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土蔵 1 展示、
  リニューアル！
　2012年4月1日（日）より、安中新田会所跡 旧植田家住宅・土蔵1（民具展示室）の

展示品が入れ替わりました。昔なつかしの道具からちょっと珍しいものまで、

旧植田家にのこされた数々の生活器具（民具）類が展示されています。

　さらに、これまで未公開だった土蔵1 の 2階部分が今年度からご覧いただける

ようになりました。旧植田家住宅の往時のくらしをお楽しみください。

展示のご案内

通常展「大和川付け替え関連展示」
 2012年4月1日～7月1日　※休館日はP15をご覧ください

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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「旧植田家住宅・座敷 1 の風景」

　旧植田家住宅・座敷 1 は、明治期に増築された部屋
で、普段は主人や客人以外は入れなかったと言わ
れています。本格的な床の間、鶴の描かれた襖絵、
茶道具づくしの欄間など、客人に対する “ もてなし
の精神（こころ）” が感じられる空間です。
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今号より表紙をリニューアルしました
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女
の
子
が
生
ま
れ
た
ら
、二
人
で
お
し
ゃ
れ
し
て
、

一
緒
に
お
茶
会
に
参
加
す
る
。
こ
れ
が
、
長
年
の

私
の
夢
で
し
た
。
し
か
し
我
が
娘
は
ま
だ
四
歳
。

ふ
ざ
け
た
り
、
踊
っ
た
り
、
か
け
っ
こ
で
一
番
に

な
る
の
が
大
好
き
な
や
ん
ち
ゃ
盛
り
。そ
し
て
毎
日

怒
り
っ
ぱ
な
し
の
私
…
。
さ
て
、
い
つ
に
な
っ
た

ら
夢
が
か
な
う
の
や
ら
、
と
思
っ
て
い
た
矢
先
、

旧
植
田
家
住
宅
で
〝
こ
ど
も
の
た
め
の
お
茶
会
〟

が
あ
る
と
知
り
、「
こ
れ
だ
！
」
と
思
い
、
参
加

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

お
茶
会
、
と
い
っ
て
も
娘
に
は
よ
く
わ
か
ら
な

い
よ
う
で
し
た
の
で
「
お
上
品
に
お
菓
子
を
食
べ

て
、
お
茶
を
飲
む
会
よ
」
と
説
明
す
る
と
、
お
菓

子
を
食
べ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
だ
け
を
理
解
し
て

い
た
よ
う
で
、
お
茶
会
へ
向
か
う
道
中
「
お
菓
子

ま
だ
？
」「
お
腹
す
い
た
～
」
を
連
呼
し
、
説
明

の
し
か
た
を
失
敗
し
た
か
な
…
と
少
々
後
悔
し
ま

し
た
が
、
到
着
し
て
座
敷
へ
通
し
て
い
た
だ
い
た

途
端
、
急
に
表
情
が
き
り
り
と
し
、「
お
上
品
な

お
姉
ち
ゃ
ん
」
に
変
身
。
も
と
も
と
、ど
こ
へ
行
っ

て
も
物
怖
じ
し
な
い
娘
は
、
初
め
て
会
う
お
兄

ち
ゃ
ん
や
お
姉
ち
ゃ
ん
達
の
間
に
ち
ょ
こ
ん
と
座

り
、
先
生
の
お
手
前
を
の
ぞ
き
込
む
よ
う
に
見
て

い
ま
し
た
。
そ
し
て
待
望
の
お
菓
子
。
子
ど
も
達

に
も
食
べ
や
す
い
お
菓
子
を
用
意
し
て
く
だ
さ
っ

て
い
た
の
で
、
娘
も
彼
女
な
り
の
上
品
さ
で
パ
ク

リ
。
い
よ
い
よ
、
お
手
前
を
い
た
だ
く
番
。
ち
ゃ

ん
と
い
た
だ
け
る
か
な
？
と
ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら

見
て
い
る
と
、
先
生
の
さ
れ
る
様
子
を
そ
の
ま
ま

真
似
て
、
隣
へ
一
礼
。
持
っ
て
来
た
方
へ
一
礼
。

お
茶
碗
の
正
面
を
ず
ら
し
て
、
ゴ
ク
リ
。
い
つ
も

の
や
ん
ち
ゃ
姫
は
ど
こ
へ
や
ら
、そ
れ
な
り
に
で
き

て
い
る
で
は
な
い
で
す
か
！

　

お
茶
の
後
、
隣
の
座
敷
で
、
お
箸
で
大
豆
を
つ

ま
み
、
ど
の
く
ら
い
で
隣
の
お
皿
へ
全
部
移
す
こ

と
が
で
き
る
か
タ
イ
ム
を
測
る
ゲ
ー
ム
を
し
て
い

ま
し
た
。
お
箸
を
使
う
の
が
好
き
な
娘
は
、
早
速

ゲ
ー
ム
を
始
め
ま
し
た
が
、
思
っ
て
い
た
よ
り
難

し
く
、
豆
が
つ
る
つ
る
す
べ
っ
て
な
か
な
か
進
み

ま
せ
ん
。
こ
れ
は
い
つ
終
わ
る
か
わ
か
ら
な
い
ぞ
、

と
思
っ
た
の
で
「
も
う
帰
る
？
」
と
娘
に
聞
い
た

の
で
す
が
、娘
は
も
う
夢
中
。
そ
の
う
ち
、ス
タ
ッ

フ
の
方
も
「
頑
張
れ
！
」「
時
間

は
気
に
し
な
く
て
い
い
か
ら
ね
」

と
応
援
し
て
く
だ
さ
り
、
う
ん

と
時
間
は
か
か
り
ま
し
た
が
、

何
と
か
全
部
、
隣
の
お
皿
に
移

す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

さ
て
、
少
し
ば
か
り
お
姉
ち
ゃ
ん
な
様
子
を
見

せ
て
く
れ
た
娘
で
す
が
、
家
に
帰
る
と
す
ぐ
に
や

ん
ち
ゃ
姫
に
逆
戻
り
。
い
つ
に
な
っ
た
ら
、
本
当

の
「
お
上
品
な
お
姉
ち
ゃ
ん
」
に
な
っ
て
く
れ
る

の
で
し
ょ
う
か
…
。

2012年1月21日（土）

福田祐美子（参加者）

新春企画

ち
ゃ
ん
と

　
い
た
だ
け
る
か
な
？
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施
設
周
辺
写
生
作
品
、募
集
！

　

新
年
度
に
入
り
、「
施
設
周
辺
写
生
作
品
展
示
」

（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示
）
は
今
回
で
六
回
目
を
迎
え

ま
す
。
こ
れ
ま
で
応
募
し
て
い
た
だ
い
た
作
品
は
、

全
て
合
わ
せ
る
と
八
十
八
点
に
も
上
り
ま
す
。
参

加
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、
旧
植
田
家
住
宅
に
遊
び
に

来
て
い
る
小
学
生
の
子
ど
も
た
ち
で
す
が
、
一
般

か
ら
の
ご
応
募
も
た
く
さ
ん
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
れ
も
か
な
り
高
い
レ
ベ
ル
の
も
の
ば
か
り
。
毎

回
ス
タ
ッ
フ
た
ち
を
驚
か
せ
て
い
ま
す
。

　

二
〇
一
二
年
度
・
前
期
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示
は
、

七
月
二
十
三
日
（
月
）
～
九
月
二
日
（
日
）
と
な
っ

て
い
ま
す
。
夏
休
み
期
間
中
で
す
の
で
、多
少
（
か

な
り
？
）
暑
い
で
す
が
、
冷
房
の
効
い
た
ギ
ャ
ラ

リ
ー
で
ご
鑑
賞
い
た
だ
け
ま
す
。
ま
た
、
作
品
を

ご
応
募
し
て
く
だ
さ
っ
た
皆
様
に
は
、
特
典
と
し

て
、
展
示
期
間
中
、
旧
植
田
家
住
宅
の
入
館
料
が

無
料
に
な
る
観
覧
券
の
発
行
も
予
定
し
て
い
ま
す

（
中
学
生
以
下
に
は
参
加
賞
も
あ
り
）。

　

テ
ー
マ
は
「
旧
植
田
家
住
宅
ま
た
は
そ
の
周
辺

の
風
景
」。
応
募
用
紙
は
、
旧
植
田
家
住
宅
施
設

窓
口
ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
の
で
、
ど
し
ど
し
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

皆
様
の
力
作
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

２
０
１
２
年
度
・
前
期

7

応募期間

作品展示

2012年4月1日（日）～7月20日（金）

2012年7月23日（月）～9月2日（日）

植松の風景、
　　描いてみませんか？

安中新田会所跡 旧植田家住宅

旧植田家住宅や周辺のまちなみをスケッチ。
えんぴつ画、クレヨン画、水彩画、何でも自由です。

2012年4月1日（日）～7月20日（金）
2012年7月23日（月）～9月2日（日）

※ご応募いただいた作品は上記の期間中、
　旧植田家住宅・ギャラリーにて展示します。

主催：NPO法人HICALI

作品募集
さ く ひ ん   ぼ し ゅ う

八尾市指定文化財

安中新田会所跡 旧植田家住宅
〒581-0084 大阪府八尾市植松町1-1-25　（072）992-5311
http://kyu-uedakejutaku.jp/

植松の風景、

　描いてみませんか？

◎詳細は裏面をご覧ください

施設周辺写生作品展示2012

応募期間

作品展示

2011年度ギャラリー展示の様子

詳細はお問い合わせいただくか、
ホームページをご覧ください。

　※応募して頂いた作品は、上記期間中、旧植田家住宅内ギャラリーにて展示します。

　　　　　　　　　　　　ホームページ：http://kyu-uedakejutaku.jp

2011 年度・後期の応募作品

JR
八
尾
駅
旧
駅
舎

渋
川
神
社
の
風
景
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昨
年
十
二
月
か
ら
今
年
二
月
に
か
け
て
、

連
続
講
座
「
伝
統
民
家
無
名
塾
」（
全
三
回
）

が
開
講
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
講
座
で
は
、
以

前
に
も
伝
統
民
家
の
お
話
を
し
て
く
だ
さ
っ

た
一
級
建
築
士
の
平
谷
宗
隆
さ
ん
を
講
師
に

お
招
き
し
、伝
統
工
法
と
現
代
工
法
の
違
い

や
旧
植
田
家
住
宅
の
変
遷
な
ど
に
つ
い
て
、

様
ざ
ま
な
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

伝統民家

無 名 塾

【
第
一
回
】

　 

旧
植
田
家
の
概
要
と
地
震･

耐
震

　

連
続
講
座
の
第
一
回
目
は
、
旧
植
田
家
住
宅
の

建
物
の
変
遷
に
つ
い
て
。
概
略
が
話
さ
れ
た
後
、

ま
さ
に
〝
基
礎
〟
的
な
お
話
と
し
て
、
地
盤
の
話

と
基
礎
の
話
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

　

現
在
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
ベ
タ
基
礎
（
全
面
を

板
状
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
し
た
基
礎
）
が
増

え
て
き
て
い
る
ら
し
い
で
す
が
、
昔
の
基
礎
は
地

盤
が
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
石
を
置
く
だ
け
だ
っ

た
そ
う
で
す
。

　

次
に
、
建
物
の
耐
震
の
話
に
な
り
ま
し
た
。
現

代
工
法
の
建
物
は
、
最
初
か
ら
「
揺
れ
な
い
」
よ

う
に
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
見
よ
さ
そ
う
に
思
う

の
で
す
が
、
建
物
が
揺
れ
な
い
分
、
地
震
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
全
て
受
け
て
し
ま
い
ま
す
。

　

で
は
、
伝
統
工
法
が
ど
う
な
の
か
と
い
う
と
、

こ
ち
ら
は
最
初
か
ら
「
揺
れ
る
」
よ
う
に
造
ら
れ

て
い
る
そ
う
で
す
。
法
隆
寺
の
五
重
塔
は
地
震
の

時
に
は
「
く
」
の
字
型
に
曲
が
っ
て
揺
れ
た
と
い

う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
現
在

の
高
層
ビ
ル
の
構
造
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
い

ま
す
か
ら
、
伝
統
工
法
の
一
部
は
形
を
変
え
て
現

代
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

8

で ん と う み ん か

む 　 　 　 　 め い 　 　 じ ゅ く

家相図

虫籠窓
伝統民家
の再生

ほぞ穴

講師の平谷宗隆さん
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【
第
二
回
】

　 

伝
統
民
家･

間
取
り
と
沿
革

　

今
回
は
、
間
取
り
の
話
が
中
心
で
し
た
。
河
内
・

奈
良
盆
地
の
伝
統
民
家
は
整
形
四
間
取
り
（
い
わ

ゆ
る
田
の
字
型
の
間
取
り
）
が
基
本
だ
そ
う
で
す
。

旧
植
田
家
住
宅
の
場
合
、
こ
こ
か
ら
変
化
し
て
、

六
間
取
り
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

の
が
平
谷
さ
ん
の
ご
意
見
で
し
た
。

　

家
相
図
（
※
）
は
、
建
物
の
変
遷
を
考
え
る
と

き
に
は
と
て
も
参
考
に
な
る
資
料
で
す
。
旧
植
田

家
住
宅
に
は
江
戸
時
代
の
も
の
と
思
わ
れ
る
も
の

か
ら
昭
和
の
終
わ
り
の
こ
ろ
の
も
の
ま
で
、
数
枚

の
家
相
図
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
主
屋
の
基
本
的

な
構
造
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
い
つ

頃
の
時
期
に
ど
の
建
物
が
造
ら
れ
た
の
か
等
が
よ

く
わ
か
り
ま
す
。

　

ま
た
今
回
、
天
星
尺
（
て
ん
せ
い
し
ゃ
く
）
と

い
う
言
葉
を
こ
の
講
座
で
初
め
て
聞
き
ま
し
た
。

門
（
出
入
り
口
）
の
大
き
さ
を
測
っ
て
、
吉
の
範

囲
に
入
る
よ
う
に
部
材
の
長
さ
等
を
決
め
る
た
め

の
道
具
で
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
る
こ
と
は

な
い
そ
う
で
す
。

9

【
第
三
回
】

　 

消
え
た
伝
統
の
魅
力
・
再
生

　

第
三
回
目
は
、
基
本
的
な
構
造
の
お
話
か
ら
始

ま
り
ま
し
た
。
モ
デ
ル
図
を
も
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
部
材
の
名
称
な
ど
も
解
説
さ
れ
、
と
て
も
よ
く

わ
か
り
ま
し
た
。

　

古
民
家
再
生
の
話
で
は
、
平
谷
さ
ん
が
手
が
け

た
土
蔵
の
再
生
の
話
が
詳
し
く
話
さ
れ
ま
し
た
。

土
蔵
に
は
土
壁
が
使
わ
れ
ま
す
が
、
古
い
土
壁
も

わ
ら
を
入
れ
て
練
り
な
お
し
、
寝
か
せ
て
お
く
と

再
利
用
で
き
ま
す
。
ま
た
、
土
壁
は
湿
度
調
整
も

し
て
く
れ
、
耐
火
性
も
高
い
な
ど
、
環
境
に
も
人

に
も
家
に
も
優
し
い
建
材
な
の
で
す
が
、
時
間
と

お
金
が
か
か
る
た
め
、
現
在
は
使
わ
れ
な
く
な
っ

て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
時
代
の
流
れ
と
は

い
え
、
残
念
な
こ
と
で
す
。

　

最
後
に
、
伝
統
民
家
の
魅
力
に
つ
い
て
、
か
つ

て
の
植
田
家
の
建
物
を
例
に
具
体
的
な
お
話
を
し

て
い
た
だ
き
、
講
座
は
終
了
と
な
り
ま
し
た
。

　

伝
統
民
家
の
話
は
と
て
も
奥
が
深
く
、
三
回

の
講
座
で
は
ほ
ん
の
さ
わ
り
し
か
お
聞
き
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

機
会
が
あ
れ
ば
再
度
、「
伝
統
民
家
無
名
塾
」

を
開
講
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

※
家か
そ
う
ず

相
図
…
風
水
な
ど
に
基
づ
い
て
部
屋
の
間
取
り

　
　
　
　
　
や
配
置
を
記
し
た
文
書
図
。

伝統民家のモデル図（平谷宗隆氏作成）
明治 5 年の家相図

天星尺（てんせいしゃく）
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旧
植
田
家
住
宅
に
は
多
く
の「
行
李
」
が
の
こ

さ
れ
て
お
り
、
現
在
、
土
蔵
１
（
民
具
展
示
室
）

に
も
展
示
さ
れ
て
い
る
。
行
李
と
は
、
葛つ

づ
ら籠
の

一
種
で
、
衣
類
や
身
の
回
り
の
品
々
を
入
れ
て

お
い
た
り
運
搬
す
る
の
に
用
い
た
道
具
で
あ
る
。

　

一
般
的
に
行
李
は
「
竹
行
李
」
と
「
柳
行
李
」

の
二
種
に
分
け
ら
れ
る
が
、
ひ
と
目
で
そ
の
違

い
が
わ
か
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
写
真
を
参
照
し
て

い
た
だ
き
た
い
。
竹
行
李
は
ス
ズ
タ
ケ
や
ハ
コ

ネ
メ
ダ
ケ
の
割
竹
を
網あ

じ
ろ代（
薄
く
削
っ
た
竹
を
斜

め
に
組
み
合
わ
せ
た
も
の
）
に
編
ん
で
い
る
の

が
特
徴
で
、
長
野
県
松
本
周
辺
や
岩
手
県
一
戸

周
辺
、
古
く
は
静
岡
県
御
殿
場
周
辺
も
主
な
産

地
で
あ
っ
た
。
一
方
、
柳
行
李
は
コ
リ
ヤ
ナ
ギ

の
枝
の
皮
を
剥
い
だ
も
の
を
麻
糸
で
縫
い
、
縁

に
割
竹
を
当
て
て
形
作
り
、
傷
み
や
す
い
角
や

縁
に
布
や
革
が
縫
い
付
け
ら
れ
て
い
る
の
が
特

徴
で
あ
る
。
兵
庫
県
豊
岡
市
が
最
大
の
産
地
と

し
て
知
ら
れ
た
が
、
現
在
で
は
柳
行
李
を
作
る

職
人
も
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

少
し
前
ま
で
日
常
的
に
使
わ
れ
て
い
た
行
李
も

今
で
は
ほ
と
ん
ど
見
か
け
な
く
な
っ
た
。
便
利

な
モ
ノ
が
溢
れ
る
現
代
だ
が
、
ち
ょ
っ
と
む
か

し
の
道
具
に
目
を
向
け
、
昔
の
く
ら
し
に
つ
い

て
考
え
る
こ
と
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

関西大学大学院文学研究科

谷口 弘美

研 究
のーと

Investigation

Note

ファイル 2

「行 李」
こ う り

土蔵 1（民具展示室）1 階 の様子。
入口を入ってすぐの場所に展示されている。

《柳行李》 《竹行李》
スズタケ、ハコネメ

ダケの割竹を網代に

編んでいるのが特徴。

コリヤナギの枝の皮

を剥いだものを縫い、

割竹を当てて形作ら

れている。角や縁が

傷まないように布や

革が縫い付けられる。

拡 大拡 大
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郷
土
を
も
っ
と
知
っ
た
出
前
授
業

　

四
年
生
の
出
前
授
業
に
来
て
い
た
だ
い
た
。

出
前
授
業
で
は
、大
阪
平
野
の
成
り
立
ち
や
長
瀬

川
と
玉
串
川
の
今
と
昔
・
校
区
の
移
り
変
わ
り
の

写
真
ク
イ
ズ
で
ま
ず
盛
り
上
が
っ
た
。
子
供
達

の
感
想
は
、「
知
ら
な
か
っ
た
校
区
の
昔
を
知
り
、

う
れ
し
か
っ
た
。」「
ク
イ
ズ
が
楽
し
か
っ
た
。」「
昔

の
様
子
と
ま
だ
同
じ
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
び
っ
く
り

し
た
。」「
渋
川
神
社
の
ク
ス
ノ
キ
が
天
然
記
念
物

だ
な
ん
て
自
慢
だ
。」「
校
区
は
神
社
が
多
く
て
長

い
歴
史
の
あ
る
場
所
だ
っ
た
ん
だ
。」「
長
瀬
川
は

昔
の
大
和
川
で
川
幅
が
広
か
っ
た
ん
だ
。」
と
、

校
区
を
再
発
見
し
、
誇
ら
し
く
感
じ
た
時
間
で

あ
っ
た
。

　

大
和
川
は
、
校
区
か
ら
近
い
南
に
あ
る
川
で
あ

る
。
子
供
達
は
、
大
和
川
に
釣
り
に
行
っ
た
こ
と

や
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
し
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
な

ど
と
身
近
に
感
じ
て
い
る
子
も
い
れ
ば
、
全
く
関

心
の
な
い
子
も
い
る
。
さ
ら
に
校
区
の
隣
を
流
れ

て
い
る
長
瀬
川
に
対
し
て
も
、
さ
ほ
ど
関
心
を

持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　

そ
ん
な
大
和
川
に
対
す
る
思
い
で
あ
っ
た
が
、

長
瀬
川
が
も
と
の
大
和
川
で
あ
っ
た
こ
と
や
、洪

水
に
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
先
人
の
思
い
を
出
前
授

業
で
知
り
、
郷
土
の
川
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
深

ま
っ
た
。
そ
し
て
、大
和
川
付
け
替
え
の
ス
ー
パ
ー

ス
タ
ー
中
甚
兵
衛
さ
ん
を
も
っ
と
有
名
に
し
た
い

と
言
う
声
が
あ
が
っ
た
。

　

一
方
、
大
和
川
の
付
け
替
え
ル
ー
ト
で
、
こ
の

永
畑
小
も
川
底
に
な
っ
て
い
た
か
も
分
か
ら
な

か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、「
よ
か
っ
た
」
と
い
う

素
直
な
声
が
あ
っ
た
。
付
け
替
え
で
新
田
が
開
発

さ
れ
、
綿
作
り
に
よ
り
生
活
が
豊
か
に
な
っ
た
人

も
い
れ
ば
、
今
ま
で
の
暮
ら
し
を
変
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
人
も
い
た
こ
と
や
、
か
え
っ
て
水

不
足
に
な
る
地
域
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
両
面
か

ら
考
え
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
か
さ
れ

た
出
前
授
業
で
あ
っ
た
。

　

付
け
加
え
て
、
私
達
が
住
ん
で
い
る
河
内
平
野

の
地
面
の
高
さ
は
今
も
変
わ
ら
な
い
の
で
、
水
が

た
ま
り
や
す
い
地
形
で
あ
る
。
昭
和
四
十
七
年
の

大
東
水
害
で
私
の
知
人
の
家
も
床
上
浸
水
し
、
後

に
家
を
ジ
ャ
ッ
キ
ア
ッ
プ
し
た
事
を
知
っ
て
い

る
。
大
和
川
の
付
け
替
え
に
よ
っ
て
洪
水
が
な
く

な
っ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
。

　

子
供
達
も
、
中
甚
兵
衛
や
志
を
同
じ
く
力
を
尽

く
し
た
人
々
の
よ
う
に
暮
ら
し
や
す
い
郷
土
を
開

き
、
こ
れ
か
ら
も
郷
土
を
愛
し
て
い
っ
て
ほ
し
い

と
願
っ
て
い
る
。
折
し
も
三
月
行
事
に
六
年
生
と

の
給
食
交
流
会
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
子
供
達
は

出
し
物
と
し
て
、「
大
和
川
の
付
け
替
え
の
劇
が

い
い
」
と
即
答
。
朗
読
劇
に
し
て
見
て
も
ら
っ
た
。

　

ま
た
、
校
区
に
あ
る
旧
植
田
家
住
宅
に
、
子
供

達
は
よ
く
遊
び
に
行
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

子
供
達
が
自
分
の
住
ん
で
い
る
所
が
好
き
で
住
み

よ
い
所
に
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
、
今
も
昔
も

変
わ
ら
な
い
と
思
う
。
身
近
な
郷
土
を
も
っ
と
深

く
知
り
、
そ
し
て
人
と
の
つ
な
が
り
、
過
去
未
来

と
の
つ
な
が
り
、
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
、

よ
り
発
展
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
を
念
じ
て
い
る
。

永
畑
小
学
校　

四
年
生
担
任

「校区の昔」と「大和川の付け替え」
の授業を担当する2名のスタッフ
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い
つ
も
の
よ
う
に
井
戸

水
で
土
を
き
れ
い
に
洗
い

流
し
、
お
決
ま
り
の
試
食

会
。
前
回
の
失
敗
に
め
げ

ず
、
今
回
も
ま
た
少
々
頑

張
っ
て
、
人
参
と
人
参
葉
を

練
り
込
ん
だ
パ
ウ
ン
ド
ケ
ー
キ
を
作
っ
て
み
た
。

（
今
回
は
、か
な
り
イ
ケ
ま
し
た
！
）

　

そ
し
て
、
寒
い
の
で
味
噌
汁
も
プ
ラ
ス
。
人
参

の
葉
っ
ぱ
を
見
る
の
も
、
も
ち
ろ
ん
食
べ
る
の
も

初
め
て
と
い
う
子
ど
も
た
ち
が
ほ
と
ん
ど
の
中
、

少
々
ク
セ
が
あ
る
の
で
嫌
が
る
か
な
？
と
思
い
な

が
ら
も
、
こ
れ
で
も
か
！
と
い
う
ほ
ど
味
噌
汁
の

中
に
葉
っ
ぱ
を
ど
っ
さ
り
入
れ
て
み
た
が
、
こ
れ

ま
た
以
外
な
反
応
。「
葉
っ
ぱ
、
め
っ
ち
ゃ
お
い

し
い
や
ん
！
」「
人
参
の
葉
っ
ぱ
っ
て
、
甘
い
ね

ん
な
ぁ
！
」「
ボ
ク
、
こ
れ
好
き
！
」
と
か
な
り

の
高
評
価
。
参
加
者
全
員
が
お
か
わ
り
連
発
で
、

あ
っ
と
い
う
間
に
鍋
の
中
は
空
っ
ぽ
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
や
は
り
、
と
れ
た
て
の
野
菜
は
甘
く
て

美
味
し
い
の
だ
ろ
う
。
よ
く
考

え
る
と
、
ど
こ
よ
り
も
新
鮮
な

「
産
地
直
送
」
な
の
で
あ
る
。

　

少
し
前
か
ら
畑
の
企
画
に
参

加
し
て
下
さ
っ
て
い
る
子
ど
も

No.12

の
親
御
さ
ん
か
ら
は
、「
嫌
い
な
野
菜
で
も
、
こ

こ
に
来
て
お
友
達
と
一
緒
だ
と
、
食
べ
る
ん
で
す

よ
。
家
で
も
少
ず
つ
で
す
が
、
頑
張
っ
て
食
べ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
や
っ
ぱ
り
自
分
で
世
話
を

す
る
と
、美
味
し
く
思
え
る
の
で
す
ね
。」
と
、お
っ

し
ゃ
っ
て
頂
い
た
。
何
よ
り
も
う
れ
し
い
お
言
葉
。

…
そ
う
い
え
ば
、
私
自
身
も
人
参
嫌
い
だ
っ
た

よ
う
な
？
確
か
。

【
イ
チ
ゴ
の
花
が
咲
い
た
よ
！
】

　

近
隣
の
永
畑
幼
稚
園
の
園
児
た
ち
と
の
収
穫
用

に
庭
の
片
隅
の
プ
ラ
ン
タ
ー
に
植
え
て
い
る
イ
チ

ゴ
が
、
よ
う
や
く
花
を
つ
け
た
。
冬
の
寒
い
間
、

ま
っ
た
く
成
長
せ
ず
、
大
丈
夫
か
な
？
と
心
配
し

て
い
た
が
、
３
月
の
後
半
に
な
る
と
、
よ
う
や
く

大
き
く
な
り
始
め
た
。今
で
は
、

た
く
さ
ん
の
白
や
ピ
ン
ク
色

の
花
が
咲
き
、
小
さ
な
実

ら
し
き
も
の
も
目
に
付
く
。

　

今
回
植
え
て
い
る
イ
チ
ゴ
は
、

か
な
り
多
品
種
。
ま
だ
珍
し
い
、
桃
の
味
が
す
る

と
い
う
薄
い
ピ
ン
ク
色
の
「
桃
薫
」
を
は
じ
め
、

四
季
成
り
の
「
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
」
な
ど
が
あ
り
、

園
児
た
ち
よ
り
も
ス
タ
ッ
フ
の
ほ
う
が
イ
チ
ゴ
を

楽
し
み
に
し
て
い
る
。

　

寒
さ
も
ピ
ー
ク
の
二
月
中
頃
、
金
時
人
参
を

収
穫
し
た
。今
回
は
伝
統
野
菜
で
あ
る
こ
の
人
参

と
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
洋
人
参
の
二
種
類
を
植
え

て
い
た
。人
参
は
土
の
中
に
し
っ
か
り
埋
ま
っ
て

い
る
の
で
、
思
っ
た
よ
り
も
掘
り
出
し
に
く
く
、

子
ど
も
た
ち
は
モ
グ
ラ
状
態
で
土
を
か
き
わ
け
る
。

な
か
な
か
う
ま
く
掘
り
出
せ
ず
に
、途
中
で
「
バ

キ
ッ
！
」と
折
っ
て
し
ま
う
子
が
続
出
。そ
れ
で
も

根
気
よ
く
掘
り
進
み
、
や
っ
と

姿
を
現
し
た
人
参
は
、
と
て
も

立
派
な
も
の
か
ら
噴
き
出
し
て

し
ま
う
よ
う
な
妙
な
形
の
も
の

ま
で
様
ざ
ま
だ
っ
た
。

金時人参、収穫

妙な形をした人参

井戸水で野菜を洗う
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「植松の今昔風景写真」が通る人の目を楽しませている
 （3 月 31 日＝撮影）

　
～
JR
八
尾
駅
南
口
・
駅
前
通
路
～

　

八
尾
の
玄
関
口
で
あ
り
、
旧
植
田
家
住
宅
の

最
寄
り
駅
で
も
あ
る
「
JR
八
尾
駅
」
の
工
事
が

昨
年
度
よ
り
本
格
的
に
始
ま
っ
た
。
こ
れ
ま
で
に

あ
っ
た
八
尾
駅
南
口
の「
レ
ト
ロ
な
駅
舎
」は
す
で

に
取
り
壊
さ
れ
、
ま
た
駅
前
の
花
壇
も
撤
去
さ
れ

て
お
り
、
現
在
は
駅
前
通
路
脇
の
プ
ラ
ン
タ
ー
へ

と
移
し
替
え
ら
れ
た
。

　

駅
舎
の
橋
上
化
と
自
由
通
路
の
設
置
お
よ
び
駅

周
辺
の
環
境
整
備
を
目
的
と
し
た
こ
の
工
事
は
、

平
成
26
年
度
の
完
成
予
定
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
現
在
の
八
尾
駅
南
側
に
は
、
旧
駅
舎

の
位
置
か
ら
大
き
く
西
に
仮
駅
舎
が
置
か
れ
、
そ

れ
と
同
時
に
駅
ま
で
の
通
路
（
仮
歩
道
）
が
設
け

中古車
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
駅
利
用
者
や
地
域
住
民

な
ど
の
人
の
流
れ
が
大
き
く
変
化
し
た
。
ま
た
、

駅
周
囲
に
そ
び
え
る
工
事
用
の
外
壁
は
、
あ
た
り

一
面
を
白
く
殺
風
景
な
も
の
に
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、以
前
か
ら
活
動
を
続
け
る
地
元
の
「
植

松
の
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
る
会
」
が
、
工
事
期
間

中
、
こ
の
通
路
と
外
壁
を
利
用
し
て
「
植
松
の
今

昔
風
景
写
真
」
な
ど
を
展
示
す
る
こ
と
を
計
画
。

約
50
メ
ー
ト
ル
の
区
間
、
植
松
の
ま
ち
の
風
景
を

楽
し
む
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ま
で
通
る
こ
と
の
な

か
っ
た
人
や
地
元
の
人
た
ち
に
も
知
ら
れ
ざ
る
植

松
の
魅
力
を
発
信
し
て
い
る
。
今
後
に
つ
い
て
も

ア
イ
デ
ア
を
検
討
中
で
あ
る
が
、
新
し
く
生
ま
れ

変
わ
る
駅
舎
を
前
に
、
定
期
的
に
変
化
す
る
こ
の

駅
前
の
風
景
か
ら
も
目
が
離
せ
な
い
。

　「八尾駅工事、ただいま進行中
　　　　　　　─ 生まれ変わる風景」

第
六
回

白く殺風景な景色…

展示されている写真の一部と

現在の駅前の様子

展示されている写真の一部と

現在の駅前の様子

旧駅舎のあった場所
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現
在
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
送
中
の
大
河
ド
ラ
マ「
平
清

盛
」の
製
作
意
図
は
、
従
来
の
清
盛
像
を
変
え
る

と
い
う
意
気
込
み
だ
と
い
い
ま
す
。

　

そ
れ
を
聞
い
て
、
今
東
光
が
、
清
盛
に
つ
い
て

こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま

し
た
。

　
　

若
し
『
平
家
物
語
』
を
眼
光
紙
背
に
徹
す
る

　

眼
力
で
味
読
し
た
な
ら
ば
、
意
外
な
清
盛
の

　

人
間
像
が
現
出
す
る
と
言
い
た
い
。（
中
略
）

　
　

清
盛
は
巧
み
に
藤
原
氏
の
牢
乎
た
る
勢
力
を

　

殺
い
で
遂
に
太
政
大
臣
に
ま
で
昇
進
す
る
が
、

　

源
氏
ご
と
き
は
赤
子
の
手
を
捻
じ
る
よ
う
な

　

も
の
だ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
こ
の
武
人
の
政
治

　

家
が
出
た
お
か
げ
で
日
本
の
貴
族
政
権
は
終
り

　

を
告
げ
、
謂
う
と
こ
ろ
の
中
世
が
始
ま
っ
て

　

武
家
政
治
が
幕
を
開
け
る
の
だ
。
清
盛
と
織
田

　

信
長
と
は
共
に
時
代
の
転
換
期
を
画
し
た
点
で

　

似
て
い
る
の
だ
。  

（
昭
和
四
十
四
年
五
月
十
七
日

　
　

  

淡
交
社
発
行『
空
也
の
寺　

六
波
羅
蜜
寺
』よ
り
）

落
穂
拾
い

　

 -
今
東
光
の
薫
風- 

（六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
・
伊
東  

健

　

四
十
三
年
前
に
書
か
れ
た
と
は
思
え
な
い
、大
河

ド
ラ
マ
の
宣
伝
文
の
よ
う
な
文
章
で
す
よ
ね
。

　

さ
ら
に
、
東
光
は
続
け
ま
す
。

　
　

清
盛
が
福
原
に
遷
都
し
た
の
は
陰
謀
家
の

　

多
い
藤
原
氏
と
小
う
る
さ
い
山
法
師
の
蠢
動
を

　

避
け
る
た
め
だ
と
説
く
歴
史
家
が
あ
る
が
、

　

そ
れ
は
清
盛
の
本
質
を
語
る
も
の
で
は
な
い
。

　

清
盛
は
外
国
貿
易
、
特
に
宋
と
の
貿
易
に
着
目

　

し
て
兵
庫
港
を
修
築
し
て
本
居
を
福
原
に
移
し
、

　

大
い
に
為
す
あ
ら
ん
と
し
た
の
だ
。
従
っ
て

　

清
盛
は
日
本
で
最
初
の
海
外
貿
易
家
で
あ
り
、

　

摂
津
国
の
兵
庫
と
い
う
良
港
に
着
眼
し
た
先
覚

　

者
な
の
だ
。 
（
前
掲
書
よ
り
）

　

青
春
時
代
の
一
時
期
を
神
戸
で
過
ご
し
、長
じ
て

小
説
家
と
な
っ
た
東
光
が
、今
回
の
大
河
ド
ラ
マ
の

意
図
を
知
れ
ば
、慶
賀
を
祝
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

歴
史
や
人
物
を
見
る
眼
力
の
鋭
さ
は
、
歴
史

的
に
実
証
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
物
語
に
潜
む

挿
話
を
見
逃
さ
な
い
小
説
家
な
ら
で
は
の
文
章

と
し
て
残
さ
れ
ま
し
た
。
東
光
が
書
く
文
章
の

面
白
さ
は
、
清
盛
の
さ
ら
に
魅
力
的
な
一
面
も

紹
介
し
て
い
ま
す
。

コ
ラ
ム
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