新
年
最
初
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
、子
ど
も
を
対
象
に

し
た「
こ
ど
も
の
た
め
の
お
茶
会
」を
毎
年
開
催
し

て
い
ま
す
。今
年
も
地
域
の
女
性
会
の
先
生
方
を

お
迎
え
し
て
、１
月
15
日（
日
）の
午
前
か
ら
午
後

に
か
け
て
、
計
３
回（
各
席
15
名
）
の
お
茶
席
を

設
け
ま
し
た
。

　

新
春
と
い
え
ど
も
暦
の
上
で
は
ま
だ
寒
い
冬
の

気
候
。
い
つ
も
の
お
茶
室
も
使
い
つ
つ
、
今
回
は

少
し
暖
か
い
座
敷
を
メ
イ
ン
に
お
茶
会
を
行
な
い

ま
し
た
。
入
室
の
作
法
か
ら
お
点
前
の
体
験
、
お

抹
茶
の
味
な
ど
、大
人
で
も
普
段
な
か
な
か
味
わ

え
な
い
貴
重
な
時
間
を
過
ご
し
、参
加
者
の
子
ど
も

た
ち
か
ら
は
、季
節
に
あ
っ
た
適
度
な
緊
張
感
と

新
鮮
な
喜
び
を
感
じ
ま
し
た
。

正月飾り「海老（米俵）と鏡餅」

新
年
の
装
い
と「
こ
ど
も
の
お
茶
会
」

座敷に設えられたお茶道具茶せんでお茶を点てます

正月飾り（鎮宅霊符）と正月遊び
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２
０
１
６
年
度

施
設
周
辺
写
生
作
品
展
示（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）

　

新
年
を
迎
え
、最
初
の
企
画
展「
昔
の
く
ら
し
の

道
具
３
６
５
日
」
と
同
時
開
催
し
た「
施
設
周
辺

写
生
作
品
展
示（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）」
は
、
毎
年
10
月

ご
ろ
か
ら
年
末
に
か
け
て
作
品
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
嬉
し
い
こ
と
に
、
回
を
重
ね
る
ご
と
に
常
連

と
な
る
参
加
者
も
増
え
、今
回
も
８
名
の
作
品
が

ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

テ
ー
マ
は
「
大
和
川
お
よ
び
新
田
会
所
の
風
景
」

と
固
定
で
す
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
で
魅
力
あ
る

ま
ち
の
風
景
や
新
旧
大
和
川
に
縁
の
あ
る
場
所
が

自
由
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。古
民
家
が
の
こ
る
ま

ち
な
み
、駅
周
辺
の
レ
ト
ロ
な
工
場
跡
や
商
店
街
、

川
の
水
と
緑
が
調
和
し
た
風
情
あ
る
公
園
な
ど
、

本
当
に
力
作
揃
い
で
し
た
。ま
た
こ
れ
ら
の
写
生

作
品
に
よ
っ
て
、郷
土
を
知
る
だ
け
で
な
く
、旧
植

田
家
住
宅
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
華
や
ぎ
、来
館
者
の

目
を
楽
し
ま
せ
て
い
ま
し
た
。

　

今
年
も
秋
季
か
ら
年
末
に
か
け
て
募
集
予
定
の

「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示
」（
今
年
度
よ
り
名
称
が
変
更
）

に
、こ
の
記
事
を
ご
覧
に
な
っ
た
皆
様
も
是
非
ご

参
加
く
だ
さ
い
。画
材
は
自
由
で
す
。心
の
こ
も
っ

た
作
品
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

施設周辺写生作品展示（ギャラリー）

2016 年度

●2017年1月5日（木）～1月30日（月）

新旧大和川や新田会所の風景を描く、

八尾駅前倉庫のレンガ壁 旧植田家住宅前の踏切風景
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ーかいしょー

（全３回）

大阪の「新田会所」を紹介する講座

いろんなとこに
会所あり

安中新田会所跡 旧植田家住宅

連続講座 2016後期
（2017 年１月～３月）

会所って何？

全然知らんかった

いっぺん見に行こか

平野屋新田会所
ひ ら の や し ん で ん か い し ょ

か が や し ん で ん か い し ょ

こ う の い け し ん で ん か い し ょ

加賀屋新田会所

鴻池新田会所

平成20年まで建物が現存。現在は米蔵、道具蔵、
船着場石段跡などの遺構がのこる。

平成13年に大阪市有形文化財・史跡に指定され、
大正時代に名付られた「愉園」は大阪名園の一つ。

東大阪市に残る歴史的建造物のひとつで、会所
敷地と建造物等は国の史跡・重要文化財に指定。

連
続
講
座
２
０
１
６
後
期

「
会 

所
ー
か
い
し
ょ
ー

」（
全
３
回
）

　

２
０
１
６
年
度
・
後
期
の
連
続
講
座
の
テ
ー
マ

は「
会
所
」。旧
植
田
家
住
宅
も
安
中
新
田
の
会
所

跡
と
し
て
八
尾
市
の
指
定
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
が
、そ
も
そ
も
会
所
と
は
何
か
、大
阪

に
は
他
に
ど
の
よ
う
な
会
所
が
あ
る
の
か
。知

ら
な
け
れ
ば
ほ
と
ん
ど
興
味
の
な
い「
会
所
」

に
つ
い
て
、知
っ
て
み
る
と
意
外
に
面
白
い
。

そ
う
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
企
画
さ
れ
た

本
講
座
で
は
、「
四
会
所
だ
よ
り
」で
も
紹
介
中

の
三
会
所
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
講
師
を
お
迎
え
し
、

各
会
所
に
ま
つ
わ
る
話
を
展
開
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

今
回
、
講
座
を
開
催
す
る
に
あ
た
り
、
予
想

以
上
の
反
響
が
あ
り
、「
会
所
」も
徐
々
に
注
目

さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
予
感
し
て
い
ま
す
。

●第１回（2017.1.8）

●第２回（2017.2.12）

●第３回（2017.3.12）
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「
平
野
屋
新
田
会
所
」

～
発
掘
調
査
の
成
果
か
ら
～

　

記
念
す
べ
き
連
続
講
座
の

第
１
回
目
は
、講
師
に
大
東

市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

の
黒
田
淳

あ
つ
し

氏
を
迎
え
、会
所
の
役
割
か
ら
深
野

池
の
新
田
開
発
、そ
し
て
平
野
屋
新
田
会
所
の

過
去
・
現
在
と
今
後
に
つ
い
て
話
を
し
て
い

た
だ
い
た
。
と
り
わ
け
会
所
屋
敷
の
解
体
の
経

緯
と
そ
の
後
に
つ
い
て
は
、世
間
一
般
の
関
心

事
で
も
あ
り
、黒
田
氏
は
当
時
の
状
況
を
詳
細

に
語
ら
れ
、参
加
者
は
そ
の
想
い
と
実
情
に
つ

い
て
深
く
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

建
物
の
解
体
に
注
目
が
集
ま
る
一
方
で
、そ

の
後
の
発
掘
調
査
の
成
果
か
ら
は
、現
存
す
る

他
の
会
所
屋
敷
で
は
知
り
得
な
い
周
辺
環
境
を

含
む
新
田
開
発
お
よ
び
会
所
の
設
置
に
関
わ
る

事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
。埋
蔵
文
化

財
と
い
う
観
点
か
ら
「
現
在
、建
物
が
残
っ
て

い
な
い
か
ら
こ
そ
伝
え
ら
れ
る
も
の
も
多
く
あ

る
」と
い
い
、「
平
野
屋
新
田
会
所
跡
」の
保
存
と

活
用
が
今
後
の
大
き
な
課
題
と
さ
れ
た
。そ
の

た
め
の
地
域
資
源
の
発
掘
や
地
域
連
携
の
重
要

性
が
最
後
に
述
べ
ら
れ
、
講
座
を
締
め
括
っ
た
。

「
加
賀
屋
新
田
会
所
」

～
加
賀
屋
新
田
開
発
の
沿
革

　
　

  

と
新
田
会
所
の
魅
力
～

　

連
続
講
座
第
２
回
目
は
、

大
阪
市
住
之
江
区
の
加
賀
屋

新
田
会
所
跡（
加
賀
屋
緑
地
）等
の
案
内
を
務
め

る
「
住
之
江
の
ま
ち
案
内
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
」

会
長
の
實じ

つ

清
隆
氏
を
迎
え
て
、大
和
川
付
替
え

の
歴
史
か
ら
加
賀
屋
新
田
の
開
発
と
会
所
の
魅

力
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
普
段
、
住

之
江
区
全
体
を
広
く
ガ
イ
ド
を
さ
れ
る
て
い
る

こ
と
か
ら
、隣
接
す
る
住
吉
区
に
つ
い
て
も
ふ

れ
、前
半
は
新
大
和
川
の
新
田
開
発
と
周
辺
地

域
の
歴
史
と
の
関
係
に
言
及
し
た
。

　

後
半
で
は
、現
在
公
園（
緑
地
）の
中
の
一
部

と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
加
賀
屋
新
田
会
所
の

見
所
を
、ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
た
画
像

と
資
料
を
用
い
、現
地
さ
な
が
ら
に
案
内
を
さ

れ
た
。「
冠
木
門
」「
鳳
鳴
亭
」「
明
霞
亭
」
な
ど
、

と
に
か
く
当
時
の
豪
商
の
文
化
力
の
高
さ
と
粋

な
精
神
が
随
所
に
見
ら
れ
、「
庭
園
は
他
の
会
所

と
比
べ
て
も
実
に
す
ば
ら
し
い
」
と
言
わ
れ
る

實
氏
の
言
葉
通
り
で
あ
る
。
ぜ
ひ
一
度
は
訪
れ

て
み
た
い
新
田
会
所
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
。

「
鴻
池
新
田
会
所
」

　

～
鴻
池
新
田
の
災
害
～

　

連
続
講
座
の
最
終
回
は
、

東
大
阪
市
の
鴻
池
新
田
会
所

よ
り
松
田
順
一
郎
氏
を
講
師

に
迎
え
、「
鴻
池
新
田
の
災
害
」
と
い
う
切
り

口
か
ら
話
し
て
い
た
だ
い
た
。
松
田
氏
に
は

二
〇
一
一
年
に
も「
鴻
池
新
田
災
害
略
史
」
の

テ
ー
マ
で
講
演
を
い
た
だ
き
、
今
回
は
よ
り

ミ
ク
ロ
な
視
点
の
内
容
で
、歴
史
年
表
を
基
に

し
た
鴻
池
新
田
の
歴
史
は
そ
の
ま
ま
河
内
の

災
害
史
に
も
な
り
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

講
座
は
、
鴻
池
新
田
を
中
心
に
、
大
和
川
の

付
替
え
工
事
か
ら
明
治
時
代
の
初
め
頃
ま
で
話

が
進
め
ら
れ
、現
代
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
は

も
う
一
回
分
の
講
座
の
時
間
が
必
要
な
ほ
ど
広

が
り
を
も
っ
た
。最
終
の
質
疑
応
答
ま
で
松
田

氏
は
細
部
の
情
報
を
ひ
と
つ
ず
つ
丁
寧
に
説
明

し
、文
化
財
と
し
て
の
会
所
の
改
修
や
管
理
運

営
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。そ
れ
ぞ
れ
の
会
所

の
規
模
や
性
格
は
異
な
り
、四
会
所
と
な
っ
た

現
在
も
な
お
そ
の
在
り
様
が
違
っ
て
い
る
こ
と

に
、本
講
座
で
改
め
て
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
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今
年
２
月
26
日（
日
）
に
開
催
し
た「
旧
家
で

楽
し
む
落
語
会
」は
、す
っ
か
り
お
馴
染
み
と
な
り

ま
し
た
素
人
寄
席
・
天
満
天
神
の
会
に
出
演
し
て

い
た
だ
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
今
回
で
４
年
目

と
な
り
ま
し
た
。毎
年
、出
演
者
が
変
わ
り
、今
回

は
定
員
40
名
を
超
え
る
参
加
者
に
恵
ま
れ
、会
場

に
は
地
元
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
局
も
取
材
に
来
ら
れ

る
な
ど
、ま
さ
に「
満
員
御
礼
」の
状
態
で
し
た
。

　

そ
ん
な
熱
気
の
中
、
今
回
も
４
名
の
方
々
が

次
々
と
持
ち
前
の
ネ
タ
を
披
露
し
、会
場
を
さ
ら

に
沸
か
せ
ま
し
た
。会
場
に
は
小
さ
な
お
子
さ
ん

を
連
れ
た
親
子
の
姿
も
見
ら
れ
、と
て
も
楽
し
そ

う
な
様
子
で
し
た
。ま
た
会
場
の
雰
囲
気
は
ア
ッ
ト

ホ
ー
ム
で
、記
録
係
の
ス
タ
ッ
フ
も
つ
い
仕
事
を

忘
れ
そ
う
に
な
り
な
が
ら
一
緒
に
楽
し
む
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
が
、
今
回
は
ち
ょ
っ
と
し
た
ハ
プ

ニ
ン
グ
も
…
。出
演
者
の
方
々
曰
く
、「
め
っ
た
に

無
い
こ
と
で
す
」と
い
う
状
況
は
、最
後
に
は
笑
い

で
吹
き
飛
ば
し
、こ
の
場
に
い
る
全
員
に
と
っ
て

忘
れ
ら
れ
な
い
貴
重
な
体
験
と
な
り
ま
し
た
。

　

ち
な
み
に
、鴻
池
新
田
会
所
に
お
い
て
も
、毎
年

天
満
天
神
の
会
の
落
語
会
が
開
催
さ
れ
て
い
ま

す
。会
所
の
規
模
と
同
じ
く
落
語
会
の
規
模
も

違
い
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
一
度
、鴻
池
新
田
で
の

「
鴻
池
の
犬
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

旧 家 で 楽 し む

落 語 会
満員御礼 !

 2017年

 2月26日（日）

天満屋司郎都「胴乱の幸助」

天神亭みょう雅「厩火事」長屋門入口の様子

八軒家裕次郎「壺算」

八軒家けん市「尻餅」
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四
会
所
だ
よ
り

 

鴻
池
新
田
会
所
の
３
つ
の
入
口

　

鴻
池
新
田
会
所
を
訪
れ
る
方
が
た
は
、敷
地
南

の
表
長
屋
門
を
く
ぐ
り
、本ホ

ン
ヤ屋

と
よ
ば
れ
る
会
所

の
中
心
に
な
る
建
物
に
向
き
合
い
ま
す
。そ
こ
に

は
３
つ
の
部
屋
が
開
い
て
い
ま
す
が
、た
い
て
い

は
靴
を
脱
が
ず
歩
い
て
行
け
る
土
間（
ニ
ワ
）
に

入
っ
て
し
ま
い
ま
す
。今
で
は
お
か
ま
い
な
し
で

す
が
、江
戸
時
代
に
も
ど
っ
て
建
物
の
仕
組
み
や

役
割
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
困
っ
た
こ
と
で
す
。

も
し
読
者
が
、お
百
姓
さ
ん
で
綿
花
を
売
っ
て
得

た
お
金
の
一
部
を
税
金
と
し
て
納
め
に
来
た
の

で
し
た
ら
、真
ん
中
の
カ
ン
ジ
ョ
ウ
マ
と
い
う
部

屋
の
上
り
口
で
人
を
呼
ん
で
く
だ
さ
い
。そ
こ
が

事
務
所
受
付
で
す（
た
だ
し
今
は
だ
れ
も
い
ま
せ

ん
）。
大
坂
の
代
官
所
や
幕
府
か
ら
や
っ
て
来
た

お
役
人
様
と
か
隣
村
の
庄
屋
様
で
し
た
ら
、右
側

の
ゲ
ン
カ
ン
に
上
が
っ
て
い
た
だ
か
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
客
は
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
右
手
に
、
ク
チ

ノ
マ
、ツ
ギ
ノ
マ
、ザ
シ
キ
に
進
み
、こ
れ
ら
に
面

し
て
広
が
る
庭
を
楽
し
め
ま
す
。こ
れ
ら
の
北
西

側
に
接
し
た
北
と
中
の
ロ
ク
ジ
ョ
ウ
マ
、南
北
に

そ
れ
ぞ
れ
と
り
つ
い
た
カ
ワ
ヤ
と
ユ
ド
ノ
を
合

わ
せ
て
接
待
の
主
要
な
空
間
が
画
然
と
仕
組
ま

れ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
後
半
に
は
百
姓
家
、町
家
の
ザ
シ

キ
の
華
美
を
規
制
す
る
お
触
れ
が
幕
府
や
藩
に

よ
っ
て
し
ば
し
ば
出
さ
れ
る
ほ
ど
、接
客
重
視
の

趣
向
が
建
物
を
支
配
し
て
ゆ
き
ま
す
が
、「
お
も

（12）

鴻池新田会所本屋の南面（写真）と南東部の間取図
３つの入口の正式な名称はいまのところ不明です。
川柳をひとつ・・侍のコスプレ嬢、式台で見栄を張り。

● 5月3日（水・祝）  野点
● 5月7日(日)  蓄音器コンサートと聴きくらべジャズ･ライブ
● 5月14日(日)  歴史講座「与謝野晶子と大和川」講師：黒田伊彦氏
● 5月21日(日)  歴史講座「盾津地域からみた大和川つけかえ」
講師：河内晴彦氏
○ 6月17日(土) ～7月17日(月・祝)  コーナー展示「手焙りいろいろ」
http://www.bunkazaishisetsu.or.jp/kaisho/     電話：06-6745-6409

て
な
し
」を
し
く
じ
る
と
ど
ん
な
ひ
ど
い
目
に
遭

う
か
わ
か
ら
な
い
時
代
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　

ザ
シ
キ
と
ツ
ギ
ノ
マ
は
茶
会
や
歴
史
講
座
な

ど
の
催
し
に
使
っ
て
い
ま
す
。
春
・
夏
は
左
記
の

よ
う
な
催
し
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
詳
し
く

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、鴻
池
新

田
会
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
鴻
池
新
田
会
所　

松
田
順
一
郎
）
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No.32

【
ま
た
ま
た
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
！
】

　
「
惨
敗
」
の
田
辺
大
根
フ
ェ
ス
タ
か
ら
早
や

４
ヵ
月
。
ま
た
今
年
も
夏
野
菜
の
種
を
ま
く

時
期
が
近
づ
い
て
き
た
。
学
年
が
上
が
り
、
習

い
事
な
ど
で
忙
し
く
な
っ
た
大
き
な
子
ど
も

た
ち
が
抜
け
、ぐ
っ
と
年
齢
層
が
下
が
っ
て
し

ま
っ
た
今
回
の
畑
メ
ン
バ
ー
。幼
稚
園
児
か
ら

小
学
校
低
学
年
が
メ
イ
ン
だ
。申
し
込
み
多
数

の
た
め
今
回
も
抽
選
と
な
っ
た
が
、
新
し
い

面
々
も
加
わ
り
、
ま
す
ま
す
賑
や
か
に
な
り

そ
う
だ
。

　

昨
年
の「
圧
勝
」に
味
を
し
め
、今
回
も
引
き

続
き
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
に
挑
戦
す
る
こ
と
に
し
た
。

同
様
に
２
月
に
種
を
ま
き
、ビ
ニ
ー
ル
で
温
室

を
作
っ
て
の
早
撒
き「
抑
制
栽
培
」。

　

実
は
昨
年
は
品
種
の
問
題
で
お
味
の
ほ
う
は

イ
マ
イ
チ
…
。な
の
で
今
回
は

超
美
味
し
い
生
食
用
の
も
の

を
選
ん
で
み
た
。
畑
で
収
穫
、

そ
の
場
で
ガ
ブ
リ
！

北
海
道
も
ビ
ッ
ク
リ
な
美
味

し
さ
…
に
な
る
予
定
だ
。

【
堪
忍
し
て
え
な
ぁ
～
～
】

　

今
年
の
種
ま
き
用
に
選
別
し
、良
い
も
の
だ
け

を
大
事
に
残
し
て
お
い
た
黒
門
越
瓜
の
種
が
、

あ
る
日
突
然
消
え
た
。

　

消
え
た
と
い
う
よ
り
、肝
心
の
中
身
だ
け
が

な
く
な
り
、
ス
カ
ス
カ
の
殻
だ
け
に
な
っ
て

い
た
。
犯
人
は
ネ
ズ
ミ
。

　

長
年
、こ
こ
旧
植
田
家
住
宅
で
畑
を
し
て
い

る
が
、こ
ん
な
こ
と
は
今
ま
で
に
一
度
も
な
く
、

初
め
て
の
事
。
全
く
も
っ
て
そ
ん
な
予
定
は

な
か
っ
た
為
、選
別
し
て
余
っ
た
種
は
全
て
処

分
し
、も
う
手
元
に
は
一
粒
も
残
っ
て
い
な
い
。

…
最
悪
だ
。

　

結
局
、
黒
門
越
瓜
の
発
祥
の
地
、
玉
造
稲
荷

神
社
の
宮
司
さ
ん
に
お
願
い
し
て
、特
別
に
種

を
分
け
て
頂
け
る
事
に
な
り
、何
と
か
助
か
っ

た
の
だ
が
。
棚
の
中
に
き
ち
ん
と
し
ま
っ
て
お

い
た
の
に
、

　

ほ
ん
ま
堪
忍
し
て
え
な
ぁ
～
～
。

…
こ
の
際
、
内
緒

で
猫
で
も
飼
っ
て

み
よ
う
か（
笑
）

伝
統
野
菜
の
難
波
葱（
な
ん

ば
ね
ぎ
）の
ネ
ギ
ボ
ウ
ズ

田辺大根の花天王寺かぶらの種
美味しい予定のトウモロコシ

イチゴの花

頂いた越瓜の種
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桃
栗
三
年 

柿
八
年
、

植
田
家
住
宅
九
年
目
！

　

２
０
０
９
年
５
月
よ
り
一
般
公
開
さ
れ
た
安
中
新
田

会
所
跡
旧
植
田
家
住
宅
は
今
年
度
で
開
館
９
年
目
を

迎
え
、指
定
管
理
者
制
度
に
よ
る
指
定
管
理
者
選
定

を
経
て
、こ
の
た
び
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｈ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｉ
の

管
理
運
営
業
務
も
９
年
目
に
入
り
ま
し
た
。

　

人
生
に
例
え
る
と
、オ
ギ
ャ
ー
と
産
声
を
あ
げ
て

産
ま
れ
た
赤
ん
坊
が
歩
き
は
じ
め
、
言
葉
を
覚
え
、

周
り
の
人
た
ち
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
沢
山
の
こ
と
を

覚
え
、小
学
校
に
入
学
、そ
し
て
小
学
２
年
生
に
な
り

ま
し
た
。こ
れ
か
ら
心
身
と
も
に
ど
ん
ど
ん
と
成
長

し
て
行
く
と
こ
ろ
で
す
。

　

私
た
ち
は
こ
の
８
年
間
、展
示
や
講
座
・
講
演
会
、

イ
ベ
ン
ト
な
ど
、参
加
さ
れ
る
方
々
の
楽
し
み
や
糧

と
な
る
よ
う
に
様
々
な
こ
と
に
取
り
組
ん
で
き
ま

し
た
。学
校
や
地
域
の
方
々
な
ど
多
く
の
方
々
に
支

え
ら
れ
、沢
山
の
方
に
喜
ん
で
利
用
し
て
い
た
だ
け

る
施
設
と
し
て
根
付
い
て
き
た
こ
と
を
心
よ
り
感
謝

し
、御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
回
、社
会
状
勢
や
市
の
財
政
縮
小
の
中
で
示
さ

れ
た
厳
し
い
条
件
下
で
の
指
定
管
理
３
期
目
の
指
定

を
受
け
ま
し
た
。
決
し
て
た
じ
ろ
が
ず
、
そ
の
こ
と

を
バ
ネ
に
、皆
で
知
恵
を
出
し
合
い
、工
夫
を
し
な
が

ら
、よ
り
多
く
の
方
々
に
愛
さ
れ
る
施
設
を
目
指
す

こ
と
。そ
し
て
郷
土
の
歴
史
、文
化
の
普
及
・
啓
発
と

市
民
文
化
の
向
上
に
努
力
し
て
参
り
ま
す
。

　

今
後
と
も
、皆
様
の
温
か
い
ご
支
援
と
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

指
定
管
理
者 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｈ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｉ　

理
事
長　

澤
田 

知
英
子

開館９年目 !
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昨
年
九
月
に
東
弓
削
遺
跡
の
発
掘
調
査
現
場
か
ら

由
義
寺
ゆ
か
り
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
古
代
瓦
が

大
量
に
発
掘
さ
れ
た
こ
と
に
続
き
、今
年
の
二
月
に
は

由
義
寺
の
塔
の
土
台
部
分
に
あ
た
る
基
壇
跡
が
確
認

さ
れ
た
こ
と
が
発
表
さ
れ
、
現
地
説
明
会
も
大
盛
況

だ
っ
た
よ
う
で
す
。基
壇
の
大
き
さ
は
大
安
寺
の
七
重

塔
に
匹
敵
す
る
と
の
こ
と
で
、
も
し
か
す
る
と
高
さ

七
十
ｍ
に
も
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス

記
事
も
あ
り
ま
し
た
。高
安
山
を
背
景
に
し
て
荘
厳
な

規
模
で
最
新
鋭
の
技
術
が
駆
使
さ
れ
た
首
都
級
の

都
市
が
、奈
良
時
代
の
八
尾
市
に
展
開
さ
れ
て
い
た
の

か
と
思
い
つ
つ
、故
郷
に
錦
を
飾
っ
た
こ
と
と
な
っ
た

道
鏡
が
ど
の
よ
う
な
感
慨
を
抱
い
た
こ
と
か
と
改
め

て
気
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
疑
問
に
熱
く
答
え
て
く
れ
る
の
が
、道
鏡
へ

の
思
い
を
凝
縮
さ
せ
た
今
東
光
屈
指
の
力
作「
弓
削

道
鏡
」
で
す
。
小
説
は
昭
和
三
十
四（
一
九
五
九
）
年

一
月
か
ら〝
オ
ー
ル
讀
物
〟誌
上
で
ち
ょ
う
ど
一
年
間

連
載
さ
れ
、
翌
年
に
文
藝
春
秋
新
社
よ
り
単
行
本
と

落
穂
拾
い

　

 -
今
東
光
の
薫
風- 

（二
十
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
・
伊
東  

健

し
て
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
中
で
東
光
は
、道
鏡
と

孝
謙（
称
徳
）女
帝
の
会
話
と
し
て
次
の
よ
う
な
場
面

を
描
き
ま
し
た
。

　

 「
禅
師
公
よ
。そ
な
た
の
氏
寺
の
弓
削
寺
に
何
か
一
つ

　

   

足
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
と
思
召
さ
ぬ
か
」

　
　
　
（
中 

略
）

　

 「
弓
削
寺
に
足
ら
ぬ
も
の
は
五
重
塔
で
あ
り
ま
す
」

　

 「
そ
れ
は
」

　

 「
無
理
と
仰
せ
ら
れ
ま
す
か
」

　

 「
過
ぎ
た
る
は
及
ば
ざ
る
が
ご
と
く
、
弓
削
族
の

　
   

氏
寺
と
し
て
は
五
重
塔
は
あ
ま
り
に
贅
沢
で
御
座
り

　
   

ま
す
」

　

 「
わ
た
く
し
が
造
り
ま
し
ょ
う
」

　

 「
あ
あ
。陛
下
・
・
・
」

　
　

道
鏡
は
感
極
ま
っ
て
泣
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　
　

藤
原
氏
、橘
氏
を
以
て
漸

よ
う
や

く
氏
寺
を
持
っ
て
い
る
に

　

過
ぎ
な
い
。臣
下
の
身
分
と
し
て
氏
寺
を
持
つ
さ
え

　

あ
る
に
弓
削
氏
も
ま
た
氏
寺
を
持
っ
た
こ
と
を
天
下

　

は
唇
を
反そ

ら
し
て
嘲
あ
ざ
け

っ
た
。

　
　

そ
れ
な
の
に
五
重
塔
を
建
立
す
る
と
は
何
た
る

　

果
報
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
（
中 

略
）

　
　

弓
削
行
宮
が
由
義
宮
と
仰
せ
ら
れ
た
時
に
既
に
早

　

く
女
帝
の
御
心
に
は
、
平
城
京
に
対
し
て
西
京
の
御

コ
ラ
ム

　

構
想
を
抱
か
れ
て
い
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

　
　

京き
ょ
う
し
き職

と
は
左
右
に
分
れ
、
京
城
を
分
管
し
、
司
法

　

警
察
以
下
の
京
中
の
庶
政
を
掌

つ
か
さ
どる
職
で
あ
る
。河
内

　

職
は
京
職
に
準
じ
て
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
、
諸
民
は

　

い
ず
れ
こ
の
河
内
野
の
一
角
に
一
大
京
城
が
出
現
す

　

る
だ
ろ
う
と
想
像
し
た
。由
義
宮
の
大
土
木
を
起
す

　

た
め
に
、
河
内
の
名
門
の
子
弟
に
土
踏
み
を
さ
せ
、

　

平
城
京
の
先
例
に
準
じ
て
西
京
に
入
る
者
に
は
宅
地

　

を
給
す
る
と
仰
せ
出
さ
れ
た
。』

　
　
　

  （
昭
和
三
十
五
年
二
月
二
十
日 

文
藝
春
秋
新
社
発
行
よ
り
）

　

今
回
の
発
掘
成
果
は
、東
光
の
創
作
意
欲
を
刺
激
し

た
幻
の
都
に
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
く
れ
る

も
の
で
し
た
。こ
れ
を
機
会
に
ぜ
ひ
、東
光
が
描
い
た

「
弓
削
道
鏡
」を
読
み
直
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

写真提供：公益財団法人八尾市文化財調査研究会

東弓削遺跡第26次調査
2016年9月18日 現地説明会の様子
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