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春季企画展「植田家の（照明じゃなく）“証明”」4/29（祝・土） ー7/3（月） 
旧植田家にのこる判子（印鑑）や証文など「証明」のための道具や文書類を中心に展示します。

展示のご案内

※休館日は P15 をご覧ください

イ ベ ン ト 案 内
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表紙写真

映写機（アロー社製）

昭和初期の日本で家庭用に販売されたアロー社
製の 16 ミリフィルム映写機。旧植田家には
9.5 ミリや 16 ミリのフィルムが現存する。
令和４年度冬季企画展「昔のくらし～映・屋・
灯～」は 4・5 頁で紹介。
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令
和
４
年
度  

冬
季
企
画
展 

 

昔
の
く
ら
し
～
映
・
屋
・
灯
～

　

江
戸
か
ら
昭
和
の
終
わ
り
ご
ろ（
約
２
５
０
年
～

30
年
ほ
ど
前
）
ま
で
、
実
際
に
植
田
家
が
生
活
し
て

い
た
旧
植
田
家
住
宅
に
は
、各
時
代
を
映
し
出
す

昔
の
道
具
が
多
く
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の

企
画
展
で
は
、「
灯
り（
照
明
）」
を
テ
ー
マ
に
、

く
ら
し
を
豊
か
に
し
て
き
た
火
や
光
・
電
気
を
使
う

道
具
を
小
学
三
年
生
の「
昔
の
く
ら
し
」の
単
元
と

併
せ
て
展
示
を
行
な
っ
た
。

　

現
代
は
ス
マ
ホ
１
台
で
手
紙（
メ
ー
ル
）や
電
話

も
買
い
物
も
で
き
、映
像（
動
画
）や
音
楽
、読
書
も

楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。ま
た
明
か
り（
ラ
イ
ト
）

と
し
て
も
使
え
、と
て
も
便
利
な
機
械
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
現
代
ま
で
に
在
っ
た
様
々
な
道
具
の
進
化

の
結
果
だ
と
い
え
る
。今
で
は
不
便
と
思
わ
れ
る

昔
の
道
具
か
ら
、く
ら
し
の
移
り
変
わ
り
や
当
時
の

人
々
の
想
い
な
ど
を
発
見
し
た
い
。

【
映（
え
ぃ
）の
道
具
】

　

映
写
機
、フ
ィ
ル
ム
、カ
メ
ラ（
撮
影
機
）、モ
ノ

ク
ロ
テ
レ
ビ
な
ど
映
写
に
関
す
る
道
具
を
展
示
。

い
わ
ゆ
る
ア
ナ
ロ
グ
な
当
時
の
記
録
媒
体
の
変
遷

や
、
情
報
・
娯
楽
の
一
部
と
し
て
重
宝
さ
れ
て
き

←目録はこちら

明治～昭和のくらしを映す・灯す昔の道具を

みつけよう！
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た
当
時
の
く
ら
し
が
分
か
る
。手
作
り
の（
と
思
わ

る
）ピ
ン
ホ
ー
ル
カ
メ
ラ
の
見
せ
る
反
転
し
た
像

が
時
代
を
象
徴
す
る
。

【
屋（
や
ぁ
）の
道
具
】

　

灯
り
が
使
わ
れ
た
場
所
や
場
面
に
応
じ
て
道
具

の
形
や
機
能
も
進
化
し
て
き
た
。こ
こ
で
は「
屋
外

の
灯
り
」
と「
室
内（
屋
根
の
下
）
の
灯
り
」
と
に

分
類
し
、灯
籠
、提
灯
、照
明
器
具
類
を
紹
介
し
た
。

【
灯（
と
ぉ
）の
道
具
】

　

火
は
昔
か
ら
食
と
住
に
は
欠
か
せ
ず
、く
ら
し

を
支
え
て
き
た
。利
便
性
の
向
上
と
と
も
に
電
気

が
そ
れ
に
代
わ
る
ま
で
の
く
ら
し
の
様
子
が
垣
間

見
ら
れ
た
。

【
展
示
解
説
の
日（
植
田
家
に
残
る
映
像
）】

　

令
和
５
年
１
月
９
日（
祝
・
月
）、「
展
示
解
説
の

日
」を
実
施
。展
示
ケ
ー
ス
の
中
だ
け
で
は
分
か
ら

な
い
道
具
の
仕
組
や
調
査
内
容
、収
蔵
状
況
な
ど
を

解
説
し
た
。ま
た
展
示
室
の
壁
面
に
デ
ジ
タ
ル
化
さ

れ
た「
植
田
家
に
残
る
フ
ィ
ル
ム
」の
映
像
を
投
影
し
、

そ
の
内
容
や
当
時
の
植
田
家
の
様
子
を
参
加
者
ら

と
共
有
し
た
。

（
学
芸
員　

安
藤 

亮
）

提灯・灯籠など屋外で使われた灯り

ランタンと吊りランプの部品（火屋ほか）

火打石・油など灯火道具

持ち運びに便利な懐提灯 ちょっと昔の照明器具と電球室内用下向きガス灯

手動式懐中電灯
通称“ほたる” レトロなランプシェード

ピンホールカメラ

※
反
転
し
た
像
が
映
る

写す道具：スターカメラ、ガラス乾板～フィルム

「
展
示
解
説
の
日
」
で
は
、

展
示
室
の
壁
面
に
16
ミ
リ

フ
ィ
ル
ム
の
映
像
を
投
影
。

屋
映

灯
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企
画
展
関
連
講
座

昔
の
あ
か
り
、明
る
さ
比
べ

　

２
月
11
日（
土
・
祝
）
は
冬
季
企
画
展「
昔
の
く

ら
し
～
映
・
屋
・
灯
～
」の
関
連
講
座
と
し
て「
昔

の
あ
か
り
、明
る
さ
比
べ
」と
題
し
た
体
験
講
座
を

実
施
。
講
座
で
は
初
め
に
ス
ラ
イ
ド
を
使
っ
て

展
示
の
話
を
行
な
い
、「
昔
の
く
ら
し
と
あ
か
り
」の

関
係
性
、
歴
史
・
種
類
・
灯
火
へ
と
話
を
進
め
ま

し
た
。灯
明
や
蝋
燭
な
ど
火
を
使
う
灯
り
は
、現
代

の
く
ら
し
の
中
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
明
る
さ
を
実
感
す
る
機
会
も
な
い
こ
と

か
ら
、今
回
は
実
際
に
火
を
灯
し
て
明
る
さ
を
比

べ
る
実
験
を
行
な
い
ま
し
た
。

　

用
意
し
た
の
は
陶
器
の
皿
に
灯と

う
し
ん芯（

イ
グ
サ
）
と

綿
実
油
を
入
れ
た
灯
明
皿
、
和
蝋
燭（
ハ
ゼ
の
実
）

と
洋
蝋
燭（
パ
ラ
フ
ィ
ン
）、石
油（
灯
油
）ラ
ン
プ
の

ハ
リ
ケ
ー
ン
ラ
ン
タ
ン
と
卓
上
ラ
ン
プ
。そ
れ
ぞ
れ

無
料
ア
プ
リ
の
照
度
計
を
使
い
明
る
さ（
ル
ク
ス
）

の
比
較
を
し
た
他
、実
際
に
文
字
が
読
め
る
の
か

を
試
し
て
み
ま
し
た
。結
果
、や
は
り
灯
明
の
灯
り

で
文
字
は
読
み
難
く
、明
る
さ
が
５
倍
も
違
う
蝋
燭

の
灯
り
で
よ
う
や
く
細
か
な
字
が
読
め
ま
し
た
。

ま
た
障
子
枠
を
光
源
の
前
に
置
き
疑
似
的
に
行あ

ん
ど
ん灯

の

灯
り
を
再
現
し
た
り
、温
か
い
石
油
ラ
ン
プ
の
灯
り

と
現
代
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
ン
プ
と
の
違
い
も
実
感
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。部
屋
は
暗
く
て
も
明
る
く

楽
し
い
講
座
と
な
り
ま
し
た
。　
　

  　

 （
学
芸
員
）障子の枠を置き、行灯の光を疑似的に再現

ハリケーンランタン 卓上ランプ

洋蝋燭（和蝋燭と比較） 灯明皿（灯芯と油）



― 7 ―7

◎
お
も
ち
つ
き
の
会
＆
ミ
ニ
鏡
餅
作
り

　

前
回
の
ス
タ
ッ
フ
だ
ら
け
の「
お
も
ち
つ
き
大
会
」

か
ら
一
年
が
経
過
。
２
０
２
２
年
は
少
し
で
も
参
加

者
を
集
め
よ
う
と
、
い
つ
も
の
お
も
ち
つ
き
に
加
え

「
作
っ
て
飾
ろ
う
ミ
ニ
鏡
餅
」を
企
画
し
ま
し
た
。こ
れ

ま
で
は
お
正
月
に
床
の
間
で
飾
る
た
め
の
鏡
餅
だ
け

を
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、コ
ロ
ナ
禍
で
試
食
を
中
止
し

て
い
る
現
在
、
参
加
者
に
も
小
さ
な
鏡
餅
を
作
っ
て

も
ら
い
、座
敷
で
飾
っ
て
撮
影
し
て
持
ち
帰
っ
て
も
ら

え
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　

思
い
付
き
の
企
画
で
し
た
が
予
約
も
直
ぐ
に
定
員
と

な
り
、参
加
者
は
自
分
た
ち
で
お
餅
を
つ
い
て
丸
め
て

そ
れ
を
鏡
餅
に
仕
上
げ
て
い
く
過
程
を
楽
し
み
ま
し
た
。

ま
た
ス
タ
ッ
フ
お
手
製
の
ミ
ニ
鏡
餅
持
ち
帰
り
用
新
聞

エ
コ
バ
ッ
グ
も
好
評
で
し
た
。本
企
画
は
今
年
も
開
催

を
予
定
し
て
い
ま
す
。ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

◎
昔
の
く
ら
し
体
験
～
冬
編
～

　

今
や
昔
の
道
具
と
な
っ
た「
電
気
こ
た
つ
」に
入
っ

た
り
、昔
の
暖
房
器
具「
火
鉢
」を
体
験
す
る「
昔
の
く

ら
し
体
験
～
冬
編
」を
今
回
は
年
末
の
12
月
24
日（
土
）

に
行
な
い
ま
し
た
。
去
年
は
大
勢
で
盛
り
上
が
っ
た

本
企
画
で
す
が
、
今
年
は
3
名
の
子
ど
も
た
ち
と
保
護
者

の
方
が
一
緒
に
参
加
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

　

い
つ
も
の
よ
う
に
講
座
室
で
座
学
を
し
た
後
、昔
の

冬
の
く
ら
し
探
し
に
向
か
い
ま
し
た
。部
屋
が
ど
こ
も

寒
か
っ
た
り
、コ
タ
ツ
に
捕
ま
っ
た
り
、さ
ら
に
寒
い

外
で
井
戸
水
に
触
れ
て
意
外
に
温
か
っ
た
り
と
五
感

が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
ま
す
。ま
た
今
回
は
火
鉢
に
使
う
炭
火

を
七
輪
で
熾
す
と
い
う
実
験
に
近
い
体
験
も
行
い
、煙
の

量
に
反
比
例
し
僅
か
に
熾い

こ

っ
た
炭
火
の
暖
か
さ
を
体
感

し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

残
り
の
時
間
は
お
正
月
遊
び
と
し
て
和
紙
で
簡
単

に
作
れ
る「
ミ
ニ
凧
」に
も
挑
戦
し
、２
０
２
２
年
最
後

の
イ
ベ
ン
ト
が
無
事
終
了
し
ま
し
た
。  　
（
ス
タ
ッ
フ
）

お
も
ち
つ
き
と

昔
の
く
ら
し
体
験

　

  

～
冬 

編
～

12 月

2022.12.24～床の間の正月飾り

2022.12.17蒸籠でもち米を蒸す

写
真
上
／
お
も
ち
を
つ
く
子
ど
も
達

下
・
右
／
も
ち
丸
め
中
　
同
左
／
完
成

写
真
上
／「
こ
た
つ
」に
入
る
　
　
　
　
　
　
　  

同
下
／「
火
鉢
」で
暖
ま
る
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
中
／「
七
輪
」で
炭
を
熾
す
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1～3月

◎
旧
家
で
暖あ

っ
た
か家
支
援
ー
こ
た
つ
で〝
暖だ
ん

ら
ん
〟

　
「
旧
家
で
暖
家
支
援
」は
、冬
の
寒
い
旧
家
を
昔
な
が
ら
の

方
法
で
少
し
で
も
暖
か
く
楽
し
く
過
ご
し
て
も
ら
お
う

と
支
援
す
る
企
画
で
、夏
の「
冷
や
し
旧
家
」の
冬
版
と
位

置
付
け
て
い
ま
す
。具
体
的
に
は
座
敷
に
設
置
し
た
電
気

コ
タ
ツ
に
入
っ
て
将
棋
や
囲
碁
、オ
セ
ロ
な
ど
の
ボ
ー
ド

ゲ
ー
ム
や
百
人
一
首
、ト
ラ
ン
プ
な
ど
の
カ
ー
ド
ゲ
ー
ム

の
ほ
か
、昔
の
盤
遊
び（
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
）が
楽
し
め
た
り
、

火
鉢
体
験
や
石
臼
珈
琲
体
験
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
も
こ
の
期
間

中
に
行
な
っ
て
い
ま
す
。コ
ロ
ナ

禍
前
は
コ
コ
ア
や
珈
琲
な
ど
の

温
か
い
飲
料
の
販
売
も
行
な
っ

て
い
ま
し
た
。さ
て
今
日
も
宿
題

を
し
た
り
お
し
ゃ
べ
り
を
し
に

近
所
の
小
学
生
た
ち
が
遊
び
に

来
て
い
ま
す
。

◎
や
っ
ぱ
り
石
臼
珈
琲
体
験

　

昨
年
は
コ
ロ
ナ
の〝
ま
ん
防
〟
延
長
に
よ
り
中
止
と

な
っ
た「
石
臼
珈
琲
体
験
」。
や
っ
ぱ
り
１
年
に
１
回
は

や
ら
な
い
と
忘
れ
て
し
ま
う
た
め
、今
年
も
２
月
に
事
業

体
験
交
流
会（「
植
田
家
だ
よ
り
50
・
51
号
」参
照
）
を
兼
ね
て
練
習

を
行
な
い
、３
月
５
日（
日
）に
無
事
開
催
で
き
ま
し
た
。

　

イ
ベ
ン
ト
そ
の
も
の
は
２
年
ぶ
り
に
な
り
ま
す
が
、毎
年

の
練
習
の
成
果
も
あ
り
、素
早
い
炭
火
熾
し
と
ス
ム
ー
ズ
な

進
行
、的
確
な
ア
ド
バ
イ
ス
で
参
加
者
も
安
心
し
て
作
業
に

取
り
組
め
ま
し
た
。ま
た
今
回
は
珈
琲
に
関
心
の
高
い
方
が

多
く
、熱
心
に
話
を
聞
い
た
り
、珈
琲
愛
を
熱
く
語
っ
て

下
さ
る
方
も
い
ま
し
た
。最
後
は
火
鉢
を
囲
み「
や
っ
ぱ
り

良
い
ね
ぇ
」と
ほ
っ
こ
り
。と
こ
ろ
で
珈
琲
が
飲
め
る
ま
で

に
は
や
っ
ぱ
り
２
時
間
か
か
り
ま
し
た
。

コタツからの景色（座敷）

最後は火鉢でほっこり 珈琲豆の選定（ダメ豆取り）も体験

石臼で珈琲豆を挽く参加者 珈琲の歴史や種類について学ぶ

コタツで遊ぶ子どもたち

1/8（日）～3/13（月）

3/5
（日）
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◎
ぶ
ら
り
古
民
家 

街
道
ま
ち
あ
る
き　
　

　
　

 　

      

旧
植
田
家
住
宅
～
茶
吉
庵 

コ
ー
ス

　

今
年
度
最
後
の
イ
ベ
ン
ト
は
河
内
の
古
民
家
巡
り

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
関
連
企
画
と
し
て
、旧
植
田
家
住
宅
か
ら

茶
吉
庵（
萩
原
家
住
宅
）ま
で
八
尾
の
古
民
家
を
訪
ね
る

「
ぶ
ら
り
古
民
家 

街
道
ま
ち
あ
る
き
」を
開
催
し
ま
し
た
。

今
回
は
新
た
に
旧
大
和
川
や
街
道
沿
い
の
ル
ー
ト
を
開
拓

し
、周
辺
に
あ
る
寺
社
や
墓
地
、旧
跡
、公
園
、公
共
施
設

な
ど
に
も
立
ち
寄
り
ま
し
た
。

　

正
午
前
、予
定
通
り
目
的
地
に
到
着
す
る
と
、茶
吉
庵

19
代
目
ご
当
主
の
萩
原
浩
司
さ
ん
に
建
物
を
詳
し
く
案
内

し
て
も
ら
い
ま
し
た
。そ
の
後
、現
地
解
散
し
、希
望
者
は

事
前
に
予
約
し
て
い
た
ラ
ン
チ
を
頂
き
ま
し
た
。現
地
で
の

ラ
ン
チ
が
終
わ
る
と
、駅
ま
で
30
分
程
歩
き
、こ
れ
に
て

無
事
ま
ち
あ
る
き
が
終
了
し
ま
し
た
。　
　
　

 　
　
　
　

　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　
　

 　
（
旧
植
田
家
住
宅
ス
タ
ッ
フ
）

1～3月

今ものこる八尾木常夜灯

「つくりもの」でお馴染みの八尾木古い絵馬のあるお堂（名称不明）茶吉庵に到着（萩原さんお出迎え）

案内役はマップ師・北村茂章さん

公園・堤跡の公園・墓地・墓地…

新田会所跡に隣接する柏村稲荷神社ご当主の萩原さんによる解説 浄土真宗本願寺派の寺院・善立寺
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３
年
ぶ
り
、旧
家
で
落
語
の
会

　

お
待
た
せ
し
ま
し
た
、「
旧
家
で
芸
能
・
伝
統

文
化
～
落
語
の
会
～
」の
開
催
は
実
に
３
年
ぶ
り

と
な
り
ま
し
た
。こ
れ
ま
で
は
毎
年
２
月
の
恒
例

行
事
の
一
つ
の
よ
う
で
し
た
が
、コ
ロ
ナ
禍
で

中
止
が
続
き
、昨
年
も
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置

に
よ
り
直
前
で
中
止
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

そ
ん
な「
旧
家
で
落
語
の
会
」で
す
が
、今
回
は

定
員
を
減
ら
し
ま
し
た
が
、事
前
の
問
い
合
わ
せ

も
多
く
、２
月
18
日（
土
）ま
で
に
は
満
員
御
礼

と
な
り
当
日
を
迎
え
ま
し
た
。い
つ
も
の「
素
人

寄
席
・
天
満
天
神
の
会
」の
方
々
に
ご
出
演
い
た

だ
き
、
初
参
加
の
１
名
を
含
む
４
名
の
方
々
が

そ
れ
ぞ
れ
持
ち
ネ
タ
を
披
露
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
出
演
者
と
演
目
は
次
の
通
り
で
す
。

（
出
演
順
、敬
称
略
）
末
廣
亭
文
々
「
明
石
飛
脚
」、

天
神
亭
岩
塩「
崇
徳
院
」、天
神
亭
蝶
九「
寝
床
」、

天
満
屋
芝
楽
「
雁
風
呂
」。コ
ロ
ナ
も
少
し
落
ち

着
き
、会
場
は
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
て
い

ま
し
た
が
、笑
顔
が
分
か
る
ほ
ど
笑
い
と
温
か
さ

に
包
ま
れ
て
い
ま
し
た
。途
中
休
憩
を
挟
ん
で

の
約
２
時
間
、久
し
ぶ
り
の
イ
ベ
ン
ト
に
３
年
分

の
時
間
が
あ
っ
と
い
う
間
に
埋
ま
っ
た
よ
う
な

感
覚
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ス
タ
ッ
フ
）

 令和５年

２月18日（土）

末
廣
亭
文
々
「
明
石
飛
脚
」

天
神
亭
岩
塩
「
崇
徳
院
」

天
満
屋
芝
楽
「
雁
風
呂
」

天
神
亭
蝶
九
「
寝
床
」
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11

日日植田家住宅
-日常から日用まで -

雑記帳

 第10日：裏ひな祭り（覚書）

Hina Doll's Festival

【植田家のお雛さん、実は・・・】

　毎年 2 月～ 3 月「旧家で記念撮影～ひな祭

り～」に座敷で展示している 7 段飾りの豪華な

お雛さん。実は元々ここにあったものでは

なく、今から 13 年前に本紙（Vol.04）で募集し、

譲り受けたものです。ただ全く縁のないもの

ではなく、近所に住む植田家の遠い親戚の方

から戴きました。その様な訳でイベントには

欠かせない存在となり、毎 年 来館者の方々を

楽しませています。

【
年
に
ひ
と
つ
の
ひ
な
修
理
】

　

こ
う
し
て
植
田
家
に
や
っ
て
来
た
お
雛
さ
ん
。

昭
和
の
時
代
の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、と
て
も

大
事
に
さ
れ
、
道
具
も
ほ
ぼ
揃
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
経
年
劣
化
や
欠
け
て
い
る
物
も
あ
り
、毎
年

ひ
と
つ
ず
つ
何
か
し
ら
の
も
の
を
ス
タ
ッ
フ
が

修
理
し
た
り
手
作
り
し
て
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
（
ツ
イ
ッ
タ
ー
や
ブ
ロ
グ
で
随
時
公
開
中
）

【
修
理
の
軌
跡
】

　
　
　
　
　
　
　
　

【
お
雛
さ
ん
、覚
書
】

　

さ
て
、お
雛
さ
ん
と
い
え
ば
準
備
が
大
変
な
上
、

す
ぐ
に
仕
舞
う
た
め
、近
頃
は
手
軽
な
雛
飾
り

だ
け
に
し
た
り
、そ
も
そ
も
飾
ら
な
い
家
も
増
え

て
い
ま
す
。そ
こ
で
来
年
に
備
え
旧
植
田
家
住
宅

版
の
お
雛
さ
ん
の
メ
モ
を
残
し
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。ぜ
ひ
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
上
か
ら
一
段
目
：
男
女
一
対
の
内だ
い
り裏

び
な

　

内
裏
と
は
天
皇
の
住
居
の
こ
と
。向
か
っ
て
左
に
男
雛
、右
に
女
雛

　

が
一
般
的
な
並
び
。関
西
式（
京
式
、古
式
）は
そ
の
逆
。

◎
上
か
ら
二
段
目
：
三
人
官
女

　

お
内
裏
様
の
世
話
を
す
る
宮
仕
え
の
女
官
。真
ん
中
の
座
り
雛
は

　

三さ
ん
ぽ
う方
、向
か
っ
て
右
の
官
女
は
長
柄
、左
の
官
女
は
提ひ

さ
げ子
を
持
つ
。

◎
上
か
ら
三
段
目
：
五
人
囃
子

　

能
の
お
囃
子
を
奏
で
る
若
い
楽
人
。左
か
ら
太
鼓
、大
皮
鼓
、小
鼓
、

　

笛
、扇（
謡
い
）の
順
に
配
置（
→
音
の
大
き
さ
順
に
並
ぶ
）。

◎
上
か
ら
四
段
目
：
随ず
い
し
ん身（
い
わ
ゆ
る
左
大
臣
・
右
大
臣
）

　

向
か
っ
て
右
が
左
大
臣（
老
人
の
姿
）、左
に
右
大
臣（
若
者
の
姿
）。

　

そ
れ
ぞ
れ
学
問
と
知
性
、力
を
司
る
。

◎
上
か
ら
五
段
目
：
三
仕し
ち
ょ
う丁
（
三
人
上じ
ょ
う
ご戸
）

　

京
風
で
は
塵
取
を
持
つ
仕
丁（
従
者
）が
真
ん
中
、向
か
っ
て
左
に

　

熊
手
、右
に
箒
を
持
た
せ
、そ
れ
ぞ
れ
怒
り
、泣
き
、笑
い
顔
を

　

す
る
。ま
た
両
端
の
左
に「
右
近
の
橘
」、右
に「
左
近
の
桜
」を
飾
る
。

◎
上
か
ら
六
・
七
段
目
：
嫁
入
り
道
具
・
御
輿
入
れ
道
具

　

長
持
ち
・
鏡
台
・
茶
道
具
な
ど
の
嫁
入
り
道
具
、駕
籠
・
重
箱
・
牛
車

　

な
ど
の
御
輿
入
れ
道
具
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
を
各
段
に
置
く
。

男雛の冠の
纓（えい）部分

三人官女の
三方（さんぽう）

五人囃子
　　の笛

みんな「お雛さん」。

♪お内裏様（男雛）と
お雛様（女雛）ではなく、

ここにいる全員が
「おひなさん」です。
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四
会
所
だ
よ
り

住
之
江
の
ま
ち
案
内

　
　
　
　
～
加
賀
屋
新
田
会
所
跡
～

　

私
た
ち「
住
之
江
の
ま
ち
案
内
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
会
」
は
、
加
賀
屋
新
田
会
所
跡
の
案
内
を

中
心
に
据
え
て
、住
之
江
の
ま
ち
案
内
を
し
て

い
ま
す
。

　

こ
の
会
が
誕
生
し
た
二
十
年
前
は
、新
田
会
所

の
認
知
度
は
決
し
て
高
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。大
阪
市
に
た
だ
一
つ
残
る
会
所
跡

で
、大
阪
市
指
定
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
で
す
。

　

歴
代
の
会
長
は
大
変
意
欲
的
で
、会
所
へ
の

熱
い
思
い
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。様
々
な
取
り

組
み
を
考
え
出
し
、
十
数
年
か
け
て
整
理
し
、

今
の
活
動
形
態
を
作
り
出
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

分
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
、紙
芝
居
を
取

り
入
れ
、
二
〇
一
三
年
に
最
初
の
紙
芝
居「
加

賀
屋
甚
兵
衛
物
語
」
が
完
成
し
ま
し
た
。
続
い

て「
大
和
川
物
語
」「
釜
口
政
吉
と
平
林
の
埋
め

（33）

立
て
」
も
作
り
、
会
所
や
地
域
の
催
し
で
紹
介

し
て
き
ま
し
た
。た
だ
紙
芝
居
は
多
く
の
人
が

見
る
に
は
画
面
が
小
さ
い
と
い
う
難
点
が
あ

り
、
ま
た
デ
ジ
タ
ル
化
の
波
も
相
ま
っ
て
、
紙

芝
居
に
代
わ
り
、ビ
デ
オ
が
制
作
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
会
所
を
紹
介
し
た

動
画「
加
賀
屋
新
田
会
所
跡
案
内
」は
、住
之
江

区
役
所
公
式
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
チ
ャ
ン
ネ
ル（@

user-ts9w
c4ic6d

）で
公
開
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
三
月
十
一
日
、加
賀
屋
新
田
会
所
跡
に

お
い
て
、「
会か

い
し
ょ
え

所
会
」が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。四
年

ぶ
り
と
い
う
事
も
あ
っ
て
、区
役
所
は
区
の
広
報

紙
で
大
き
く
取
り
上
げ
、
そ
の
中
で
私
た
ち
の

ビ
デ
オ
も
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。当
日
は
鳳ほ

う
め
い
て
い

鳴
亭

（
茶
室
）で
ビ
デ
オ
を
上
映
し
、会
所
の
庭
園
と

周
辺
の
案
内
を
行
い
ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
、会
所
以
外
の
地
域
の
催
し
に
参
加

す
る
と
き
は
、必
ず「
加
賀
屋
新
田
会
所
」の
紹
介

を
し
て
い
ま
す
。そ
れ
は
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
全
員

が
こ
の
会
所
を
大
切
に
考
え
、活
動
し
て
い
る

か
ら
で
す
。

　

私
た
ち
を
惹
き
付
け
る
こ
の
会
所
に
は
、歴
史

の
重
み
と
、屋
敷
や
庭
園
、そ
し
て
茶
室
の
持
つ

茶室に至る路地の風景

コロナ禍で行なった出前
寄席（住之江区民ホール）

住之江区広報紙
「さざんか」（3 月）

ビ
デ
オ
上
映
の
様
子（
鳳
鳴
亭
）

加
賀
屋
新
田
会
所
の
書
院

で
行
な
わ
れ
た
会
所
寄
席

（
コ
ロ
ナ
禍
前
）

魅
力
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
季
節
や
そ
の

時
刻
が
見
せ
る
美
し
さ
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
何
よ
り
、訪
れ
る
人
を
大
切
に
迎
え

入
れ
て
く
れ
る「
茶
の
心
」か
ら
来
る
心
地
よ
さ

が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

（
住
之
江
の
ま
ち
案
内
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会　

本
原
千
代
子
）
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　   【
植
田
家
住
宅
の
・
ち
ょ
っ
と
し
た
・
ト
ピ
ッ
ク
ス
】

　

①「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示
'22
」と
参
加
特
典

　 

　
　
　
　
　  

＝
２
０
２
３
年
１
月
５
日（
木
）～
30
日（
月
）

　

昨
年
11
月
に
募
集
し
た「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示
２
０
２
２
」

の
応
募
作
品
９
点
を
新
年
明
け
の
旧
植
田
家
住
宅
ギ
ャ

ラ
リ
ー
に
て
展
示
し
た
。
常
連
の
方
々
を
は
じ
め
、
初

出
展
で
大
型
作
品
を
描
か
れ
た
方
も
あ
り（
ギ
ャ
ラ
リ
ー

が
小
ス
ペ
ー
ス
の
た
め
ギ
リ
ギ
リ
展
示
）、今
回
も
バ
ラ

エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
作
品
が
並
ん
だ
。

　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示
で
は
参
加
特
典
と
し
て
、期
間
中
の

入
館
料
が
無
料
に
な
る「
参
加
証
」
と
、
自
分
の
応
募
作

品
が
印
刷
さ
れ
た「
オ
リ
ジ
ナ
ル
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
」２
枚

を
毎
回
発
行
し
て
い
る
。記
念
品
と
し
て
も
実
用
と
し
て

も
喜
ば
れ
て
い
る（
と
思
う
）が
、毎
年
参
加
し
て
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
と
し
て
集
め
て
み
る
の
も
い
か
が
？

②
旧
家
で
記
念
撮
影
～
新
年
・
ひ
な
祭
り
～
　 

　

・
新
年
＝
２
０
２
３
年
1
月
５
日（
木
）～
15
日（
日
）

・
ひ
な
祭
り
＝
２
月
23
日（
木
）～
３
月
21
日（
祝
・
火
）

　

新
年
を
迎
え
て
最
初
の「
旧
家
で
記
念
撮
影
」は
、毎
年

新
成
人
を
対
象
に
無
料
で
入
館
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し

て
お
り
、新
年
の
お
祝
い
の
撮
影
も
で
き
る
よ
う
に
座
敷

に
は
お
正
月
飾
り
や
各
部
屋
に「
旧
植
田
家
の
正
月
」が

味
わ
え
る
設
え
を
用
意
し
て
い
る
。

　

一
方
で
２
月
～
３
月
は「
ひ
な
祭
り
」
と
し
て
、
お
雛

さ
ん（
本
紙
11
頁
参
照
）
を
飾
り
、記
念
撮
影
が
楽
し
め
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。昨
年
ス
タ
ッ
フ
が
試
験
的
に
作
っ

た「
お
ひ
な
さ
ん
変
身
セ
ッ
ト
」

も
今
年
は
日
を
限
定
し
本
格
的

に
稼
働
。子
ど
も
よ
り
も
む
し
ろ

大
人
の
方
が
大
喜
び
で
衣
装
を

ま
と
い
記
念
撮
影
に
興
じ
た
。

（
写
真
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
）

③
今
昔
あ
そ
び
体
験〝
手
習
い
所
〟を
開
催

＝
２
０
２
３
年
３
月
19
日（
日
）

　

毎
月
第
３
日
曜
日
の「
む
か
し
遊
び
の
日
」と「
今
い
ま
む
か
し昔

遊

び
体
験
」を
連
動
し
た〝
手
習
い
所
〟を
開
催
。昔
遊
び

の
ベ
ー
ゴ
マ
、け
ん
玉
、お
手
玉
、ビ
ー
玉
、お
は
じ
き

な
ど
が
時
代
と
と
も
に
進
化
し
て
い
る
こ
と
を
新
旧
の

道
具
を
比
較
し
て
学
び
、実
際
に
遊
ん
で
も
ら
っ
た
。次

年
度
も
継
続
し
年
一
回
の
ペ
ー
ス
で
実
施
を
予
定
。

式台でお雛さんに変身

平たいガラス玉をはじく「昔」の遊び

ボトルキャップを飛ばす「今」の遊び

出 展 作 品 が 印 刷 さ れ た
参加特典のポストカード
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二
〇
二
一
年
に
創
刊
百
周
年
を
迎
え
た
ば
か
り

だ
っ
た
雑
誌「
週
刊
朝
日
」が
、二
〇
二
三
年
五
月

に
休
刊
す
る
ニ
ュ
ー
ス
は
衝
撃
的
で
し
た
。同
じ
く

創
刊
百
年
を
迎
え
て
い
る「
文
藝
春
秋
」は
現
在
、

誌
面
で
創
業
か
ら
の
歴
史
を
振
り
返
る
さ
ま
ざ
ま
な

企
画
を
行
っ
て
い
ま
す
。大
正
十
二
年
に
創
刊
さ
れ

た
同
誌
は
、わ
ず
か
三
十
ペ
ー
ジ
足
ら
ず
の
小
冊
子

で
あ
り
、一
部
十
銭
で
、当
時
の
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
一
杯

程
度
の
値
段
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

こ
の
小
冊
子
に
菊
池
寛
を
筆
頭
に
、芥
川
龍
之

介
、直
木
三
十
二（
後
に
三
十
五
）、川
端
康
成
、横
光

利
一
等
、近
代
文
学
の
代
表
作
家
た
ち
が
文
章
を

寄
せ
、今
東
光
も
そ
こ
に
名
を
連
ね
て
い
ま
し
た
。

　

紙
数
の
都
合
で
創
作
で
は
な
く
、誰
も
が
一
様

に
随
筆
や
時
事
関
連
の
文
章
を
書
い
て
い
て
、

文
学
や
文
芸
と
い
う
側
面
よ
り
も
、ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
一
面
や
評
論
と
い
っ
た
側
面
が
目
立
っ

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

東
光
が
こ
の
記
念
す
べ
き
創
刊
号
で
発
表
し
た

文
章
の
題
名
は「
放
言
暦
」。
後
年
、
東
光
が
毒
舌

落
穂
拾
い

　

 -
今
東
光
の
薫
風- 

（四
十
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
・
伊
東  

健

和
尚
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
片
鱗
が
既
に
現
れ

て
い
る
文
章
で
す
。か
い
つ
ま
ん
で
少
し
紹
介
し

ま
す
。

　
「
先
頃
、天
保
の
頃
の
国
学
者
で
あ
る
正
木
千
幹
の

　
『
宇
治
拾
遺
物
語
標
註
』と
い
う
の
を
見
た
。読
ん

　

で
感
服
し
な
か
っ
た
か
ら
、余
り
偉
い
学
者
と
い
う

　

の
じ
ゃ
あ
る
ま
い
と
思
っ
た
」

　
「
序

つ
い
で

だ
か
ら
譬
た
と
え

を
引
け
ば
、文
学
博
士
藤
井
乙
男
氏

　

の『
江
戸
文
学
研
究
』な
ど
も
、如じ

ょ
じ
ょ
う上

の
意
味
で

　

断だ
ん
だ
ん
こ

々
乎
と
し
て
推
賞
す
る
に
吝
や
ぶ
さ
か
な
も
の
で
あ
る
」

　
「
武た

け
ば
や
し
む
そ
う
あ
ん

林
無
想
庵
に
至
っ
て
は
、白
昼
公
然
と
人
妻
へ

　

の
大
胆
な
る
告
白
を
示
し
、正
木
千
幹
の
如
く
に

　

恐
れ
入
ら
な
い
。（
中
略
）

　

ひ
る
が
え
っ
て『
結
婚
礼
讃
』を
見
る
時
に
、大
袈
裟

　

な
身
振
り
た
っ
ぷ
り
の
巨
漢
が
、あ
さ
ま
し
や
色
男

　

然
と
し
て
人
の
女
房
の
紅

べ
に
こ
ろ
も裙

に
纏て
ん
め
ん綿

し
て
い
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　

 （
大
正
十
二（
１
９
２
３
）年
一
月
一
日
発
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

「
文
藝
春
秋
」創
刊
号
よ
り
）

　

 　
　

  

※
旧
字
・
旧
か
な
及
び
ル
ビ
は
読
み
や
す
い
よ
う
に
改
め
ま
し
た

　

正
木
千
幹
は
歴
史
上
の
学
者
で
あ
っ
た
と
し
て
、

藤
井
乙
男
も
武
林
無
想
庵
も
、当
時
は
現
役
バ
リ

バ
リ
の
国
文
学
者
で
あ
り
、作
家
で
あ
り
ま
し
た
。

東
光
は
菊
池
寛
が〝
創
刊
の
辞
〟に
書
い
た
「
私
が

知
っ
て
い
る
若
い
人
達
に
は
、物
が
云
い
た
く
て
、

コ
ラ
ム

ウ
ヅ
ウ
ヅ
し
て
い
る
人
が
多
い
」
と
い
う
の
に
、

ぴ
っ
た
り
の
作
家
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
し
ょ
う
。

　

東
光
は
そ
れ
ま
で
に「
新
思
潮
」や「
新
潮
」
に

小
説
や
随
筆
を
発
表
し
て
い
ま
し
た
が
、
中
で

も
菊
池
寛
は
東
光
が「
新
潮
」
に
発
表
し
て
い
た

〝
出
目
草
紙
〟に
注
目
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。忖
度

な
し
の
歯
に
衣
着
せ
ぬ
若
き
東
光
は
、「
放
言
暦
」

を
次
の
よ
う
に
締
め
ま
す
。

　
　

此
所
に
至
っ
て
読
者
よ
。真
眼
を
み
ひ
ら
い
て

　

分
別
し
給
え
。
而
し
て
拈ね

ん
こ
う
い
っ
し
ゅ

香
一
炷
心
を
静
か
に

　

し
て
思
索
の
街
頭
に
、吾
、人
と
も
に
立
と
う
で
は

　

な
い
か
（
前
掲
書
よ
り
）

　

権
威
を
恐
れ
ず
思
索
せ
よ
と
訴
え
か
け
る
東
光

の
姿
は
、文
藝
春
秋
の
創
刊
に
燃
え
た
菊
池
寛
と

重
な
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
す
。

「文藝春秋」創刊号（復刻版）の表紙
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