
八尾市指定文化財  安中新田会所跡 旧植田家住宅 ニューズレター

Vol.36

NEWS LETTER

年末行事・年度末

2017から2018へ

連載コラム

「落穂拾い‐今東光の薫風‐（三十）」

2018年4月発行

http://kyu-uedakejutaku.jp/

KYU-UEDAKE  INFORMATION

発行部数 3,000 部

冬季企画展 

昔のくらしシリーズ
：衣の道具



― 2 ― 2

平成30年度 企画展

「植田家にのこる絵図と地図」 
　2018年4月28日（土）～7月16日（祝・月）
”まっぷ”ファン必見！植田家にのこる近世～現代までの絵図や地図を紹介します。

※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

《和傘（内側）》旧植田家住宅 所蔵

江戸時代に作られるようになった日本独自の
傘。柿渋などをぬった油紙を骨組みにはって
作られる。旧 植田家所蔵の「衣」の道具を紹介
する冬季企 画 展「昔のくらしシリーズ：衣の
道具」は4・5 ページに掲載。

Volume36

Contents
冬季企画展

昔のくらしシリーズ：衣の道具

年末行事・年度末

2017から2018へ

4

6
こどものイベント（お茶会＆手習い所）

各種講座のまとめ（市史を読む会＆伴林光平）
7

8

10

なにわの伝統野菜栽培日記

四会所だより（16）-鴻池新田会所-11

12

13 植ちょピ（旧家で記念撮影～成人の日・ひな祭り～）

旧家で芸能・伝統文化～落語の会～

コラム「落穂拾い - 今東光の薫風 -（三十）」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

36



― 4 ― 4

平成30年1月5日（金）ー3月11日（日）

木綿の消防法被と胸当（中）

身だしなみの道具（櫛、剃刀、白粉etc）

針箱と作りかけの着物 昔の履き物（下駄と草履）

こどもの着物とアイロン

消防法被（印半纏）

子供用リュックサック

家紋入胸当

丸めがね草履

スチームアイロン

針 箱

鏡 台

とんび（男性用コート）

木床義歯

和傘（唐傘）

下駄っ、

　　ゲタっ♪

　ゲタっ♪

はっ !?
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ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示
２
０
１
７

　

２
０
１
８
年
１
月
５
日（
金
）～
31
日（
水
）ま
で

の
期
間
は
、
展
示
室
に
併
設
す
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
て

「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示
２
０
１
７
」（
旧
写
生
作
品
展
示
）
を

開
催
し
ま
し
た
。「
新
旧
大
和
川
と
新
田
会
所
の
風
景
」

を
テ
ー
マ
に
、２
０
１
７
年
10
月
か
ら
12
月
ま
で
一
般

公
募
し
、全
９
作
品
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
平
時
、
各
施
設
や
博
物
館
な
ど
の

情
報
発
信
や
入
館
者
の
休
憩
場
所
と
し
て
活
用
し
て

い
ま
す
が
、こ
の
期
間
中
は
ア
ー
ト
・
ス
ペ
ー
ス
に
変

身
。
今
回
は
、絵
画
作
品
に
加
え
て
写
真
や
貼
り
絵
の

作
品
も
あ
り
、表
現
の
幅
が
一
層
広
が
り
ま
し
た
。

　

作
品
は
ど
れ
も
力
作
ぞ
ろ
い
で
、
様
々
な
角
度
か

ら
大
和
川
の
歴
史
と
現
在
の
ま
ち
な
み
を
知
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。ま
だ
ま
だ
魅
力
あ
る
大
和
川
と
新
田

の
風
景
を
、今
後
も
ど
う
ぞ
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

冬
季
企
画
展「
昔
の
く
ら
し
シ
リ
ー
ズ
：
衣
の
道
具
」

　

毎
年
１
月
か
ら
３
月
に
か
け
て
開
催
す
る「
昔
の
く

ら
し
」
の
企
画
展
で
は
、
今
年
度
か
ら「
昔
の
く
ら
し

シ
リ
ー
ズ
」と
し
て
、私
た
ち
の
生
活
に
と
っ
て
不
可
欠

な「
衣
食
住
」の
民
具
展
示
を
行
な
っ
て
い
る
。今
回
は

２
０
１
８
年
１
月
５
日（
金
）～
３
月
11
日（
日
）の
期
間

中
、「
衣
の
道
具
」展
を
開
催
し
た
。

　
「
衣い

・
食
し
ょ
く
・
住
じ
ゅ
う
」（
衣
服
・
食
物
・
住
居
）
は
、
い
つ
の

時
代
に
お
い
て
も
人
々
の
く
ら
し
に
と
っ
て
必
要
な

も
の
で
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
を
支
え
る
道
具
に
は
時
代
や

地
域
に
よ
っ
て
様
々
な
違
い
が
み
ら
れ
る
。と
り
わ
け

時
代
に
お
け
る
道
具
の
変
化（
進
化
）
は
大
き
く
、
今

な
お
形
を
変
え
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
や
、現
代
で
は

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
も
の
も
多
く
あ
る
。本

企
画
展
で
は
、こ
う
し
た
時
代
の
変
遷
を
た
ど
り
、今

の
く
ら
し
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
と
し
て
、
江
戸
時
代

か
ら
昭
和
時
代
ま
で
実
際
に
植
田
家
が
使
用
し
て
き
た

「
衣
」の
道
具
を
、「
日い

つ
も常
の
衣
」「
移い
ど
う動
の
衣
」「
祝い
わ

い
の

衣
」「
い
ろ
い
ろ
な
衣
」の
四
つ
の
テ
ー
マ
で
展
示
を

行
な
っ
た
。

　
「
日
常
の
衣
」
に
は
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
の
も
の

と
思
わ
れ
る《
作
り
か
け（
縫
製
途
中
）
の
着
物
》
と

《
こ
ど
も
の
着
物
》、《
針（
裁
縫
）箱
》を
展
示
。ま
た
昭

和
中
頃
の《
ス
チ
ー
ム
ア
イ
ロ
ン
》
も
あ
り
、
現
代
と

様々に表現された新田跡の風景

の「
着
る
こ
と
」に
対
す
る
日
常
の
違
い
が
感
じ
ら
れ

た
。身
だ
し
な
み
に
つ
い
て
も
、櫛
を
は
じ
め
、鏡
台
、

歯
ブ
ラ
シ
、剃
刀
な
ど
道
具
の
進
化
が
み
ら
れ
る
。

　
「
移
動
の
衣
」「
祝
い
の
衣
」で
は
、内（
家
）と
外
と

の
考
え
方
が
よ
く
分
か
る
各
種
着
物
等
を
展
示
。和
装

が
中
心
の
大
正
～
昭
和
初
期
に
流
行
し
た
男
性
用
の

コ
ー
ト《
と
ん
び
》
や
下
駄
・
草
履
と
い
っ
た
履
き
物

に
は
当
時
の
人
々
の
創
意
工
夫
が
見
ら
れ
た
。ま
た
技

巧
を
凝
ら
し
た
和
傘
に
も
こ
だ
わ
り
が
備
わ
っ
て
お

り
、そ
の
他
、各
場
面
に
応
じ
て
使
用
さ
れ
た
河
内
木

綿
製
の
道
中
着
一
式（
旅
の
装
い
）や
消
防
法
被
な
ど

も
含
め
、
昔
の
く
ら
し
に
お
け
る「
衣
」
へ
の
想
い
や

植
田
家
の
く
ら
し
ぶ
り
に
つ
い
て
見
る
こ
と
が
で
き

た
。次
回
、来
年
は「
食
の
道
具
」を
展
示
予
定
。

（
旧
植
田
家
住
宅 

学
芸
員　

安
藤 

亮
） 着飾る道具（櫛、笄、簪、印籠、根付etc）

根付（ねつけ。現代でいう携帯
　　　ストラップの様なもの）

下駄に乗る犬 !
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こ
ど
も
の
た
め
の
お
茶
会

　

４
歳
児
か
ら
中
学
生
ま
で
を
対
象
に
毎
年
行

な
っ
て
い
ま
す「
こ
ど
も
の
た
め
の
お
茶
会
」
を

１
月
21
日（
日
）
に
実
施
し
ま
し
た
。
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
流
行
の
時
期
で
も
あ
る
の
で
、そ
の
影
響

が
心
配
で
し
た
が
、午
前
と
午
後
の
計
三
席
で
37
名

の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

　

最
近
は
、親
子
で
参
加
が
で
き
る
イ
ベ
ン
ト
に

人
が
よ
く
集
ま
る
と
聞
き
ま
す
が
、小
学
生
未
満

の
お
子
さ
ん
と
一
緒
の
場
合
が
多
い
よ
う
で
す
。

旧
植
田
家
住
宅
の
畑
企
画
や
こ
の
お
茶
会
に
も
、

小
学
生
以
下
の
子
ど
も
が
増
え
、さ
ら
に
そ
の
子

の
妹
や
弟
も
一
緒
に
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
も
小
さ
な
子
が
た
く
さ
ん
の
中
、小
学
生

の
お
姉
さ
ん
た
ち
は
お
手
本
を
見
せ
る
よ
う
に
、

お
茶
の
先
生
か
ら
や
さ
し
く
作
法
を
教
わ
り
、お

茶
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
旧
植
田
家
住
宅  

ス
タ
ッ
フ
）

連
続
講
座
「
手
習
い
所
～
壱
・
弐
～
」

　

今
年
度
か
ら「
む
か
し
の
遊
び
」を
テ
ー
マ
に
、

も
の
を
見
て
・
聞
い
て
・
考
え
て
、作
っ
た
り
遊
ん

で
学
ぶ
連
続
講
座「
手
習
い
所
」を
開
講
し
ま
し
た
。

対
象
は
小
学
３
年
生
以
上（
大
人
も
可
）。２
月
と

３
月
の
全
二
回
の
講
座
で
し
た
が
、初
回（
壱
）は

申
込
み
が
な
く
不
開
講
に
。気
を
取
り
直
し
、第
二

回
目（
弐
）
は
、
地
域
の
ご
協
力
も
あ
り
、
18
名
の

参
加
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
も
そ
も「
手
習
い
所
」（
＝
寺
子
屋
）と
は
何
か

を
ま
ず
は
説
明
し
、数
字
の
読
み
方
の
勉
強
や
紙

と
筆
記
用
具
が
あ
れ
ば
で
き
る
簡
単
な
脳
ト
レ

遊
び
に
も
挑
戦
し
ま
し
た
。
今
回
は
、
昭
和
51
年

（
42
年
前
）の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
た「
ハ
ガ
キ

の
紙
飛
行
機
」作
り
を
メ
イ
ン
に
行
な
い
、こ
ど
も

た
ち
は
完
成
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
一
生
懸
命
に

取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。

（
旧
植
田
家
住
宅  

ス
タ
ッ
フ
）

こどものイベント２
０
１
８
・
１
・
２
１（
日
）

２
０
１
８
・
３
・
２
５（
日
）

ハサミで切る線を慎重に確認

苦い？それとも美味しい？
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『
新
版 

八
尾
市
史 

近
世
資
料
編
１
』で

　
　
　
　
　
　
　
　

読
む 

植
田
家
文
書

　
『
新
版 

八
尾
市
史 

近
世
史
料
編
１
』（
平
成
29
年
10
月
第

一
回
配
本
）に
収
録
さ
れ
た「
植
田
家
文
書
」を
、古
文
書

の
現
場
で
あ
る
安
中
新
田
会
所
跡
旧
植
田
家
住
宅
に
て
、

「
寺
子
屋
」ス
タ
イ
ル
で
読
み
解
く
講
座
が
、平
成
29
年

12
月
10
日（
日
）八
尾
市
史
編
纂
室
の
主
催
で
行
わ
れ
た
。

同
会
で
は
、植
田
家
文
書
の
紹
介
と
解
説
と
し
て
、『
新
版

八
尾
市
史
』を
テ
キ
ス
ト
に
用
い
、そ
れ
ぞ
れ
２
名
の
調

査
員（
執
筆
担
当
者
）と
、市
史
編
纂
委
員
長
で
も
あ
る

藪
田
貫
氏
か
ら
諸
々
の
報
告（
メ
ッ
セ
ー
ジ
）が
あ
っ
た
。

　
『
近
世
史
料
編
１
』を
刊
行
し
て
―
特
色
及
び
編
集

方
針
や
使
い
方
―
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
総
括
で
は
、編

纂
ま
で
の
苦
労
や
そ
の
意
義
に
つ
い
て
触
れ
、資
料
を

遺
し
て
い
く
こ
と
の
意
味
や
重
要
性
を
強
調
さ
れ
た
。

一
家
に
一
冊
、必
携
の
価
値
あ
り『
新
版 

八
尾
市
史
』

は
、旧
植
田
家
住
宅
で
も
絶
賛
取
り
扱
い
中
。

歌
人
・
国
学
者
・
勤
皇
志
士
で
あ
る

伴
林
光
平
翁
を
辿
る

　
「
八
尾
の
歴
史
」を
テ
ー
マ
に
し
た
今
年
度
最
後
の

講
座
は
、２
月
17
日（
土
）、Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
八
尾
市
観
光

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
会
・
二
保
泰
士
氏
に
、八
尾

に
縁
の
あ
る
人
物「
伴と

も
ば
や
し
み
つ
ひ
ら

林
光
平
」に
つ
い
て
お
話
を
い

た
だ
い
た
。

　

知
る
人
ぞ
知
る
八
尾
の
隠
れ
た
偉
人
・
伴
林
光
平
は
、

現
在
も
各
所
で
そ
の
名
が
知
れ
渡
っ
て
い
る
。本
講
座

で
は
、タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、光
平
の
生
い
立
ち

か
ら
最
期
に
至
る
ま
で
、
そ
の
足
跡
を
、
歌
を
交
え
、

観
光
さ
な
が
ら
に
時
間
い
っ
ぱ
い
語
ら
れ
た
。ま
た
、

京
都
の
獄
中
で
記
し
た
と
い
わ
れ
る「
南
山
踏
雲
録
」

に
つ
い
て
は
、時
間
の
都
合
に
よ
り
一
部
の
み
が
紹
介

さ
れ
、後
は
詳
細
な
資
料
が
配
ら
れ
た
。
光
平
に
つ
い

て
は
ま
だ
研
究
の
余
地
が
あ
る
と
の
こ
と
で
、今
後
の

展
開
が
楽
し
み
な
人
物
の
一
人
で
も
あ
る
。

各種講座のまとめ

藪田氏の話に聞き入る会場

伴林光平の歌を詠む二保泰士氏

平成29年12月10日（日） 平成30年2月17日（土）

『新版 八尾市史 近世史料編１』表紙

伴林光平/ 短冊「瀧邊蝉」旧植田家住宅 蔵
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2018 へ

・年度末

　

平
成
30
年（
２
０
１
８
）は
、旧
植
田
家
住
宅
の
開
館

10
年
目
の
年
に
な
り
ま
す
。
い
つ
の
間
に
か
、
当
時

小
学
生
だ
っ
た
常
連
の
こ
ど
も
た
ち
は
、高
校
や
大
学

へ
進
学
し
、社
会
人
と
な
り
、入
館
料
が
必
要
な
年
齢

に
な
っ
て
い
ま
す
。大
き
な
節
目
の
中
に
は
、年
末
・

年
度
末
の
よ
う
な
小
さ
な
節
目
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ま
で

の
９
年
間
と
比
べ
る
と
小
さ
な
節
目
で
す
が
、そ
の
中

で
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
や
、変
わ
ら
な
い
で
い
る
も
の

が
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

  12
／
３「
旧
家
で
食
事
会
」

　

開
館
当
初
よ
り
、年
に
一
回
の
開
催
で
定
員
20
名

の
ま
ま
、現
在
も
継
続
す
る「
旧
家
で
食
事
会
」は
、

旧
植
田
家
所
蔵
の
食
器
で「
な
に
わ
の
伝
統
野
菜
」

を
使
っ
た
料
理
を
頂
く
と
い
う
目
玉
企
画
で
す
。

今
年
度
か
ら
一
部
名
称
を
変
更
し
て
い
ま
す
が
、

「
旧
家
で
愉
し
む
食
事
会
」の
コ
ン
セ
プ
ト
を
引
継

ぎ
、今
年
も「
醸
菜 

松
や
ま
」（
八
尾
市
北
本
町
）さ
ん

に
料
理
の
提
供
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

夜
間
見
学
会
、多
種
多
様
な
食
器
、味
覚
と
視
覚

を
愉
し
ま
せ
る
料
理
、
か
ま
ど
の
ご
飯
、
座
敷
の

雰
囲
気
な
ど
、会
話
は
弾
み
、い
つ
も
の
よ
う
に
参

加
者
か
ら
は「
満
足
！
」の
感
想
を
た
く
さ
ん
頂
き

ま
し
た
。次
回
も
ま
た
あ
れ
ば
参
加
し
た
い
と
い

平成30年年度末になると、畑や地面を
つつきにやって来るツグミ。
屋根の上でひと休み。

実
施
し
て
い
ま
す
。冬
の
今
回
は
、年
末
の
大
掃
除
を

テ
ー
マ
に「
障し

ょ
う
じ子
の
張
り
替
え
」を
体
験
し
て
も
ら

い
ま
し
た
。

　

障
子
の
あ
る
家
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
現
代

で
は
、障
子
紙
を
張
り
替
え
た
こ
と
の
あ
る
人
も

減
っ
て
い
ま
す
。た
だ
し
、紙
を
破
り
た
い
と
い
う

衝
動（
憧
れ
）は
い
つ
の
時
代
も
あ
る
よ
う
で
、ま
ず

は
古
く
な
っ
た
紙
を
破
っ
て
み
る
体
験
を
し
た
後
、

そ
の
後
悔
を
胸
に
、張
り
替
え
の
苦
労
と
楽
し
さ
を

実
感
し
ま
し
た
。終
了
後
、綺
麗
に
な
っ
た
障
子
は

無
事「
お
ば
あ
さ
ん
の
部
屋
」に
戻
さ
れ
ま
し
た
。

まずは植田家についての座学

座敷のガイドで雪見障子を開閉思いっきり破ってみる
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年末行事

2017 から

平成29年

う
声
も
あ
り
、早
く
も
気
分
は
来
年
の
師
走
で
す
。

  12
／
９「
こ
ど
も
ガ
イ
ド
体
験
講
座（
冬
）」

　
「
こ
ど
も
ガ
イ
ド
養
成

4

4

講
座
」と
し
て
始
ま
っ
た
こ

の
企
画
も
、現
在
は「
体
験
講
座
」と
し
て
、
よ
り
身

近
に
旧
植
田
家
住
宅
や
昔
の
く
ら
し
に
つ
い
て
こ
ど

も
た
ち
に
学
ん
で
も
ら
え
る
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

年
２
回
開
講
の
本
講
座
で
は
、旧
植
田
家
住
宅
の
ガ

イ
ド
体
験
と
、季
節
に
応
じ
た
昔
の
く
ら
し
体
験
を

食事会前の夜間見学会の様子

味も彩りも美しい料理と食器旧家の雰囲気に会話も弾む

おもちつきで一年を締括り ついたおもちを丸める作業中

一年中、大活躍のかまど

  12  
／

  23 「
お
も
ち
つ
き
大
会
」

　

３
月
の
年
度
末
を
待
た
ず
、年
末
の
恒
例
行
事

「
お
も
ち
つ
き
大
会
」で
一
年
が
締
め
括
ら
れ
ま
す
。

今
や「
参
加
し
な
い
と
年
を
越
せ
な
い
」と
言
わ
れ

る
ほ
ど
欠
か
せ
な
い
行
事
と
な
り
、一
年
の
中
で

最
も
入
館
者
が
あ
る
日
で
も
あ
り
ま
す
。そ
ん
な

「
お
も
ち
つ
き
」が
果
た
す
役
割
は
様
々
で
、一
番
は

や
は
り
こ
の
施
設
を
通
じ
て
来
館
者
が
元
気
に
な

れ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。２
０
１
８
年
度
も
ま
た

新
た
な
気
持
ち
で
ス
タ
ー
ト
を
切
り
ま
し
た
。

お
も
ち
つ
き

食
事
会

昔のくらし体験
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旧
家
で
芸
能
・
伝
統
文
化
～
落
語
の
会
～

　

落
語
、講
談
、演
芸
、演
劇
、邦
楽
な
ど
…
旧
家

を
舞
台
に
様
々
な
芸
能
・
伝
統
文
化
の
企
画
を
行

な
う「
旧
家
で
芸
能
・
伝
統
文
化
」で
は
、昨
年
６
月

の「
講
談
と
の
こ
ぎ
り
音
楽
の
会
」に
続
き
、今
回

「
落
語
の
会
」を
開
催
。こ
れ
ま
で
「
旧
家
で
楽
し

む
落
語
会
」と
し
て
毎
年
継
続
し
て
い
る
企
画
で

も
あ
り
、お
馴
染
み
の
天
満
天
神
の
会
の
方
々
に

出
演
い
た
だ
い
た
。

　

大
勢
の
参
加
者
が
集
ま
っ
た
会
場
で
は
、今
回

初
登
場
の
天
満
家
一
軒
さ
ん
の「
子
ほ
め
」か
ら
和

や
か
に
始
ま
り
、続
く
元
八
尾
市
の
小
学
校
教
員

の
天
神
亭
蝶
九
さ
ん
（
２
回
目
）
が「
持
参
金
」
を

披
露
し
た
。そ
の
後
、昨
年
か
ら
連
続
出
演
と
な
る

天
神
亭
み
ょ
う
雅
さ
ん
と
八
軒
家
け
ん
市
さ
ん
が

続
い
て
登
場
す
る
と
、昨
年
と
は
違
っ
た
演
目
で

あ
り
な
が
ら
、安
定
し
た
口
演
に
会
場
が
沸
い
た
。

と
く
に
ト
リ
を
務
め
る
け
ん
市
さ
ん
の「
花は

な
い
か
だ筏
」

は
、何
か
と
世
間
を
に
ぎ
わ
す
相
撲
の
噺
と
あ
り
、

そ
の
熱
演
と
あ
い
ま
っ
て
、
本
企
画
の
最
後
を

華
々
し
く
飾
っ
た
。

　

今
後
も「
落
語
の
会
」
は
継
続
し
、
そ
の
他
の

ジ
ャ
ン
ル
の
芸
能
伝
統
文
化
も
企
画
し
た
い
。

（
旧
植
田
家
住
宅 

ス
タ
ッ
フ
）

天満家 一軒「子ほめ」天神亭 蝶九「持参金」天神亭 みょう雅「転宅」八軒家けん市「花筏」

出演 ： 素人寄席 天満天神の会

旧家で芸能・伝統文化

平成30年（2018）
2月10日（土）
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四
会
所
だ
よ
り

窓
ば
か
り
見
て
歩
く

　

梅
の
花
が
開
き
始
め
た
３
月
の
暖
か
い
日

に
、
某
銀
行
の
顧
客
サ
ー
ビ
ス
の
催
し
で
、

や
や
高
齢
の
方
が
た
約
40
名
が
会
所
へ
見
学

に
お
越
し
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
準
備
に
あ

た
っ
て
企
画
者
か
ら
、古
建
築
に
つ
い
て
少
し

詳
し
い
説
明
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望
が

あ
っ
た
の
で
、
ご
来
館
の
方
に
ふ
だ
ん
差
し

上
げ
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
記
さ
れ
て
い
な

い
建
造
物
の
説
明
を
レ
ジ
ュ
メ
に
し
て
み
ま
し

た
。と
は
い
え
、
建
築
関
係
者
に
は
た
や
す
い

こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
建
造
物
の
説
明

（16）

と
い
う
の
は
、
暮
ら
し
に
不
可
欠
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
自
宅
で
さ
え
適
確
に
説
明

で
き
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。た
と
え
ば
重
要

文
化
財
の
屋
敷
蔵
―
土
蔵
造
、桁
行
４
間(

７
・

８
m)

、梁
間
２
間
半(

梁
間
４
・
９
m)

、二
階
建
、

切
妻
造
、本
瓦
葺
。大
壁
漆
喰
塗
仕
上
げ
。外
部

の
壁
は
高
さ
２
・
１
m
の
腰
板
。
柱
は
ほ
と
ん

ど
通
し
柱(

２
・
３
丁
継
ぎ)

。
床
下
は
タ
タ
キ
。

花
崗
岩
切
石
積
の
石
垣
。
布
基
礎
石
は
兵
庫

県
龍
山
産
凝
灰
岩
で
、
ほ
ぞ
穴
を
あ
け
柱
を

固
定
。
床
束
石
は
自
然
石
。
な
ど
と
い
う
記
載

で
建
物
を
実
感
で
き
る
は
ず
は
な
く
、結
局
は

現
場
で
あ
れ
こ
れ
指
差
し
、
見
え
な
い
部
分

は
手
振
り
身
振
り
し
、
詳
し
い
部
材
や
構
造

の
名
前
も
思
い
出
し
、
他
の
蔵
と
も
比
較
し

て
、
屋
敷
蔵
の
表
情
を
つ
か
ん
で
い
た
だ
け

本屋クチノマ、厠の下地窓

裏長屋門の出格子

米蔵の窓 ( 内部 )

火の見小屋 ( 受付 ) の燈明窓

る
よ
う
汗
を
か
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し

て
こ
れ
が
聞
い
て
楽
し
い
か
と
い
う
と
、必
ず

し
も
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

当
日
の
説
明
の
な
か
で
、古
建
築
の
観
察
法

の
ひ
と
つ
と
し
て
お
お
い
に
共
感
し
て
い
た

だ
け
た
の
は「
窓
ば
か
り
見
て
歩
く
」
と
い
う

こ
と
で
し
た
。
窓
は
大
雑
把
に
言
っ
て
、
光
や

空
気
を
通
し
、
人
は
出
入
り
し
な
い
穴
で
す

が
、現
代
建
築
の
よ
う
に
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
な
ど

で
規
格
化
さ
れ
た
窓
で
は
な
い
穴
が
当
会
所

に
は
あ
ち
こ
ち
に
あ
り
ま
す
。
少
し
写
真
で

示
し
ま
す
が
、建
物
の
種
類
や
場
所
、建
造
年
代

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
窓
を
見
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。（

鴻
池
新
田
会
所　

松
田
順
一
郎
）

●鴻
こうのいけしんでんかいしょ

池新田会 所
・ 東大阪市鴻池元町2-30
・ JR学研都市線「鴻池新田」駅下車、南東に徒歩5分
・ 10時～16時開館（月曜日、祝日の翌日は休館）
・ 大人300円  小・中学生200円
・ http://www.bunkazaishisetsu.or.jp/
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No.36
【
先
っ
ち
ょ
な
い
や
ん
！   

～
金
時
人
参 

編
～
】

   

昨
年
な
ど
は
収
穫
し
た
も

の
を
井
戸
で
洗
っ
て
い
る
と
、

入
館
者
の
女
性
か
ら
、「
立
派
や

な
ー
、
売
っ
て
く
れ
へ
ん
？
」

な
ー
ん
て
こ
と
も
あ
っ
た
の

だ
が（
笑
）

先っちょないやん！ウスイエンドウぬりえ

【
先
っ
ち
ょ
な
い
や
ん
！

 

～
ウ
ス
イ
エ
ン
ド
ウ
編
～
】

   

苗
ポ
ッ
ト
か
ら
植
え
替
え
た
途
端
、新
芽
と
い

う
新
芽
を
全
て
鳥
に
食
い
尽
く
さ
れ
、パ
ァ
に
。

公
の
施
設
と
い
う
こ
と
を
配
慮
し
、見
た
目
重
視

で
ネ
ッ
ト
や
防
鳥
糸
を
張
る
も
、す
き
間
か
ら

入
ら
れ
、
再
度
植
え
替
え
た
が
、
次
の
日
に
は

ま
た
同
じ
よ
う
に
先
っ
ち
ょ
が
全
部
な
い
…
。

　

何
か
あ
っ
た
時
の
た
め
に
と「
２
月
ま
き
」

で
作
っ
て
お
い
た
ラ
ス
ト
数
本
の
苗
。も
は
や
、

プ
ラ
ン
タ
ー
で
は
見
た
目
な
ど
一
切
気
に
さ
れ

な
く
な
り
、無
造
作
に
ネ
ッ
ト
を
巻
き
付
け
ら

れ
た
こ
の
苗
た
ち
が
今
ス
タ
ー
ト
ダ
ッ
シ
ュ
し

て
い
る
。

『ちっちゃすぎるde賞』『ちっちゃすぎるde賞』『ちっちゃすぎるde賞』

大根とはうってかわり…

先っちょ、ないやん！ いっしょうけんめいに収穫するも…

※11月～2月までに計4回も種をまき…

で
っ
か
い
de
賞
の
田
辺
大
根
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【
植
田
家
住
宅
の
・
ち
ょ
っ
と
し
た
・
ト
ピ
ッ
ク
ス
】

　

◆
旧
植
田
家
住
宅
で
新
成
人
を
お
祝
い
!?

　
　

 

２
０
１
８
年
１
月
６
日（
土
）～
15
日（
月
） 

　

新
年
を
迎
え
、今
年
も
新
成
人
を
祝
う「
成
人
式
」が

１
月
８
日（
日
）に
八
尾
市
内
で
行
な
わ
れ
た
。こ
れ
に

あ
わ
せ
て
旧
植
田
家
住
宅
で
も
成
人
の
日
を
記
念
し
、

「
旧
家
で
記
念
撮
影
～
成
人
の
日
～
」を
成
人
式
前
後
の

期
間
中
に
実
施
し
た
。

　

八
尾
市
に
よ
る
と
、今
年
度
の
市
内
に
お
け
る
新
成
人

の
数
は
２
千
８
百
７
８
人
。全
て
の
新
成
人
が
旧
植
田

家
住
宅
へ「
記
念
撮
影
」で
訪
れ
る
と
す
れ
ば
、施
設
の

開
館
以
来
、初
の
快
挙
と
な
る
。と
い
う
皮
算
用
を
企
て

な
が
ら
、座
敷
の
金
襖（
鶴
）と
と
も
に
新
成
人
の
来
館

を
心
待
ち
に
し
た
。

　

成
人
式
当
日
は
あ
い
に
く
の
空
模
様
。待
て
ど
暮
ら

せ
ど
姿
は
な
く
、せ
め
て
一
人
で
も
…
、と
い
う
願
い

が
通
じ
た
の
か
、開
館
当
初
か
ら
旧
植
田
家
住
宅
を
利
用

す
る
新
成
人
の
お
姉
さ
ん（
当
時
小
学
生
）が
、素
敵
な

着
物
姿
で
家
族
と
共
に
訪
ね
て
く
れ
た
。こ
れ
に
は
、

ス
タ
ッ
フ
一
同
感
激
！
と
同
時
に
、時
の
流
れ
の
早
さ

を
実
感
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。こ
れ
か
ら
成
人
を
迎

え
ら
れ
る
皆
様
も
、ぜ
ひ
来
年
は
旧
植
田
家
住
宅
へ
。

話
　
題

◆
旧
家
で
記
念
撮
影
～
ひ
な
祭
り
～

　

２
０
１
８
年
２
月
17
日（
土
）～
３
月
18
日（
日
） 

　

前
号
と
前
に
引
き
続
き
、も
う
ひ
と
つ「
旧
家
で
記
念

撮
影
」の
話
題
。旧
植
田
家
住
宅
の
座
敷
２
で
は
、毎
年

季
節
に
応
じ
て
、３
月
は
七
段
飾
り
の「
お
ひ
な
さ
ん
」

を
飾
っ
て
い
る
。今
回
は
こ
の「
お
ひ
な
さ
ん
」と
一
緒

に
記
念
撮
影
が
で
き
る「
旧
家
で
記
念
撮
影
～
ひ
な
祭

り
～
」を
３
月
３
日
の
前
後
１
ヵ
月
間
で
開
催
し
た
。

　

何
か
イ
ベ
ン
ト
を
行
う
わ
け
で
も
な
く
、た
だ
写
真

が
撮
れ
る
だ
け
な
の
だ
が
、来
館
者
も
多
く
訪
れ
、そ
れ

ぞ
れ
満
足
気
な
様
子
で
記
念
撮
影
を
楽
し
ん
で
い
る
。

「
ひ
な
祭
り
」は
や
っ
ぱ
り「
祭
り
」で
あ
る
。

　

そ
ん
な
中
、小
さ
な
お
客
さ
ん
た
ち
が〝
ひ
な
ま
つ

り
の
う
た
〟を
歌
い
、み
ん
な
で「
ひ
な
祭
り
」を
楽
し

む
光
景
が
あ
っ
た
。上
段
か
ら
下
段
ま
で
順
に
確
認
す

る
よ
う
に
目
を
輝
か
せ
、フ
ル
コ
ー
ラ
ス
で
４
番
ま
で

歌
い
上
げ
た
。こ
の
日
、お
ひ
な
さ
ん
た
ち
に
と
っ
て

も
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
と
な
っ
た
だ
ろ
う
。

座敷にて成人の記念撮影

「関西風（古式）」に飾られた
おひなさん（“おひなはん”）
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明
治
三
十（
一
八
九
七
）
年
四
月
生
ま
れ
の
東
郷
青
児

と
明
治
三
十
一（
一
八
九
八
）
年
三
月
生
ま
れ
の
今
東
光

と
は
、
同
学
年
に
な
り
ま
す
。
あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
で

二
月
か
ら
始
ま
っ
た「
生
誕
百
二
十
年
東
郷
青
児
展
」を

鑑
賞
し
な
が
ら
、二
人
の
関
係
に
つ
い
て
思
い
を
馳
せ

ま
し
た
。

　

二
人
の
出
会
い
は
、互
い
が
テ
ィ
ー
ン
エ
イ
ジ
ャ
ー

の
時
に
ま
で
遡
り
、
そ
の
付
き
合
い
は
生
涯
に
渡
り

ま
し
た
。
画
家
を
目
指
し
て
い
た
東
光
が
、
東
郷
を

知
っ
た
時
の
衝
撃
に
つ
い
て
、次
の
よ
う
に
書
き
残
し

て
い
ま
す
。

　
　

東
郷
青
児
に
は
じ
め
て
会
っ
た
の
は
僕
の
十
八
歳
の

　

時
だ
っ
た
。そ
の
年
の
二
科
展
で
彼
は
二
科
賞
を
受
け

　

た
。十
九
歳
だ
っ
た
。僕
は
こ
ん
な
の
が
天
才
と
い
う

　

の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
っ
た
。と
言
う
の
は
二
科
会

　

で
さ
え
彼
は
満
足
し
て
い
な
か
っ
た
。他
に
新
し
い

　

芸
術
を
容
認
す
る
展
覧
会
が
日
本
に
存
在
し
な
い
か
ら
、

　

是
非
な
く
出
品
し
た
の
だ
と
嘯う

そ
ぶ

い
た
に
は
唖
然
と

落
穂
拾
い

　

 -
今
東
光
の
薫
風- 

（三
十
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
・
伊
東  

健

　

し
た
。

　
　

文
展
の
一
科
か
ら
分
離
し
て
敢
え
て
二
科
と
称
し

　

た
意
気
熾さ

か

ん
な
二
科
会
を
、彼
は
厚
化
粧
を
し
た
大

　

年
増
の
よ
う
に
嘲
笑
し
た
の
だ
。神
戸
か
ら
上
京
し
た

　

ぽ
っ
と
出
の
僕
は
二
科
展
を
見
る
だ
け
で
も
新
し
い

　

日
本
画
壇
の
息
吹
き
を
吸
収
で
き
る
か
と
胸
を
膨
ら

　

ま
せ
て
い
た
の
に
、彼
は
頭
か
ら
冷
水
を
ぶ
っ
か
け
る

　

よ
う
な
言
い
草
な
の
だ
。そ
し
て
彼
の
口
を
衝つ

い
て

　

出
る
新
し
い
作
家
の
名
は
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
で
あ
り
、

　

ピ
カ
ビ
ヤ
で
あ
り
、ピ
カ
ソ
な
の
だ
。臍
の
緒
切
っ
て

　

生
れ
て
は
じ
め
て
聞
く
名
前
を
覚
え
る
だ
け
で
も
大
変

　

な
の
に
、彼
は
滔
々
と
新
し
い
革
命
的
美
術
論
を
聞
か

　

せ
た
も
の
だ
。（
中
略
）

　
　

彼
に
す
す
め
ら
れ
て
二
科
に
出
品
し
て
見
事
に
落
選

　

し
た
僕
は
、こ
ん
な
天
分
豊
か
な
友
達
と
到
底
並
び

　

よ
う
が
な
い
と
思
惟
し
て
小
説
な
ど
書
き
散
し
て
今
日

　

に
至
っ
た
が
、彼
が
今
日
、二
科
会
の
会
長
た
る
こ
と

　

は
当
然
至
極
の
道
程
だ
っ
た
と
思
う
。

　
　
　
（「
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
別
冊
日
本
編
８
美
術
特
集　

東
郷
青
児
」

　
　
　
　

昭
和
五
十
二（
一
九
七
七
）年
五
月
十
五
日
、朝
日
新
聞
社

　
　
　
　

発
行
所
収〝
東
郷
青
児
に
就
い
て
一
言
〟よ
り
）

　

当
然
の
道
程
と
は
書
き
な
が
ら
も
東
光
は
、東
郷
が

作
風
を
変
化
さ
せ
る
た
め
に
努
力
を
惜
し
ま
な
か
っ

た
姿
も
同
時
代
体
験
し
て
い
る
こ
と
を
書
き
残
し
て

い
ま
す
。

コ
ラ
ム

　

 （
前
略
）
そ
の
時
に
持
参
し
た
彼
の
フ
ラ
ン
ス
の
作
品
は

　
　
「
こ
れ
が
」

　
　

と
眼
を
疑
う
よ
う
な
作
品
ば
か
り
だ
っ
た
。も
う

　

其
所
に
は
一
片
の
未
来
派
の
片
鱗
も
な
か
っ
た
。彼
女

　

か
ら
聞
い
た
話
で
は
、東
郷
は
ラ
フ
ァ
エ
ル
の
克
明
な

　

模
写
か
ら
は
じ
め
て
い
る
と
い
う
の
だ
。あ
あ
何
た
る

　

こ
と
で
あ
ろ
う
。ま
る
で
画
学
生
に
舞
い
戻
っ
た
の

　

で
あ
ろ
う
か
。

　
　

け
れ
ど
も
今
日
か
ら
考
え
る
と
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の

　

ラ
フ
ァ
エ
ル
の
模
写
を
や
り
と
げ
る
と
こ
ろ
に
東
郷
の

　

努
力
の
跡
が
見
ら
れ
る
。彼
は
文
字
通
り
フ
ラ
ン
ス
で

　

初
歩
か
ら
の
仕
上
げ
を
し
た
の
だ
。（
中
略
）

　
　

未
来
派
を
蝉
脱
す
る
に
は
ラ
フ
ァ
エ
ル
か
ら
出
発

　

す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
誰
が
教
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

東
郷
が
自
分
で
発
明
し
た
か
、誰
か
に
よ
っ
て
啓
発

　

さ
れ
た
か
知
ら
な
い
が
、と
に
か
く
怖
る
べ
き
努
力

　

だ
け
は
わ
か
る
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
（「
東
光
金
蘭
帖
」昭
和
五
十
三（
一
九
七
八
）年
八
月
十
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　

中
央
公
論
社
発
行
よ
り
）

　

天
才
東
郷
青
児
の
努
力
を
眼
前
に
し
な
が
ら
、冷
静

に
分
析
を
す
る
東
光
の
確
か
な
鑑

賞
眼
も
忘
れ
ず
に
、
こ
の
稀
有
な

二
人
の
生
誕
百
二
十
年
を
祝
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

今東光生誕120年記念ロゴマーク
（提供：今東光資料館）
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