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平成27年度 冬季企画展

「なぞ、なぞ、昔の道具」
2016年1月6日（水）～3月6日（日）
こどもから大人まで楽しめる「なぞの道具」を展示しています。

※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

《八尾探＆コンサート八尾の音楽家》

　八尾市指定文化財である旧植田家住宅を会場に

例年開催している「コンサート 八尾の音楽家」。

建物の魅力を伝えると共に、地域に縁のある音楽家

による演奏を披露。今回は八尾市観光協会との共催

でコンサートを行なった。詳細は 8 頁に掲載。
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２
０
１
５
年 

秋
季
企
画
展

「
植
田
家
の
花か
ち
ょ
う
ふ
う
げ
つ

鳥
風
月
～
大
坂
画
壇
Ⅲ
～
」

　　

２
０
１
５
年
度
の
秋
季
企
画
展
で
は
、こ
れ
ま
で
の

企
画
展「
植
田
家
と
大
坂
画
壇
」
の
第
３
弾
と
し
て
、

旧
植
田
家
住
宅
所
蔵
の
大
坂
画
壇
関
連
の
掛
軸
を
中
心

に
展
示
を
行
い
ま
し
た
。こ
れ
ま
で
と
は
す
こ
し
違
い
、

今
回「
花
鳥
風
月
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
設
け
、
自
然
の

風
景
や
風
流
を
描
い
た
も
の
に
焦
点
を
当
て
、大
坂
画
壇

の
流
派
や
系
統
、そ
の
表
現
の
違
い
に
注
目
し
ま
し
た
。

ま
た
、植
田
家
が
こ
う
し
た
大
坂
画
壇
の
一
連
の
作
品

を
収
集
し
た
背
景
や
意
味
を
窺
い
知
る
好
材
料
と
し

て
、改
め
て
作
品
を
鑑
賞
す
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

か
つ
て
植
田
家
で
は
、掛
軸
が
専
用
の
収
納
棚
に
収

め
ら
れ
、「
春
夏
秋
冬
」「
祝
・
仏
事
」な
ど
に
分
類
さ
れ

て
い
ま
し
た
。〈
時
〉
と〈
場
〉
に
合
わ
せ
て
掛
軸
を

飾
り
、季
節
や
礼
節
を
重
ん
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
こ
の
中
に
は
、
四
季
を
代
表
す
る
花
鳥
画
や

山
水
図
が
多
岐
に
わ
た
り
、大
坂
画
壇
の
画
家
た
ち
の

作
品
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、そ
の
作
品
の

質
と
量
か
ら
は
当
主
の
文
化
的
素
養
の
高
さ
や
関
心

が
想
像
で
き
、
長
年
培
わ
れ
た
植
田
家
の〝
風
流
〟
が

掛
軸
を
通
し
て
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。山
水
や
花
鳥
風
月

と
い
う「
自
然
の
情
景
」が
飾
ら
れ
た
往
時
の
座
敷
の

風
景
は
、
植
田
家
に
と
っ
て
は
本
物
の
自
然
以
上
に

２
０
１
５
年 

秋
季
企
画
展

姫島竹外《月下小禽図》赤松雲嶺《牡丹図》
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価
値
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

さ
て
、
展
示
は
江
戸
時
代
後
期
の
鼎

か
な
え

春し
ゅ
ん
が
く

嶽
、田た

の
む
ら

能
村

直ち
ょ
く
に
ゅ
う

入
、岡
田
半は

ん
こ
う江

の
山
水
図
に
始
ま
り
、明
治
期
の

矢
野
橋き

ょ
う
そ
ん

村
、姫
島
竹
外
、さ
ら
に
大
正
・
昭
和
時
代
の

赤
松
雲う

ん
れ
い嶺

、
幸ゆ

き
ま
つ
し
ゅ
ん
ぽ

松
春
浦
の
山
水
図
と
花
鳥
画
を
各
種

時
代
ご
と
に
並
べ
、そ
の
比
較
を
行
い
ま
し
た
。ま
た
、

画
僧（
絵
を
嗜
む
僧
侶
）
の
愛
石
が
描
く《
桃

と
う
げ
ん
し
ゅ
ん
せ
い

源
春
霽
図
》

は
、池い

け
の
た
い
が

大
雅
風
と
称
さ
れ
る
特
徴
が
よ
く
表
れ
、作
品

の
大
き
さ
に
も
驚
か
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
わ
ず
か
14
点
の
作
品
だ
け
で
も
十
分
な

見
応
え
と
比
較
が
で
き
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
本
来
、

座
敷
の
床
の
間
に
掛
け
ら
れ
、時
や
場
に
応
じ
て
鑑
賞

さ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。こ
う
し
て
一
堂
に
鑑
賞
さ
れ

よ
う
と
は
当
時
の
植
田
家
の
人
々
に
は
想
像
で
き
な

か
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。言
い
換
え
れ
ば
、本
来
の

正
し
い
鑑
賞
法
で
は
な
い
で
す
が
、企
画
展
示
な
ら
で

は
の
良
さ
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　

展
示
は
、壁
面
の
掛
軸
だ
け
で
は
な
く
、一
冊
の
本

に
複
数
の
作
者
の
作
品
を
ま
と
め
た
「
画が

じ
ょ
う帖

」
や
、

田
能
村
直
入
が
還
暦
の
祝
い
も
の
と
し
て
千
個
も
作
っ

た
と
い
わ
れ
る
古
曾
部
焼
の
「
詩
画
茶
碗
」
も
あ
り
、

大
坂
画
壇
を
ま
た
違
っ
た
角
度
か
ら
眺
め
る
こ
と
も

で
き
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
あ
る
旧
植
田
家
の
書
画
類

は
今
後
も
展
示
を
通
し
て
公
開
し
て
い
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
（
学
芸
員 

安
藤
亮
）

愛石《桃源春霽図》

大坂画壇の一連の作品がずらりと並ぶ

「直入詩画茶碗」の展示

学芸員によるギャラリートークも開催

「画帖」の中身を公開
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企
画
展「
植
田
家
の
花
鳥
風
月
」
会
期
中
の
11
月

22
日（
日
）、
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
学
芸
員

の
明
尾
圭
造
さ
ん
を
講
師
に
迎
え
、講
座「
大
坂
画
壇

と
花
鳥
風
月
」
を
行
い
ま
し
た
。
明
尾
さ
ん
に
は
、

２
０
１
１
年
の
大
坂
画
壇
の
企
画
展
で
も
講
座
に
来
て

い
た
だ
い
て
お
り
、
今
回
４
年
ぶ
り
に
再
び
お
話
を

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
「
今
年
は
、近
年
ま
れ
に
見
る
、大
坂
画
壇
の
展
示
が
重

な
っ
た
珍
し
い
年
」だ
と
い
う
こ
と
で
、
確
か
に
大
阪

府
内
で
は
旧
植
田
家
住
宅（
八
尾
市
）の
企
画
展
と
大
阪
商

業
大
学
商
業
史
博
物
館（
東
大
阪
市
）
で
は「
北
野
恒
富

と
中
河
内
―
知
ら
れ
ざ
る
大
阪
画
壇
の
発
信
源
―
」、そ

し
て
大
阪
歴
史
博
物
館（
大
阪
市
）
で
も
特
別
展「
唐か

ら
え画

も
ん
」が
開
催
さ
れ
、同
じ
時
期
に
３
つ
の
大
坂
画
壇

関
連
の
展
示
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
ま
だ
ま
だ

集
客
力
が
な
い
」と
い
う
大
坂
画
壇
の
展
示
が
、今
の

大
阪
で
こ
れ
だ
け
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を

の
こ
し
な
が
ら
、本
来
の
美
術
鑑
賞
の
あ
り
方
や
大
坂

画
壇
の
現
在
と
評
価
等
に
つ
い
て
冒
頭
で
語
ら
れ

ま
し
た
。

　

本
題
の「
四
季
の
中
で
見
る
大
坂
画
壇
」の
お
話
で

は
、今
回
展
示
中
の
17
作
品
に
つ
い
て
、作
者
の
紹
介
と

と
も
に
作
品
の
特
徴
や
見
所
を
幅
広
い
知
識
を
交
え

て
詳
し
く
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。〝
目
か
ら
鱗
〟

の
話
も
た
く
さ
ん
あ
り
、展
示
を
担
当
し
た
学
芸
員
も

講
座
終
了
後
す
ぐ
に
改
め
て
展
示
室
へ
作
品
を
鑑
賞
し

に
行
き
ま
し
た
。大
坂
画
壇
の
作
品
の
再
評
価
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、本
来
美
術
鑑
賞
は「
個
人
的
な
趣
味

趣
向
に
沿
う
も
の
で
あ
る
」と
す
る
明
尾
さ
ん
の
言
葉

に
、自
分
も
含
め
て
鑑
賞
者
が
も
っ
と
作
品
を
見
る
目

を
養
う
必
要
が
あ
る
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。

　

後
日
、12
月
19
日（
土
）に
は
、本
講
座
と
も
関
連
し
た

大
阪
商
業
大
学
比
較
地
域
研
究
所
と
の
共
催
に
よ
る

研
究
会
「
関
西
に
お
け
る
文
化
資
源
の
活
用
」
を
旧

植
田
家
住
宅
で
開
催
し
ま
し
た
。大
阪
府
立
大
学
名
誉

教
授
の
山
中
浩
之
先
生
の
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
、

こ
う
し
た
取
り
組
み
を
今
後
も
増
や
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
し
た
。

「大坂画壇と花鳥風月」「大坂画壇と花鳥風月」
おおさかがだん かちょうふうげつ

企画展関連講座

菅楯彦《稲荷詣》

跡見花蹊《桜図》

江戸時代から昭和にかけて大坂（阪）を中心に
活躍した「大坂画壇」に迫る。

講師：明尾圭造氏
（大阪商業大学商業史博物館 主席学芸員）

あけお けいぞう

※写真の掛軸は当日の座敷で展示しました
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旧
家
で
愉
し
む
食
事
会

　

年
に
一
度
の
ち
ょ
っ
と
贅
沢
な
お
楽
し
み
イ
ベ

ン
ト「
旧
家
で
愉
し
む
食
事
会
」
が
、
昨
年
12
月

５
日（
土
）の
閉
館
後
に
行
わ
れ
ま
し
た
。例
年
、

旧
植
田
家
住
宅
と
同
じ
八
尾
市
植
松
町
に
あ
る

「
創
菜
庵
ひ
ろ
な
お
」さ
ん
に
料
理
の
提
供
を
頂
い

て
い
ま
し
た
が
、
惜
し
む
ら
く
は
９
月
に
閉
店

さ
れ
た
た
め
、
今
回
は
新
た
に
植
松
町
の
旅
館

「
山さ

ん
せ
い
そ
う

清
荘
」さ
ん
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

　

恒
例
の
学
芸
員
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

（
施
設
夜
間
見
学
）
の
後
は
、
す
こ
し
早
め
の
18
時

30
分
か
ら
食
事
会
が
始
ま
り
ま
し
た
。植
田
家
で

代
々
使
用
さ
れ
て
き
た
明
治
期
の
器
に
盛
り
つ
け

ら
れ
た「
な
に
わ
の
伝
統
野
菜
」を
使
っ
た
料
理
に
、

食
事
会
で
は
初
め
て
の
か
ま
ど
で
炊
い
た
大
根
飯

な
ど
、な
じ
み
の
も
の
か
ら
普
段
あ
ま
り
味
わ
う

こ
と
の
な
い
も
の
ま
で
、
こ
れ
ま
た
植
田
家
で

実
際
に
使
っ
て
い
た
お
膳
で
運
ば
れ
て
き
ま
す
。

料
理
の
味
は
も
ち
ろ
ん
、新
鮮
な
食
材
を
使
用
し
、

煮
炊
き
物
な
ど
す
こ
し
懐
か
し
い
郷
土
食
も
出
て

き
ま
し
た
。

　

参
加
者
は
、
各
々
料
理
や
食
器
、
建
物
に
つ
い

て
会
話
を
し
な
が
ら
食
事
を
愉
し
み
、「
一
の
膳
」

と
「
二
の
膳
」
の
合
間
の
学
芸
員
の
話
に
も
耳
を

傾
け
て
い
ま
し
た
。食
器
に
つ
い
て
は
、今
回
は
特

に
関
心
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
方
が
多
く
、熱
心
に

話
を
聴
き
な
が
ら
、お
隣
同
士
で
一
点
ず
つ
柄
や
種

類
の
違
う
食
器
を
見
せ
合
っ
た
り
並
べ
た
り
と
、

い
ろ
い
ろ
な
愉
し
み
方
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
か
ま
ど
で
炊
い
た
大
根
飯
は
、な
に
わ
の
伝

統
野
菜
の
田
辺
大
根
と
金
時
人
参
を
使
用
し
ま
し

た
が
、実
は
今
回
に
先
が
け
、地
元
永
畑
幼
稚
園

さ
ん
の
見
学
で
も
練
習
を
兼
ね
て
、事
前
に
炊
く

機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
、
お
か

わ
り
を
す
る
人
も
お
ら
れ
た
り
、抜
群
の
炊
き
上

が
り
で
し
た
。
炊
飯
を
担
当
す
る
ス
タ
ッ
フ（
栽

培
日
記
で
お
馴
染
み
Ｉ
氏
）は
か
な
り
の
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

い
つ
も
と
違
う
空
間
と
雰
囲
気
で
、さ
ま
ざ
ま

な
愉
し
み
を
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
こ
の
食
事
会

に
、ぜ
ひ
ま
た
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
旧
植
田
家
住
宅
ス
タ
ッ
フ
）

食事会でにぎわう座敷の風景

一の膳

座 敷
かまどの大根飯（炊飯前）

植田家のお膳

ギャラリートーク

伝統的な古民家

なにわの伝統野菜

名品の数々

植田家の食器

二の膳

+ +

愉しみ方

いろいろ
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コンサート八尾の音楽家＆

八尾市観光協会＆ＮＰＯ法人ＨＩＣＡＬＩ 共催イベント

八
尾
探
＆
コ
ン
サ
ー
ト 

八
尾
の
音
楽
家

「
八
尾
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル 

Vol.
０
」

　

旧
植
田
家
住
宅
が
一
般
公
開
さ
れ
て
か
ら
早
七
年
が

経
ち
ま
す
。開
館
当
初
よ
り
毎
年
開
催
し
、多
く
の
方
が

心
待
ち
に
す
る「
コ
ン
サ
ー
ト
八
尾
の
音
楽
家
」
は
、

八
尾
に
縁
の
あ
る
音
楽
家
を
招
き
、
こ
の
歴
史
あ
る

建
物
を
舞
台
に
、音
楽
の
楽
し
さ
や
八
尾
の
歴
史
・
文
化
、

建
物
の
魅
力
を
伝
え
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
し
て
い

ま
す
。い
つ
も
は
年
齢
層
が
比
較
的
高
い
こ
の
イ
ベ
ン
ト

も
、今
回
は
若
い
世
代
の
人
た
ち
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
、

八
尾
市
観
光
協
会
と
の
共
催
で「
八や

お
た
ん

尾
探
＆
コ
ン
サ
ー
ト

八
尾
の
音
楽
家
」
と
し
て
行
い
ま
し
た
。

　

ち
な
み
に「
八
尾
探
」
と
は
、
八
尾
市
が
策
定
す
る

『
八
尾
市
観
光
振
興
プ
ラ
ン
』に
お
い
て
八
尾
市
観
光

協
会
を
中
心
に
、市
民
・
事
業
者
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
と

行
政
が
連
携
し
て「
八
尾
の
ま
ち
の
楽
し
み
を
探
る
」

た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム（
基
本
理
念
）
で
、
同
イ
ベ
ン
ト

と
趣
旨
を
同
じ
く
し
て
、今
回
の
コ
ン
サ
ー
ト
が
実
現

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。ま
た「
八
尾
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ルVol.0

」の
タ
イ
ト
ル
に
は
、八
尾
市

の
音
楽
文
化
の
向
上
の
ス
タ
ー
ト
地
点
や
今
後

の
展
開
へ
の
期
待
が
込
め
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
八
尾

市
の
文
化
財
で
あ
る
旧
植
田
家
住
宅
が
、
今
も
昔
も

変
わ
ら
ず
文
化
の
拠
点
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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初
の
試
み
、い
ろ
い
ろ

　

今
回
の
コ
ン
サ
ー
ト
は
い
ろ
い
ろ
初
の
試
み
も
あ
り
、

参
加
方
法
も
以
前
の
申
込
み
先
着
順
か
ら
、
メ
ー
ル

受
付
の
み
で
抽
選
方
式
と
な
り
ま
し
た
。結
果
、定
員

60
名
を
超
え
る
多
数
の
申
込
み
が
あ
り
、抽
選
に
よ
っ

て
参
加
者
が
選
ば
れ
ま
し
た
。ま
た
今
回
の
狙
い
通
り

若
い
世
代
の
方
が
多
く
参
加
し
、初
め
て
訪
れ
る
古
い

民
家
の
佇
ま
い
に
、コ
ン
サ
ー
ト
の
開
演
前
か
ら
既
に

感
動
さ
れ
て
い
る
様
子
で
し
た
。

　

さ
て
、今
回
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
主
役
は
、八
尾
市
の

出
身
で
も
あ
り
、現
在
日
本
の
音
楽
界
の
第
一
線
で

活
躍
を
さ
れ
て
い
る
シ
ン
ガ
ー
＆
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー

の
広
沢
タ
ダ
シ
さ
ん
と
キ
ー
ボ
ー
デ
ィ
ス
ト
＆
ソ
ン
グ

ラ
イ
タ
ー
の
本ほ

ん
ま
あ
き
み
つ

間
昭
光
さ
ん
。お
二
人
に
つ
い
て
は
、

八
尾
市
観
光
協
会
の
発
行
す
る
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー

『
Ｙ
ａ
ｏ
ｍ
ａ
ｎ
ｉ
ａ
（
ヤ
オ
マ
ニ
ア
）Vol.12 

２
０
１
６

年
・
冬
号
』を
ご
覧
い
た
だ
く
と
、
そ
の
素
顔
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
は
約
一
時
間
半
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら

カ
バ
ー
ま
で
お
馴
染
み
の
曲
が
次
々
と
披
露
さ
れ
、

参
加
者
の
み
な
さ
ん
も
大
満
足
。ま
た
多
数
の
ゲ
ス
ト

出
演
も
あ
り
、会
場
は
熱
気
に
包
ま
れ
ま
し
た
。普
段
は

関
東
を
中
心
に
そ
れ
ぞ
れ
活
動
を
さ
れ
て
い
る
お
二
人

で
す
が
、ま
さ
に
〝
八
尾
人
ら
し
い
〟地
元
な
ら
で
は

の
ト
ー
ク
を
展
開
し
、会
場
を
盛
り
上
げ
ま
し
た
。

〝
音お

ん
こ
ち
し
ん

古
知
新（
温
故
知
新
）〟

　

昨
今
、
時
代
の
流
れ
や
諸
般
の
事
情
に
よ
っ
て
、

古
い
建
物
が
次
々
と
取
り
壊
さ
れ
、
新
し
く
さ
れ
て

い
ま
す
が
、い
つ
の
時
代
も
、新
し
い
考
え
方
に
よ
っ

て
古
い
も
の
が
次
々
と
失
わ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の

こ
と
自
体
は
仕
方
の
無
い
こ
と
で
す
が
、そ
こ
に
は

常
に
確
固
た
る
意
味
が
あ
る
こ
と
や
、あ
ら
ゆ
る
も

の
（
人
の
意
思
や
歴
史
、環
境
、文
化
な
ど
）の
上
に

立
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
よ
う
に
思
い

ま
す
。
失
く
す
こ
と
は
簡
単
で
す
が
、
創
り
上
げ
て

い
く
こ
と
の
難
し
さ
と
楽
し
さ
を
一
人
ひ
と
り
が
感
じ

る
こ
と
の
で
き
る
場
と
し
て
、今
回
の
コ
ン
サ
ー
ト
は

た
い
へ
ん
有
意
義
な
も
の
で
し
た
。

　

３
０
０
年
の
歴
史
を
も
つ
旧
植
田
家
住
宅
の
建
物
で
の

こ
の
音
楽
イ
ベ
ン
ト
が
、
一
過
性
の
ご
く
個
人
的
で

表
面
的
な
も
の
で
は
な
く
、
関
わ
っ
た
全
て
の
人
に

と
っ
て
意
味
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
次
へ
と
つ
な
が
る

も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
い
ま
す
。

　

八
尾
探
＆
コ
ン
サ
ー
ト
八
尾
の
音
楽
「
八
尾
ミ
ュ
ー

ジ
ッ
ク
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」と
言
い
つ
つ
、ほ
と
ん
ど
が

音
楽
の
話
題
に
ふ
れ
て
い
な
い
本
文
を
最
後
ま
で
お

読
み
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

   （
旧
植
田
家
住
宅 

学
芸
員　

安
藤 

亮
）

リハーサル風景

最後の曲は出演者全員で演奏

八尾市観光協会が発行
するフリーペーパー

『Yaomania Vol.12』
　（2016 年・冬号）
※お問い合わせは
八尾市観光協会まで
 ℡ 072-997-6226

八尾人トークを展開し、会場を盛り上げる二人
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年
末
年
始
は
忘
年
会
や
新
年
会
な
ど
で
、
何
か
と

お
酒
を
飲
む
機
会
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。職
場
の
同
僚
、友
人
た
ち
と
一
緒
に
楽
し
く
お
酒

を
飲
み
、親
睦
が
深
ま
っ
た（
？
）と
思
う
が
…
。

　

そ
も
そ
も
酒
は
日
本
で
は
古
く
か
ら
祭
事
の
と
き

の
神
へ
の
供
物
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

そ
の
神
事
の
後
、
参
列
者
が
神
と
の
饗
宴
や
神
の
力

を
分
け
与
え
て
も
ら
う
と
い
う
祈
願
を
込
め
て
ひ
と
つ

の
盃
で
順
に
飲
み
交
わ
し
、
神
と
人
、
人
と
人
と
の

結
び
つ
き
を
強
め
た
。そ
の
後
、室
町
時
代
に
醸
造
業

が
発
展
し
、
江
戸
時
代
に
は
一
般
に
飲
酒
の
習
慣
が

広
が
る
と
酒
は
よ
り
身
近
な
も
の
と
な
る
。
酒
器
も

盃
、
徳と

っ
く
り利

、
猪ち

ょ
こ口

、
ぐ
い
飲
み
な
ど
が
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　

今
回
は
旧
植
田
家
の
収
蔵
品
か
ら
酒
器
の
中
で
も

古
く
か
ら
人
び
と
の
親
交
を
深
め
る
上
で
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
き
た
「
盃
」
を
と
り
あ
げ
る
。
旧

植
田
家
に
伝
わ
る
盃
は
五
～
一
〇
個
の
揃
い
の
盃
、

制
作
者
の
名
が
入
っ
た
も
の
、京
都
や
九
谷
と
い
っ
た

各
地
の
窯
元
の
一
点
も
の
な
ど
が
あ
る
。ま
た
、白は

く
じ磁

、

染
付
、色
絵
の
も
の
な
ど
種
類
も
多
岐
に
わ
た
り
、特

に
趣
向
を
凝
ら
し
た
盃
も
あ
る
。
例
え
ば
、
鯉
の
絵

が
描
か
れ
た
盃
は
酒
を
注
ぐ
と
、
鯉
が
ま
る
で
水
面

か
ら
跳
ね
て
い
る
よ
う
に
見
え
、粋
な
演
出
に
な
っ
て

い
る（
写
真
）。こ
れ
ら
の
盃
は
日
常
生
活
を
は
じ
め
、

旧植田家住宅  学芸員
谷口 弘美

研 究
のーと

Investigation
Note

ファイル 10

「盃」
さかずき

冠
婚
葬
祭
や
宴
会
な
ど
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
使
わ
れ
た

と
思
わ
れ
、
そ
の
度
ご
と
に
話
題
に
上
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。

　

旧
植
田
家
に
伝
わ
る
盃
の
中
で
も
数
多
く
残
さ
れ

て
い
る
の
が
記
念
盃
で
、
軍
の
兵
隊
が
除
隊
記
念
と

し
て
知
人
達
に
配
っ
た
名
前
入
り
の
盃
や
警
察
の
式

典
で
進
呈
さ
れ
た
盃
の
他
、
温
泉
、
料
亭
、
商
店
の
名

前
入
り
の
盃
な
ど
が
あ
る（
写
真
）。
そ
う
し
た
盃
の

中
で
も
農
作
物
の
品
評
会
の
記
念
盃
、
八
尾
の
料
亭

「
山や

ま
と
く徳

」
を
は
じ
め
関
西
一
円
の
料
亭
の
名
前
入
り

盃
、大
和
川
の
樋
門
の
完
成
記
念
の
盃
な
ど
、地
元
に

関
わ
る
も
の
が
多
い
の
も
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

盃
は
明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
も
の
が
ほ
と

ん
ど
で
、
ほ
ぼ
未
使
用
の
状
態
で
箱
に
収
納
さ
れ
て

い
た
。植
田
家
の
人
び
と
が
美
術
工
芸
品
や
他
の
生
活

道
具
と
同
じ
く
、盃
も
大
切
に
保
管
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　

こ
う
し
た
植
田
家
所
蔵
の
お
び
た
だ
し
い
数
の
盃

は
植
田
家
の
人
び
と
の
活
動
範
囲
の
広
さ
を
示
し
て

く
れ
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
当
時
の
植
田
家
の
人

び
と
を
よ
く
知
る
証
人
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

な
お
盃
は
、
土
蔵
一
・
民
具
展
示
室
に
て
常
設
展

示
し
て
い
る
（
写
真
）。

料亭「山徳」
の名入り盃 展示中の盃

酒を注ぐと鯉が水面から
跳ねているように見える

参考文献：神崎宣武『三三九度‐盃事の民俗誌‐』2008.12、岩波現代文庫
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三
会
所
だ
よ
り

　

住
宅
地
と
産
業
用
地
が
複
雑
に
入
り
組
み
、農
地
が

点
在
し
て
残
る
鴻
池
新
田
周
辺
で
、
会
所
の
木
立
や

草
地
は
、野
鳥
に
い
く
ら
か
の
ま
と
ま
っ
た
活
動
空
間

を
提
供
し
て
い
る
よ
う
で
す
。さ
ほ
ど
豊
か
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
二
〇
種
あ
ま
り
の
野
鳥
を
こ
れ
ま
で
に

視
認
し
ま
し
た
。
冬
・
春
に
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
観
察

で
き
ま
す
。

　

サ
ギ
類（
ア
オ
サ
ギ
、ダ
イ
サ
ギ
、チ
ュ
ウ
サ
ギ
）は

こ
こ
を
広
い
活
動
範
囲
の
一
部
に
し
て
お
り
、数
日
に

一
度
く
ら
い
の
頻
度
で
出
現
し
ま
す
。
カ
ワ
セ
ミ
は

年
に
五
、六
度
見
か
け
ま
す
。
カ
ル
ガ
モ
は
庭
園
の

弁
天
池
に
ご
く
ま
れ
に
訪
れ
ま
す
が
、猫
を
警
戒
し
て

長
居
は
し
ま
せ
ん
。
モ
ズ
と
ジ
ョ
ウ
ビ
タ
キ
は
晩
秋

か
ら
春
先
に
か
け
縄
張
り
を
つ
く
っ
て
巡
回
し
て

い
ま
す
。冬
の
間
、メ
ジ
ロ
が
サ
ザ
ン
カ
の
多
い
生
垣

に
群
が
っ
て
移
動
し
て
い
ま
す
。
そ
の
群
れ
に
追
随

す
る
二
、三
羽
の
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

ツ
グ
ミ
、
イ
カ
ル
、
カ
ワ
ラ
ヒ
ワ
は
冬
か
ら
春
に

か
け
て
季
節
移
動
の
途
上
で
し
ば
ら
く
と
ど
ま
っ
て

い
ま
す
。最
近
は
よ
く
あ
る
こ
と
ら
し
い
で
す
が
、イ
ソ

ヒ
ヨ
ド
リ
が
初
夏
の
営
巣
期
だ
け
、
隣
接
す
る
高
い

ビ
ル
の
通
気
口
な
ど
に
巣
を
か
ま
え
会
所
の
敷
地
を

な
わ
ば
り
に
し
ま
す
。冬
の
間
、大
群
に
な
り
庭
園
の

カ
シ
の
繁
み
を
ね
ぐ
ら
に
し
て
い
た
ム
ク
ド
リ
は

分
散
し
、初
夏
に
建
物
の
軒
か
ら
野
地
の
下
に
も
ぐ
り

込
み
営
巣
の
す
る
も
の
が
い
ま
す
。蔵
の
そ
ば
で
青
い

卵
を
拾
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。会
所
に
隣
接
す
る
鴻
池
家

朝
日
社
の
木
立
は
高
木
が
多
く
樹
冠
が
鬱う

っ
そ
う蒼

と
し
て

い
る
た
め
か
、ふ
つ
う
山
で
見
る
シ
ロ
ハ
ラ
が
お
り
、

モ
ズ
も
こ
こ
で
営
巣
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

キ
ジ
バ
ト
、
セ
グ
ロ
セ
キ
レ
イ
、
ハ
ク
セ
キ
レ
イ
、

ヒ
ヨ
ド
リ
、ス
ズ
メ
、
ハ
シ
ブ
ト
ガ
ラ
ス
、ハ
シ
ボ
ソ

ガ
ラ
ス
な
ど
お
な
じ
み
の
鳥
も
に
ぎ
や
か
で
す
。農
地

が
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
三
〇
年
ほ
ど
前
に
は
、
ケ
リ
や

ヒ
バ
リ
が
喧
し
い
く
ら
い
で
し
た
が
、今
は
声
を
聞
き

ま
せ
ん
。

　

鴻
池
新
田
会
所
に
お
こ
し
く
だ
さ
り
、
手
ぶ
ら
で

気
軽
な
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

不
運
に
も
野
鳥
に
出
会
え
な
け
れ
ば
、恒
例
の
鴻
池
家

寄
贈
民
具
展
「
む
か
し
の
道
具
い
ろ
い
ろ
」（
二
月

二
十
八
日
ま
で
）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。江
戸
時
代
末
期

か
ら
昭
和
時
代
初
期
ま
で
の
資
料
を
乾
蔵
で
展
示
し
て

お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴻
池
新
田
会
所　

松
田
順
一
郎
）

（7）

●鴻
こうのいけしんでんかいしょ

池新田会 所
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）
入館料 ： 大人300円、小・中学生200円
問合せ ： 06-6745-6409（電話）
　　　　06-6744-7498（FAX）

～
鴻
池
新
田
会
所
の
野
鳥
事
情
～

図1　いたって粗末なキジバトの巣。脅すと卵も
          放棄し、戻ってこない （2012年11月25日）

図2　メジロの仲間に置き去りにされて生垣の中
          をさまようシジュウカラ （2015年12月26日）

図3　ムクドリの大群 （2015年2月22日）

図4　珍客カワラヒワ （2010年4月25日）

図5　なわばりに侵入したムクドリを蹴散らし、
          興奮状態のイソヒヨドリ(♀) （2015年5月13日）

図6　梅雨の晴れ間、弁天池のほとりにたたずむ
          カワセミ （2015年6月30日）図1

図4

図2

図5

図3

図6



― 12 ― 12

【
三
度
目
も
狙
い
ま
す
】

　

昨
年
12
月
13
日（
日
）、大
阪
市
東
住
吉
区
で
開
催
さ
れ
た

「
第
19
回
田
辺
大
根
フ
ェ
ス
タ
」に
お
い
て
、旧
植
田
家
住
宅

で
育
て
た
田
辺
大
根
が
、二
度
目
の「
こ
れ
ぞ
田
辺
大
根

de
賞
」
を
受
賞
。こ
れ
に
つ
い
て
畑
担
当
は「
神
様
、仏
様
、

No.27

ド
ッ
カ
～
ン
と

　

や
っ
ち
ゃ
い
ま
し
た
! !

ド
ッ
カ
～
ン
と

　

や
っ
ち
ゃ
い
ま
し
た
! !

「これぞ田辺大根de賞」を受賞した
　　　旧植田家住宅の大根 ＝2015年12月13日（日）

釜
神
様
、そ
し
て
お
世
話
に
な
っ
た
み
な
さ
ま
、
本
当
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。早
速
で
す
が
、三
度
目
も

狙
い
ま
す
！
」と
喜
び
と
意
気
込
み
を
語
っ
た
。

 

※
今
回
は
出
陳
数
が
多
く
焦
り
ま
し
た
が
、永
畑
幼
稚
園

さ
ん
も『
か
わ
い
い
de
賞
』を
頂
き
ま
し
た
。
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２
０
１
４
年
５
月
か
ら
、年
に
２
回
行
な
っ
て
い
る

「
植
松
灯
籠
の
日（
夜
間
開
館
）」は
、今
回
で
４
回
目

の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
灯
籠
に
つ
い
て
の
詳
し

い
説
明
は『
植
田
家
だ
よ
り
21
号
』を
ご
覧
い
た
だ
く

と
し
、
今
回
も
同
イ
ベ
ン
ト
に
は
た
く
さ
ん
の
来
場

者
が
み
え
ま
し
た
。

　

前
回
の「
灯
籠
の
日
」で
は
、庭
の
灯
籠
の
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
に
加
え
、江
戸
の
浮
世
絵
師･

歌
川
国
芳
の

影
絵
シ
リ
ー
ズ
を
パ
ネ
ル
化
し
、主
屋
２
階
の
窓
に

影
を
映
し
出
す
試
み
を
し
ま
し
た
が
、今
回
も
同
じ

く
影
絵
を
実
施
。
歌
川
広
重
の「
即
興
か
げ
ぼ
し
づ

く
し
」シ
リ
ー
ズ
か
ら
10
点
の
パ
ネ
ル
を
2
階
の
窓

に
投
影
し
ま
し
た
。

　

外（
庭
）か
ら
み
る
と
、そ
れ
ぞ
れ「（
橋
の
）欄ら

ん
か
ん干

擬ぎ

ぼ

し
宝
珠
」「
止
ま
り
木
に
鷹た

か

」「
鉢
植
え
の
福
寿
草
」「
石

灯
籠
」「
松
」「
鶴
」「
兎

う
さ
ぎ

」「
岩
に
雁か

り

」「
梅
に
鴬

う
ぐ
い
す」「

猫
」

の
影
で
す
が
、中
か
ら
み
る
と
全
て
「
人
間
」
と
い

う
大
変
ユ
ニ
ー
ク
な
広
重
の
作
品
。
か
な
り
複
雑
な

ポ
ー
ズ
も
あ
り
、実
際
に
人
間
が
や
っ
て
み
る
に
は

難
し
そ
う
で
す
が（
不
可
能
で
は
な
い
!?
）、
こ
う
し

た
発
想
が
江
戸
時
代
に
成
さ
れ
、
そ
れ
が
浮
世
絵
と

し
て
描
か
れ
現
代
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
驚

か
さ
れ
ま
す
（
※
こ
の
作
品
は
旧
植
田
家
住
宅
の
収
蔵

品
に
は
あ
り
ま
せ
ん
）。
ま
た
、実
際
に
パ
ネ
ル
化
し

て
再
現
し
て
み
る
と
、影
と
実
像
が
か
な
り
細
密
に

表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。

　

来
場
者
の
皆
さ
ん
は
、
夜
間
の
旧
植
田
家
住
宅
を

思
い
思
い
に
楽
し
ん
で
い
る
様
子
で
、
ゆ
っ
た
り
と

し
た
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　

    　
（
学
芸
員 

安
藤 

亮
）

11
・
7

植
松
灯
籠
の
日
（
夜
間
開
館
）
を
開
催
！

庭からみた二階の影絵。
左から「欄干擬宝珠」「鷹」「鉢植え」「石灯籠」「松」「鶴」「兎」「雁」「鴬」「猫」

中からみると「人」「人」「人」…
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大
英
博
物
館
で
開
催
さ
れ
て
大
好
評
を
博
し
、昨
年

日
本
で
初
め
て
東
京
の
永
青
文
庫
で
本
格
展
示
さ
れ

た「
春
画
展
」
が
、
今
年
二
月
六
日
よ
り
京
都
の
細
見

美
術
館
に
巡
回
さ
れ
る
と
い
う
、う
れ
し
い
ニ
ュ
ー
ス

に
接
す
る
と
、東
光
が
書
い
て
い
た
数
々
の
関
連
し
た

文
章
を
思
い
出
し
ま
す
。

　

春
画
と
は
、浮
世
絵
の
中
で
も
特
に
性
的
な
事
柄
を

核
に
し
た
作
品
の
こ
と
で
す
が
、
大
名
か
ら
庶
民

ま
で
様
々
な
用
途
で
愛
用
さ
れ
ま
し
た
。し
か
し
な
が

ら
、江
戸
時
代
に
は
そ
も
そ
も
非
合
法
の
出
版
物
で
も

あ
っ
た
こ
と
、そ
の
図
柄
や
テ
ー
マ
等
が
、俗
の
極
み

だ
と
い
う
こ
と
で
、
表
向
き
に
は
評
価
が
低
い
も
の

で
し
た
。
隠
し
て
、
秘
蔵
す
る
べ
き〝
笑
い
絵
〟
と
も

呼
ば
れ
、
正
統
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
し
た
。

　

よ
う
や
く
最
近
に
な
っ
て
、
十
八
歳
未
満
は
入
場

制
限
が
あ
る
と
は
い
う
も
の
の
、
大
規
模
な
展
覧
会

で
、
公
に
鑑
賞
で
き
る
機
会
が
巡
っ
て
き
た
の
を
知
っ

た
ら
、東
光
は「
遅
い
よ
」と
呟
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

落
穂
拾
い

　

 -
今
東
光
の
薫
風- 

（二
十
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
・
伊
東  

健

春
画
へ
の
理
解
と
造
詣
が
深
か
っ
た
東
光
は
、
当
時

で
も
珍
し
い
く
ら
い
春
画
の
高
い
芸
術
性
に
言
及
し

た
数
多
く
の
文
章
を
発
表
し
て
い
ま
す
。
特
に
、葛
飾

北
斎
が
描
い
た
春
画
を
テ
ー
マ
に
短
編
小
説
と
し
て

仕
上
げ
た
の
が
、『
北
斎
秘
画
』で
す
。こ
の
作
品
中
で

東
光
は
、
今
回
の「
春
画
展
」
で
も
展
示
さ
れ
て
い
た

北
斎
の「
喜き

の

え

の

こ

ま

つ

能
会
之
故
真
通
」に
言
及
し
て
い
ま
す
。

　
　
さ
ら
に「
喜き

の

え

の

こ

ま

つ

能
会
之
故
真
通
」半
紙
本
三
通
の
中
の

　
海あ

ま女
と
蛸
と
の
交
悦
図
に
至
っ
て
感
極
ま
り
な
か
っ
た
。

　
そ
う
し
て
こ
の
五
十
三
歳
以
降
か
ら
絶
対
に
女
人
を

　
近
づ
け
な
か
っ
た
聖
僧
の
よ
う
な
北
斎
が
、い
か
に

　
世
に
生
け
る
人
間
を
愛
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を

　
理
解
し
た
。（
中
略
）

　
　
北
斎
の
秘
画
が
浮
世
絵
史
上
の
一
大
産
物
で
あ
り
、

　
し
た
が
っ
て
言
う
ま
で
も
な
く
た
ぐ
い
稀
な
傑
作
だ
と

　
い
う
こ
と
は
、当
時
の
多
く
の
秘
画
は
美
的
感
覚
を

　
逸
脱
し
て
極
め
て
煽せ

ん
じ
ょ
う
て
き

情
的
で
あ
り
、毒
々
し
い
ほ
ど

　
猥わ

い
ざ
つ雑

な
の
に
く
ら
べ
て
、ほ
と
ん
ど
淡
彩
で
処
理
し
て

　
い
る
点
が
ま
ず
素
晴
ら
し
い
の
だ
。

　
　
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。彼
の
描
い
た
男
女
の
表
情

　
は
、極
め
て
写
実
的
で
あ
っ
た
た
め
に
真
に
迫
る
も
の

　
が
あ
り
、そ
の
画
面
か
ら
あ
た
り
を
は
ば
か
ら
ぬ　

声

　
さ
え
洩
れ
て
く
る
感
じ
が
す
る
の
だ
。徹
頭
徹
尾
そ
の

コ
ラ
ム

　
描
写
が
写
実
的
だ
と
余
情
と
い
う
も
の
が
感
ぜ
ら
れ

　
な
い
の
に
、あ
の
北
斎
の
特
徴
で
あ
る
女
の
着
物
の

　
ギ
ザ
ギ
ザ
と
縮
れ
た
不
思
議
な
描
線
が
、彼
の
秘
画
を

　
こ
の
世
の
も
の
で
な
い
美
的
な
世
界
に
誘
導
し
て
ゆ
く

　
の
だ
。（
後
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　（『
北
斎
秘
画
』（
昭
和
六
十
一（
一
九
八
六
）年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
月
十
五
日
　
徳
間
書
店
発
行
）よ
り
）

　

こ
の
小
説
で
東
光
が
残
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、今
こ
そ

読
ま
れ
る
べ
き〝
浮
世
絵
〟
論
で
あ
る
と
同
時
に
、東
光

自
身
が
創
作
す
る
う
え
で
秘
め
て
い
た
真
情
を
北
斎

に
重
ね
て
い
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、極
上
の
解
説
を
片
手
に
、大
人
の
美
術
鑑
賞

を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。 

『北斎秘画』（昭和61.4.15 徳間書店発行）
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