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コンサートイベント
「エド ･ バッハⅡ～江戸とバッハの時代から～」
　江戸時代中期。1704 年、大和川付け替えが行われた。
同時代、西洋では偉大な音楽家バッハらが活躍していた。
　今回で 2 回目となった旧植田家住宅コンサートイベント。
旧家に響くチェロとチェンバロの音色が魅力の「エド・バッ
ハ」の詳しい内容は、4・5 頁に掲載。

表紙写真：安藤信行氏のチェロ

安藤 信行（1945 ━）[ 八尾市在住 ]

元大阪フィルハーモニー交響楽団チェリスト。1975 年
から 2004 年まで大阪芸術大学非常勤講師、2002 年か
ら地元コミュニティ放送 FM ちゃおのパーソナリティを
務める。八尾市より 1995 年に文化賞、2008 年に芸術
文化の振興にて受賞。
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静
か
な
秋
の
夜
、
旧
植
田
家
住
宅

の
建
物
に
チ
ェ
ロ
と
チ
ェ
ン
バ
ロ
の

音
色
が
響
き
渡
っ
た
。
二
〇
一
〇
年

一
〇
月
二
九
日
（
金
）、
コ
ン
サ
ー
ト

イ
ベ
ン
ト
「
エ
ド
・
バ
ッ
ハ
Ⅱ
〜
江

戸
と
バ
ッ
ハ
の
時
代
か
ら
〜
」
が
上

演
さ
れ
た
。
演
奏
は
、
昨
年
「
エ
ド
・

バ
ッ
ハ
」
で
好
評
を
博
し
た
チ
ェ
ロ

奏
者
・
安
藤
信
行
さ
ん
と
奥
様
の
晴

子
さ
ん
。
今
回
も
さ
ら
に
趣
向
を
凝

ら
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
展
開
さ
れ
た
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
は
、昨
年
の
ア
ン
コ
ー

ル
曲
だ
っ
た
バ
ッ
ハ
＝
グ
ノ
ー
の
《
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ

ア
》
か
ら
始
ま
っ
た
。
J .

S .

バ
ッ
ハ
（
一
六
八
五

〜
一
七
五
〇
）
は
一
七
・
一
八
世
紀
を
生
き
た
作
曲

家
。そ
の
バ
ッ
ハ
の
曲
に
一
九
世
紀
の
作
曲
家
C.

グ

ノ
ー
（
一
八
一
八
〜
一
八
九
三
）
が
新
し
い
旋
律
を

書
き
足
し
た
の
が
こ
の
曲
で
あ
る
。
古
い
も
の
と
新

し
い
も
の
と
が
融
合
す
る
こ
の
曲
は
、
ま
さ
に
、
本

コ
ン
サ
ー
ト
に
相
応
し
い
も
の
だ
っ
た
。

　

今
回
は
バ
ッ
ハ
を
は
じ
め
と
す
る
バ
ロ
ッ
ク
音
楽

（
註
１
）
を
中
心
に
、
近
代
ま
で
の
曲
が
そ
れ
ぞ
れ

ソ
ロ
や
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
で
演
奏
さ
れ
た
。
ま
た
、〝
あ

ん
ぱ
ぱ
〟
こ
と
安
藤
信
行
さ
ん
の
軽
快
な
お
し
ゃ
べ

り
も
コ
ン
サ
ー
ト
の
魅
力
の
ひ
と
つ
で
、
ユ
ー
モ
ア

た
っ
ぷ
り
の
解
説
に
し
ば
し
ば
笑
い
が
起
き
た
。

　

一
曲
目
が
終
わ
る
と
、
チ
ェ
ン
バ
ロ
が
紹
介
さ
れ

た
。
詳
し
い
楽
器
解
説
が
あ
り
、
F .

ク
ー
プ
ラ
ン

（
一
六
六
八
〜
一
七
三
三
）
の
「
刈
り
入
れ
」
の
曲
を
、

奥
様
の
晴
子
さ
ん
が
チ
ェ
ン
バ
ロ
で
独
奏
。
旧
き
時

代
を
感
じ
さ
せ
る
チ
ェ
ン
バ
ロ
の
素
朴
な
音
色
に
、

そ
の
一
音
一
音
を
逃
す
ま
い
と
聴
衆
は
聴
き
入
っ

た
。

　

次
は
A.

ス
カ
ル
ラ
ッ
テ
ィ
（
一
六
六
〇
〜

一
七
二
五
）の「
チ
ェ
ロ
・
ソ
ナ
タ 

第
二
番 

ハ
短
調
」。

四
楽
章
か
ら
成
る
、
こ
の
古
い
作
品
は
、
各
楽
章
が

短
く
楽
節
が
分
か
り
に
く
い
の
だ
が
、
そ
れ
を
安
藤

さ
ん
は
バ
ロ
ッ
ク
の
奏
法
と
解
釈
で
明
確
に
弾
き
上

げ
た
。
安
藤
さ
ん
の
チ
ェ
ロ
は
モ
ダ
ン
で
あ
る
が
、
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ヴ
ィ
ブ
ラ
ー
ト
を
抑
え
る
な
ど
奏
法
を
変
え
る
こ
と

で
バ
ロ
ッ
ク
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
。
ま
た
、
楽
器

の
エ
ン
ド
ピ
ン
（
註
２
）
を
短
く
し
、
張
力
の
低
い

バ
ロ
ッ
ク
弓
に
持
ち
替
え
て
演
奏
し
た
。

　

ち
な
み
に
今
回
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
演
奏
さ
れ

た
全
八
曲
の
う
ち
半
分
以
上
が
、
第
二
番
や
第
二

楽
章
な
ど
「
２
」
で
構
成
さ
れ

て
い
る
。「
エ
ド
・
バ
ッ
ハ
Ⅱ
」

へ
の
こ
だ
わ
り
の
ひ
と
つ
と
言

え
る
の
だ
が
、
続
い
て
の
曲
も

バ
ッ
ハ
の
《
無
伴
奏
チ
ェ
ロ
組

曲 

第
二
番 

二
短
調
》、
続
け
て

《
ガ
ン
バ
と
チ
ェ
ン
バ
ロ
の
た

め
の
ソ
ナ
タ
第
二
番 

二
短
調
》

で
あ
っ
た
。

　

バ
ッ
ハ
の
《
無
伴
奏
チ
ェ
ロ

組
曲 

第
二
番
》
は
、〝
前
奏
曲
〟

の
み
を
演
奏
。
チ
ェ
ロ
の
独
奏

か
ら
は
、
大
バ
ッ
ハ
へ
の
敬
意

と
緊
張
感
が
伝
わ
っ
た
。
ま
た
、

《
ガ
ン
バ
と
チ
ェ
ン
バ
ロ
の
た

め
の
ソ
ナ
タ
》（
註
３
）
で
は
、
チ
ェ
ン
バ
ロ
の
小

気
味
の
良
い
音
と
優
雅
な
チ
ェ
ロ
の
旋
律
が
交
じ
り

合
う
息
の
合
っ
た
演
奏
が
み
ら
れ
、
こ
の
瞬
間
に
生

み
出
さ
れ
た
音
は
建
物
に
木
魂
（
こ
だ
ま
）
し
た
。

古
く
か
ら
存
在
す
る
建
物
と
音
楽
が
一
体
と
な
り
、

約
三
〇
〇
年
の
歴
史
を
甦
ら
せ
た
瞬
間
で
あ
る
。

　

バ
ロ
ッ
ク
の
薫
り
を
残
し
つ
つ
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
は

後
半
へ
。
チ
ェ
ン
バ
ロ
か
ら
ピ
ア
ノ
へ
の
過
渡
期
の

時
代
、古
典
派
の
W.

A.

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
（
一
七
五
六

〜
一
七
九
一
）《
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ 

ハ
長
調
》（
K.
5
4
5
）

と
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
（
一
七
七
〇
〜
一
八
二
七
）

の
《
マ
ン
ド
リ
ン
と
チ
ェ
ン
バ
ロ
の
た
め
の
ソ
ナ

チ
ネ 

ハ
短
調
》（
W
o
O.

4
3
a
）

が
演
奏
さ
れ
た
。
本
来
は
ピ
ア

ノ
の
曲
で
あ
る
《
ピ
ア
ノ
・
ソ

ナ
タ
》
を
敢
え
て
チ
ェ
ン
バ
ロ

で
挑
戦
。
そ
れ
に
よ
り
チ
ェ
ン

バ
ロ
の
限
界
、
あ
る
い
は
音
楽

の
洗
練
の
過
程
が
演
奏
を
通
し

て
感
じ
ら
れ
た
。
一
方
《
マ
ン

ド
リ
ン
と
チ
ェ
ン
バ
ロ
の
た
め

の
ソ
ナ
チ
ネ
》
も
チ
ェ
ロ
と

チ
ェ
ン
バ
ロ
に
よ
っ
て
演
奏
さ

れ
た
が
、
チ
ェ
ロ
の
人
間
味
あ

ふ
れ
る
音
色
と
チ
ェ
ン
バ
ロ
の

〝
冷
静
さ
〟
が
作
品
の
陰
鬱
な

ム
ー
ド
と
よ
く
調
和
し
た
。

　

プ
ロ
グ
ラ
ム
も
残
り
二
曲
と
な
り
、
こ
こ
で
近

代
の
作
曲
家
マ
ッ
ク
ス
・
レ
ー
ガ
ー
（
一
八
七
三
〜

一
九
一
六
）
の
《
無
伴
奏
チ
ェ
ロ
組
曲 
第
二
番 

二

短
調
》
が
チ
ェ
ロ
の
独
奏
で
熱
演
さ
れ
た
。「
酔
っ

ぱ
ら
っ
た
状
態
で
弾
く
と
い
い
」
と
あ
ら
か
じ
め
解

説
さ
れ
た
異
質
な
こ
の
曲
は
、
大
き
く
揺
れ
る
拍
子

と
旋
律
が
特
徴
。
バ
ッ
ハ
の《
無
伴
奏
チ
ェ
ロ
組
曲
》

と
は
全
く
違
っ
た
趣
を
持
っ
て
い
る
。
終
始
、
会
場

を
別
の
世
界
へ
と
い
ざ
な
っ
た
。

　

そ
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
最
後
は
、
再
び
バ
ロ
ッ
ク
時

代
ま
で
遡
り
、ク
ー
プ
ラ
ン
の
《
演
奏
会
用
小
品
集
》

で
締
め
く
く
ら
れ
た
。
こ
こ
で
し
か
聴
く
こ
と
の
で

き
な
い
、
こ
の
建
物
だ
か
ら
こ
そ
聴
く
こ
と
の
で
き

る
音
楽
が
「
エ
ド･

バ
ッ
ハ
」
最
大
の
魅
力
で
あ
る
。

紙
面
で
は
表
現
で
き
な
い
空
気
や
音
は
、ぜ
ひ
ま
た
、

旧
植
田
家
住
宅
で
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
（
次
回

の
開
催
は
未
定
）。

【
註
１
】一
七
世
紀
初
頭
〜
一
八
世
紀
中
頃
の
西
洋
音
楽
。

　
　
　

 

バ
ロ
ッ
ク
は
「
歪
ん
だ
真
珠
」
の
意
味
。

【
註
２
】チ
ェ
ロ
の
底
部
に
あ
る
、
伸
縮
式
の
棒
状
の
部
品
。

　
　
　

短
く
す
る
こ
と
で
音
の
響
き
が
軽
減
さ
れ
る
。

【
註
３
】ガ
ン
バ
は
「
脚
（
足
）」
を
意
味
す
る
イ
タ
リ
ア
語
。

　
　
　

当
時
チ
ェ
ロ
は
、
脚
に
挟
ん
で
演
奏
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

　
　
　

か
ら
「
ヴ
ィ
オ
ラ
・
ダ･

ガ
ン
バ（
脚
の
ヴ
ィ
オ
ラ
）」
と
呼
ば

　
　
　

れ
て
い
た
（
厳
密
に
い
え
ば
現
在
の
チ
ェ
ロ
と
は
異
な
る
）。
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へ
ら
台
や
箱
ま
く
ら
、
布
団
の
中
に
入
れ
る
コ
タ
ツ

な
ど
、
少
し
前
ま
で
は
当
た
り
前
に
使
わ
れ
て
い
た

物
も
、子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
新
鮮
な
よ
う
で
し
た
。

　

お
ま
け
コ
ー
ナ
ー
の
「
む
か
し
の
く
ら
し
体
験
」

で
は
、
河
内
木
綿
の
綿
く
り
と
糸
つ
む
ぎ
に
挑
戦
し

て
も
ら
い
ま
し
た
。
何
度
も
や
っ
た
こ
と
の
あ
る
子

も
い
れ
ば
初
め
て
の
子
も
い
ま
し
た
が
、
綿
く
り
機

で
実
綿
か
ら
種
が
ポ
ロ
ポ
ロ
落
ち
た
り
、
糸
車
で
綿

が
糸
に
な
っ
て
い
っ
た
り
す
る
の
が
面
白
い
よ
う

で
、時
間
い
っ
ぱ
い
ま
で
楽
し
ん
で
も
ら
い
ま
し
た
。

　

十
二
月
十
一
日
（
土
）
に
「
こ
ど
も
ガ
イ
ド
養
成

講
座
2
」
が
開
講
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
、
八
尾
や
旧

植
田
家
に
関
す
る
歴
史
を
学
ぶ
ミ
ニ
講
義
で
は
、「
大

和
川
付
け
替
え
」
を
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
ま
し
た
。

参
加
者
に
よ
っ
て
、
学
校
の
授
業
で
学
習
し
た
こ
と

の
再
確
認
や
、
予
習
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

ガ
イ
ド
の
説
明
で
は
、
前
回
は
主
屋
の
う
ち
、
一

階
の
座
敷
を
案
内
で
き
る
よ
う
に
様
ざ
ま
な
こ
と
を

覚
え
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
今
回
は
「
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
の
部
屋
」
や
「
つ
し
」
な
ど
が
あ
る
、
主
屋
の
二

階
部
分
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
和
裁
の
と
き
に
使
う

参
加
者
の

こ
え

・
階
段
の
所
に
板
み
た
い
な
の
が
あ
っ
て
、
二
階
を

　

か
く
す
の
を
初
め
て
知
れ
て
よ
か
っ
た
。
知
ら
な

　

い
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
け
ど
い
ろ
ん
な
こ
と

　

が
知
れ
て
よ
か
っ
た
。　
　
（
四
年
生　

K
・
S
）

・
わ
た
を
つ
く
る
の
に
や
わ
ら
か
く
す
る
の
が
楽
し

　

か
っ
た
で
す
。で
も
少
し
む
ず
か
し
か
っ
た
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
年
生　

T
・
N
）

・
わ
た
し
は
こ
ど
も
ガ
イ
ド
を
し
て
、
旧
植
田
家
の

　

こ
と
を
い
っ
ぱ
い
知
れ
ま
し
た
。
た
ね
が
入
っ
て

　

い
る
糸
が
ふ
わ
ふ
わ
に
な
っ
て
楽
し
か
っ
た
。
三

　

回
目
も
き
ま
す
。　
　
　
　
（
四
年
生　

B
・
A
）

・
糸
作
り
は
い
い
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
二
階
の
案

　

内
は
で
き
る
よ
う
に
も
っ
と
勉
強
し
た
い
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
年
生　

N
・
R
）

・
わ
た
を
作
っ
て
そ
の
あ
と
わ
た
を
糸
に
す
る
の
が

　

む
ず
か
し
か
っ
た
で
す
。
そ
の
ほ
か
の
ガ
イ
ド
も

　

お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
！　
（
五
年
生　

S
・
D
）

・
ハ
ン
ド
カ
ー
ダ
ー
が
む
ず
か
し
か
っ
た
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
年
生　

M
・
Y
）

「おばあさんの部屋」をガイド

← まずは歴史の勉強！
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十
二
月
二
六
日
（
日
）
は
年
内
最
後
の
イ
ベ
ン
ト

「
お
も
ち
つ
き
大
会
」
で
し
た
。
朝
か
ら
カ
マ
ド
に

火
を
入
れ
て
、
大
き
な
釜
で
お
湯
を
沸
か
し
ま
す
。

そ
う
い
え
ば
、
今
年
の
行
事
は
雨
の
日
が
多
か
っ
た

の
で
す
が
、
こ
の
日
も
朝
か
ら
雲
行
き
が
怪
し
く
て

小
雨
が
降
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で

も
時
間
に
な
る
と
、
土
間
に
は
た
く

さ
ん
の
人
が
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。

　

さ
て
、
も
ち
米
が
蒸
し
あ
が
り
、

お
も
ち
つ
き
が
ス
タ
ー
ト
。
お
客
さ

ん
に
熱
々
の
も
ち
米
を
食
べ
て
も

ら
っ
て
い
る
間
に
、
こ
づ
き
（
つ
く

と
き
に
も
ち
米
が
飛
ば
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
作

業
）
を
し
、
ま
ず
は
ス
タ
ッ
フ
が
つ
き
始
め
ま
す
。

若
い
ス
タ
ッ
フ
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
つ
く
と
お
客
さ

ん
か
ら
「
お
ー
」
と
い
う
歓
声
が
。
続
い
て
、
子
ど

も
た
ち
が
ひ
と
回
り
小
さ
い
杵
を
使
っ
て
「
よ
い

し
ょ
！
」。
小
さ
な
子
ど
も
は
お
か
あ
さ
ん
や
お
と

う
さ
ん
と
一
緒
に
。
現
役
高
校
生
も
な
か
な
か
の
健

闘
。
し
か
し
、
や
は
り
年
季
が
入
っ
た
お
じ
さ
ん
た

ち
の
つ
き
に
は
か
な
い
ま
せ
ん
。
腰
の
入
れ
方
が
違

う
の
で
し
ょ
う
か
？
ち
な
み
に
私
は
、的
を
は
ず
し
、

元
気
よ
く
石
臼
を
つ
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ガ
チ
ー

ン
。

　

気
を
取
り
直
し
て
、
今
度
は
手
返
し
に
挑
戦
。
お

手
伝
い
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
地
元
の
呉
服
店
・
阪
口

屋
さ
ん
の
絶
妙
な
手
返
し
に
憧
れ
、
教
え
て
も
ら
っ

た
の
で
す
が
…
。
臼
に
へ
ば
り
つ
い
た
熱
あ
つ
の
お

も
ち
に
四
苦
八
苦
。
手
返
し
道
も
楽
じ
ゃ
な
い
。
来

年
は
も
っ
と
上
手
に
な
り
ま
す
！

　

一
方
、
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
が
敷
か
れ
た
部
屋
で
は
、

つ
き
た
て
の
お
も
ち
を
丸
め
る
作
業
に
入
っ
て
い
ま

し
た
。
み
ん
な
ふ
わ
ふ
わ
の

あ
っ
た
か
い
お
も
ち
を
片
栗

粉
ま
み
れ
に
な
り
な
が
ら
丸

め
て
い
ま
し
た
。
丸
め
た
お

も
ち
は
、
き
な
粉
や
ぜ
ん
ざ

い
で
食
べ
、
そ
の
甘
く
て
や

わ
ら
か
い
お
も
ち
に
子
ど
も

た
ち
は
大
絶
賛
。
ま
た
、
旧
植
田
家
住
宅
で
収
穫
し

た
田
辺
大
根
を
使
っ
た
「
お
ろ
し
も
ち
」
も
、
少
し

辛
み
が
き
い
て
い
て
、
大
人
に
大
好
評
で
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
一
斗
半
の
も
ち
米
も
あ
っ
と
い
う
間

に
な
く
な
り
、
大
満
足
で
終
わ
っ
た
お
も
ち
つ
き
。

歳
の
瀬
に
旧
植
田
家
住
宅
は
と
て
も
明
る
く
に
ぎ
わ

い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ス
タ
ッ
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

萬
田　

明
花
里
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く
の
人
び
と
と
の
か
か
わ
り
を
中
心
に
進
め
ら
れ

た
。
伊
東
氏
は
東
光
の
人
生
に
三
度
の
青
春
期
が

あ
っ
た
と
し
、
東
光
が
二
十
歳
ご
ろ
の
時
期
を
第
一

の
青
春
期
、
五
十
代
に
入
り
、
天
台
院
に
移
住
し
て

か
ら
を
第
二
の
青
春
期
、
直
木
賞
を
受
賞
し
て
か
ら

を
第
三
の
青
春
期
と
し
た
。

　

伊
東
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
第
一
の
青
春
期
に
東

光
は
二
人
の
画
家
に
出
会
っ
て
い
る
。
一
人
目
は
、

二
十
歳
で
夭
逝
し
た
関
根
正
二
で
あ
る
。
画
家
を
目

指
し
た
東
光
は
、
こ
の
若
き
天
才
と
出
会
っ
た
こ
と

  講座「八尾再発見～文学に見る八尾～」

今東光とその時代
　2010年11月27日（土） in 旧植田家住宅

　講師：伊東 健（今東光を語る会）

　

今
東
光
は
誤
解
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
作
品
の
舞

台
と
な
っ
た
河
内
地
域
で
は
、河
内
を「
ケ
チ
」で「
ス

ケ
ベ
エ
」
で
「
ガ
ラ
が
悪
い
」
イ
メ
ー
ジ
に
仕
立
て

上
げ
た
張
本
人
と
し
て
、
東
光
を
毛
嫌
い
し
て
い
る

人
が
多
い
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
う
な
ら
、「
毒
舌
」

で
「
好
色
」
で
「
ケ
ン
カ
っ
ぱ
や
い
」
生
臭
坊
主
と

い
う
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
す
る
東
光
の
イ
メ
ー
ジ
に
惑

わ
さ
れ
、
本
当
の
姿
が
見
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
え

て
な
ら
な
い
。
本
当
の
東
光
は
誠
実
な
人
物
で
あ
る

に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
身
の
回
り
に
は
常

に
た
く
さ
ん
の
人
が
あ
ふ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

今
回
の
講
座
は
今
東
光
と
そ
の
周
辺
に
い
る
数
多
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で
、
小
説
家
に
転
向
し
た
の
だ
と
い
う
。
も
う
一
人

は
、秦
テ
ル
ヲ
で
あ
る
。
労
働
者
や
娼
婦
を
題
材
に
、

暗
く
、
退
廃
的
な
作
品
を
描
い
た
秦
は
、
東
光
が
そ

の
作
品
の
中
で「
エ
ロ
ス
」を
描
く
き
っ
か
け
に
な
っ

た
そ
う
だ
。（
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
こ
で
い
う

エ
ロ
ス
と
は
下
世
話
な
「
エ
ロ
」
で
は
な
い
。）
そ

の
後
、
東
光
は
佐
藤
春
夫
や
谷
崎
潤
一
郎
、
菊
池
寛

な
ど
と
出
会
い
、
文
壇
に
上
が
っ
て
い
っ
た
。
様
ざ

ま
な
事
情
か
ら
、
既
成
文
壇
の
権
威
と
な
っ
て
い
た

菊
池
寛
と
は
袂
を
分
か
ち
、
独
自
の
文
学
活
動
を
続

け
た
東
光
に
最
も
影
響
を
与
え
た
の
が
芥
川
龍
之
介

の
自
殺
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

芥
川
が
自
殺
し
た
こ
と
が
、
東
光

を
出
家
の
道
へ
と
進
ま
せ
た
よ
う
だ
。

「
文
学
と
い
う
も
の
は
芥
川
の
よ
う
な

学
識
が
あ
る
人
物
で
も
続
け
ら
れ
な

い
の
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま

り
、
人
生
の
転
換
と
し
て
、
昭
和
五

年（
一
九
三
〇
）に
東
光
は
出
家
し
た
。

　

天
台
宗
の
僧
侶
と
な
っ
た
東
光
は

昭
和
二
六
年
（
一
九
五
一
年
）
に
八

尾
市
中
野
（
現 

西
山
本
町
）
に
あ
る

天
台
院
の
特
命
住
職
と
な
っ
た
。
こ

の
こ
ろ
す
で
に
五
十
歳
を
す
ぎ
て
い
た
東
光
の
、
第

二
の
青
春
の
始
ま
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
東
光
が
深
く

交
わ
っ
た
の
は
、
以
前
の
東
光
を
知
ら
な
い
人
た
ち

だ
っ
た
と
い
う
。『
悪
名
』
の
主
人
公
、
朝
吉
の
モ

デ
ル
に
な
っ
た
岩
田
浅
吉
氏
と
の
出
会
い
も
こ
の
こ

ろ
で
あ
る
。

　
『
お
吟
さ
ま
』
で
直
木
賞
を
受
賞
し
た
昭
和
三
二

年
（
一
九
五
七
）
以
降
が
第
三
の
青
春
期
に
あ
た
る
。

こ
の
時
期
で
特
筆
す
べ
き
は
、
司
馬
遼
太
郎
を
発
掘

し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
若
い
人
た
ち
の
間

で
、
今
東
光
の
名
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
残
念

な
が
ら
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
司

馬
遼
太
郎
の
名
は
教
科
書
に
も
出
て
く
る
し
、
知
ら

な
い
人
は
め
っ
た
に
い
な
い
。
ふ
た
ま
わ
り
も
年
下

の
新
聞
記
者
だ
っ
た
司
馬
は
、
そ
も
そ
も
東
光
に
文

章
を
書
か
せ
る
側
の
人
間
だ
っ
た
の
だ
。
そ
の
司
馬

の
才
能
を
見
抜
き
、
直
木
賞
作
家

に
押
し
上
げ
た
の
が
他
な
ら
ぬ
東

光
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

伊
東
氏
は
「（
今
東
光
を
語
る
際

に
は
）
作
品
の
中
に
あ
る
『
エ
ロ

ス
』
や
『
通
俗
』
の
奥
に
あ
る
も

の
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
、

そ
れ
は
（
東
光
と
他
の
）
人
と
の

か
か
わ
り
の
中
で
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
」と
い
う
。つ
ま
る
と
こ
ろ
、

東
光
は
「
偽
悪
者
」
で
あ
り
、
そ

の
根
底
に
は
深
い
愛
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

柴
田
錬
三
郎
・
谷
崎
潤
一
郎
・
佐
藤
春
夫
・
川
端
康

成
・
芥
川
龍
之
介
・
菊
池
寛
・
阪
東
妻
三
郎
・
東
郷

青
児
・
山
田
耕
筰
・
司
馬
遼
太
郎
・
鴨
居
羊
子
・
松

本
清
張
・
瀬
戸
内
寂
聴
・
・
・
そ
う
そ
う
た
る
顔
ぶ

れ
だ
。
確
か
に
、
人
柄
が
悪
け
れ
ば
こ
こ
ま
で
人
が

集
る
は
ず
が
な
い
。

　「
人
生
で
一
番
大
切
な
も
の
は
、
正
直
で
あ
り
、

誠
実
で
あ
り
、
愛
情
で
あ
る
」

こ
れ
は
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
の
言
葉
で
は
な
い
。
今
東

光
の
言
葉
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

安
中
新
田
会
所
跡 

旧
植
田
家
住
宅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

学
芸
員　

宮
元 

正
博
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◇
民
具
整
理
の
仕
事
を
通
し
て

　
「
植
田
家
の
土
蔵
は
宝
の
山
だ
！
」
そ
ん
な
風
に

思
う
よ
う
に
な
る
ま
で
時
間
は
掛
か
ら
な
か
っ
た
。

見
渡
す
限
り
モ
ノ
、
モ
ノ
、
モ
ノ
。
公
開
さ
れ
て
い

る
展
示
物
だ
け
で
も
相
当
な
種
類
だ
と
い
う
の
に
、

土
蔵
に
収
蔵
さ
れ
た
未
整
理
の
民
具
た
ち
は
所
狭
し

と
積
み
置
か
れ
て
い
る
。

　

私
は
大
学
で
民
俗
学
を
学
ん
で
い
た
が
、
一
年
程

前
、
旧
植
田
家
住
宅
の
民
具
を
調
査
・
整
理
す
る
ア

ル
バ
イ
ト
に
誘
わ
れ
て
以
来
、
度
々
こ
こ
へ
通
う
よ

う
に
な
っ
た
。
だ
が
当
初
の
私
は
無
形
民
俗
ば
か
り

に
興
味
を
持
っ
て
い
て
、
有
形
民
俗
、
つ
ま
り
民
具

に
対
す
る
関
心
・
知
識
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
ん
な
状
態
で
仕
事
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
と
不
安

に
感
じ
て
い
た
が
、
こ
れ
も
勉
強
だ
と
思
っ
て
取
り

掛
か
っ
た
。
す
る
と
ど
う
だ
ろ
う
、
た
ち
ま
ち
民
具

と
い
う
世
界
の
奥
行
き
に
惹
か
れ
引
き
寄
せ
ら
れ
て

着
物
を
手
入
れ
す
る
文
化
が
廃
れ
た
今
日
で
は
、
若

者
が
見
知
る
機
会
は
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
。
初
め
て

手
に
し
た
時
は
例
に
違
わ
ず
私
も
首
を
傾
げ
て
し

ま
っ
た
。
ひ
と
昔
前
の
道
具
で
さ
え
分
か
ら
な
い
も

の
が
多
く
、
何
度
も
事
典
を
引
い
た
り
旧
植
田
家
の

み
な
さ
ん
に
助
け
を
求
め
た
り
し
た
。

　

し
か
し
苦
労
は
同
時
に
自
身
の
豊
か
な
財
産
と
な

る
。
私
は
今
夏
、
出
身
地
の
静
岡
県
富
士
市
で
予
ね

て
か
ら
目
標
だ
っ
た
学
芸
員
に
来
年
度
の
採
用
が
内

定
し
た
。
採
用
試
験
の
面
接
で
は
、
旧
植
田
家
住
宅

で
学
ん
だ
こ
と
が
私
の
糧
と
な
っ
た
の
は
言
う
ま
で

も
な
い
。

　

土
蔵
の
宝
の
山
の
中
で
学
ん
だ
こ
と
は
本
当
に
大

き
い
。
学
生
の
間
で
は
な
か
な
か
触
れ
る
こ
と
が
出

来
な
い
、
生
活
の
中
の
文
化
遺
産
を
肌
で
感
じ
た
こ

の
経
験
は
無
二
の
も
の
だ
。
こ
れ
を
自
身
の
次
の
ス

テ
ー
ジ
で
活
か
し
文
化
の
本
質
を
人
々
に
伝
え
感
じ

さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
た
い
。
そ
れ
が
、
私
を
受

け
入
れ
て
く
れ
た
旧
植
田
家
住
宅
の
関
係
者
方
へ
の

感
謝
の
意
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
西
大
学
文
学
研
究
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
山　

裕
貴

い
っ
た
。

　

私
が
惹
か
れ
る
植
田
家
の
民
具
の
魅
力
、
そ
れ
は

そ
の
膨
大
な
数
で
あ
る
。
学
術
的
に
希
少
で
あ
る
と

か
珍
品
で
あ
る
と
か
と
い
っ
た
難
し
い
話
で
は
な

い
。
過
去
に
使
用
さ
れ
た
当
た
り
前
の
道
具
が
複
数

残
存
し
て
い
る
こ
と
で
、
植
田
家
の
生
活
水
準
や
家

の
考
え
方
、
暮
ら
し
ぶ
り
な
ど
が
一
手
に
理
解
で
き

る
。
そ
れ
が
植
田
家
の
民
具
の
魅
力
で
あ
る
。
そ
し

て
数
あ
る
民
具
の
中
で
異
様
に
点
数
の
多
い
モ
ノ

や
、
逆
に
他
の
モ
ノ
と
関
連
付
け
難
く
浮
い
て
し
ま

う
よ
う
な
モ
ノ
な
ど
は
、
植
田
家
に
お
け
る
存
在
理

由
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
新
た
な
発
見
が
生
み

出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
般
的
な
博
物
館
の
展
示
室
に
陳
列
さ
れ
た
民
具

と
そ
の
説
明
を
見
て
も
具
体
的
な
生
活
の
情
景
は
思

い
浮
か
ば
な
い
。
だ
が
植
田
家
の
民
具
は
多
数
残
存

す
る
こ
と
で
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
過
去
の
生
活

を
映
し
出
す
構
成
要
素
と
し
て
、
暮
ら
し
の
風
景
を

想
像
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
仕
事

を
通
し
て
、
民
具
が
生
活
を
知
る
上
で
貴
重
な
文
化

遺
産
だ
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
出
来
た
。

　

私
は
こ
う
し
た
貴
重
な
体
験
に
感
動
し
て
い
る

が
、
苦
労
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
人
生
の
大
半
を

平
成
の
時
代
に
送
っ
て
い
る
私
に
と
っ
て
、
昭
和
以

前
の
民
具
の
ほ
と
ん
ど
が
未
知
の
道
具
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
着
物
の
洗
い
張
り
に
使
用
す
る
伸
子
針
。

か
つ
て
は
誰
も
が
所
持
し
て
い
た
道
具
も
、
個
人
で
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旧
植
田
家
住
宅
で
は
、
一
〇
月
か
ら
毎
月
一
度
、

「
植
松
の
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
る
会
」
を
は
じ
め
植

松
と
そ
の
周
辺
地
域
に
お
住
ま
い
の
方
に
、
昔
の
暮

ら
し
や
ま
ち
の
様
子
な
ど
に
つ
い
て
聞
き
取
り
調
査

を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　

植
松
は
、
昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）
頃
に
は
現

在
の
約
三
倍
以
上
の
数
の
お
店
が
あ
り
、
賑
わ
い
が

あ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
こ
ろ
、
ど
こ
に
ど
の
よ
う

な
お
店
が
あ
っ
た
の
か
？
当
時
の
航
空
写
真
を
大
き

く
引
き
伸
ば
し
、
そ
の
上
に
み
な
さ
ん
の
記
憶
を
た

ど
っ
て
ど
ん
ど
ん
記
入
し
て
い
き
ま
す
。
当
時
は
、

市
場
な
ど
が
あ
り
、
生
鮮
食
料
品
店
な
ど
日
常
生
活

に
必
要
な
お
店
が
多
い
の
で
す
が
、
洋
服
屋
さ
ん
・

呉
服
屋
さ
ん
な
ど
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
関
係
の
お
店
や

美
容
院
・
散
髪
屋
さ
ん
も
多
く
、
駄
菓
子
屋
さ
ん
や

模
型
店
な
ど
趣
味
の
お
店
も
あ
り
、
歩
い
て
い
る
だ

け
で
も
、
と
て
も
楽
し
い
ま
ち
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
昔
の
写
真
を
み
な
さ
ん
に
持
ち
寄
っ
て
い

た
だ
き
、
当
時
の
暮
ら
し
の
様
子
を
い
ろ
い
ろ
と
お

話
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
、
そ
の
一
部
を

紹
介
し
ま
す
。

・
Ｊ
Ｒ
八
尾
駅
は
今
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い

　
が
、
昔
は
汽
車
が
走
っ
て
い
た
。

・
渋
川
踏
切
り
の
場
所
が
今
と
は
違
っ
て
い
た
。

・
渋
川
神
社
の
境
内
の
中
に
滑
り
台
や
シ
ー
ソ
ー
が

　
あ
っ
て
子
ど
も
が
た
く
さ
ん
遊
ん
で
い
た
。

・
子
ど
も
も
下
駄
を
履
い
て
い
た
。

・
川
で
魚
や
ザ
リ
ガ
ニ
を
と
っ
て
遊
ん
だ
。

・
地
域
一
斉
に
各
家
族
が
み
ん
な
で
大
掃
除
を
し
た
。

・
ふ
と
ん
太
鼓
は
引
か
ず
に
担
い
で
い
た
。

・
テ
レ
ビ
で
ま
ん
が
を
見
る
た
め
に
、
子
ど
も
た
ち

　
は
風
呂
屋
さ
ん
に
夕
方
集
ま
っ
て
き
た
。

　
…
e
t
c

　

ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
、
い
ろ
い
ろ
な
お
話
を
お
聞

き
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
昔
の
話
は
、
た
く
さ

ん
の
人
と
一
緒
に
話
す
と
、
忘
れ
て
い
た
こ
と
ま
で

思
い
出
せ
る
よ
う
で
、「
そ
や
っ
た
な
ー
!
」「
い
や

い
や
ち
ゃ
う
で
!
」
と
話
さ
れ
る
み
な
さ
ん
の
笑
顔

が
と
て
も
印
象
的
で
し
た
。
現
在
の
暮
ら
し
と
は
か

な
り
違
う
と
こ
ろ
、
今
も
残
っ
て
い
る
も
の
、
様
ざ

ま
な
植
松
を
み
な
さ
ん
と
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　

こ
れ
ら
聞
き
取
っ
た
地
域
の
昔
を
、
次
世
代
に
伝

承
す
べ
く
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｈ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｉ
で
は
、「
植

松
す
こ
し
昔
の
く
ら
し
ま
っ
ぷ
」（
う
え
ま
っ
ぷ
２
）

と
し
て
現
在
ま
と
め
る
作
業
を
し
て
お
り
ま
す
。
今

回
の
紙
面
で
は
お
伝
え
で
き
な
い
な
つ
か
し
い
植
松

を
、
昔
の
写
真
や
イ
ラ
ス
ト
も
交
え
み
な
さ
ん
に
お

伝
え
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

お
楽
し
み
に
！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　　　　　　と　　　　　　　ちょうさ

聞き取り調査

植松の昔のくらし 編

公設市場の様子

昔の八尾駅前商店街

寄
せ
ら
れ
た
写
真
の

1

部
を
紹
介
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【
田
辺
大
根
フ
ェ
ス
タ
】

　

急
に
寒
さ
が
厳
し
く
な
っ

た
十
二
月
の
中
旬
、
大
阪
市
内

の
商
店
街
で
毎
年
恒
例
の
「
田

辺
大
根
フ
ェ
ス
タ
」
が
開
催
さ

れ
た
。

　

こ
の
フ
ェ
ス
タ
で
は
、「
な

に
わ
の
伝
統
野
菜
」
の
ひ
と
つ

で
あ
る
田
辺
大
根
の
〝
大
根
ら

し
さ
〟
を
競
う
コ
ン
テ
ス
ト
が

あ
り
、
ス
タ
ッ
フ
が
育
て
た
大

根
も
、
昨
年
に
引
き
続
き
、
二

度
目
の
出
陳
と
な
っ
た
。

　

参
加
者
は
、そ
の
道
の
プ
ロ
か
ら
近
隣
の
小
学
校
、

趣
味
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
方
な
ど
様
ざ
ま
で
あ
る
。

ま
た
、
栽
培
方
法
に
よ
っ
て
「
畑
部
門
」
と
「
プ
ラ

ン
タ
ー
部
門
」
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
優
秀
な
も
の
や

ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
に
は
、
賞
が
与
え
ら
れ
る
。

　

昨
年
は
夏
の
猛
暑
の
せ
い
か
、
例
年
よ
り
大
根
の

成
長
が
早
く
、
特
に
プ
ラ
ン
タ
ー
で
栽
培
し
た
も
の

は
丸
ま
る
、
パ
ン
パ
ン
に
育
ち
、
今
に
も
破
裂
し
そ

う
な
ほ
ど
大
き
く
な
っ
た
。
畑
で
育
て
た
も
の
は
、

プ
ラ
ン
タ
ー
に
比
べ
る
と
若
干
小
さ
め
な
が
ら
、
理

想
的
な
形
の
も
の
が
収
穫
で
き
た
。

　

前
年
「
葉
ぶ
り
が
い
い
de
賞
」
を
頂
い
た
植
田
家

の
大
根
。
今
回
も
賞
を
頂
く
べ
く
苗
が
小
さ
い
う
ち

か
ら
様
ざ
ま
な
工
夫
を
試
み
た
。
そ
の
甲
斐
あ
っ
て

か
、
畑
部
門
で
は
残
念
な
が
ら
も
う
一
歩
及
ば
ず

だ
っ
た
も
の
の
、
プ
ラ
ン
タ
ー
部
門
で
は
、
そ
の
丸

ま
る
と
し
た
立
派
な
姿
で
「
で
っ
か
い
de
賞
」
を
頂

く
こ
と
が
で
き
た
。

　

次
こ
そ
は
最
高
賞
「
こ
れ
ぞ
田
辺
大
根
de
賞
」
を

頂
け
る
よ
う
、
ま
た
改
め
て
気
合
い
が
入
る
ス
タ
ッ

フ
た
ち
で
あ
り
ま
す
。

【
無
農
薬
と
害
虫
対
策
】

　

基
本
、
畑
に
植
え
て

い
る
野
菜
に
は
農
薬
は

使
用
し
な
い
が
、
害
虫

の
種
類
に
よ
っ
て
は
最

低
限
の
薬
剤
を
散
布
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

も
あ
る
。
し
か
し
、
今

回
の
大
根
栽
培
に
関
し

て
は
、
無
農
薬
に
こ
だ

わ
っ
て
み
た
。
ア
ブ
ラ
ナ
科
の
植
物
の
天
敵
「
ア
オ

ム
シ
」
を
、
毎
日
一
枚
一
枚
葉
っ
ぱ
を
め
く
り
、
指

で
つ
ま
ん
で
駆
除
す
る
。
こ
れ
が
毎
日
の
日
課
に

な
っ
た
。

　

虫
が
苦
手
な
担
当
の
ス
タ
ッ
フ
も
「
も
う
慣
れ
ま

し
た
」
と
苦
笑
。
多
い
日
に
は
三
〇
匹
以
上
を
退
治

し
た
が
、
ま
た
次
の
日
に
は
ウ
ニ
ョ
ウ
ニ
ョ
…
。
寒

さ
が
増
し
た
十
二
月
後
半
ま
で
、
こ
の
作
業
が
続
い

た
。

　

ま
た
、
ア
ブ
ラ
ム
シ
対
策
に
「
キ
ラ
キ
ラ
テ
ー

プ
」
な
る
銀
色
の
テ
ー
プ
を
畑
の
い
た
る
所
に
設
置

し
た
。
こ
の
テ
ー
プ
に
陽
が
当
た
っ
て
キ
ラ
キ
ラ
光

る
こ
と
で
天
敵
と
勘
違
い
し
た
ア
ブ
ラ
ム
シ
を
防
除

で
き
る
そ
う
だ
。
テ
ー
プ
の
効
果
か
、
今
回
は
全
く

ア
ブ
ラ
ム
シ
は
つ
か
ず
、
一
切
農
薬
を
使
わ
ず
無
事

収
穫
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

出陳された大根（ライバル）たち

発表を心待ちにする我が子

「
で
っ
か
い
de
賞
」
を
受
賞

！！

（
副
賞
は
ト
ー
ス
タ
ー
）
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JR
八
尾
駅
南
口
を
出
る
と
、
そ
こ
は
昔
な
が
ら

の
商
店
街
。
と
い
っ
て
も
現
在
は
、
昔
に
比
べ
て

商
店
の
数
も
減
り
、
す
こ
し
寂
れ
た
印
象
。

　

商
店
街
で
は
、
こ
の
場
所
を
盛
り
上
げ
よ
う
と

「
昔
あ
そ
び
」
の
開
催
や
駅
前
花
壇
の
整
備
、
地
元

の
祭
り
へ
の
参
加
な
ど
、
様
ざ
ま
な
事
に
取
り
組

ん
で
い
る
。
前
号
で
紹
介
し
た
「
う
え
ま
っ
ぷ
2
」

の
作
成
も
、
地
域
の
人
た
ち
と
の
交
流
か
ら
生
ま

れ
た
ア
イ
デ
ア
の
ひ
と
つ
。
地
域
の
連
携
を
通
じ

て
、
日
々
、
活
性
化
を
め
ざ
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
最
近
、
商
店
街
に
新
し
い
風
が
吹
い

た
。
な
ん
と
新
規
店
舗
が
参
入
。
旧
植
田
家
住
宅

か
ら
徒
歩
三
十
秒
の
場
所
に
在
る
「
み
や
げ
も
の

屋　

キ
ャ
ラ
メ
ル 

マ
マ
」
を
早
速
訪
ね
て
み
た
。

　

当
館
ス
タ
ッ
フ
の
間
で
も
す
で
に
話
題
の
お

店
「
キ
ャ
ラ
メ
ル 

マ
マ
」。
か
わ
い
い
看
板
と

数
々
の
雑
貨
が
出
迎
え
て
く
れ
る
。
こ
の
お
店

と
場
所
に
つ
い
て
、
店
主
の
も
り
か
わ
さ
ん
に

お
話
を
伺
っ
た
。

　
「『
八
尾
っ
て
え
え
と
こ
』
っ
て
み
ん
な
に
伝

え
た
い
」
と
の
想
い
を
語
る
も
り
か
わ
さ
ん
。

店
内
に
は
、
八
尾
の
作
家
さ
ん
た
ち
の
作
品
が

〝
ギ
ャ
ラ
リ
ー
〟の
よ
う
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
ん
な
も
り
か
わ
さ
ん
の
野
望
4

4

は
「
地
元
が

活
気
づ
い
て
ほ
し
い
」
こ
と
。「
こ
ど
も
か
ら

お
年
寄
り
ま
で
、
み
ん
な
元
気
に
な
っ
て
も
ら

い
た
い
」
と
い
う
。「
小
さ
な
お
店
か
ら
大
き

な
野
望
を
も
っ
て
」

と
い
う
心
強
い
言
葉

が
、
商
店
街
の
明
る

い
未
来
の
到
来
を
予

感
さ
せ
る
。

　　　「小さなお店から
　　　　　　　　　大きな野望をもって」

第
三
回

人
を
つ
な
ぐ
街
～
JR
八
尾
駅
前
商
店
街
～

もりかわ ひろこ さん
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現
在
、
N
H
K
で
放
映
中
の
「
朝
の
連
続
テ
レ

ビ
小
説　

て
っ
ぱ
ん
」
は
、
主
人
公
・
村
上
あ
か
り

が
故
郷
・
尾
道
市
の
あ
る
島
と
大
阪
を
往
復
し
て
、

成
長
し
て
い
く
物
語
で
す
。
番
組
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

は
中
村
玉
緒
さ
ん
。

　

今
か
ら
五
一
年
前
の
昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）、

河
内
と
因
島
を
結
び
つ
け
た
主
人
公
が
誕
生
し
て
い

ま
す
。「
悪
名
」
の
朝
吉
が
そ
の
人
で
す
。
こ
の
主

人
公
の
破
天
荒
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
人
情
味
豊
か

で
、
義
侠
心
に
あ
ふ
れ
た
行
動
に
多
く
の
人
び
と
が

魅
了
さ
れ
、
翌
年
に
は
映
画
化
。
朝
吉
を
演
じ
た
勝

新
太
郎
に
婚
約
の
一
札
を
せ
ま
る
し
っ
か
り
も
の
の

お
絹
を
好
演
し
、
公
私
と
も
に
生
涯
に
わ
た
る
伴
侶

と
な
っ
た
の
が
中
村
玉
緒
さ
ん
だ
と
思
え
ば
、
連
続

テ
レ
ビ
小
説
の
設
定
も
魅
力
倍
増
で
す
。

　

こ
の
「
悪
名
」
の
朝
吉
は
、
原
作
で
は
氏
が
判
然

と
し
ま
せ
ん
が
、
映
画
化
さ
れ
る
に
あ
た
り
村
上
朝

吉
と
明
確
に
な
り
ま
す
。
平
成
の
市
町
村
大
合
併
に

よ
り
因
島
は
、現
在
で
は
尾
道
市
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　  
コ
ラ
ム

尾
道
周
辺
の
島
々
で
村
上
姓
が
多
い
の
は
周
知
の
事

実
で
す
が
（
瀬
戸
内
海
の
村
上
水
軍
の
影
響
？
）、

こ
の
あ
た
り
の
つ
な
が
り
も
興
味
深
い
も
の
で
す
。

　

実
は
、
昨
年
大
人
気
番
組
で
あ
っ
た
同
じ
く
「
朝

の
連
続
テ
レ
ビ
小
説　

ゲ
ゲ
ゲ
の
女
房
」
で
も
、
私

に
と
っ
て
興
味
深
い
描
写
が
あ
り
ま
し
た
。
主
人
公

で
あ
る
布
美
枝
さ
ん
の
嫁
ぎ
先
が
調
布
市
で
、
昭
和

二
〇
年
か
ら
三
〇
年
代
の
風
景
が
時
折
、
セ
ッ
ト
や

白
黒
画
面
で
映
し
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
「
悪
名
」
の
原
作
者
・
今
東
光
は
、「
悪
名
」
連
載

開
始
の
一
五
年
前
に
は
、
調
布
に
疎
開
し
て
い
て
、

終
戦
直
後
の
昭
和
二
十
一
年
に
蜂
谷
き
よ
と
結
婚
、

「
ゲ
ゲ
ゲ
の
女
房
」
よ
り
も
さ
ら
に
厳
し
い
生
活
を

始
め
て
い
る
の
で
す
。

　

何
気
な
く
見
て
い
る
テ
レ
ビ
や
映
画
、
絵
画
や
読

ん
で
い
る
本
か
ら
薫
っ
て
く
る
今
東
光
の
痕
跡
を
、

落
穂
拾
い
の
よ
う
に
紹
介
し
ま
す
。

落
穂
拾
い

　
　

-

今
東
光
の
薫
風- 

（一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
・
伊
東  

健
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安中新田会所跡旧植田家住宅へは公共の交通機関をご利用ください

● JR 大和路線八尾駅下車　
　南出口より東へ徒歩 3 分
●近鉄大阪線八尾駅から
　近鉄バス藤井寺駅前行
　JR 八尾駅前バス停下車　
　南東へ徒歩 6 分
●八尾市植松町 1-1-25
● 072-992-5311
● http://kyu-uedakejutaku.jp

※当施設に駐車場はございません

開館時間：午前 9 時～午後 5 時
　　　　    （入館は午後 4 時 30 分迄）
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