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秋季企画展「旧植田家、大運動会」 2022年9/16（金）ー12/5（月）
旧植田家が関わった選挙運動、反対運動、教育・事業などの様々な運動（活動）について紹介します。

冬季企画展「昔のくらし～映・屋・灯～」12/10（土） ー3/13（月） 
昭和時代までの明かりを中心に、旧植田家にのこる懐かしい生活道具などを展示します。

※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

乙女文楽の世界

2022 年５月に開催した「旧家で芸能・伝統
文化」。文楽人形を女性一人で操る「乙女文
楽」の公演を行なった。イベントは事前申込
制で、満員御礼。表紙は開演前の会場の様子。
イベントの詳細は 8 ～ 9 頁を参照。
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令
和
４
年
度  

春
季
企
画
展 

 

ぐ
る
り
春
夏
秋
冬
、雪
月
花

　

普
段
わ
た
し
た
ち
は
四
季（
春
夏
秋
冬
）を
通
じ

て
時
の
流
れ
を
知
り
、そ
の
中
で
自
然
を
感
じ
て

い
る
。ま
た
年
中
行
事
や
慣
習
な
ど
人
々
の
営
み

か
ら
も
季
節
を
意
識
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

江
戸
時
代
か
ら
続
く
旧
植
田
家
住
宅
に
は
、お

よ
そ
３
０
０
点
の
掛
軸
が
伝
わ
り
、時
節
に
応
じ

て
床
の
間
に
飾
ら
れ
た
。
当
時
の
保
管
場
所
で

あ
っ
た
土
蔵
の
棚
に
は
掛
軸
が
ま
と
め
て
収
蔵
さ

れ
、そ
れ
ぞ
れ
の
箱
に
は「
春
夏
秋
冬
」
や
「
仏
事
」

な
ど
の
表
記
が
旧
植
田
家
に
お
い
て
記
さ
れ
て
い

た
。掛
軸
に
描
か
れ
た
自
然
の
風
景
か
ら
四
季
を

読
み
取
り
、そ
の
時
を
大
切
に
し
た
往
時
の
人
々

の
想
い
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
企
画
展
で
は
掛
軸
を
中
心
に「
雪
月
花
」（
自

然
の
美
し
い
景
物
）が
示
す
季
節
と
時
節
を
重
ん

じ
た
旧
植
田
家
の
く
ら
し
が
分
か
る
掛
軸
お
よ
そ

20
点
を
前
・
後
期
に
分
け
て
紹
介
し
た
。

【
春
・
夏
・
秋
・
冬
】

　

こ
れ
ま
で
の
企
画
展
や
通
常
展
な
ど
で
も
度
々

登
場
し
て
い
る
明
心
和
尚
に
よ
る
書（「
春
夏
秋
冬
」

シ
リ
ー
ズ
）の
掛
軸
を
は
じ
め
、今
回
は
季
節
の
移
ろ

←目録はこちら
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い
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
、各
季
節
ご
と
に
「
山
水
」と

２
点
の
掛
軸（
計
３
点
ず
つ
）
を
セ
ッ
ト
で
展
示
し
、

後
期
も
同
様
に
展
示
替
え
を
行
な
っ
た
。「
山
水
」の

風
景
は
ど
れ
も
構
図
が
似
て
い
る
た
め
一
見
違
い

が
な
い
様
に
思
わ
れ
る
が
、よ
く
見
る
と
季
節
ご
と

に
描
か
れ
る
景
物
が
異
な
り
、そ
の
空
気
に
も
違
い

が
あ
る
よ
う
に
見
え
て
く
る
。季
節
の
違
い
を
明
確

に
分
け
て
い
る
の
は
、や
は
り
自
然
の
物
で
あ
り
、

作
者
が
描
こ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
鑑
賞
者
と
の

間
で
行
な
わ
れ
る
心
の
対
話
と
も
い
え
る
。

　

ま
た
掛
軸
以
外
に
も
、夏
に
用
い
る
扇
子
と
い
う

道
具
そ
の
も
の
や
、そ
の
意
匠
に
も
季
節
が
表
現
さ

れ
て
い
る
。複
数
の
作
者
が
一
冊
の
帳
面
に
思
い

思
い
の
作
品
を
残
す『
画
帖
』の
中
に
も
四
季
を
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。さ
ら
に
携
帯
に
便
利
な

『
四
季
の
持
扇
』
は
俳
句
・
俳
諧
な
ど
に
用
い
る

い
わ
ゆ
る
歳
時
記
で
、江
戸
時
代
の
人
々
が
ど
の

よ
う
に
季
節
を
捉
え
て
い
た
の
か
を
知
る
た
め
の

資
料
で
も
あ
る
。

　

本
企
画
展
を
通
し
て
、連
綿
と
続
く
日
常
生
活

の
中
で
四
季
の
彩
り
を
改
め
て
気
づ
か
せ
て
く
れ

る「
も
の
の
美
」に
触
れ
ら
れ
た
と
と
も
に
、旧
植

田
家
が
今
に
伝
え
残
し
た
こ
と
の
有
難
さ
を
現
代

人
と
し
て
誇
り
に
思
え
た
。

（
学
芸
員　

安
藤 

亮
）

夏の扇子（上）。雨に打たれる葉の上
をよく見るとカタツムリの姿（下）。

様
々
な
作
者
の
作
品
を
収
め
た「
画
帖
」。

「
花
」
の
中
に
は
自
然
の
動
植
物
が
さ
ら
に

描
か
れ
て
い
る

『大増補 四季の持扇』は江戸時代の
俳句・俳諧辞書（いわゆる歳時記）。

ぐるり展示替え（後期の掛軸）

かつて旧植田家の床の間に飾られた四季折々の掛軸が展示室を囲む（前期）
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【
通
常
展
】

大
和
川
付
替
え
と
植
田
家
の
収
蔵
品

　
　
　
　
　
　
　

   

：
ち
ょ
っ
と
茶
道
具

　

旧
植
田
家
住
宅
の
展
示
室
で
は
企
画
展
が
開
催
さ
れ

て
い
な
い
期
間
、「
通
常
展
」と
し
て
大
和
川
付
け
替
え

の
歴
史
と
旧
植
田
家
の
足
跡
が
分
か
る
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
パ
ネ
ル
展
示
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。ま
た
同
時
に
植

田
家
の
収
蔵
品
の
一
部
も
紹
介
し
て
お
り
、
今
回
は

「
ち
ょ
っ
と
茶
道
具
」の
テ
ー
マ
で
茶
道
具
の
優
品
か

ら
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
ま
で
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

　

通
常
展
で
の
収
蔵
品
の
展
示
は
、過
去
の
企
画
展
に

登
場
し
た
も
の
や
時
期
に
応
じ
た
も
の
な
ど「
学
芸
員

の
気
ま
ぐ
れ
」で
毎
回
展
示
が
変
わ
り
ま
す
。何
が
展
示

さ
れ
て
い
る
の
か
は
、来
て
の
お
楽
し
み
と
い
っ
た
要

素
も
あ
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
今
回
の
展
示
は
、２
０
１
６
年
開
催
の
企

画
展
か
ら
陶
製
耳
付
水
指
、貼
交
風
炉
先
屏
風
、大
西

浄
雪
作
の
鉄
製
丸
釜
、茶
掛
の
軸「
壺
中
日
月
長
」、楽

家
十
代
旦
入
作
の
黒
楽
茶
碗
、同
六
代
左
入
作
の
赤
楽

茶
碗
、
刷
毛
目
三
島
手
茶
碗（
萩
焼
）、俵
鼠
文
茶
碗
、

木
津
宗
詮
の
茶
杓
、中
村
宗
哲
の
棗
、銀
製
香
炉
ほ
か
、

通
常
展
と
は
思
え
な
い
顔
ぶ
れ
で
す
。こ
う
し
た
貴
重

な
文
化
遺
産
を
当
た
り
前
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
も

旧
植
田
家
住
宅
の
ス
ゴ
イ
所
で
す
。ぜ
ひ
通
常
展
に
も

足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。　
　
　
　

  

（
学
芸
員 

安
藤 

亮
）

旧大和川の変遷や付替えを紹介するパネル

楽茶碗などの優品からユニークな茶碗まで

ちょっと茶道具（風炉先屏風・釜・茶掛の軸）を展示

木津宗詮の茶杓

猪の載った香合

「通常展」のすすめ
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　  　　大阪教育大学教育コラボレーション演習

　まちあるきの一環で旧植田家住宅

と近辺の魅力的な「植物」について

まっぷを作成しました！みなさんも

ちょこっと寄り道してみては？

※周辺情報や正確な道のりを知りたい方は、安中新田会所跡旧植田家住宅まで。
　また、当施設で配架する「歩いてたのしむ植松ぶらっとまっぷ」もぜひご覧ください！

一年を通じて庭と植物を楽しむ
ことができます。

樹齢千年といわれ、大阪府の天然
記念物にもなっています。

木綿や色々な花を地域の方々で
管理しています。

秋が近づくと境内では萩が咲き、
9月中旬に見ごろを迎えます。

春は桜、夏はアジサイが
川沿いを彩ります。

大阪教育大学3回生（李勝美・吉川つぐみ）

北
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旧
家
で
芸
能
伝
統
文
化

 

乙
女
文
楽
の
世
界

　

コ
ロ
ナ
が
一
時
の
落
ち
着
き
を
見
せ
た
５
月
、

旧
植
田
家
住
宅
で
は
数
年
ぶ
り
の
実
施
と
な
る
観
客

を
入
れ
て
の
夜
間
公
演
を
開
催
。来
場
者
も
一
抹

の
不
安
と
た
っ
ぷ
り
の
期
待
を
も
っ
て
、こ
の
日

は
満
員
御
礼
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で「
落
語
の
会
」や
「
講
談
と
の
こ
ぎ
り

音
楽
の
会
」を
実
施
し
た「
旧
家
で
芸
能
伝
統
文
化
」

の
枠
で
、
初
の「
乙
女
文
楽
」
を
披
露
し
て
く
だ

さ
っ
た
の
は
、乙
女
文
楽
人
形
遣
い
の
吉
田
光
華

氏
と
弟
子
の
光
寄
氏
。公
演
で
は
乙
女
文
楽
の
実
演

と
と
も
に
お
話
や
映
像
も
交
え
、約
50
分
間
そ
の

世
界
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

【
思
い
の
た
け
】

　

伝
統
的
に
三
人
の
男
性
が
一
体
の
人
形
を
遣
う

文
楽
と
は
異
な
り
、「
乙
女

文
楽
」は
女
性
一
人
で
人
形

を
操
る
。そ
の
歴
史
は
ま
だ

長
く
は
な
い
が
、乙
女
文
楽

が
誕
生
し
た
文
化
的
な
背
景

や
変
遷
、現
代
へ
の
継
承
な

ど
興
味
は
尽
き
ず
、新
た
な

実演・お話・映像で「乙女文楽の世界」にふれるひと時。
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可
能
性
も
多
く
含
ん
で
い
る
。ま
た
、初
め
て
見

た
人
形
の
機
構
や
動
作
に
は
終
始
驚
か
さ
れ
た
。

優
雅
な
舞
い
、細
か
な
仕
種
、感
情
表
現
な
ど
が

全
て
詰
ま
っ
た「
思
い
の
た
け
」の
演
目
で
は
、

光
華
氏
と
人
形
が
ま
さ
に
一
体
と
な
り
、一
人

の
女
性（
人
形
）
の
姿
に
観
客
は
吸
い
込
ま
れ

て
い
っ
た
。

　

実
演
後
は
弟
子
の
光
寄
氏
に
よ
る
乙
女
文
楽

の
解
説
と
、師
匠
・
光
華
氏
の
原
点
を
紹
介
す
る

映
像
を
視
聴
。
さ
ら
に
光
華
氏
自
身
が
、
こ
れ

ま
で
の
活
動
に
つ
い
て
楽
し
く
お
話
を
さ
れ
、

近
況
も
含
め
た〝
思
い
の
た
け
〟を
語
ら
れ
た
。

吉田光寄氏による「白扇」

お
待
ち
か
ね
。吉
田
光
華
氏
の「
藤
娘
」。

【
白
扇
～
藤
娘
～
終
演
】

　
「
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
」と
題
し
た
吉
田
光
華
氏
の

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
映
像
を
拝
見
し
た
後
、続
い

て
光
寄
氏
が「
白
扇
」を
披
露
。人
形
も
女
性
で

は
な
く
男
性
の
人
形
を
遣
わ
れ
、演
舞
に
は
動
的

な
要
素
と
力
強
さ
が
伝
わ
っ
た
。因
み
に
光
寄

氏
は
男
性
で
乙
女
文
楽
を
継
承
さ
れ
て
い
る
と

い
い
、そ
れ
も
ま
た
乙
女
文
楽
の
魅
力
と
可
能

性
の
一
つ
で
も
あ
る
。

　

そ
し
て
お
待
ち
か
ね
の「
藤
娘
」
を
光
華
氏

が
約
７
分
に
わ
た
っ
て
熱
演
。華
や
か
で
あ
り
、

た
お
や
か
な
乙
女
文
楽
の
世
界
に
す
っ
か
り

と
魅
了
さ
れ
て
い
く
様
だ
っ
た
。終
演
後
に
は

ち
ょ
っ
と
し
た
お
楽
し
み
も
あ
り
、最
後
の
最
後

ま
で
癒
さ
れ
、一
時
で
も
日
常
の
疲
れ
を
全
て

忘
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
指
定
管
理
者 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｈ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｉ
）
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こ
ど
も
昔
く
ら
し
体
験 

２
０
２
２ 

夏
編

　

今
年
も
や
っ
ぱ
り
暑
い
夏
。し
か
も
今
年
は

６
月
か
ら
真
夏
日
・
猛
暑
日
が
続
い
て
さ
ら
に

暑
さ
を
感
じ
ま
し
た
。旧
植
田
家
住
宅
が
で
き

た
江
戸
時
代
や
植
田
さ
ん
が
生
活
し
て
い
た

頃（
昭
和
）の
夏
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
な
？

　

と
い
う
こ
と
で
、今
年
も
子
ど
も
た
ち
に
昔

の
夏
の
く
ら
し
を
体
験
し
て
も
ら
う「
こ
ど
も

昔
く
ら
し
体
験 

夏
編
」を
夏
真
っ
盛
り
の
７
月

23
日（
土
）に
行
な
い
ま
し
た
。

　

去
年
は
３
人
の
子
ど
も
が
参
加
し
、わ
い
わ
い

ご
ろ
ご
ろ
昔
の
夏
を
体
験
し
ま
し
た
が
、今
年
は

な
ん
と
暑
さ
の
せ
い
か
コ
ロ
ナ
の
せ
い
か
キ
ャ

ン
セ
ル
も
あ
り
、参
加
者
は
小
学
３
年
生
の
男
の

子
一
人
だ
け
で
し
た
。ま
さ
に
貸
し
切
り
状
態
で

の
イ
ベ
ン
ト
で
し
た
が
、ま
ず
は
ク
ー
ラ
ー
の
効

い
た
講
座
室
で
昔
の
夏
の
話
を
聞
い
た
後
、暑
い

主
屋
に
移
動
。昔
の
道
具
探
し
や
、庭
で
は
井
戸

水
で
の
打
ち
水
体
験
も
行
な
い
ま
し
た
。

　

恒
例（
？
）
の
冷
た
い
板
の
間
で
ゴ
ロ
ゴ
ロ

や
縁
側
で
涼
み
な
が
ら
の
ア
イ
ス
も
、ス
タ
ッ

フ
と
一
緒
に
堪
能
し
ま
し
た
。毎
年
苛
酷
に
な

る
夏
の
暑
さ
が
か
え
っ
て
浮
き
彫
り
に
な
っ
た

昔
の
く
ら
し
体
験
で
し
た
。　
　

    

（
ス
タ
ッ
フ
）

蚊帳（かや）の中

黒電話は夏の道具ではないです

夏といえば氷冷蔵庫。正解。
最後は再び縁側で休憩

風通しの良い縁側

昔はつるべで水をくんでいた !?

井戸水の水温を計ってから、打ち水に挑戦！

昔の夏の道具を探そう！

2022年7月23日（土）
夏編

やっぱり あついよ～

2 0 2 2
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11

日日植田家住宅
-日常から日用まで -

雑記帳

 第8日：夏色々、
　　 マンジークイズ正解発表

Seikai Happyo!

【続・旧植田家住宅事業体験交流会】

　市内の文化財関連施設を対象に「旧植田家

住宅の事業を体験してもらい交流を深める会」

略して「旧植田家住宅事業体験交流会」の第３

回目を 7 月９日（土）に行ないました。今回は

８月・９月予定の「かまどでご飯炊き体験」に

備えて、関係者だけで実際に羽釜でご飯を炊

いてみました。参加者が全員初体験という中、

ドキドキしながら炊けた初めてのご飯の味

に、「美味しい」の言葉しか出ませんでした。

【
夏
色
々
、冷
や
し
旧
家
と
Ｚズ

ー
ｏ
ｏ
宅
】

　

旧
植
田
家
住
宅
の
夏
は
７
月
か
ら
９
月
ま
で

の
納
涼
企
画「
冷
や
し
旧
家
、は
じ
め
ま
し
た
。」

か
ら
始
ま
り
ま
す
。今
年
は
既
に
６
月
か
ら
猛
暑

が
続
き
、「
冷
や
し
旧
家
」が
待
遠
し
い
夏
と
な

り
ま
し
た
。
そ
の
準
備
を
猛
暑
中
に
行
な
い
、

ク
ー
ラ
ー
の
な
い
主
屋
で
の
簾す

ど戸
の
入
替
え
作
業

や
蚊か

や帳
の
設
置
、屋
外
で
は
井
戸
舎
で
の
足
水

体
験
用
の
桶お

け

や
床し

ょ
う
ぎ几

、簾
す
だ
れ

の
準
備
な
ど
、と
に

か
く
暑
い
夏
で
し
た
。ま
た
、施
設
の
維
持
管
理

ス
タ
ッ
フ
は
連
日
朝
夕
の
庭
の
水
や
り
か
ら
、

蚊
と
格
闘
し
な
が
ら
の
草
抜
き
、そ
し
て
や
は
り

暑
い
主
屋
の
掃
除
で
、首
か
ら
ア
イ
ス
リ
ン
グ

（
ネ
ッ
ク
ク
ー
ラ
ー
）が
外
せ
な
い
夏
を
送
っ
て

い
ま
す
。

　

納
涼
企
画
に
加
え
、夏
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て

昨
年
か
ら
実
施
し
て
い
る「
旧
植
田
家
Ｚ
ｏ
ｏ

宅
」で
も
、
今
年
は
新
た
に
２
０
種
類
ほ
ど
の

動
物
を
追
加
し
そ
の
準
備
に
追
わ
れ
ま
し
た
。

イ
ベ
ン
ト
が
始
ま
っ
て
し
ま
え
ば
忘
れ
て
し
ま
う

の
で
、来
年
の
自
分
の
た
め
に
あ
え
て
こ
こ
に

記
録
し
て
お
く
と
、「
慌
た
だ
し
い
夏
」で
し
た
。

（
冷
や
し
旧
家
と
Ｚ
ｏ
ｏ
宅
は
次
号
に
特
集
予
定
）

【
マ
ン
ジ
ー
ク
イ
ズ
正
解
発
表
】

　

さ
て
皆
様
、
お
待
た
せ
し
ま
し
た
。
前
号
に

掲
載
の
旧
植
田
家
だ
よ
り
50
号
記
念
「
五い

そ十
が

ば
回
れ 

マ
ン
ジ
ー
く
ん
プ
レ
ゼ
ン
ト
ク
イ
ズ

企
画
」の
答
え
と
当
選
者
の
発
表
を
行
な
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
答
え
で
す
が
、41
号+

36
号
で「
77
」

が
正
解
で
し
た
。い
か
が
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

も
ら
え
る
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
対
し
て
答
え
を
探
す

手
間
が
半
端
な
く
面
倒
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
い
よ
い
よ
応
募
件
数
と
正
解
者
の
発

表
で
す
が
、そ
の
前
に
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
…
…
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、「
五い

そ十
が
ば
回
れ 

マ
ン
ジ
ー

く
ん
プ
レ
ゼ
ン
ト
ク
イ
ズ
企
画
」応
募
総
数
は
、

な
ん
と
0
名
で
し
た
。よ
っ
て
当
選
者
も
な
し
。

正
解
者
は
一
人
で
も
い
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

足水体験のできる井戸舎



― 12 ― 12

四
会
所
だ
よ
り

大
東
市
指
定
文
化
財「
深
野
新
田
周
辺
川
堤

絵
図
」（
平
野
屋
新
田
会
所
旧
蔵
）

　

令
和
二
年
四
月
、「
深
野
新
田
周
辺
川
堤
絵
図
」

（
平
野
屋
新
田
会
所
旧
蔵
）が
大
東
市
指
定
文
化
財

に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
絵
図
は
、享
保
二
年

（
一
七
一
七
）
に
作
成
さ
れ
、平
野
屋
新
田
会
所

の
所
有
者
が
代
々
継
承
し
て
き
た
も
の
で
、令
和

元
年
に
大
東
市
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。令
和
二
年

度
に
修
復
を
行
っ
た
後
、令
和
三
年
秋
に
大
東

市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
で
開
催
さ
れ
た
、平
野
屋

新
田
三
〇
〇
年
記
念
企
画
展「
新
田
の
歴
史
と

遺
産
」で
初
め
て
公
開
さ
れ
ま
し
た
。

　

絵
図
の
大
き
さ
は
一
九
〇・六
×
二
三
六・五
㎝
も

あ
り
、生
駒
山
麓
か
ら
大
坂
の
京
橋
付
近
ま
で

の
範
囲
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。絵
図
の
中
央
か
ら

西
向
き
に
流
れ
て
い
る
徳
庵
川（
徳
庵
井
路
）

と
六
郷
井
路
に
は
、大
和
川
の
付
け
替
え
後
に

開
発
さ
れ
た
深
野
新
田
や
鴻
池
新
田
、さ
ら
に

（31）

「深野新田周辺川堤絵図」（平野屋新田会所旧蔵）
享保 2 年（1717）、190.6 × 236.5cm 深野新田周辺の様子

は
生
駒
山
麓
の
村
々
な
ど
の
悪
水
（
排
水
）
が

流
れ
込
ん
で
い
ま
し
た
。享
保
元
年（
一
七
一
六
）

の
洪
水
に
よ
り
六
郷
井
路
の
南
側
の
堤
が
破
損

す
る
と
、被
害
を
受
け
た
放
出
村
・
今
津
村（
い

ず
れ
も
大
阪
市
鶴
見
区
）
が
悪
水
の
流
出
元
の

村
々
を
訴
え
る
争
論
が
発
生
し
ま
し
た
。享
保
三

年（
一
七
一
八
）、京
都
奉
行
所
の
裁
許
に
よ
り
、

深
野
新
田
・
山
方
三
十
二
ヶ
村（
大
東
市
・
四
條

畷
市
・
東
大
阪
市
・
寝
屋
川
市
の
山
側
の
村
々
）・

六
郷
十
六
ヶ
村（
鴻
池
新
田
を
含
む
東
大
阪
市

北
西
部
、
大
東
市
南
西
部
の
村
々
）
が
堤
の
修
復

を
行
い
、共
同
で
管
理
し
て
い
く
こ
と
が
決
め

ら
れ
、争
論
は
落
着
し
ま
し
た
。絵
図
は
、こ
の

争
論
の
際
に
当
事
者
の
村
々
の
立
ち
合
い
の
も
と

で
作
成
さ
れ
ま
し
た
。

　

絵
図
の
中
で
は
、深
野
新
田
や
周
辺
の
村
々

で
整
備
さ
れ
た
井
路（
水
路
）や
堤
、樋
な
ど
も

克
明
に
描
か
れ
て
お
り
、深
野
池
の
新
田
開
発

に
と
も
な
う
水
利
環
境
の
変
化
を
知
る
た
め
の

重
要
な
史
料
と
い
え
ま
す
。

（
大
東
市
産
業
・
文
化
部 

生
涯
学
習
課　

佐
々
木
拓
哉
）
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　   【
植
田
家
住
宅
の
・
ち
ょ
っ
と
し
た
・
ト
ピ
ッ
ク
ス
】

　

①「
畑
活
用
計
画（
は
た
ぷ
ろ
）」で
綿
を
育
て
よ
う

＝
２
０
２
２
年
５
月
１
日（
日
）～
９
月
下
旬

　

旧
植
田
家
住
宅
の
小
さ
な
畑
を
活
用
し
て
、
地
域
の

昔
を
学
ぶ「
畑
活
用
計
画
」（
旧
体
験
農
園
）。２
年
連
続

新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
る
臨
時
休
館
で
中
止
と
な
り
、３
回
目

の
今
回
は
参
加
募
集
を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
、申
し
込
み
が

な
く
、今
年
も
ス
タ
ッ
フ
が「
河
内
木
綿
」の
綿
を
育
て
て

い
る
。
な
お
綿
の
種
と

苗
の
配
布
も
同
時
に
行

な
っ
た
が
、
配
布
開
始

か
ら
数
日
で
用
意
し
た

苗
が
な
く
な
っ
た
。

②「
こ
ど
も
の
日
」に
は
兜
を
か
ぶ
ろ
う

　 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

＝
２
０
２
２
年
５
月
５
日（
木
） 

　

５
月
１
日（
日
）～
29
日（
日
）は「
旧
家
で
記
念
撮
影

～
こ
ど
も
の
日
～
」を
開
催
。座
敷
の
五
月
飾
り
の
前
で

自
由
に
記
念
撮
影
が
で
き
る
。今
年
は
段
ボ
ー
ル
甲
冑
と

赤
ち
ゃ
ん
用
の
布
兜
の
貸
出
も
復
活
し
、家
族
連
れ
が
多

く
訪
れ
た
。ま
た
布
兜
に
あ
わ
せ
て
ス
タ
ッ
フ
が
手
作
り
し

た
陣
羽
織
も
好
評
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
五
月
五
日（
木
）

「
こ
ど
も
の
日
」に
は
、新
聞
紙
で
兜
が
折
れ
る
イ
ベ
ン
ト

を
急
き
ょ
行
な
い
、入
口
の
看
板
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
で
参
加
を

呼
び
か
け
た
。

ス
タ
ッ
フ
手
製
の
陣
羽
織

新
聞
紙
で
兜
を
作
ろ
う

③「
植
田
家
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座
」を
開
講

＝
２
０
２
２
年
6
月
～
8
月 

　

こ
れ
ま
で
の「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
」を「
旧
植
田
家

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア（
植
ボ
ラ
）」
に
改
称
し
、養
成
講
座
を
行

な
っ
た
。活
動
の
幅
も
広
が
り
、植
ボ
ラ
さ
ん
た
ち
の
今
後

の
活
躍
に
期
待
し
た
い
。

④
新
キ
ャ
ラ
誕
生
!?

　

大
阪
教
育
大
学
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
演
習
の
一
環
で

オ
リ
ジ
ナ
ル
キ
ャ
ラ
と
缶
バ
ッ
ジ
の
制
作
を
し
ま
し
た
。

ひ
と
つ
は
植
田
家
の
家
紋（
左
卍
紋
）と
狐
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー（
き
ゅ
う
ち
ゃ
ん
）を
コ
ラ
ボ
さ
せ
た
デ
ザ
イ
ン
と
、

も
う
ひ
と
つ
は
宮
型
振
り
子
時
計
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
。ち
な
み
に
時
計
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
名
は

「
ボ
ン
ボ
ン
お
じ
さ
ん
」に
し
ま
す
。

（
大
阪
教
育
大
学
教
育
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
演
習
生
）モデルになった時計（旧植田家蔵）

「ボンボンおじさん」

家
紋
の
左
卍
紋
と
狐

が
コ
ラ
ボ
し
た
缶

バ
ッ
ジ（
非
売
品
）
の

デ
ザ
イ
ン 

↓
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現
在
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
送
中
の
大
河
ド
ラ
マ「
鎌
倉
殿

の
十
三
人
」で
は
、木
曽
義
仲
を
演
じ
た
青
木
崇
高
、

菅
田
将
暉
が
演
じ
た
源
義
経
が
と
て
も
魅
力
的
で
、

〝
頼
朝
嫌
い
〟
が
ト
レ
ン
ド
ワ
ー
ド
に
な
る
ほ
ど

で
し
た
。

　

今
東
光
も
長
編
小
説「
武
蔵
坊
辨
慶
」に
お
い
て
、

頼
朝
嫌
い
と
判
官
贔
屓
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ま
す
。

　
　
僕
は
判
官
義
経
が
兄
頼
朝
の
不
興
を
買
っ
た
の

　
は
当
然
と
思
っ
て
い
る
。そ
れ
は
義
経
の
傲
慢
の

　
せ
い
か
、あ
る
い
は
軽
卒
の
た
め
か
、辨
慶
や
海
尊

　
の
注
告
に
耳
を
傾
け
な
か
っ
た
た
め
の
自
業
自
得

　
だ
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。史
家
に
は
異
論
が

　
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、三
つ
の
重
大
な
過
失
を

　
犯
し
て
い
る
の
だ
。僕
は
こ
の
作
品
で
そ
の
三
大

　
過
失
を
書
い
て
お
き
た
い
。こ
れ
亦ま

た

、後
世
の
史
家

　
の
批
判
に
待
ち
た
い
か
ら
だ
。

　
　
そ
の
一
は
平
氏
か
ら
妻
を
迎
え
た
こ
と
。

　
　
そ
の
二
は
幕
府
の
許
可
を
得
ず
し
て
任
官
し

落
穂
拾
い

　

 -
今
東
光
の
薫
風- 

（四
十
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
・
伊
東  

健

　
た
こ
と
。

　
　
そ
の
三
は
源
家
嫡
男
の
相
続
領
で
あ
る
伊
予
国

　
の
太
守
と
な
っ
た
こ
と
。

　
　
以
上
の
三
点
で
あ
る
。も
し
僕
が
義
経
の
兄
で

　
あ
っ
て
も
恐
ら
く
許
さ
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。そ
れ

　
が
死
に
値
し
た
の
は
事
も
あ
ろ
う
に
兄
頼
朝
追
討

　
の
院
宣
を
請
い
奉
っ
た
こ
と
で
、こ
の
辺
に
な
る
と

　
義
経
の
自
暴
自
棄
が
見
ら
れ
、自
ら
墓
穴
を
掘
っ
た

　
と
し
か
思
え
な
い
。弟
義
経
は
兄
頼
朝
に
殺
さ
れ
る

　
べ
き
運
命
を
自
ら
招
い
た
の
だ
。

　
　
そ
れ
で
は
僕
は
判
官
贔
屓
で
は
な
い
の
か
と

　
問
わ
れ
れ
ば
、だ
ら
し
な
い
ほ
ど
の
判
官
贔
屓
な

　
の
だ
。義
経
が
世
に
生
き
る
に
拙
劣
で
あ
れ
ば
あ
る

　
ほ
ど
僕
は
彼
を
愛
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
。

　
義
経
等
に
と
っ
て
の
叔
父
十
郎
蔵
人
行
家
は
、

　
平
家
全
盛
の
頃
は
紀
州
の
新
宮
に
隠
棲
し
て
天
下

　
の
形
勢
を
う
か
が
っ
て
い
た
。人
呼
ん
で
新
宮
ノ

　
十
郎
と
い
う
の
は
こ
の
人
の
こ
と
で
あ
る
。頼
朝

　
が
鎌
倉
に
幕
府
を
開
く
と
行
家
も
馳
せ
参
じ
た
が
、

　
頼
朝
は
こ
の
叔
父
を
好
遇
し
な
か
っ
た
。行
家
は

　
木
曾
ノ
義
仲
の
許も

と

に
身
を
寄
せ
、義
経
軍
に
破
ら
れ

　
た
。そ
う
い
う
叔
父
の
末
路
を
見
て
い
る
義
経
は

　
兄
の
頼
朝
と
は
末
始
終
う
ま
く
い
く
は
ず
は
な
い

　
と
覚
悟
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
だ
。駿
河
国
の
黄
瀬

　
川
で
は
る
ば
る
奥
州
か
ら
馳
せ
参
じ
た
九
郎
義
経

コ
ラ
ム

　
に
対
面
し
て
流
し
た
涙
は
、遂
に
空
涙
で
あ
っ
た

　
の
だ
。
そ
の
同
じ
空
涙
を
頼
朝
は
弟
の
悪
禅
師

　
全
生3

の
た
め
に
平
気
で
流
し
た
人
物
な
の
だ
。

　
　
僕
は
政
治
家
と
し
て
成
功
し
た
源
頼
朝
や
徳
川

　
家
康
み
た
い
な
や
つ
は
決
し
て
好
き
に
な
れ
な
い
。

　 （
後
略
）          

※
傍
点
は
原
文
の
ま
ま
。阿
野
全
成
の
こ
と
。

　
　（
昭
和
五
十
二（
一
九
七
七
）年
十
一
月
二
十
二
日
学
習
研
究
社

　
　
　
　       

発
行「
武
蔵
坊
辨
慶（
一
）所
収〝
辨
慶
随
想
〟」よ
り
）

　
「
蒼
き
蝦
夷
の
血
」や「
東
光
太
平
記
」と
並
び
、

「
武
蔵
坊
辨
慶
」は
東
光
作
品
屈
指
の
長
編
小
説
と

な
り
ま
し
た
が
、東
光
の
逝
去
に
よ
り
、壇
ノ
浦
の

戦
い
の
直
前
で
絶
筆
と
な
り
ま
し
た
。吾
妻
鑑
に

沿
い
つ
つ
、弁
慶
を
通
じ
て
独
自
の
歴
史
観
を
披
露

す
る
嬉
々
と
し
た
作
家
の
熱
を
、ぜ
ひ
こ
の
機
会

に
味
わ
っ
て
く
だ
さ
い
。

歌川国芳《義経十九臣（主従之図）》（部分 。旧植田家住宅蔵）
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