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企画展「古文書にみる植松」2020年4/24（金）ー6/14（日）

通常展「大和川付替えと植田家の収蔵品：工芸品編」6/17（水）ー7/19（日）

※新型コロナ特措法における「緊急事態宣言」の発令（4/7）により、現時点での
　予定については今後変更（中止）となる場合があります。

※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

《井戸舎の釣瓶（つるべ）》

滑車に吊るして井戸から水を汲むための桶。
現在は電気のポンプで汲み上げ、蛇口をひね
ると水が出てくるようになっている。

「昔のくらしシリーズ：住の道具」は 4・5 頁
を参照。
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冬
季
企
画
展 

昔
の
く
ら
し
シ
リ
ー
ズ

　
　
　
　
　
　
　 

：
住
の
道
具

　

こ
れ
ま
で「
衣
」「
食
」
と
実
施
し
て
き
た
冬
季

企
画
展「
昔
の
く
ら
し
シ
リ
ー
ズ
」の
今
回
は
、「
住

の
道
具
」と
し
て
、現
在
の
小
学
校
の
教
科
書（
主

に
国
語
）
に
登
場
す
る
様
々
な
昔
の
道
具
を
、
旧

植
田
家
住
宅
の
収
蔵
品
の
中
か
ら
取
り
上
げ
た
。

毎
年
こ
の
時
期
は
、小
学
校
３
年
の
単
元「
昔
の
く

ら
し
」に
あ
わ
せ
て
展
示
を
行
な
っ
て
い
る
が
、本

展
示
内
容
は
全
学
年
に
も
対
応
し
て
お
り
、未
就
学

児
か
ら
大
人
の
方
ま
で
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
も
の

と
し
た
。ま
た
今
年
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

影
響
に
よ
り
、会
期
中
に
臨
時
休
館
に
入
っ
た
こ
と

で
３
月
３
日
ま
で
の
実
施
と
な
っ
た
。

・
学
年
別
展
示
品
紹
介

　

企
画
展
開
催
に
あ
た
り
、ま
ず
は
八
尾
市
の
小

学
校
で
使
用
さ
れ
て
い
る
国
語
と
社
会
の
教
科
書

全
学
年
分
を
、旧
植
田
家
住
宅
の
収
蔵
品
と
照
合
。

３
年
生
社
会
科「
昔
の
く
ら
し
と
道
具
」を
除
外
す

る
と
、１
年
生
国
語
に
は「
お
む
す
び
こ
ろ
り
ん
」と

「
た
ぬ
き
の
糸
車
」の
作
中
に
小
槌
や
お
膳
、糸
車

に
障
子
な
ど
が
登
場
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
展
示

品
と
し
て
は
木
製
小
槌
に
銀
製
古
槌（
い
ず
れ
も

矢立（やたて）

昭和の小学校机 食の道具が多くのこるカマヤの様子

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
に
て
、

馬
頭
琴
を
体
験
す
る
ス
タ
ッ
フ

小学校国語の教科書の表紙（全学年）

爪皮付の下駄

タイプライター

な
つ
か
し
い
～
。

？
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記
念
品
及
び
飾
り
物
）、祝
い
膳
、
ネ
ズ
ミ
を
象
っ

た
木
彫
が
前
者
の
作
品
で
、糸
車
、糸
束
、や
ぶ
れ

障
子（
非
収
蔵
品
）な
ど
が
後
者
に
対
応
す
る
。ま
た

物
語
に
登
場
す
る
文
章
の
一
説
も
添
え
て
展
示
。

　

同
様
に
３
年
生
は
「
ロ
ー
マ
字
」「
コ
マ
を
楽

し
む
」「
す
が
た
を
変
え
る
大
豆
」「
モ
チ
モ
チ
の

木
」「
三
年
と
う
げ
」
か
ら
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
、

コ
マ
各
種（
遊
び
道
具
）、石
臼
、反
物
を
、４
年
生

は「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」か
ら
お
歯
黒
道
具
、５
年
生
は

「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」
か
ら
世
界
観
が
よ
く

似
た
掛
軸《
月
下
芦
雁
図
》（
今
井
景
樹
）
と「
わ
ら

ぐ
つ
の
中
の
神
様
」か
ら
爪
皮
付
き
の
下
駄（
雪
下

駄
）
を
、６
年
生
は「
河
鹿
の
屏
風
」
か
ら
矢
立
と

枕
屏
風
を
そ
れ
ぞ
れ
展
示
し
た
。ま
た
４
年
生
か

ら
学
習
す
る「
百
人
一
首
」に
つ
い
て
も
、小
倉
百
人

一
首
か
る
た
複
数
点
を
展
示
し
た
。

　

な
お
２
年
生
だ
け
は
該
当
す
る
昔
の
道
具
が
な

か
っ
た
た
め
、２
月
の「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク（
昔

の
道
具
に
ふ
れ
て
み
よ
う
）」に
て
、「
ス
ー
ホ
の
白

い
馬
」に
登
場
す
る
楽
器
・
馬
頭
琴（
個
人
蔵
）を

体
験
で
き
る
機
会
を
設
け
た
。他
に
も
社
会
の
教
科

書
か
ら
伝
統
文
化
や
芸
術
、ま
た
戦
時
中
の
く
ら
し

に
対
応
す
る
道
具
な
ど
も
展
示
し
、教
科
書
の
有
用

性
に
つ
い
て
改
め
て
ふ
れ
る
機
会
と
な
っ
た
。

（
旧
植
田
家
住
宅 

学
芸
員　

安
藤 

亮
）

1 年生国語「たぬきの糸車」より
（やぶれ障子・糸車・糸束など）

木彫「鼠」要慶 作

1 年生国語「おむすびころりん」より
（こづち、お膳など）

4 年生国語「百人一首に親しもう」より
（小倉百人一首かるた各種）

5 年生国語「大造じいさんとガン」より
世界観がよく似た掛軸（ 月下芦雁図）

3 年生国語「すがたを変える大豆」と「 モチモチの
木」より（石臼・抹茶用石臼）

キ
ー
カ
ラ
カ
ラ
…　

キ
ー
ク
ル
ク
ル
…

き
ん
の　

こ
ば
ん
が

ざっ く ざ く 。

今
年
も
、
残
雪
は
、
ガ
ン
の
群
れ
を

　
　

率
い
て
、
ぬ
ま
地
に
や
っ
て
来
ま
し
た
。

き
な
こ
は
、
大
豆
を
い
っ
て
、

 
 
 
 
 

こ
な
に
ひ
い
た
も
の
で
す
。

木
う
す
で
つ
い
て
、
石
う
す
で

　
　
　
　

ひ
い
て
こ
な
に
す
る
。

お
い
し
い 

ご
ち
そ
う

　
　
　
　
　

さ
あ 

ど
う
ぞ
。

３
年
生
国
語「
三
年
と
う
げ
」よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
木
綿
反
物
）
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旧
家
で
暖
家
支
援

 
石い

し 
臼う

す 

珈コ
ー 

琲ヒ
ー 

体た
い 

験け
ん 　

　

初
企
画「
旧
家
で
暖あ

っ
た
か家

支
援
」 （
～
3
月
1
日
）の
期
間
中
、

新
し
い
試
み
と
し
て
２
回
に
分
け
て
実
施
し
た「
石
臼

珈
琲
体
験
」。七
輪
を
使
っ
て
焙
煎
し
た
珈
琲
豆
を
石
臼

で
挽
い
て
コ
ー
ヒ
ー
を
淹
れ
て
み
る（
ミ
ル
＝
製
粉
）と

い
う
、珈
琲
好
き
に
は
た
ま
ら
な
い
企
画
で
す
。

　

た
だ
し
こ
の
石
臼
珈
琲
体
験
、何
と
２
時
間
か
け
て

よ
う
や
く
カ
ッ
プ
一
杯
の
コ
ー
ヒ
ー
が
楽
し
め
ま
す
。

体
験
の
趣
旨
は
、珈
琲
の
文
化
に
つ
い
て
知
っ
て
も
ら

う
と
と
も
に
、楽
し
み
な
が
ら
昔
の
道
具
を
使
う
こ
と

に
あ
り
ま
す
。今
回
講
師
を
お
願
い
し
た
の
は
、当
施
設

指
定
管
理
者
の
メ
ン
バ
ー
で
、
カ
フ
ェ
を
営
む
北
村

さ
ん
。厳
選
し
た
生
の
珈
琲
豆
を
用
意
し
て
下
さ
り
、

豆
の
選
別
作
業
か
ら
参
加
者
は
体
験
し
ま
し
た
。

　

珈
琲
の
歴
史
や
淹
れ
方
な
ど
様
々
な
話
を
聞
き
、
そ
の

間
に
七
輪
で
炭
火
熾お

こ

し
。こ
れ
が
な
か
な
か
上
手
く
い

か
ず
、開
始
か
ら
既
に
30
分
が
経
過
。次
の
焙
煎
で
は

30
分
ほ
ど
腕
を
動
か
し
続
け
ま
す
。よ
う
や
く
焙
煎
が

終
わ
る
と
石
臼
で
ミ
ル
。交
代
で
作
業
を
続
け
、最
後

は
講
師
自
ら
が
珈
琲
を
淹
れ
、こ
れ
で
２
時
間
で
す
。

　

さ
て
、そ
の
味
は
、と
い
う
と
。ぜ
ひ
、来
年
も
実
施

を
予
定
し
て
い
ま
す
の
で
、み
な
さ
ん
で
参
加
し
て
体
験

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。　
　

  

（
旧
植
田
家
住
宅
ス
タ
ッ
フ
）

石 臼 珈 琲 体 験石 臼 珈 琲 体 験

旧家で暖家（あったか）支援

日にち限定イベント

1/18（土）

2/16（日）

七輪で焙煎した珈琲豆を石臼で挽いてみる会

※写真は2/16に実施した分の様子

これで 2 時間

七輪の炭火は火鉢で再利用 珈琲について説明する講師参加者たちで良い豆を選別ひたすら揺り動かすこと30分

珈琲の香ばしい匂いが広がる

専用の焙煎器で珈琲豆を焙煎

炭火を熾した七輪 様々な種類の珈琲豆

焙煎前の状態交代して石臼で珈琲豆を挽く
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旧
家
で
芸
能
・
伝
統
文
化  

落
語
の
会

　

毎
年
２
月
に
開
催
さ
れ
る「
落
語
の
会
」で
は
、

素
人
寄
席
・
天
満
天
神
の
会
に
出
演
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
出
演
者
は
、
初
め
て
の
方
か
ら
何
度
も

ご
出
演
い
た
だ
い
て
い
る
ベ
テ
ラ
ン
の
方
な
ど
、

演
目
も
含
め
て
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
ま
す
。

　

今
回
も
４
名
の
方
に
お
越
し
い
た
だ
き
、演
目
は

天
神
亭
つ
き
日
さ
ん
の「
初
天
神
」か
ら
始
ま
り
、

天
満
屋
芝
楽
さ
ん
の「
幸
助
餅
」、休
憩（
中
入
り
）

を
挟
ん
で
、
天
神
亭
真
ん
紀
さ
ん
の「
子
は
鎹

か
す
が
い」、

天
神
亭
岩
塩
さ
ん
の「
竹
の
水
仙
」
の
順
に
行
な

わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
個
性
が
発
揮
さ
れ
、
特

に
今
回
は
人
情
に
訴
え
か
け
る
噺
が
多
か
っ
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。そ
の
た
め
感
情
が
と
て
も
揺

さ
ぶ
ら
れ
、「
喜
」
の
感
情
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

「
哀
」
が
優
っ
て
笑
い
が
よ
り
豊
か
に
な
っ
て
い

く
よ
う
で
し
た
。

　

落
語
で
語
ら
れ
る
内
容
は
、時
代
や
人
物
な
ど

を
知
ら
な
く
て
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。ま
た

旧
植
田
家
住
宅
の
座
敷
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
で
、

文
化
的
背
景
と
も
相
ま
っ
て
、よ
り
身
近
に
感
じ

ら
れ
ま
し
た
。昔
の
く
ら
し
や
文
化
に
ふ
れ
て
み
る

機
会
と
し
て
来
年
の
開
催
も
期
待
し
ま
す
。

（
指
定
管
理
者 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｈ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｉ
）

出 演：素人寄席 天満天神の会

令和２年（2020）
2 月 1 5 日（ 土 ）
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開
館
一
〇
周
年
記
念
講
座

「
資
料
・
指
定
管
理
・
外
か
ら
見
る

　
　
　
　
　
　
　
　
旧
植
田
家
住
宅
」

　

安
中
新
田
会
所
跡
旧
植
田
家
住
宅
は
、二
〇
〇
九
年
の

開
館
か
ら
今
年
度
で
一
〇
周
年
を
迎
え
た
。先
駆
け
て

記
念
講
演
会
や
記
念
展
示
を
実
施
し
て
き
た
が
、十
二
月

か
ら
今
年
二
月
に
か
け
て
は
開
館
一
〇
周
年
記
念
講
座

全
三
回
を
開
講
し
た
。こ
れ
ま
で
の
歩
み
の
集
大
成
と

す
べ
く
、各
講
座
に
お
い
て
は
「
資
料
」「
指
定
管
理
者
」

「
外
部
」の
異
な
る
視
点
か
ら
見
え
る
旧
植
田
家
住
宅
に

つ
い
て
、各
担
当
講
師
が
解
説
し
た
。

第
一
回「
資
料
か
ら
見
る
旧
植
田
家
住
宅
」

　

令
和
元
年（
二
〇
一
九
）十
二
月
二
日（
月
）、ふ
だ
ん
は

土
日
の
午
後
に
行
な
っ
て
い
る
講
座
を
今
回
は
試
験
的

に
平
日
の
午
前
に
開
講
。い
つ
も
と
違
う
参
加
者
層
を

狙
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
裏
目
に
出
た
よ
う
だ
。

開館10周年記念講座
悪
天
候
も
後
押
し
、少
人
数
で
の
ス
タ
ー
ト
と
な
っ
た

第
一
回
講
座
は
、「
旧
植
田
家
住
宅
に
伝
わ
る
資
料
の

話
」と
題
し
て
、当
施
設
学
芸
員
が
一
〇
年
間
の
展
示
を

振
り
返
っ
た
。

　

ま
ず
は
自
己
紹
介
と
し
て
施
設
の
位
置
づ
け
と
指
定

管
理
者
、学
芸
員
の
役
割
等
に
つ
い
て
説
明
、旧
植
田
家

住
宅
の
沿
革
に
つ
い
て
も
お
さ
ら
い
を
し
た
。本
講
座

の
核
と
な
る「
資
料
」に
つ
い
て
は
約
四
万
点
に
の
ぼ
る

収
蔵
品
を
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
分
類
し
、本
題
の
展
示
に

つ
い
て
言
及
し
た
。こ
れ
ま
で
一
〇
年
間
で
四
〇
回
以
上

の
企
画
展
と
常
設
展
の
入
れ
替
え
も
行
な
っ
て
き
た
が
、

と
り
わ
け
四
つ
の
企
画
展
を
取

り
上
げ
て
資
料
調
査
の
過
程
や

新
発
見
の
資
料
に
つ
い
て
解
説
。

ま
だ
表
に
出
し
て
い
な
い
資
料

も
数
多
く
あ
り
、今
後
も
地
域

資
源
と
し
て
保
存
・
活
用
す
る

決
意
を
新
た
に
し
た
。

ギャラリートークも敢行
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開館10周年記念講座

開館10周年記念講座

開館10周年記念講座

第
二
回「
指
定
管
理
者
の
話
」

　

年
明
け
十
二
日（
日
）は
第
二
回「
指
定
管
理
者
の
話
」

を
開
講
。テ
ー
マ
が
い
ま
い
ち
不
明
確
と
い
う
ご
指
摘
も

受
け
つ
つ
、旧
植
田
家
住
宅
の
指
定
管
理
者
で
あ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
Ｈ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｉ
が
講
師
と
な
り
、そ
の
活
動
と
歴
史

に
つ
い
て
メ
ン
バ
ー
数
名
で
紹
介
し
た
。

　

施
設
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、ほ
と
ん
ど
の
場
合
は

外
面
的
な
部
分
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。本
講
座
で

は
内
部
の
こ
と
に
つ
い
て
、内
部
の
視
点
か
ら
活
動
を

振
り
返
っ
た
。前
理
事
長
の
挨
拶
と
活
動
紹
介
に
続
き
、

当
法
人
の
中
心
的
活
動
の
ひ
と
つ「
ま
ち
あ
る
き
マ
ッ

プ
」の
作
成
に
つ
い
て
制
作
者
の
北
村
氏
が
そ
の
意
義

と
成
果
に
つ
い
て
語
っ
た
。

　

最
後
に
現
理
事
長
の
澤
田
か

ら
は
、
現
在
過
去
未
来
と
つ
な

が
る
活
動
に
お
い
て
、
地
域
と

の
連
携
の
重
要
性
を
視
野
に
入

れ
な
が
ら
、
今
後
の
展
望
を
明

ら
か
に
し
た
。

第
三
回「
外
か
ら
み
た
旧
植
田
家
住
宅
」

　

第
三
回
講
座
は
二
月
一
日（
土
）、講
師
に
阪
南
大
学

国
際
観
光
学
部
准
教
授
の
和
泉
大
樹
先
生
を
お
迎
え
し
、

施
設
に
と
っ
て
も
最
大
の
関
心
事
で
あ
る「
外
部
か
ら

み
た
旧
植
田
家
住
宅
」（
の
評
価
）
に
つ
い
て
お
話
を

頂
い
た
。和
泉
先
生
に
は
年
二
回
の
施
設
管
理
運
営
会
議

に
も
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
頂
い
て
お
り
、客
観
的

か
つ
具
体
的
な
例
を
挙
げ
な
が
ら
施
設
の
活
動
に
つ
い
て

紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

今
回
の
テ
ー
マ
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
は「
そ
の
取

り
組
み
か
ら
考
え
る
魅
力
と
期
待
」。他
の
施
設
と
の
比

較
も
交
え
て
、全
体
的
に
高
評
価
を
い
た
だ
い
た（
よ
う

に
捉
え
た
）。と
く
に
地
域
性
や

時
代
性
を
活
か
し
た
事
業
の

展
開
は
施
設
の
魅
力
と
な
り
、

今
後
の
発
展
に
も
つ
な
が
る
と

い
う
。そ
の
た
め
の「
コ
ン
セ
プ

ト
」創
り
と
発
信
が
最
重
要
で

あ
る
と
締
め
括
ら
れ
た
。

和気藹々とした雰囲気に包まれて

様々なジャンルの方々が参加した
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◇
連
続
体
験
講
座「
手
習
い
所
～
其
の
壱
～
」

　

江
戸
時
代
の
学
問
所
・
寺
子
屋（
手
習
所
）で
は

「
よ
み
・
か
き
・
そ
ろ
ば
ん
」を
通
し
て
生
活
に
必
要

な
こ
と
を
学
ん
だ
と
い
い
ま
す
。
連
続
体
験
講
座

「
手
習
い
所
」で
は
、寺
子
屋
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
用

い
て
、古
今
東
西
の「
遊
び
」を
学
び
ま
す
。昨
年
と

同
様
、今
回
も
全
２
回
を
予
定
し
て
い
ま
し
た
が
、

新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
る
イ
ベ
ン
ト
自
粛
の
た
め

「
其
の
壱
」だ
け
の
実
施
と
な
り
ま
し
た
。

　

数
名
の
小
学
生
と
実
習
中
の
大
学
生
が
参
加
し
、

ま
ず
最
初
に「
判
じ
絵
」と
よ
ば
れ
る
江
戸
時
代
の

絵
解
き
ク
イ
ズ
に
挑
戦
。頭
を
柔
軟
に
し
た
と
こ
ろ

で
、続
い
て
江
戸
時
代
の
か
ら
く
り
玩
具「
俵
こ
ろ

ば
し
」を
現
代
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
を
、説
明

を
聞
き
な
が
ら
全
員
で
作
り
ま
し
た
。三
〇
分
ほ
ど

の
短
い
時
間
で
し
た
が
、最
後
に
完
成
し
た
玩
具
を

コ
ー
ス
で
転
が
し
、大
盛
り
上
が
り
で
し
た
。

（
旧
植
田
家
住
宅 

ス
タ
ッ
フ
）

※このイベントは体験講座です。
　書道やそろばんは教えません。

手習所とは…

江戸時代、手習師匠が町人の子弟に読み書きや計算

などを教えた学問施設のこと。

上方（関西）では寺子屋とよばれる。

2020.2.29" 其の壱 "
作って遊ぼう！

完成した玩具をコースで転がして遊ぶ
様子。
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【
休
植
田
家
住
宅
・
間
違
い
探
し
答
え
】

　

２
月
末
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大

対
策
と
し
て
国
か
ら
出
さ
れ
た「
全
国
小
中
高
の

一
斉
休
校
」の
要
請
を
受
け
、３
月
３
日
よ
り

旧
植
田
家
住
宅
も
臨
時
休
館
を
余
儀
な
く
さ
れ

ま
し
た
。当
初
２
週
間
の
休
館
予
定
も
延
長
が

続
き
、４
月
の「
緊
急
事
態
宣
言
」発
令
以
後
、

５
月
６
日
ま
で
の
延
長
が
決
ま
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
中
、
全
国
各
地
の
博
物
館
等
で
は
、

自
宅
で
楽
し
め
る
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
た
独
自

の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
発
信
す
る「
＃
エ
ア
博
物
館
」

【日
ひ び

日植田家住宅、始めます】

　「植田家だより」発行１号から４３号までの

10 年間、畑に特化して話題をお届けして参り

ました「なにわの伝統野菜栽培日記」に替わり、

今号からは畑を含む旧植田家住宅の日常と日用

を伝える「日日植田家住宅」を始めます。タイ

トルロゴの上に小さく「雑記帳」とあるように、

わざわざ言うことでもないような話題から、

何かしら役に立つこともあるかもしれない

情報などをお届けできればと思います。

日日植田家住宅
-日常から日用まで -

雑記帳

第１日：休植田家住宅

間違い探し～座敷編～

Stay
 hom

e

や「
＃
お
う
ち
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
な
ど
の
取
り

組
み
を
３
月
か
ら
始
め
て
い
ま
す
。
遅
れ
を

と
っ
て
旧
植
田
家
住
宅
で
も「
休
植
田
家
住
宅
」

と
し
て
４
月
に
座
敷
な
ど
を
活
用
し
た
リ
ア
ル

間
違
い
探
し
を
ブ
ロ
グ
で
公
開
し
ま
し
た
。

　

間
違
い
探
し
は
２
枚
の
写
真
を
見
比
べ
て
、

全
部
で
７
つ
の
間
違
い
を
探
す
も
の
で
、掃
除
と

資
料
整
理
が
て
ら
実
際
に
物
を
動
か
し
て
撮
影

し
ま
し
た
。
正
解
は
言
う
ま
で
も
な
く
簡
単

で
す
が
、折
角
な
の
で
こ
の
場
を
使
っ
て
答
え

合
わ
せ
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。ま
だ
の
人
は

ぜ
ひ
挑
戦
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

①床の間の掛軸が「稲荷詣（菅楯彦）」から「節句幟」になっている
②床の間の柱が貼りパネルで作成した偽物
③床の間の戸袋の引き手（四枚の戸）の順番が違う
④床の間に飾られた壷（a pot）が電気ポット（electric pot）に…
⑤「座敷１」のサインが「座敷２」になっている
⑥襖絵（松鶴図）の一面が別の一面になっている
⑦座敷机がひとまわり小さな机に替わっている

↑正の図　　　　　　　　　　　　　　　間違いの図↓

答 え
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四
会
所
だ
よ
り

 「
新
開
池
と
大
蛇
伝
説
」

　

出
雲
の
八ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ

岐
大
蛇
は
斐
伊
川
そ
の
も
の
で
あ
る
。

山
腹
に
伸
び
る
斐
伊
川
支
流
や
下
流
部
の
網
状
流
は
八
つ

の
尾
と
頭
を
表
し
て
い
る
。「
腹
は
い
つ
も
血
が
に
じ
ん
で

い
る
」
の
は
鉄か

ん
な穴

流
し
で
砂
鉄
を
採
集
す
る
た
め
に

花
崗
岩
を
切
り
崩
し
た
赤
土
が
常
に
流
れ
て
い
た
、あ
る

い
は
酸
化
に
よ
っ
て
赤
変
し
た
砂
鉄
が
流
れ
て
い
た
と
も

解
釈
で
き
る
。大
蛇
伝
説
は
出
雲
の
み
な
ら
ず
各
地
に

派
生
が
み
ら
れ
る
。こ
こ
河
内
で
は
大
和
川
付
け
替
え

に
も
大
蛇
が
関
わ
っ
て
い
た
、狭
山
池
の
雌
の
大
蛇
は

貴
志
に
棲
む
雄
の
大
蛇
の
と
こ
ろ
へ
通
う
道
中
で
田
畑

を
荒
ら
し
た
、な
ど
な
ど
。

　

大
和
川
付
け
替
え
工
事
の
後
新
開
池
は
干
拓
さ
れ
、

そ
の
大
部
分
が「
鴻
池
新
田
」に
な
っ
た
。よ
く「
埋
め

立
て
た
」と
表
現
さ
れ
る
が
、わ
ざ
わ
ざ
他
所
か
ら
土
を

運
ん
で
客
土
し
た
と
は
考
え
に
く
く
、縦
横
無
尽
に
水
路

を
掘
っ
て
、そ
の
残
土
を
盛
り
上
げ
圃
場
に
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。開
発
当
初
は
約
１
５
５
ha
で
あ
っ
た
が
、周
辺
の

新
田
の
買
収
を
す
す
め
幕
末
ま
で
に
は
約
２
０
０
ha
と

な
っ
た
。大
和
川
付
け
替
え
に
よ
っ
て
で
き
た
新
田
地
の

総
面
積
が
約
１
１
６
０
ha
な
の
で
、鴻
池
新
田
は
相
当

（24）

な
割
合
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

新
開
池
は
内な

い
す
け
が
ふ
ち

助
ケ
渕
、あ
る
い
は
勿
な
い
り
そ
の
ふ
ち

入
渕
と
も
呼
ば
れ

て
い
た
。新
田
開
発
以
前
は
周
囲
の
村
々
は
新
開
池
で
漁

を
し
、生
計
を
立
て
て
い
た
よ
う
だ
。も
ち
ろ
ん
漁
だ
け

で
は
な
く
、田
畑
を
持
ち
農
作
業
に
も
従
事
し
て
い
た

だ
ろ
う
。内
助
ケ
渕
は
長
田
の
長
者
屋
敷
の
下
男（
あ
る

い
は
漁
師
）・
内
助
の
名
に
由
来
し
、つ
い
最
近
ま
で「
東

大
阪
市
長
田
内
介
」と
い
う
住
所
地
が
あ
っ
た
。勿
入
渕

の「
勿
」は「
禁
」の
字
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち「
入
る
な
か
れ
の
渕
」と
い
う
意
で
あ
る
。

　

新
開
池
に
つ
い
て
の
誤
解
を
解
い
て
お
こ
う
。新
開
池

に
寝
屋
川
や
大
和
川
が
流
れ
込
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な

い
。厳
密
に
は
寝
屋
川
や
大
和
川
水
系
と
は
人
為
的
に
切

り
離
さ
れ
て
い
た
。新
開
池
は
古
川
や
楠
根
川
、菱
江
川

と
寝
屋
川
と
の
合
流
点
周
辺
の
堤
内
地
で
滞
水
し
て
い

た「
内
水
」で
あ
る
。寝
屋
川
と
と
も
に
古
川
や
楠
根
川
、

菱
江
川
は
天
井
川
化
し
て
後
背
低
地
と
の
比
高
が
大
き

く
な
り
、合
流
地
点
付
近
の
後
背
低
地
に
集
ま
っ
た
水

（
内
水
）は
こ
れ
ら
の
河
川
に
排
水
で
き
な
く
な
っ
た
。

こ
う
し
て
で
き
た
水
溜
り
が
新
開
池
の
正
体
で
あ
る
。

　

新
開
池
に
も
大
蛇
伝
説
が
あ
る
。先
の
内
助
は
主
人

に
大
蛇
で
あ
る
こ
と
を
見
破
ら
れ
、そ
の
ま
ま
新
開
池

に
飛
び
込
ん
で
姿
を
消
し
た
と
い
う
。ま
た
、内
助
ケ
渕
の

池
床
を
干
拓
し
よ
う
と
し
た
時
、通
り
が
か
っ
た
僧
侶
が

渕
の
主
で
あ
る
大
蛇
が
怒
り
狂
っ
て
い
る
の
で
村
人
に

開
発
を
断
念
す
る
よ
う
諭
し
た
も
の
の
、忠
告
を
聞
き

入
れ
る
こ
と
な
く
工
事
を
す
す
め
て
し
ま
っ
た
。す
る
と

工
事
を
主
導
し
た
者
の
家
が
燃
え
、村
人
は
大
蛇
の
祟
り

に
恐
れ
を
な
し
工
事
を
中
断
し
た
と
い
う
。あ
る
い
は

西
堤
神
社
の
水
神
様
は
雨
乞
い
の
神
で
あ
り
、内
助
ケ
渕

に
棲
む
大
蛇
が
水
神
様
を
飲
み
込
も
う
と
し
た
が
失
敗
し
、

鱗
を
一
枚
残
し
て
去
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

　

夢
の
な
い
話
で
申
し
訳
な
い
。大
蛇
な
ど
い
よ
う
は
ず

が
な
い
。ま
し
て
や
人
が
大
蛇
に
変
身
す
る
こ
と
も
あ
り

え
な
い
。
大
蛇
の
鱗
も
か
な
り
怪
し
い
。
お
そ
ら
く
は

新
開
池
に
安
易
に
入
る
こ
と
、安
易
に
開
拓
す
る
こ
と
を

警
告
す
る
た
め
に
で
き
た
説
話
で
あ
ろ
う
。と
は
い
え
、

新
開
池
は
渇
水
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
計
ら
っ
て
干
拓
が

す
す
み
、徐
々
に
縮
小
し
て
い
っ
た
。江
戸
時
代
の
初
め
頃

は
長
田
付
近
に
ま
で
水
域
が
広
が
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

長
田
旧
村
が
載
っ
て
い
る
自
然
堤
防
は
、周
辺
よ
り
一
段

高
く
な
っ
て
い
る
。こ
の
高
ま
り
は
新
開
池
の
南
岸
と

な
っ
て
い
た
。新
開
池
の
干
拓
は
長
田
付
近
か
ら
始
ま
り
、

大
和
川
付
け
替
え
直
前
に
は
北
側
の
楠
根
や
稲
田
は
す
で

に
干
拓
を
終
え
て
い
た
。さ
て
、渇
水
で
水
が
引
く
と
池

の
底
に
は「
蛇
行
流
路
」が
現
れ
る
。こ
の
よ
う
な
蛇
行

流
路
を
大
蛇
に
見
立
て
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
国
史
跡
・
重
要
文
化
財 

鴻
池
新
田
会
所　

別
所
秀
高
）

鴻
池

新
田
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【
植
田
家
住
宅
の
・
ち
ょ
っ
と
だ
け
・
ト
ピ
ッ
ク
ス
】

　

◆
終
了
し
た
イ
ベ
ン
ト

 

・「
旧
家
で
記
念
撮
影
～
新
年
・
成
人
の
日
～
」

　  

　 

　
　   

＝
２
０
２
０
年
１
月
5
日（
日
）～
26
日（
日
） 

　

２
０
２
０
年（
令
和
２
年
）
も
無
事
新
年
を
迎
え
、

そ
の
記
念
と
成
人
の
日
の
お
祝
い
に「
旧
家
で
記
念

撮
影
」の
イ
ベ
ン
ト
を
期
間
中
に
実
施
。一
生
に
一
度

で
リ
ピ
ー
タ
ー
が
な
い
イ
ベ
ン
ト
だ
け
に
毎
年
固
定

の
利
用
は
期
待
で
き
な
い
も
の
の
、
今
年
も
新
成
人

と
そ
の
ご
家
族
等
が
数
名
、艶
や
か
な
着
物
姿
で
来
館

し
、記
念
撮
影
を
楽
し
ん
だ
。対
象
と
な
る
新
成
人
に

は
、撮
影
し
た
写
真
の
印
刷
・
転
送
サ
ー
ビ
ス
の
ほ
か
、

受
付
で
は
景
品
付
の
お
み
く
じ
も
用
意
し
た
。

 

・
令
和
最
初
の「
こ
ど
も
の
た
め
の
お
茶
会
」

　  

　
　
　
　
　
　
　
　    

＝
２
０
２
０
年
１
月
19
日（
日
）

　

４
歳
児
か
ら
中
学
生
ま
で
を
対
象
に
し
た
、
令
和

最
初
の「
こ
ど
も
の
た
め
の
お
茶
会
」
に
は
、
今
年
も

多
く
の
親
子
連
れ
が
訪
れ
た
。地
元
女
性
会
の
方
々
の

協
力
に
よ
り
、こ
ど
も
た
ち
は
大
人
と
一
緒
に
入
室
か

ら
着
座
、お
菓
子
、お
茶
に
至
る
ま
で
の
作
法
を
ひ
と

通
り
体
験
し
た
。ひ
と
り
ず
つ
順
番
が
回
っ
て
く
る
に

つ
れ
て
緊
張
感
が
高
ま
る
中
、前
の
人
の
所
作
を
じ
っ

く
り
と
観
察
し
な
が
ら
イ
メ
ー
ジ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を

す
る
。親
子
で
参
加
で
き
る

安
心
感
か
ら
、こ
ど
も
た
ち

は
の
び
の
び
と
お
茶
を
楽

し
ん
で
い
た
様
子
だ
っ
た
。

当
日
は
着
物
姿
や
自
作
の

茶
碗
を
持
参
す
る
こ
ど
も

の
姿
も
あ
っ
た
。

 

・「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示
２
０
１
９
」終
了

　  

　 

　
　   

＝
２
０
２
０
年
１
月
5
日（
日
）～
31
日（
金
） 

　

今
年
度
で
11
回
目
の
開
催
を
迎
え
た「
ギ
ャ
ラ
リ
ー

展
示
」
で
は
、２
０
１
９
年
に
公
募
し
た
７
作
品
を
、

新
年
１
月
の
期
間
中
に
展
示
。今
回
も「
新
旧
大
和
川

と
新
田
会
所
周
辺
の
風
景
」

を
テ
ー
マ
と
し
て
、様
々
な

写
生
作
品
が
集
ま
っ
た
。

旧
大
和
川
の
歴
史
や
風
景
、

現
在
の
ま
ち
な
み
の
魅
力

な
ど
を
再
発
見
で
き
る
機
会

と
な
っ
た
。

 

・
今
年
は
寂
し
い「
ひ
な
祭
り
」

　
　
　  

＝
２
０
２
０
年
２
月
22
日（
土
）～
3
月
15
日（
日
） 

　

毎
年
人
気
の「
旧
家
で
記
念
撮
影
～
ひ
な
祭
り
～
」。

今
年
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
の

た
め
、開
始
早
々
に
臨
時
休
館
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

時
間
を
か
け
て
雛
飾
り
の
準
備
に
取
り
組
ん
で
く
れ

た
実
習
生
た
ち
の
苦
労
も
む
な
し
く
、一
週
間
だ
け
の

お
披
露
目
と
な
っ
た
。そ
の
中
で
、早
期
に
来
館
者
が

あ
っ
た
こ
と
は
せ
め
て
も
の
救
い
で
あ
っ
た
が
、や
は

り「
♪
今
年
は
寂
し

い
、
ひ
な
祭
り
～
♪
」

で
あ
っ
た
。

　
（
旧
植
田
家
住
宅
ス
タ
ッ
フ
）

茶碗のもち方を教えられる様子

一週間だけのお披露目

旧植田家住宅・神舎の狐も描かれた
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二
〇
二
〇
年
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ

れ
る
予
定
で
す
が
、
前
回
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

イ
ヤ
ー
に
今
東
光
は
ど
の
よ
う
な
歳
月
を
過
ご
し

て
い
た
の
か
気
に
な
り
ま
し
た
。

　

一
九
六
四
年
の
年
が
明
け
て
す
ぐ
の
二
月
に

東
光
は
長
年
の
友
人
だ
っ
た
作
家
仲
間
の
尾
﨑
士
郎

を
見
送
っ
て
い
ま
す
。戒
名
も
東
光
が
文
光
院
殿

士
山
豪
雄
大
居
士
と
名
づ
け
て
い
ま
す
。

　

川
端
康
成
が
弔
辞
を
読
む
な
ど
、同
年
代
の
多
く

の
作
家
が
尾
﨑
の
死
を
悼
み
ま
し
た
。尾
﨑
の
訃
報

が
流
れ
て
す
ぐ
に
東
光
の
追
悼
文
が
朝
日
新
聞
に

掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
彼
は
良
き
奥
さ
ん
を
得
て
晩
年
は
幸
福
な
人
生

　
を
送
っ
た
と
確
信
す
る
。そ
れ
が
せ
め
て
も
の
僕

　
の
慰
め
だ
が
、六
十
有
六
年
の
生
涯
は
あ
ま
り
に

　
短
い
と
い
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。僕
と
同
年
で
、

　
一
カ
月
早
く
生
れ
た
彼
を
喪
う
こ
と
は
片
腕
を

　
取
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
す
る
の
だ
。現
代
が
進
歩

落
穂
拾
い

　

 -
今
東
光
の
薫
風- 

（三
十
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
・
伊
東  

健

　
し
た
な
ど
と
た
わ
ご
と
を
ぬ
か
し
て
い
る
が
、

　
ガ
ン
ひ
と
つ
治
す
こ
と
が
で
き
な
く
て
何
の
進
歩

　
ぞ
や
だ
。
僕
は
哀
し
さ
の
あ
ま
り
腹
が
立
っ
て

　
た
ま
ら
ん
。

　 （「
悲
壮
美
描
い
た
文
人
尾
崎
士
郎
氏
を
悼
む
」よ
り
昭
和
三
十
九

　  

（
一
九
六
四
）年
二
月
十
九
日
付
朝
日
新
聞
東
京
版
朝
刊
よ
り
）

　

尾
﨑
士
郎
の
逝
去
は
十
九
日
の
午
前
零
時

五
十
三
分
だ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

東
光
が
そ
の
日
の
朝
刊
に
追
悼
文
を
寄
せ
た
の

は
、
早
わ
ざ
を
通
り
越
し
て
、
神
技
に
近
い
気
が

し
ま
す
。

　

さ
ら
に
詳
し
く
調
べ
て
み
る
と
、こ
の
追
悼
文

は
東
京
版
と
大
阪
版
の
朝
刊
で
は
内
容
が
微
妙
に

異
な
っ
て
い
る
の
を
発
見
し
て
、さ
ら
に
驚
い
て

し
ま
い
ま
す
。
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
比
較
の

詳
細
は
割
愛
し
ま
す
が
、先
に
引
用
し
た
波
線
部
分

は
大
阪
版
に
は
な
い
追
加
の
文
章
に
な
り
ま
す
。

大
阪
版
を
書
い
て
か
ら
、
東
京
版
を
書
き
直
し
、

電
話
で
読
み
あ
げ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
真
相
は

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、興
味
深
い
事
実
で
す
。

　

お
よ
そ
十
年
後
、東
光
が
同
じ
病
と
闘
う
こ
と

に
な
る
こ
と
も
想
像
で
き
ま
せ
ん
が
、再
発
し
た

ガ
ン
だ
っ
た
こ
と
も
東
光
に
残
念
な
思
い
を
募
ら

せ
た
よ
う
で
す
。

コ
ラ
ム

　
　
尾
崎
士
郎
の
癌
が
再
発
し
た
ら
し
い
と
い
う

　
噂
を
大
阪
で
聞
い
て
、僕
は
、ど
き
ん
と
し
た
。

　（
し
ま
っ
た
ー
）と
い
う
感
じ
だ
。

　
と
い
う
の
は
彼
自
身
、
僕
に（
こ
の
ま
ん
ま
再
発

　
さ
え
し
な
け
れ
ば
俺
は
文
字
通
り
ラ
ッ
キ
ー
士
郎

　
だ
よ
）と
言
っ
て
い
た
か
ら
だ
。無
論
、僕
も
神
か
け

　
て
再
発
し
な
い
こ
と
を
念
じ
て
い
た
の
だ
。

　
　
　   （「
尾
崎
士
郎
の
片
鱗
」『
中
央
公
論
』
所
収
、

　
　
　
　   

昭
和
三
十
九
（
一
九
六
四
）年
五
月
号
特
別
付
録
よ
り
）

　

尾
﨑
士
郎
と
今
東
光
は
お
互
い
の
力
量
を
認
め

合
う
似
た
者
同
士
と
も
い
え
ま
す
。「
人
生
劇
場
」

で
一
世
風
靡
を
し
な
が
ら
、敗
戦
後
の
日
本
社
会

で
は
戦
争
協
力
者
と
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
、公
職

追
放
と
な
り
休
筆
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
尾
﨑
士
郎

は
、一
方
で
今
東
光
の
復
活
を
予
言
し
て
い
た
仲
間

で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

あ
あ
、紙
数
が
尽
き
ま
し
た
。
続
き
は
次
回
に
。

＊本文は 2 月時点のものです。4 月現在「緊急事態宣言」により5/6 まで八尾市の一部公共施設は臨時休館しています（今後、変更の場合あり）。

今東光資料館・春季企画展示「1964 年の
東光」＊臨時休館中（～ 4 月末現在）

（写真提供：今東光資料館）
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