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平成26年度 冬季企画展

「ちょっと昔のくらしと道具」
2015年1月5日（月）～3月4日（水）
※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

コンサート 旧家で JAZZ Ⅲ

　2014年11月16日（日）、旧植田家住宅の主屋で開催

された「コンサート 八尾の音楽家」シリーズ「旧家

で JAZZ」は、今年度で３回目を迎えた。詳しい内容は、

本誌 4・5 ページに掲載。

（右の写真はリハーサル風景）

Volume23

Contents
コンサート八尾の音楽家

旧家で JAZZ Ⅲ

八尾の魅力発信！

八尾を再発見する講座と写真展

4

6 植松灯籠の日

こどもガイド体験講座 2
7

8

10

なにわの伝統野菜栽培日記

研究のーと：ファイル 9「火鉢」

11

12

13 三会所だより（３）

旧家で愉しむ食事会

コラム「落穂拾い - 今東光の薫風 -（十七）」14

旧植田家住宅のご案内15

3

※『旧植田家住宅だより』の
バックナンバーはホームページ
からダウンロードができます。
http://kyu-uedakejutaku.jp

KYU-UEDAKE  INFORMATION

NEWS LETTER

23



― 4 ― 4

　

11
月
16
日（
日
）、「
コ
ン
サ
ー
ト
八
尾
の
音
楽
家

～
旧
家
で
ジ
ャ
ズ
Ⅲ
～
」
が
、
サ
ッ
ク
ス
の
奏
で
る

「
オ
ー
バ
ー
・
ザ
・
レ
イ
ン
ボ
ー（
虹
の
彼
方
に
）」
で

ゆ
っ
く
り
と
幕
を
開
け
た
。
今
回
は
八
尾
市
在
住
の

ド
ラ
ム
奏
者
・
橋
田
正
和
氏
を
は
じ
め
、
夏
は
河
内

音
頭
の
音
頭
取
り（
演
奏
）も
す
る
ジ
ャ
ズ
ミ
ュ
ー
ジ

シ
ャ
ン
「
浅
龍
＆Satsuki

（
さ
つ
き
）」
の
両
氏
と
、

同
じ
く
八
尾
市
在
住
の
ベ
ー
ス
奏
者
・
山
内
融
氏
で

結
成
さ
れ
た
「
浅
龍
＆
さ
つ
き
Ｂ
Ａ
Ｎ
Ｄ
」が
出
演
。

そ
ん
な
八
尾
に
縁
の
あ
る
メ
ン
バ
ー
た
ち
に
よ
る
２

曲
目
は
、浅
龍
氏
の
甘
い
歌
声
と
軽
や
か
な
リ
ズ
ム
で

届
け
ら
れ
た「
ユ
ー
・
ア
ー
・
ザ
・
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
・
オ

ブ
・
マ
イ
・
ラ
イ
フ（
君
は
僕
の
太
陽
だ
）」。さ
つ
き
氏

の
サ
ッ
ク
ス
の
聴
か
せ
所
も
多
か
っ
た
。続
く「
ユ
ー

ド
・
ビ
ー
・
ソ
ー
・
ナ
イ
ス
・
ト
ゥ
・
カ
ム
・
ホ
ー
ム
・

ト
ゥ
」は
、
ア
メ
リ
カ
の
コ
ー
ル
・
ポ
ー
タ
ー
作
曲
の

ジ
ャ
ズ
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
ナ
ン
バ
ー
。
歌
に
は
人
柄

が
出
る
と
言
う
浅
龍
氏
の

「
し
つ
こ
い（
粘
り
強
い
）」

性
格
が
曲
を
盛
り
立
て
た
。 

そ
の
盛
り
上
が
り
を
保
っ

た
ま
ま
、
'60
年
代
の
ヒ
ッ

ト
曲
「
ス
モ
ー
ク
・
ゲ
ッ

ツ
・
イ
ン
・
ユ
ア
・
ア
イ
ズ

（
煙
が
目
に
し
み
る
」
が
独

旧家で

JAZZ
ジャズ

きゅうか

コンサート 八尾の音楽家

浅龍＆さつきBAND
あさりゅう バンド

演 奏

橋田正和（ドラムス）

浅龍（ピアノ、ボーカル） 山内 融（ベース）

Satsuki（ボーカル、サックス）
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特
の
ス
ロ
ー
な
テ
ン
ポ
で
演
奏
さ
れ
た
。
吸
い
込
ま

れ
る
様
な
浅
龍
氏
の
歌
声
に
、ど
ん
ど
ん
と
引
き
込
ま

れ
て
い
く
客
席
。
そ
の
後
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
が
豊
富

な
メ
ン
バ
ー
紹
介
も
絶
好
調
。「
ま
ず
は
バ
ン
ド
リ
ー

ダ
ー
の
ド
ラ
ム
橋
田
正
和
！
八
尾
の
音
楽
界
の
ド

ン
」「
大
き
な
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン（
ベ
ー
ス
）の
山
内
！
」

「
紅
一
点
、関
西
の
ジ
ャ
ズ
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
で
五
本

の
指
に
入
る
美
人
」
な
ど
、
一
人
ず
つ
を
ユ
ー
モ
ア

た
っ
ぷ
り
に
紹
介
し
、
自
身
は
あ
っ
さ
り
「
浅
龍
で

す
。
相
撲
取
り
み
た
い
で
し
ょ
」
と
一
言
の
み
。
音

楽
だ
け
で
な
く
ト
ー
ク
も
楽
し
み
の
一
つ
と
な
っ
た
。 

　

ラ
イ
ブ
は
さ
つ
き
氏
が
メ
イ
ン
と
な
り
後
半
戦
に

突
入
。
映
画「
酒
と
バ
ラ
の
日
々
」
か
ら
「
ア
ワ
ー
・

ラ
ヴ
・
イ
ズ
・
ヒ
ア
・
ト
ゥ
・
ス
テ
イ
」
が
タ
イ

ト
ル
の
如
く
ゴ
ー
ジ
ャ
ス
に
演
奏
さ
れ
た
。
結
婚

式
な
ど
に
よ
く
演
奏
さ
れ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
実

は
別
れ
の
曲
だ
と

い
う
。
続
く
「
イ

ン
・
ア
・
セ
ン
チ
メ

ン
タ
ル
・
ム
ー
ド
」

も
、
心
地
の
よ
い
間

が
た
っ
ぷ
り
と
使
わ

れ
、「
天
国
に
い
る
気

分
」
に
さ
せ
ら
れ
た
。 

　

次
は
一
旦
サ
ッ
ク

ス
を
置
き
、
さ
つ

き
氏
の
ボ
ー
カ
ル
に
よ
る
２
曲
を
披
露
。「
オ
ン
・

ア
・
ス
ロ
ウ
・
ボ
ー
ト
・
ト
ゥ
・
チ
ャ
イ
ナ
」
は
、

ジ
ャ
ズ
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
も
あ
り
、
曲
の
持
つ
明

る
さ
や
そ
の
内
に
在
る
切
な
さ
を
見
事
に
演
じ
上

げ
た
。
ま
た
今
回
の
一
番
人
気
で
あ
っ
た
「
ロ
ー

ズ
」
は
、
音
の
な
い
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
さ

つ
き
氏
に
よ
っ
て
手
話
付
き
で
歌
わ
れ

た
。「
愛
」
と
「
花
」
の
二
つ
の
手
話

を
客
席
に
も
覚
え
て
も
ら
い
、
想
い
の

詰
ま
っ
た
そ
の
静
か
で
美
し
い
音
楽
的

時
間
と
空
間
を
共
有
し
た
。
実
は
ほ
と

ん
ど
聞
こ
え
ず
に
演
奏
さ
れ
て
い
た
こ

と
に
大
き
な
驚
き
が
あ
っ
た
が
、
歌
声

が
咲
か
せ
た
花
（
ロ
ー
ズ
）
に
よ
っ
て

会
場
が
愛
に
包
ま
れ
た
よ
う
だ
っ
た
。 

　

ラ
イ
ブ
も
い
よ
い
よ
大
詰
め
を
迎
え
、
浅
龍
氏
が

テ
ー
マ
曲
と
す
る
「
オ
ン
・
ザ
・
サ
ニ
ー
・
サ
イ
ド
・

オ
ブ
・
ザ
・
ス
ト
リ
ー
ト
（
明
る
い
表
通
り
で
）」
が
、

ベ
ー
ス
の
フ
ィ
ー
チ
ャ
ー
で
演
奏
さ
れ
、客
席
の
手
拍

子
と
と
も
に
威
勢
の
よ
い「
前
向
き
さ
」
を
み
せ
た
。

そ
の
勢
い
の
ま
ま
最
後
の
曲
「
ウ
ォ
ー
タ
ー
メ
ロ
ン
・

マ
ン
」
が
演
奏
さ
れ
、
メ
ン
バ
ー
が
持
ち
味
を
存
分

に
発
揮
し
た
。
そ
し
て
ラ
イ
ブ
は
終
了
…
と
は
い
か

ず
、勢
い
も
衰
え
ず
に
ア
ン
コ
ー
ル
の
「
ス
タ
ン
ド
バ

イ
・
ミ
ー
」
を
、
手
拍
子
と
コ
ー
ラ
ス
で
会
場
を
巻
き

込
ん
で
演
奏
。
観
客
と
の
長
い
掛
け
合
い
を
楽
し
み

な
が
ら
、最
後
は
浅
龍
＆
さ
つ
き
に
よ
る
ス
キ
ャ
ッ
ト

と
サ
ッ
ク
ス
の
再
び〝
し
つ
こ
い（
名
残
惜
し
い
）〟

や
り
と
り
と「
聖
者
の
行
進
」の
ア
レ
ン
ジ
を
経
て
、

よ
う
や
く
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
な
っ
た
。

　

全
体
を
リ
ー
ド
し
、
ム
ー
ド
を
盛
り
上
げ

た
朝
龍
＆
さ
つ
き
両
氏
の
ボ
ー
カ
ル
と
演
奏
、 

お
お
ら
か
で
熟
成
さ
れ

た
山
内
氏
の
ベ
ー
ス
、

終
始
演
奏
を
支
え
続
け

る
橋
田
氏
の
ド
ラ
ム
に

こ
の
旧
家
も
同
調
し
、

最
高
の
コ
ン
サ
ー
ト
が

創
り
上
げ
ら
れ
た
。

（
学
芸
員　

安
藤 

亮
）

ローズを手話付きで歌う Satsuki 氏

浅龍氏の甘い歌声にうっとり

客席のテンションも最高潮に
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籠
に
灯
り
が
灯
さ
れ
た
夜
間
の
旧
植
田
家
住

宅
を
見
学
で
き
る
「
植
松
灯
籠
の
日
」
が
、

八
尾
市
内
文
化
財
施
設
無
料
期
間
中
の
十
一
月
八
日

（
土
）
に
開
か
れ
ま
し
た
。
前
回
、
五
月
に
初
め
て
行

な
わ
れ
（『
植
田
家
だ
よ
り
21
号
』
に
掲
載
）、
大
変
ご

好
評
を
頂
い
た
イ
ベ
ン
ト
の
第
二
回
と
い
う
こ
と
で
、

内
容
も
よ
り
進
化
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
灯
籠
の
中
の
蝋ろ
う
そ
く燭

。
前
回
は
全
て
の
灯
籠

に
異
な
る
サ
イ
ズ
の
蝋
燭
を
使
用
し
て
い
ま
し
た

が
、
今
回
は
大
き
さ
を
統
一
し
、
さ
ら
に
は
耐
熱
ガ

ラ
ス
の
容
器
に
入
れ
た
も
の
を
使
用
し
、
扱
い
や
す

く
、
そ
れ
で
い
て
十
分
な
明
る
さ
を
確
保
で
き
ま
し

た
。
ま
た
大
き
な
灯
籠
に
は
二
本
の
蝋
燭
を
入
れ
た

り
、
小
さ
な
灯
籠
に
は
蝋
燭
型
の
「
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト
」

も
使
用
し
ま
し
た
が
、
こ
ち
ら
も
明
る
さ
と
ム
ー
ド

も
充
分
で
し
た
。

　

も
う
一
つ
は
灯
籠
の
窓
に
は
め
込
む
障
子
の
枠
を
、

前
回
の
貼
り
パ
ネ
ル
の
切
れ
端
か
ら
木
製
の
枠
に
交

植
松
灯
籠
の
日

換
。
灯
籠
の
雰
囲
気
も
格
段
に
良
く
な
り
ま
し
た
。

ま
た
灯
を
灯
す
箇
所
を
増
や
し
た
り
、
主
屋
で
は
、

座
敷
か
ら
気
持
ち
よ
く
庭
の
景
色
が
眺
め
ら
れ
る
よ

う
に
静
か
な
Ｂ
Ｇ
Ｍ
を
流
す
な
ど
、
こ
う
し
た
些
細

な
変
化
に
は
あ
ま
り
気
付
い
て
は
も
ら
え
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
は
「
と
て
も
雰
囲
気
が
あ
っ

て
良
か
っ
た
」
と
の
声
が
多
く
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

特
筆
す
べ
き
は
、
今
回
新
た
な
試
み
と
し
て
、
庭

か
ら
見
え
る
主
屋
の
二
階
の
窓
で
「
影
絵
」
を
行
な

い
ま
し
た
。
映
し
出
さ
れ
た
の
は
「
た
ぬ
き
の
糸
車
」

の
物
語
の
一
場
面
。「
キ
ー
カ
ラ
カ
ラ
…
」
と
回
転
す

る
糸
車
と
そ
れ
を
見
つ
め
る
た
ぬ
き
の
姿
が
な
ん
と

も
愛
ら
し
く
、
た
く
さ
ん
の
人
に
楽
し
ん
で
も
ら
え

ま
し
た
。
一
方
で
、
こ
れ
ら
を
手
動
で
操
作
し
て
い

た
裏
側
の
ス
タ
ッ
フ
の
苦
労
も
目
に
浮
か
び
ま
す
。

　

次
年
度
も
五
月
に
開
催
予
定
の「
植
松
灯
籠
の
日
」

に
、ご
家
族
・
ご
友
人
と
も
に
（
も
ち
ろ
ん
お
一
人
で

で
も
）
ぜ
ひ
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
　

  
植
田
家
の
灯
籠
に

灯
り
を
灯
す
イ
ベ
ン
ト

と
う
ろ
う

あ
か

と
も

←
二
階
の
窓
の
影
絵「
た
ぬ
き
の
糸
車
」

2014.11.8 撮影
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小
学
４
年
生
か
ら
中
学
生
を
対
象
に
、
建
物
の

見
学
を
し
て
旧
植
田
家
住
宅
の
案
内
を
し
て
も
ら

う
「
こ
ど
も
ガ
イ
ド
体
験
講
座
２
」
を
12
月
13
日

（
土
）
に
行
な
い
ま
し
た
。
年
に
２
回
、
夏
と
冬

に
実
施
す
る
こ
の
講
座
で
は
、
毎
回
違
う
場
所
を

見
学
し
た
り
、
お
楽
し
み
の
「
昔
の
く
ら
し
体
験
」

で
は
、
昔
の
人
が
し
て
い
た
遊
び
や
仕
事
を
い
ろ

い
ろ
体
験
し
て
も
ら
う
事
が
で
き
、
参
加
者
の
こ

ど
も
た
ち
に
喜
ん
で
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

参
加
者
が
３
名
集
ま
っ
た
８
月
の
「
こ
ど
も
ガ

イ
ド
体
験
講
座
１
」
で
は
、
真
夏
の
暑
い
主
屋
と

土
蔵
の
中
を
探
索
し
、昔
の
く
ら
し
の
知
恵
や
道

具
の
使
い
方
を
学
び
、最
後
に
は
ち
ょ
っ
と
だ
け

涼
し
い「
紙
す
き
体
験
」を
行
な
い
ま
し
た
。
い
つ

も
参
加
人
数
が
少
な
い
本
講
座
で
す
が
、
今
回
の

「
２
」
で
は
、
お
馴
染
み（
常
連
さ
ん
）の
小
学
生

２
名
が
参
加
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

夏
と
は
打
っ
て
変
わ
り
、
冬
の
寒
い
主
屋
の
見

学
は
少
し
だ
け
に
し
て
、
施
設
の
中
で
も
暖
房
の

効
い
た
展
示
室
と
土
蔵
を
メ
イ
ン
に
案
内
を
し
ま

し
た
。
い
つ
も
遊
び
に
来
て
い
て
も
ま
だ
ま
だ
知

ら
な
い
旧
植
田
家
住
宅
の
裏
側
や
楽
し
い
場
所
を

た
く
さ
ん
発
見
で
き
ま
し
た
。
特
に
ふ
だ
ん
見
慣

れ
て
い
る
土
蔵
の
外
側
（
道
路
か
ら
）
の
景
色
と

土
蔵
の
中
か
ら
見
る
外
の
風
景
が
と
て
も
新
鮮

だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

昔
の
く
ら
し
体
験
で
は
、
パ
ソ
コ
ン
が
普
及
し

た
現
代
で
は
ち
ょ
っ
と
懐
か
し
い「
芋
版
」を
使
っ

た
年
賀
状
用
の
判
子
作
り
に
挑
戦
し
て
も
ら
い
ま

し
た
。
二
人
と
も
芋
版
は
初
め
て
と
い
う
こ
と
で
、

ま
ず
は
２
０
１
５
年
の
干
支
「
羊
」
を
描
き
ま
し

た
。
次
に
彫
り
の
作
業
で
は
、
小
学
校
で
木
版
画

の
経
験
が
あ
る
２
人
で
も
、
さ
す
が
に
芋
を
彫
る

の
に
苦
戦
し
、
夢
中
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
な
か

な
か
器
用
に
彫
刻
刀
を
使
い
な
が
ら
黙
々
と
作
業

は
進
み
、
予
定
の
時
間
も
あ
っ
と
い
う
間
に
す
ぎ

た
こ
ろ
、
よ
う
や
く
作
品
が
完
成
し
ま
し
た
。
最

後
に
は
各
々
の
作
品
を
手
に
ご
満
悦
の
こ
ど
も
ガ

イ
ド
た
ち
で
し
た
。　

  　
　
（
旧
植
田
家
ス
タ
ッ
フ
）

似てるかな？

土蔵から見える景色に興味津々

「芋彫り」にスタッフも夢中

完成した判子の試し押し 昔のこどもの着物を観察

タイプライターを打ってみました 展示された「印籠」の中身は !?

きゅうちゃん

二
〇
一
四.

一
二.

一
三
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八
尾
を
再
発
見
す
る
講
座
と
写
真
展

　

旧
植
田
家
住
宅
で
は
10
月
19
日
か
ら
29
日
ま
で
の

期
間
中
、「
八
尾
の
魅
力
発
信
」
と
題
し
た
講
座
と
写

真
展
「
八
尾
の
四
つ
の
街
道
周
辺
と
近
鉄
八
尾
駅
前

の
風
景
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、

ど
ち
ら
も
平
成
26
年
度
に
オ
ー
プ
ン
し
た
八
尾
市
観

光
案
内
所
（
八
尾
市
観
光
協
会
）
の
協
力
で
行
な
わ

れ
、
同
所
の
拠
点
で
あ
る
近
鉄
八
尾
駅
周
辺
を
は
じ

め
、
八
尾
市
全
体
の
魅
力
を
い
ろ
ん
な
人
に
発
見
・

発
信
し
て
も
ら
お
う
と
企
画
し
ま
し
た
。

◎
講
座

「
八
尾
の
魅
力
発
信 

━
八
尾
の
魅
力
は
、

　
人
を
惹
き
つ
け
る
魅
力
は
あ
る
か
」

　

10
月
25
日
（
土
）
座
敷
で
行
な
わ
れ
た
講
座
で
は
、

京
都
嵯
峨
芸
術
大
学
教
授
・
八
尾
市
魅
力
創
造
戦

略
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
坂
上
英
彦
氏
を
お
招
き
し
、

「
八
尾
の
魅
力
は
、
人
を
惹
き
つ
け
る
魅
力
は
あ

る
か
」
を
テ
ー
マ
に
お
よ
そ
1
時
間
の
中
で
八
尾

の
魅
力
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
坂

上
氏
は
「
観
光
」
の
視
点
か
ら
、
ま
ず
始
め
に
そ

の
言
葉
の
意
味
や
そ
の
中
に
何
が
あ
る
の
か
な
ど

を
説
明
さ
れ
た
後
、
多
様
な
観
光
の
ス
タ
イ
ル
の

変
遷
と
今
後
の
観
光
の
あ
り
方
に
つ
い
て
提
示
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
団
体
・
ツ
ア
ー
な
ど
で
忙

し
く
観
て
回
る
周
遊
型
、
あ
る
い
は
知
っ
て
い
る
も

の
を
わ
ざ
わ
ざ
見
に
行
く
確
認
観
光
な
ど
は
も
は
や

流
行
ら
ず
、
現
在
で
は
個
人
で
ゆ
っ
く
り
と
滞
在
し

て
、
そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
新
し
い
も
の
を
発
見
す

る
観
光
へ
と
変
化
し
て
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

い
わ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
そ
の
ま
ま
の
生
活
を

観
光
客
が
楽
し
む
時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し

た
生
活
観
光
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
そ
の
土
地
の

豊
か
さ
で
あ
り
、
そ
れ
が
地
域
特
有
の
魅
力
で
あ
る

と
い
う
説
明
に
も
納
得
で
す
。

　

昨
今
ツ
イ
ッ
タ
ー
やFacebook

な
ど
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ

（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
）
に
よ

る
口
コ
ミ
が
世
界
中
で
主
流
と
な
っ
て
い
ま
す
。個
人

が
情
報
を
発
信
し
、
そ
れ
を
ま
た
別
の
個
人
が
共
有

し
、
ま
た
情
報
を
発
信
す
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返

2014年10月19日（日）～29日（水）

座敷で行われた講座の様子

観光から魅力を語る坂上先生
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し
て
、
い
つ
し
か
情
報
は
大
き
く
広
が
っ
て
い
き

ま
す
。
そ
う
な
る
た
め
に
は
、
や
は
り
そ
の
根
本

で
あ
る
魅
力
＝「
光
」（
観
光
は
こ
の
光
を
観
る
こ
と
）

が
大
切
だ
と
い
え
ま
す
。

　

で
は
八
尾
に
は
そ
の
よ
う
な
光
と
な
る
も
の
、

つ
ま
り
「
人
を
惹
き
つ
け
る
魅
力
は
あ
る
の
か
」

と
い
う
問
い
に
坂
上
氏
は
「
あ
り
ま
す
」
と
一
言
。

八
尾
に
は
里
山
が
あ
り
、
自
然
だ
け
で
な
く
歴
史

や
グ
ル
メ
、
産
業
、
交
通
な
ど
、
ど
の
場
所
に
も

観
光
の
要
素
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

生
活
の
豊
か
さ
や
地
域
の
魅
力
を
作
り
出
す
の
は

そ
こ
に
住
む
人
た
ち
で
あ
り
、
自
分
た
ち
自
身
で

そ
の
魅
力
を
発
見
し
、
発
信
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。「
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
が
八
尾
市
の
観

光
大
使
で
す
。」
と
の
括
り
の
言
葉
に
、
参
加
者
ひ

と
り
一
人
が
意
識
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

◎
写
真
展

　

土
蔵
２（
講
座
室
）で
は
、「
八
尾
の
四
つ
の

街
道
周
辺
と
近
鉄
八
尾
駅
前
の
風
景
」
と
題
し

た
写
真
展
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
本
展
は
、
今

年
度
に
オ
ー
プ
ン
し
た
八
尾
市
観
光
案
内
所
の

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
を
飾
っ
た
写
真
展
で
、
旧
植
田

家
住
宅
の
「
八
尾
再
発
見
！
映
像
に
見
る
八
尾
」

と
い
う
企
画
に
お
い
て
、
再
び
展
示
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

　

写
真
は
す
べ
て
、
八
尾
市
在
住
の
グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
八
尾
市
魅
力
創
造
戦

略
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
で
も
あ
る
牧
江
良
祐
氏
に
よ

り
、八
尾
市
に
あ
る
四
つ
の
街
道
（
八
尾
・
河
内
・

立
石
・
十
三
街
道
）
周
辺
と
近
鉄
八
尾
駅
前
の
風

景
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
点
ず
つ
自
身
に

よ
る
コ
メ
ン
ト
も
付
さ
れ
、
美
し
く
・
楽
し
く
・

懐
か
し
い
八
尾
の
姿
が
活
き
活
き
と
映
し
出
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

　

期
間
中
は
こ
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
幅
広

い
世
代
の
人
た
ち
が
来
場
し
、
八
尾
市
の
魅
力

に
満
た
さ
れ
た
こ
の
空
間
を
、
各
々
が
想
い
を

馳
せ
な
が
ら
満
喫
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ぜ
ひ
、

み
な
さ
ん
も
八
尾
の
魅
力
を
再
発
見
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。　

 

（
旧
植
田
家
住
宅 

学
芸
員　

安
藤 

亮
）

八尾市北本町2-1 ペントプラザ20号
（近鉄八尾駅高架下）

営 業 10：00～18：00
http://www.yaomania.jp/

八尾市観光案内所

講座終了後、イベント告知とＰＲをする
八尾市観光協会・事務局長の木村裕美さん
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昨
今
、
寒
さ
が
厳
し
い
冬
に
暖
を
と
る
た
め
に
は

ス
ト
ー
ブ
や
エ
ア
コ
ン
な
ど
の
、
電
気
や
ガ
ス
、
石

油
を
使
っ
た
暖
房
器
具
が
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

昭
和
の
は
じ
め
頃
ま
で
、
電
気
や
ガ
ス
な
ど
を
エ
ネ

ル
ギ
ー
源
と
す
る
道
具
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
時
代
、

暖
房
は
専
ら
炭
火
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
道

具
の
一
つ
が
「
火
鉢
」
で
あ
る
。
中
に
灰
を
入
れ
、

炭
火
を
お
こ
し
て
手
先
や
身
体
を
温
め
た
り
、
部
屋

を
少
し
だ
け
暖
め
た
り
し
た
。
ま
た
、中
に
五ご

と
く徳
（
鉄

の
輪
に
足
が
数
本
つ
い
た
鉄（
陶
）製
の
道
具
）
を
置

き
、
そ
こ
に
鉄
瓶
を
乗
せ
、
湯
を
沸
か
し
た
り
、
網

を
置
い
て
餅
を
焼
い
た
り
も
し
た
。
一
般
的
に
火
鉢

に
は
五
徳
、
灰は

い
な
ら
し均
、
火ひ
ば
し箸
（
炭
火
の
調
整
に
使
用
）

を
入
れ
て
お
く
。
ま
た
火
鉢
の
素
材
や
形
、
大
き
さ

は
様
々
で
、客
人
を
迎
え
る
た
め
や
イ
ン
テ
リ
ア
（
室

内
装
飾
品
）
と
し
て
も
使
わ
れ
た
そ
う
だ
。

　

今
回
は
、
現
在
の
旧
植
田
家
住
宅
で
み
ら
れ
る
、

い
く
つ
か
の
「
火
鉢
」
を
紹
介
し
た
い
。
ま
ず
主
屋
・

ヒ
ロ
シ
キ
に
は
陶
器
製
の
火
鉢
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

直
径
約
六
十
五
cm
あ
り
、
大
勢
の
人
で
あ
た
る
こ
と

の
で
き
る
比
較
的
大
き
な
も
の
で
あ
る
。
家
の
者
や

来
客
な
ど
人
の
出
入
り
が
多
い
場
所
で
使
わ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　

ナ
カ
ノ
マ
（
お
じ
い
さ
ん
の
部
屋
）
に
は
長
火
鉢

が
あ
る
。
長
火
鉢
は
一
般
的
に
、
煙
草
や
小
物
を
入

旧植田家住宅  学芸員
谷口 弘美

研 究
のーと

Investigation
Note

ファイル 9

「火 鉢」
ひ ば ち

れ
る
引
出
し
が
つ
い
て
お
り
、
座
敷
や
商
店
の
勘
定

場
に
据
え
置
き
、
そ
の
家
の
主
人
が
使
っ
た
と
さ
れ

る
。
長
火
鉢
に
は
炉
の
周
辺
に
縁
を
つ
け
た
関
西
型

と
箱
状
の
関
東
型
が
あ
る
が
、
植
田
家
の
長
火
鉢
は

後
者
の
方
で
あ
る
。

　

や
や
小
振
り
で
松
の
絵
が
描
か
れ
て
い
る
陶
器
製

の
火
鉢
も
植
田
家
に
は
多
く
み
ら
れ
、
同
種
の
も
の

が
一
〇
点
あ
る
。
ま
た
、
京
都
の
金
工
・
金
谷
五
郎

三
郎
作
の
銅
製
の
火
鉢
も
同
じ
く
複
数
の
こ
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
ど
ち
ら
も
各
部
屋
に
設
置
し
た
り
、

あ
る
い
は
多
く
の
来
客
時
に
あ
わ
せ
て
各
人
が
そ
れ

ぞ
れ
使
用
し
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

　

旧
植
田
家
住
宅
に
は
、
今
回
紹
介
し
た
以
外
に
も

木
製
、
陶
器
製
、
金
属
製
な
ど
の
火
鉢
が
多
数
の
こ

さ
れ
て
い
る
。
時
と
場
所
に
応
じ
て
火
鉢
を
使
い
分

け
た
植
田
家
の
当
時
の
様
子
を
う
か
が
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
。

参考文献：『民具の事典』（河出書房新社、2008） 、 『植田家所蔵文化財資料調査報告1 民具資料編－くらしのモノ語り－』（八尾市教育員会、2014.3）

陶器製火鉢いろいろ

ヒロシキにある
大きな陶器製の火鉢

ナカノマ（おじいさんの
部屋）に置かれた長火鉢
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11
月
27
日（
木
）、夜
の
旧

植
田
家
住
宅
で
は
、限
定
20

名
の
「
旧
家
で
愉
し
む
食
事

会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
食
事
会
は
、
旧
植
田
家

住
宅
の
畑
で
収
穫
し
た
「
な

に
わ
の
伝
統
野
菜
」
を
使
っ

た
料
理
を
、
植
田
家
に
伝
わ
る
食
器
で
い
た
だ
く
と

い
う
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
開
館
当
初
か
ら
行
な
っ
て
い

る
人
気
企
画
で
、
今
年
で
な
ん
と
6
回
目
を
迎
え
ま

し
た
。

　

ま
ず
は
食
事
の
用
意
が
で
き
る
ま
で
、
夜
間
見
学

会
と
し
て
、
展
示
室
で
開
催
中
の
「
飾
る
～
植
田
家

を
飾
る
も
の
た
ち
～
」
展
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
や

建
物
の
見
学
を
行
い
ま
し
た
。
参
加
者
の
皆
さ
ん
は

な
つ
か
し
い
道
具
類
や
、
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
庭

と
建
物
な
ど
を
み
て
、
普
段
味
わ
え
な
い
雰
囲
気
を

存
分
に
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

　

さ
て
見
学
会
の
後
は
い
よ
い
よ
座
敷
で
の
食
事
会
。

こ
の
日
の
た
め
に
ス
タ
ッ
フ
が
伝
統
野
菜
の
天
王
寺

蕪
、
田
辺
大
根
、
勝
間
南
瓜
を
愛
情
た
っ
ぷ
り
育
て

て
き
ま
し
た
。
そ
の
野
菜
を
食
材
に
料
理
を
ご
用
意

し
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
地
元
の
料
理
店
「
創
菜
庵
ひ

ろ
な
お
」
さ
ん
で
す
。
お
膳
に
並
べ
ら
れ
た
田
辺
大

根
ス
テ
ー
キ
鯛
味
噌
添
え
、
天
王
寺
蕪
の
お
で
ん
の

き
の
こ
あ
ん
か
け
、
勝
間
南
瓜
と
た
ら
白
子
の
茶
巾

玉
子
な
ど
、
ど
れ
も
手
の
込
ん
だ
も
の
ば
か
り
で
、

お
い
し
そ
う
で
し
た
。

　

そ
し
て
、
そ
の
料
理
を
引
き
立
て
る
の
が
、
植
田

家
に
伝
わ
る
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
時
代
頃
に
使

わ
れ
た
食
器
で
す
。
普
段
は
収
蔵
品
と
し
て
保
存
さ

れ
て
い
る
食
器
も
、
こ
の
日
は
食
器
本
来
の
役
目
を

果
た
し
、
い
つ
も
よ
り
輝
か
し
く
見
え
ま
し
た
。
芸

術
家
で
美
食
家
の
北き

た
お
お
じ

大
路
魯ろ
さ
ん
じ
ん

山
人
の
「
器
は
料
理
の

着
物
」
と
い
う
言
葉
を
改
め
て
実
感
し
ま
し
た
。

　

次
の
「
二
の
膳
」
の
準
備
が
整
う
ま
で
、
座
敷
と

今
回
特
別
に
設

し
つ
ら

え
た
掛
軸
の
話
な
ど
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
興
味
津
々
に
聞
い
て
い
る
様

子
で
し
た
。
程
な
く
し
て
お
膳
が
運
ば
れ
、
二
の
膳

も
終
え
て
食
事
会
も
お
開
き
に
な
る
と
、
参
加
者
の

皆
さ
ん
は
名
残
惜
し
く
、
時
間
の
許
す
限
り
、
も
う

一
度
建
物
や
掛
軸
な
ど
を
見
学
し
て
そ
の
場
を
後
に

さ
れ
ま
し
た
。

　

夜
間
見
学
、
豪
華
な
料
理
、
食
器
、
建
物
と
そ
の

設
え
な
ど
、
み
な
さ
ん

そ
れ
ぞ
れ
に
愉
し
ん
で

い
た
だ
け
た
食
事
会
と

な
り
ま
し
た
。

（
旧
植
田
家
住
宅 

学
芸
員　

谷
口 

弘
美
）

旧家で愉しむ食事会
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【
釜
ば
ぁ
、敗
れ
た
り
！ 

in 

田
辺
大
根
フ
ェ
ス
タ
】

　

納
豆
パ
ワ
ー
が
効
き
す
ぎ
た
の
か
、
私
の
愛
情
が

濃
す
ぎ
た
の
か
、
と
ん
で
も
な
く
巨
大
化
し
て
し
ま
っ

た
田
辺
大
根
。
形
は
か
な
り
良
い
の
だ
が
、
何
せ
デ

カ
過
ぎ
、
重
過
ぎ
で
完
全
に
規
格
外
…
。
結
果
、
当

然
二
冠
は
逃
し
た
も
の
の
、「
が
ん
ば
っ
た
Ｄ
Ｅ
賞
」

を
戴
い
た
。（
が
ん
ば
っ
た
と
言
う
よ
り
「
が
ん
ば
り

過
ぎ
た
」
が
妥
当
。）

　

畑
メ
ン
バ
ー
も
数
名
フ
ェ
ス
タ
に
参
加
し
て
く
れ

た
が
、
残
念
な
が
ら
入
賞
な
ら
ず
。
が
、
し
か
～
し
！

な
ん
と「
こ
れ
ぞ
田
辺
大
根
Ｄ
Ｅ
賞
」（
大
賞
）を
地
元
・

永
畑
幼
稚
園
が
受
賞
し
た
の
だ
。
こ
ち
ら
の
幼
稚
園

に
は
数
年
前
か
ら
畑
指
導
に
伺
っ
て
お
り
、
園
児
と

共
に
伝
統
野
菜
を
作
っ
て
き
た
。
以
前
、「
か
わ
い
い

Ｄ
Ｅ
賞
」
を
戴
い
た
の
だ
が
、
以
降
、
力
及
ば
ず
申

し
訳
な
く
思
っ
て
い
た
の
で
、
何
と
か
こ
れ
で
顔
が

立
ち
、
釜
ば
ぁ
の
う
れ
し
い
敗
退
と
な
っ
た
。

　

今
回
は「
が
ん
ば
っ
た
Ｄ
Ｅ
賞
」と
い
う
事
で
大
根

レ
シ
ピ
を
お
届
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。受
賞
と
は
全
く

関
係
な
い
で
す
が
、
苦
し
い
時
の
レ
シ
ピ
頼
み
（
笑
）。

　

と
、
そ
の
前
に
、
こ
の
『
植
田
家
だ
よ
り
』
を

ご
愛
読
の
方
か
ら
釜
ば
ぁ
に
コ
メ
ン
ト
を
頂
き
、

「〝
ば
ぁ
〟
は
可
哀
そ
う
」
と
の
優
し
～
い
お
心
遣
い

で
新
し
い
名
前
を
考
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。

　

じ
ゃ
じ
ゃ
じ
ゃ
～
ん
！
そ
の
名
も
「
レ
デ
ィ
ー
・

Ｋ
カ

マ

Ａ
・
Ｍ
Ａ
」。な
か
な
か
か
っ
ち
ょ
い
い
名
前
で
す
♪

Ｔ
さ
ま
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
名
前
に
負

け
な
い
よ
う
、
今
後
も
美
味
し
い
お
こ
げ
が
作
れ
る

よ
う
、
こ
の
Ｋ
Ａ･

Ｍ
Ａ
精
進
し
て
参
り
ま
す
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

　【
市
販
の「
素
」を
使
っ
た
大
根
レ
シ
ピ
】

一
、「
大
根
ラ
ザ
ニ
ア
」

　

ピ
ー
ラ
ー
で
薄
切
り
に
し
た
大
根
と
市
販

の
ミ
ー
ト
ソ
ー
ス
に
赤
ワ
イ
ン
を
加
え
て
煮

詰
め
た
も
の
を
、
耐
熱
皿
に

交
互
に
敷
き
詰
め
、
最
後
に

チ
ー
ズ
を
か
け
て
オ
ー
ブ
ン

ト
ー
ス
タ
ー
で
焼
く
だ
け
！

二
、「
麻
婆
大
根
」

　

２
セ
ン
チ
角
に
切
っ
た
大
根
に

片
栗
粉
を
ま
ぶ
し
、多
め
の
油
で
焦
げ
目
が
つ
く
ま
で

ゆ
っ
く
り
揚
げ
焼
き
し
て
一
旦
取
り
出
す
。
同
じ
フ

ラ
イ
パ
ン
に
生
姜
・
ネ
ギ
を
入
れ
て
香
り
が
出
る
ま
で

炒
め
、
挽
き
肉
を
加
え
て
火
が
通
っ
た
ら
市
販
の
マ
ー

ボ
ー
豆
腐
の
素
を
入
れ
、
最
後
に
粉
山
椒
を
ふ
る
。

三
、「
大
根
ぎ
ょ
う
ざ
」

①
大
根
は
薄
切
り
に
し
て
塩
を
ふ
り
、

し
ば
ら
く
置
い
て
水
気
を
と
る
。

②
挽
き
肉
に
塩
・
生
姜
汁
・
し
ょ
う
ゆ
を
加
え
混
ぜ
、

ニ
ラ
と
茹
で
て
水
気
を
絞
り
、
み
じ
ん
切
り
に
し
た

キ
ャ
ベ
ツ
を
入
れ
て
よ
く
混
ぜ
合
わ
す
。

③
大
根
の
片
面
に
片
栗
粉
を
ま
ぶ
し
、
②
を
包
む
。

④
フ
ラ
イ
パ
ン
に
ご
ま
油
を
入
れ
、
大
根
を
並
べ
て

焼
き
色
が
つ
い
た
ら
ひ
っ
く
り
返
し
て
蓋
を

し
て
蒸
し
焼
き
に
す
る
。

四
、「
大
根
と
豚
肉
の
重
ね
蒸
し
」

　

薄
切
り
の
大
根
→
人
参
→
豚

肉
→
生
姜（
塗
る
）の
順
で
鍋
に
重
ね
て
い
き
、

一
番
上
に
大
根
が
来
た
ら
、
酒
少
々
を
入
れ
、

蓋
を
し
て
蒸
し
焼
き
に
す
る
。
タ
レ
は
ポ
ン

酢
と
す
り
ご
ま
を
混
ぜ
た
も
の
を
使
う
。

No.23

田辺大根フェスタに臨む選手たち



― 13 ―13

三
会
所
だ
よ
り

　

前
回
に
続
き
、
三
会
所
交
流
の
お
話
で
す
。
各
会
所

跡
を
つ
な
ぐ
試
み
と
し
て
、十
一
月
の「
関
西
文
化
の
日
」

（
関
西
広
域
連
合
、関
西
元
気
文
化
圏
推
進
協
議
会
主
催
）
を

利
用
し
、
各
施
設
の
記
念
ス
タ
ン
プ
を
集

め
る
マ
ッ
プ
「
大
坂
三
会
所
め
ぐ
り
集
印

地
図
」
が
配
布
さ
れ
ま
し
た
。
作
成
は
鴻

池
新
田
会
所
に
よ
る
も
の
で
、
古
地
図
を

組
み
合
わ
せ
た
意
匠
上
に
各
所
の
ス
タ
ン

プ
が
押
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
地
図
に
は
和
紙
が
使
用
さ
れ
、
見
た
目

も
風
合
い
な
ど
も
〝
い
い
感
じ
〟
に
仕
上

が
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
そ
の
成
果
は
と
い
う
と
、
安
中

新
田
会
所
で
は「
鴻
池
新
田
会
所
」の
ス
タ

場　所 ： 住之江区南加賀屋4-8
交　通 ： 地下鉄「住之江公園」駅下車
　　　　徒歩15分・市バス「南加賀屋
　　　　四丁目」下車徒歩5分
休園日 ： 月曜日、年末年始
開　園 ： 10時～16時30分
入場料 ： 無料

場　所 ： 東大阪市鴻池元町2-30
交　通 ： JR学研都市線「鴻池新田」駅
　　　   下車、南東に徒歩5分
開　館 ： 10時～16時
休館日 ： 月曜日、祝日の翌日（土・日除く）
観覧料 ： 大人300円、小・中学生200円
お問い合わせ ： 06-6745-6409（電話）
　　　　　　　06-6744-7498（FAX）

（3）

ン
プ
が
押
さ
れ
た
地
図
を
持
っ
た
方
が
ち
ら
ほ
ら
と
見

え
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
地
図
を
入
手
し
て
出
発
さ
れ
た

方
も
あ
り
、
残
り
の
会
所
を
巡
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か

り
ま
せ
ん
。
集
印
地
図
は
現
在
も
各
所
に
て
配
布
中
で

す
。
ま
だ
の
方
は
ぜ
ひ
入
手
し
て
、
三
会
所
を
巡
っ
て

み
て
く
だ
さ
い
。　
　
　
　

    　
（
安
中
新
田
会
所 

安
藤 

亮
）大坂三会所めぐり集印地図

●鴻池新田会所

●加賀屋緑地（加賀屋新田会所）
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暦
年
を
示
す
方
法
は
、最
近
で
は
西
暦
表
記
が
一
般

的
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、僕
は
明
治
・
大
正
・

昭
和
・
平
成
と
い
っ
た
元
号
に
は
郷
愁
の
よ
う
な
も
の

を
感
じ
て
い
ま
す
。と
い
う
の
も
、平
成
が
も
う
今
年

で
二
十
七
年
に
な
る
の
で
す
が
、昭
和
が
二
十
七
年
に

な
っ
た
年
に
は
、ち
ょ
う
ど
今
東
光
が
八
尾
に
転
居
し

て
き
た
直
後
で
あ
り
、天
台
院
で
新
た
な
新
年
を
迎
え

た
年
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
あ
た
っ
た
か
ら
で
す
。

　

平
成
の
二
十
七
年
間
と
い
う
の
も
、
多
く
の
震
災

や
テ
ロ
事
件
等
が
あ
り
、
決
し
て
安
穏
と
で
き
る
時

勢
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
が

普
及
す
る
等
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も
変
化
の
大

き
い
時
代
だ
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
昭
和
の

二
十
七
年
間
と
い
う
の
は
ま
さ
に
大
激
動
の
時
代
で

し
た
。
恐
慌
と
称
さ
れ
る
金
融
不
安
、
二
・
二
六
事

件
等
の
軍
部
主
導
政
治
か
ら
大
戦
争
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ

る
占
領
時
代
を
経
て
、
再
度
独
立
を
承
認
さ
れ
た
の

が
昭
和
二
十
六
年
九
月
八
日
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講

和
条
約
調
印
だ
っ
た
の
で
す
か
ら
。

落
穂
拾
い

　

 -
今
東
光
の
薫
風- 

（十
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
・
伊
東  

健

　

ま
さ
に
同
じ
年
、
人
生
の
嵐
を
生
き
延
び
て
い
た

五
十
三
歳
の
東
光
に
比
叡
山
の
宗
務
庁
よ
り
命
を
下

さ
れ
た
の
が
、九
月
四
日
だ
と
思
え
ば
、日
本
も
東
光

も
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
が
昭
和
二
十
七
年

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、元
号
が
昭
和
に
変
わ
っ
て
か
ら
の
東
光
は
、

華
や
か
な
大
正
時
代
と
は
好
対
照
を
な
す
よ
う
に
、自
ら

表
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
て
い
き
ま
す
。出
家
剃
髪
し
、

僧
侶
と
な
っ
た
昭
和
五
年
か
ら
長
い
沈
黙
期
間
を
経

て
昭
和
三
十
二
年
に
「
お
吟
さ
ま
」
で
直
木
賞
を
受

賞
し
、
再
び
脚
光
を
浴
び
る
ま
で
の
間
が
な
ん
と

二
十
七
年
間
。
数
字
の
偶
然
と
い
う
の
に
は
時
々
驚

か
さ
れ
ま
す
。
昭
和
二
十
六
年
に
は
、
ど
の
よ
う
な

大
晦
日
で
、
来
る
二
十
七
年
を
ど
の
よ
う
に
迎
え
た

の
か
、東
光
は
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

　
　
三
十
一
日
の
大
晦
日
の
夜
。
心
経
作
法
を
営
む
か

　
ら
と
、前
記
の
人
々
の
他
に
も
何
人
か
お
招
き
し
た
。

　
十
二
時
十
分
ほ
ど
前
か
ら
素
絹
、
五
条
を
つ
け
た
僕

　
は
天
台
流
の
法
義
を
は
じ
め
た
。
や
が
て
般
若
心
経

　
を
読
誦
し
た
。留
ち
ゃ
ん
、
お
し
げ
さ
ん
、家
内
な
ど

　
が
そ
れ
に
和
し
た
。
天
明
三
年
の
紀
年
銘
の
入
っ
て

　
い
る
破
れ
半
鐘
を
、
栄
だ
ん
が
百
八
つ
突
き
鳴
ら
す

　
役
を
買
っ
た
。は
じ
め
は
ゆ
っ
く
り
と
読
誦
し
て
い

コ
ラ
ム

　
た
が
、木
魚
と
共
に
次
第
に
早
く
な
っ
た
。栄
だ
ん
は

　
数
珠
で
数
を
と
っ
て
い
た
が
、
ぽ
く
ぽ
く
ぽ
く
と
急

　
ピ
ッ
チ
に
叩
き
込
ん
で
ゆ
く
木
魚
に
つ
ら
れ
て
次
第
に

　
早
く
な
り
、仕
舞
い
に
は
猛
烈
な
速
力
で
半
鐘
を
叩
き

　
だ
し
た
。（
中
略
）

　
　
百
八
の
煩
悩
を
つ
き
終
っ
た
ら
、
栄
だ
ん
は
ぐ
っ

　
し
ょ
り
汗
を
か
い
て
い
た
。

　
　「
何
ち
ゅ
う
鐘
の
つ
き
よ
う
や
。
わ
れ
」

　
　「
う
っ
か
り
お
住
ッ
さ
ん
の
木
魚
の
音
に
釣
ら
れ

　
た
が
な
。
も
う
、そ
な
い
な
っ
た
ら
、ど
む
な
ら
ん
。

　
百
八
つ
や
ら
、二
百
や
ら
、
あ
る
い
は
千
や
ら
わ
か

　
ら
へ
ん
。
無
我
夢
中
や
」

　
　「
わ
れ
の
は
無
茶
苦
茶
や
」

　
　
そ
こ
で
住
職
の
僕
は
言
っ
た
も
ん
だ
。

　
　「
そ
れ
で
好
え
の
や
。百
八
な
ど
と
数
を
よ
む
必
要

　
な
い
。天
台
院
の
除
夜
の
鐘
ば
っ
か
り
は
、百
な
り
と
、

　
千
な
り
と
、万
な
り
と
、好
き
な
よ
う
に
、惚
れ
惚
れ

　
と
突
き
な
は
れ
」

   

（『
み
み
ず
く
説
法 

全
』〝
第
五
話 

除
夜
〟

　     

昭
和
34
年
2
月
20
日
、中
央
公
論
社
）

　

昭
和
二
十
七
年
を
八
尾
の
ま
ち
で
ほ
れ
ぼ
れ
と
迎
え
、

新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
東
光
の
こ
の
挿
話
が
、

僕
は
好
き
で
た
ま
り
ま
せ
ん
。

写真提供：今東光資料館
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